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玉
の
を
ぐ
し
の
大
む
ね
に
見
え
る
源
氏
物
語
論
と
、
螢
巻
の
物
語
論
と
の
間
に
は
食
い
ち
が
い
が
あ
る
。

螢
巻
の
物
語
論
は
、
そ
の
頃
絵
物
語
に
夢
中
に
な

っ
て
い
る
玉
髪
に
源
氏
が
か
ら
か
う
所
か
ら
始
ま
る
。

「
女
こ
そ
物
う
る
さ
が
り
せ
ず
、
人
に
欺
か
れ
む
と
う
ま
れ
た
る
も
の
な
れ
。
こ
こ
ら
の
な
か
に
、
誠
は
い
と
す
く
な
か
ら
む
を
、
か
つ
し

る
／
ヽ
、
斯
か
る
す
ず
る
ご
と
に
心
を
移
し
、
は
か
ら
れ
給
ひ
て
…
…
と
て
笑
ひ
給
ふ
」

表
面
は
か
ら
か
い
で
あ
る
が
、
物
語
の
虚
構
０
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
物
語
は
す
べ
て
、
あ
る
主
題
の
も
と
に
仮
構
さ
れ
た
作
者
の
世
界

で
あ
る
か
ら
ｏ

「
斯
か
る
世
の
ふ
る
ビ
一と
な
ら
で
は
、
げ
に
何
を
か
紛
る
る
事
な
き
つ
れ
４
ヽ

を
慰
め
ま
し
」

物
語
は
退
屈
を
紛
ら
す
た
め
だ
と
い
う
。
道
徳
の
実
践
を
説

い
た
儒
書

の
ご
と
き
も
の
で
も
な
く
、
人
間
の
救
済
を
説

い
た
仏
典
の
ご
と
き

も
の
で
も
な
い
。
慰
め
の
た
め
、
楽
し
み
の
た
め
丘
早
受
０
す
べ
き
だ
と
い
う
。

「
さ
て
も
こ
の
偽
り
ど
も
の
な
か
に
、
げ
に
さ
も
あ
ら
む
と
あ
は
れ
を
見
せ
、
つ
き
づ
き
し
う
続
け
た
る
」
虚
構
で
あ
る
か
ら
写
実
的
な
技

巧
０
が
必
要
だ
と
い
う
。
そ
の
た
め
相
手
は
、

「
は
た
は
か
な
し
ご
と
ヽ
知
り
な
が
ら
、
い
た
づ
ら
に
心
動
き
、
ら
う
た
げ
な
る
姫
粛
の
物
思

へ
る
見
る
に
、
か
た
心
つ
く
か
し
」

い
つ
の
間
に
か
そ
の
虜
に
な
つ
て
感
動
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
ｏ
作
者
か
ら
い
え
ば
こ
の
感
動
０
を
与
え
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
但
し
、

「
い
と
あ
る
ま
じ
き
事
か
な
と
見
る
／
ヽ
、
お
ど
ろ
／
ヽ
し
く
取
り
な
し
け
る
が
目
驚
き
て
、
静
か
に
聞
く
た
び
ぞ
憎
け
れ
ど
、

ふ
と
を
か
し
き
節
、
あ
ら
は
な
る
も
あ
る
べ
し
」
と
、
た
ま
に
は
興
を
添
え
る
た
め
に
従
来
の
古
物
語
に
見
え
る
伝
奇
的
な
手
法
も
苦
し
く
は

な

い
と
い
う
。

一



二

こ
こ
ま
で
は
問
題
も
な
さ
そ
う
で
、
宣
長
も
十
分
に
作
者
の
意
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
た
だ

一
つ

Ｉ
・りに
さ
１
♪あ
島
ん
と
、
ム
は

，
――
を
見

せ
と
い
へ
ろ
、

こ
れ
源
氏
物
語
の
ま
な
二
也
、

此
物
が
た
り
は
、　
し
か
物
の
あ
は
れ
を
し
ら
し
む
ろ
二
と
を
、

む
ね
と
か
き
た
ニ
ー
＞
の
也
‐̈．

Ｌ
、
作
者
が
技
巧
０
と
し
て
述
べ
た
も
の
を
、
こ
の
物
語
の
本
旨
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
９ヽ
十
ろ

′レス

彼
の
物
の
あ
は
れ
説
は
、
所
謂
芸
術
の
た
め
の
芸
術
の
立
場
で
、
人
生
の
た
め
の
芸
術
で
な
い

▼́
仁
が
覗
わ
れ
る
。

「神
代
よ
り
世
に
あ
る
事
を
し
ろ
し
お
き
け
る
な
な
り
。
日
本
紀
な
ど
は
只
片
そ
ば
ぞ
か
し
。
こ
れ
ら
に
こ
そ
道
々
し
く
委
し
き
事
は
あ
ら

め
、
と
て
笑
ひ
給
ふ
」

虚
構
で
は
あ
る
が
、
元
来
物
語
は
我
が
国
最
高
の
書
、
日
本
紀
以
上
だ
と
い
い
、
物
語
の
意
義
０
に
つ
い
て
、
物
語
作
者
と
し
て
め
拒
負
を
漏

ら
し
て
い
る
。

一
体

「道
々
し
」
と
い
う
語
は
、
こ
の
外
に
帯
木
巻
に
二
所
あ
る
だ
け
で
、
こ
の
物
語
中
三
所
し
か
な
い
珍
し
い
語
で
あ
る
。
例
の
博
け
の

女
の
所
で
、

「寝
党
め
の
語
ら
ひ
に
も
、
身
の
才
つ
き
、
朝
廷
に
仕
う
ま
つ
る
べ
き
道
々
し
き
事
を
教
へ
て
」

こ
の
女
は
、
男

へ
の
手
紙
に
も
仮
名
は
交
え
ず
、
文
章
も
し
か
つ
め
ら
し

く
言
い
ま
わ
し
て
男
恥
し
く
、
寝
党
め
の
睦
言
に
も
、
い
か
に
す

れ
ば
学
問
が
進
み
、
奉
公
も
立
派
に
出
来
る
か
と
い
つ
た
二
と
を
、
筋
道
立
て
て
教
え
た
の
で
あ
る
。

「道
々
し
」
は

「教

へ
」
Ｌ
結
び
つ
き

易
い
語
と
見
夕ヽ
ｏ
。

今

一
つ
は
左
馬
頭
の
女
性
論
の
結
び
の
所
に
出
て
来
ろ
。

「
三
史
五
経
の
道
々
し
き
か
た
を
、
あ
き
ら
か
に
悟
り
あ
か
さ
む
こ
そ
、
愛
敬
な
か
ら
め
」

三
史
五
経
は
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
の
書
で
あ
る
。

「道
々
し
」
に
は
そ
れ
自
体

「教
へ
」
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
分
か
る
。

今
、
作
者
は
光
源
氏
に
慰
め
物
の
物
語
に
道
々
し
と
言
わ
せ
る
の
だ
か
ら
面
白
い
。
し
か
も
、
物
語
に
比
べ
れ
ば
、
元
来
道
々
し
い
は
ず
の

日
本
紀
も
光
が
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
年
若
い
王
質
の
耳
に
は
ど
ん
な
に
か
異
様
に
響
い
た
ろ
う
ｏ
但
し
こ
れ
は
享
受
者
の
側
か
ら
い
う
の

で
あ

っ
て
、
作
者
自
身
正
面
切
っ
て
言
う
の
で
は
な
い
。
人
前
で
は
、
ヨ

と
い
ふ
文
字
を
だ
に
か
き
わ
た
し
は
べ
ら
ず
」
、
ま
た
わ
が
侍
女
に

す
ら

「ざ
え
さ
か
」
し
が
る
こ
と
を
憚

っ
た
と
日
記
に
言
っ
て
い
る
作
者
で
あ
る
。
そ
の
人
柄
か
ら
し
て
も
そ
う
で
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で

あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
玉
髪
な
ど
、
物
語
に
対
し
て
実
話
か
仮
作
か
だ
け
し
か
問
題
に
な
ら
な
い
者
に
は
縁
の
な
い
立
言
で
あ
る
。
笑
い
に
ご



ま
化
し
た
所
以
で
あ
る
。

要
す
ス

に
、
物
語
は
史
書
と
は
違
つ
て
虚
構
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
慰
め
の
た
め
に
読
む
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
写
実
的
な
技
巧
が
大
切
で

相
手
に
美
的
感
動
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
、
心
し
て
読
む
も
の
に
は
、
そ
の
中
に
自
ら
人
は
い
か
に
生
く
べ
き
か
を
考
え
さ
せ
、
史
書
な
ど
に

は
出
来
な
い
、
読
者
の
足
許
を
こ
ま
こ
ま
と
照
ら
し
て
見
せ
る
も
の
で
あ
る
、
と
作
者
は
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

「道
々
し
く
委
し
き
事
は

あ
ら
め
」
な
の
で
あ
る
。

所
で
、
宣
長
は
、
こ
こ
の

「
笑
ひ
給
ふ
」
に
つ
い
て
、

「
す
べ
て
物
語
を
、
ひ
た
ぶ
る
に
ほ
め
て
、
ょ
き
さ
ま
に
の
み
い
ひ
な
し
た
め
む
に

は
、
み
づ
か
ら
作
れ
る
此
源
氏
物
語
を
、
道
々
し
く
く
は
し
く
、
日
本
紀
な
ど
に
も
ま
さ
れ
る
物
と
思
へ
ろ
に
こ
そ
と
、
世
の
人
に
あ
ざ
け
ら

れ
ん
こ
と
を
、
く
み
は
か
り
て
、
　
そ
の
難
を
の
が
れ
む
た
め
に
云
々
」
と
言

っ
て
い
る
が
、　
作
者
は
そ
ん
な
違
い
こ
と
を
考
え
た
の
で
は
な

く
、
玉
電
の
意
表
に
出
た
の
で
、
笑
い
で
和
ら
げ
た
の
で
あ
る
。　
そ
の
例
は
先
に
、
物
語
は
実
話
だ
と
思
い
込
ん
で
い
ろ
玉
置
に
、
「
誠
は
い

と
す
く
な
か
ら
む
を
…
…
は
か
ら
れ
給
ひ
て
」
と
言

っ
て

「笑
ひ
給
ふ
」
と
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
物
語
作
者
と
し
て
朧
ん
な
抱
負
を
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
折
角
の
と
こ
ろ
を
、
宣
長
は
横

へ
外
ら
、し
て
し
ま
っ
た
。
　

「物
の
あ
は
れ
」
を
同
守
す
る
た
め
、
「道
々
し
」
に
つ
ま

づ
い
た
の
で
あ
る
。

物
語
中
の
人
物
は
実
在
の
人
物
そ
の
ま
＼
で
は
な
い
が
、
よ
き
に
つ
け
あ
し
き
に
つ
け
、
世
間
に
特
別
に
珍
し
い
、
感
動
的
な
事
柄
を
取
り

あ
げ
る
。

そ
れ
１ゝ
、
一‐ょ
き
さ
ま
に
い
ふ
と
て
は
、
よ
き
事
の
限
り
を
え
り
出
で
、

人
に
従
は
む
と
て
は
、
又
あ
し
き
さ
ま
の
珍
し
き
事
を
取

り
集
め
た
ろ
云
々
‥・ヽ．
と
、
誇
張
因
し
て
取
扱
う
も
の
だ
か
ら
、
強
ち
に
嘘
偽
り
と
決
め
て
か
ゝ
る
の
も
当
ら
な
い
と
作
者
は
言
う
。
芸
術
と
は

結
局
誇
張
の
上
に
咲
く
花
で
あ
る
。
作
者
と
し
て
は
、

内
な
る
も
の
を
形
に
表
わ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
感
動
を
よ
り
効
果
的
に
す
る
た

め
、
形
の
方
は
歪
め
も
す
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

次
に
、
作
者
は
、
仏

一
代
の
説
法
の
あ
と
を
見
て
も
、
し
ば
し
ば
方
便
と
い
う
こ
と
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
悟
り
な
き
者
は
そ
の
矛
盾
に
迷

う
程
で
あ
る
が
、
「
い
ひ
も
て
ゅ
け
ば
、
　
一
つ
旨
に
あ
た
り
て
」
で
、
結
局
は
唯

一
つ
の
真
実

へ
の
帰
着
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と

言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
は
ず
で
、
仏
は
人
を
見
て
法
を
説
い
た
の
だ
か
ら
。
物
語
も
同
様
で
、
女
性
達
の
慰
め
の
た
め
に
書
い
た
も
の

だ
か
ら
、
心
し
て
探
時
な
け
れ
ば
作
者
の
真
意
は
見
の
が
さ
れ
て
し
ま
う
。

「
い
ひ
も
て
ゅ
け
ば

一
つ
旨
に
あ
た
り
て
、
菩
提
と
煩
悩
と
の
隔
た
り
な
む
、　
こ

宣

長

の

源

氏

物

語

論



四

問
題
は
こ
こ
に
あ
る
。

校
異
源
氏
物
語
に
よ
る
と
、
青
表
紙
本
系
統
で
は
、
肖
柏
本
以
外
は
全
部
こ
の
通
り
で
あ
る
が
、
河
内
本
で
は
、
フ
」
の
人
の
う
へ
の
」
と

な

っ
て
い
る
。
別
本
で
は
、
阿
早
莫
本
が

「
こ
の
人
の
う
へ
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
で

一
層
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
）
の
人
の
」
は
、　
一

人
物
の
身
の
上
を
意
味
し
、
従
っ
て

「
よ
き
あ
し
き
」
は
、
そ
の
人
物
の
善
悪
で
あ
る
。
対
校
の
註
の
よ
う
に

「菩
提
と
煩
悩
と
の
相
違
は
、

丁
度
物
語
中
の
普
人
と
悪
人
と
の
相
違
の
や
う
な
も
の
」
で
は
な
い
。
本
文
は
す
ぐ
次
に
源
氏
が
玉
置
に

「
ま
ろ
が
や
う
に
実
法
な
ろ
し
れ
者

の
物
語
は
あ
り
や
」
と
続
く
の
で
も
分
か
る
。
や
は
り
日
本
古
典
全
書
の
計
の
よ
う
に
、
翌
日提
と
煩
悩
の
差
の
程
度
に
、
主
人
公
の
善
悪
の

差
も
生
ず
る
わ
け
だ
」
が
当
っ
て
い
ろ
。
尤
も
菩
提
と
煩
悩
は
本
来

一
連
の
も
の
で
、
別
々
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。　
一
人
の
人
間
の
成
長
発

達
の
段
階
の
上
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
「隔
た
り
」
の
語
が
持
つ
意
味
で
あ
る
。
菩
提
と
煩
悩
と
の
距
離
を
意
味
十
ろ
。
「‐差
」
で
な

く

「距
離
」
と
す
る
方
が
紛
ぎ
れ
な
く
て
よ
い
。

こ
の

「
隔
た
り
」
の
語
は
、
こ
の
物
語
で
は
し
ば
し
ば
次
の
よ
う
な
場
合
に
見
え
る

。

「
近
き
年
頃
と
な
り
て
は
、
御
中
も
隔
れ
り
が
ち
に
て
」
（
真
木
柱
）

「
か
く
い
と
隔
て
な
く
見
本
り
馴
れ
給

へ
ど
、
な
ほ
思
ふ
に
隔
た
り
多
く
怪
し
き
」・．
（初
音
）

「馬
道
ば
か
り
の
隔
て
な
る
に
、
御
心
の
う
ち
は
遥
に
隔
た
り
け
む
か
し
」
（
真
木
柱
）

い
ず
れ
も
二
人
の
間
の
距
離
で
あ
る
。
距
離
で
あ
る
以
上
、
心
理
的
に
も
空
間
的
に
も
し
よ
う
と
思
え
ば
両
方
か
ら
埋
め
合
う
こ
と
も
出
来

る
。
へ
こ
の
語
に
既
に
こ
の
作
者
の
意
味
す
る
物
語
観
が
見
え
る
の
で
あ
る
が
）
も
し
も
隔
た
り
が

「
相
違
」
で
あ
っ
た
り

「
差
別
」
で
あ
っ

た
り
し
て
は
、
二
者
は
そ
れ
／
・．ヽ

日
常
．し
た
も
の
に
な
っ
て
、
歩
み
寄
っ
て
作
用
し
合
う
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
差
当

っ
て
こ
う
し
た

文
章
ヤ
．解
十
ろ
こ
と
が
出
来
な
い
。

さ
て
、
普
悪
が

一
連
の
も
の
と
し
て

一
人
の
人
間
の
上
に
、
悪
か
ら
善

へ
、
或
は
善
か
為
悪

へ
と
働
く
所
に
、
人
生
の
妙
味
が
あ
る
。
そ
う

し
て
結
局
、
善
に
落
ち
着
く
。
所
謂

「
水
多
き
に
水
多
し
」
で
あ
る
。
だ
か
ら

「
す
べ
て
何
事
も
空
し
か
ら
ず
な
り
ぬ
や
」
と
作
者
は
言
い
据

え
た
の
で
あ
る
。
此
所
は
作
者
が
こ
の
物
語
の
主
題

・
構
想
０
を
述
べ
て
い
る
所
で
あ
っ
て
、
事
実
作
者
は
こ
の
物
語
で
そ
れ
を
証
明
し
た
。

源
氏
物
語
の
貞
価
は
実
に
こ
の
点
に
あ
る
。
彼
女
が

一
歌
人
と
し
て
終
ら
ず
物
語
作
者
と
な
っ
た
所
以
で
も
あ
る
。
和
歌
で
は
人
生
の
、
そ
の

時
々
の
断
面
し
か
取
扱
え
な
い
の
に
反
し
て
、
物
語
で
は
人
生
を
連
続
の
相
の
ま
ゝ
に
取
扱
え
る
。
や
が
て
彼
女
は
こ
の
螢
巻
を
含
む
物
語
の



第

一
部
を
、
第
二
部
更
に
第
二
部
と
展
開
さ
せ
て
行
く
。
彼
女
が
物
語
を
日
本
紀
と
比
較
し
た
心
理
も
そ
こ
に
あ
る
。
彼
女
は
、
「
古
今
集
な

ど
は
只
片
そ
ば
そ
か
し
」
と
は
言

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

日
記
に
一
条
天
皇
が
源
氏
物
語
を
人
に
お
読
ま
せ
に
な
っ
て
、

フ
」
の
人
は
日
本

紀
を
こ
そ
ょ
み
た
ま
ふ
べ
け
れ
」
と
仰
せ
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
或
は
、
天
皇
は
こ
の
物
語
の
構
想
性
を
既
に
お
読
み
取
り
に
な

っ
て
い
た
と
で

も
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
以
後
の
各
時
代
の
源
氏
学
者
た
ち
に
は
思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
か
ら
、
な
ん
と
も
分
か
ら
な
い
が
。

所
で
、
宣
長
は
先
の

「菩
提
と
煩
悩
と
の
隔
た
り
云
々
」
の
本
文
を
ど
う
解
し
て
い
た
ろ
う
か
。
「‐菩
提
と
煩
悩
と
の
、　
へ
だ
た
る
間
の
こ

と
を
説
る
」
と
言

っ
て
、
旧
註
の

「煩
悩
菩
提
差
別
な
き
」

を
大
い
に
破

っ
て
い
る
の
は
手
柄
で
あ
る
が
、
「此
と
は
、
物
語
書
を
さ
し
て
い

へ
る
也
、
人
は
、
物
語
の
中
な
る
人
人
也
、
か
は
り
け
る
と
は
、
物
語
ど
も
に
、
人
の
よ
き
と
あ
し
き
と
の
、
か
は
り
た
る
さ
ま
を
書
た
る
云

々
」
と
、
「
こ
の
人
」
を
同

一
人
物
と
見
な
い
の
は
、
湖
月
抄
の

「仏
の
道
に
も
ぼ
だ
い
と
ぼ
ん
な
う
の
隔
り
あ
る
事
、
此
絵
物
語
、　
か
な
草

紙
な
ど
に
い
へ
る
、
よ
き
人
あ
し
き
人
の
、
あ
り
さ
ま
の
ご
と
し
と
也
」
と
同
じ
で
あ
る
。
従

っ
て
宣
長
も
、
よ
き
人
あ
し
き
人
と
は

「
源
氏

君
こ
れ
に
あ
た
れ
り
云
々
。
末
摘
花
君
近
江
君
な
ど
の
た
ぐ
ひ
、
こ
れ
に
あ
た
れ
り
。」
と
解
し
、湖
月
抄
師
説
と
同
じ
こ
と
に
堕
し
て
い
る
。

宣
長
は

「物
の
あ
は
れ
を
し
り
、
な
さ
け
有
て
、
よ
の
中
の
人
の
情
に
か
な
へ
る
を
よ
し
と
し
、
物
の
あ
は
れ
し
ら
ず
、
な
さ
け
な
く
て
、
よ

の
人
の
こ
こ
ろ
に
か
な
は
ざ
る
を
、　
わ
ろ
し
と
せ
り
」
と
い
う
。
従
っ
て
源
氏
を
ば
よ
き
人
の
典
型
と
す
る
。
一‐空
蝉
君
朧
月
夜
粛
藤
つ
ば
の

中
宮
な
ど
に
心
を
か
け
て
、
逢
給

へ
る
は
、
儒
仏
な
ど
の
道
に
て
い
は
む
に
は
、
よ
に
う
へ
も
な
き
、
い
み
じ
き
不
義
悪
行
な
れ
ば
、
ほ
か
に

い
か
ば
か
り
の
よ
き
事
あ
ら
む
に
て
も
、
よ
き
人
と
は
い
ひ
が
た
か
る
べ
き
に
、
そ
の
不
義
悪
行
な
る
よ
し
を
ば
、
さ
し
も
た
て
て
は
い
は
ず

し
て
、
た
だ
そ
の
あ
ひ
だ
の
、
も
の
の
あ
は
れ
の
ふ
か
き
か
た
を
、
か
へ
す
／
ヽ
書
の
べ
て
、
源
氏
君
を
ば
、
む
ね
と
よ
き
人
の
本
と
し
て
、

よ
き
事
の
か
ざ
り
を
、
此
君
の
う
へ
に
、
と
り
あ
つ
め
た
る
、
こ
れ
物
語
の
大
む
ね
に
し
て
」
と
言
い
、
た
と
え
ば
、
蓮
を
植
え
て
そ
の
花
を

愛
す
る
者
の
よ
う
に
、
「
泥
水
よ
り
お
ひ
出
た
る
蓮
の
花
の
、
よ
に
め
で
た
く
咲
に
は
へ
る
た
ぐ
ひ
と
し
て
、
そ
の
水
の
に
ご
れ
る
こ
と
を
ば
、

さ
し
も
い
は
」
な
い
と
同
じ
よ
う
に
、
源
氏
の
ふ
る
ま
い
を
見
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
宣
長
は

「
隔
た
り
」
で
は
折
角
旧
註
の
誤
を
正
し
な
が
ら
、
「
こ
の
人
」
に
つ
ま
づ
い
た
た
め
、
「
よ
き
あ
し
き
」
を
ょ

き
人
あ
し
き
人
と
分
け
て
し
ま
っ
て
、
「
隔
た
り
」
が
単
な
る
空
間
的
な
も
の
に
な
っ
て
、
　
一
人
の
人
間
の
上
に
変
化
す
る
善
悪
の
い
き
さ
つ

を
時
間
的
に
描
こ
う
と
、
作
者
の
新
し
く
試
み
た
真
意
を
捕
え
そ
こ
ね
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
源
氏
が
若
き
日
藤
壷
に
犯
し
た
過
ち
に
対
し

て
、
後
年
Ｉ
妻
女
三
官
が
柏
木
に
犯
さ
れ
た
時
、

「故
院
の
う
へ
も
、
斯
く
御
心
に
は
知
ろ
し
め
し
て
や
知
ら
ず
が
ほ
を
作
あ
せ
給
ひ
け
む
、



思

い
と
怖
ろ
し
ぐ
、
あ
る
ま
じ
き
あ
や
ま
ち
な
り
け
れ
」
（若
菜
下
）

宣
長
に
は
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
想
の
展
開
に
こ
そ
、
こ
の
物
語
の

本

（
二
）

螢
巻
で
作
者
が
芸
術
的
技
巧
０
と
し
て

「
こ
の
い
つ
は
り
ど
も
の
中
に
、
げ
に
さ
も
あ
ら
む
と
あ
は
れ
を
見
せ
」
と
言
っ
た
も
の
を
、
宣
長

は
、
「
こ
れ
源
氏
物
語
の
ま
な
こ
也
、
此
物
が
た
り
は
、

し
か
物
の
あ
は
れ
を
し
ら
し
む
る
こ
と
を
、
む
ね
と
か
き
た
る
も
の
也
」
と
言
い
、

享
受
者
の
効
用
と
し
て
、
コ
日
の
人
の
物
の
あ
は
れ
を
も
、
思
ひ
や
り
、　
お
の
が
身
の
う
へ
を
も
む
か
し
に
く
ら
べ
み
て
、
も
の
の
あ
は
れ
を

し
り
、
う
さ
を
も
思
ひ
な
ぐ
さ
む
ろ
わ
ご
也
」
と
言
う
。
そ
れ
で
は
和
歌
と
変
り
は
な
い
。
宣
長
が
そ
の
歌
論
書
で
あ
る
石
上
私
淑
言

（
三
十

四
才
作
）
の
中
に
、

「歌
も
本
の
体
を
い
へ
ば
、
た
ゞ
物
の
あ
は
れ
な
る
こ
と
を
よ
み
い
づ
る
よ
り
外
な
し
」
と
、
そ
の
本
旨
を
示
し
、

「
そ
れ

（
歌
）
を
見
聞
く
と
き
は
、
わ
が
身
の
う
へ
に
つ
ゆ
し
ら
ぬ
■
も
、

心
に
し
み
て
は
る
か
に
を
し
は
か
ら
れ
つ
つ
、
（
中
略
）
を
の

づ
か
ら
お
は
れ
と
思
ひ
や
ら
ろ
ろ
心
の
い
で
き
て
、
世
の
人
の
た
め
に
あ
し
か
る
わ
ざ
は
す
ま
じ
き
物
に
お
も
ひ
な
ら
る
ろ
云
々
」

と
、
そ
の
効
用
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
。
果
し
て
彼
は
玉
の
を
ぐ
し
に
、
「歌
よ
む
べ
き
心
ば
へ
を
し
ら
む
と
な
ら
ば
、
此
の
物

が
た
り

を
、
つ
ね
に
よ
く
見
る
べ
し
、
此
も
の
が
た
り
に
書
た
る
事
ど
も
、
人
々
の
し
わ
ぎ
、
心
ば

へ
は
、
こ
と
ム
ヽ
く
歌
よ
む
べ
き
こ
ゝ
ろ
ば
へ
な

り
」
と
言

っ
て
い
る
。
俊
成
が
六
百
番
歌
合
の
判
詞
に
、
「
源
氏
見
ざ
ろ
歌
詠
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」
と
言

っ
た
こ
と
が
、
そ
の
後
各
時
代
の

源
氏
学
者
　
―
歌
人
や
連
歌
師
に
承
け
継
が
れ
宣
長
に
及
ん
だ
、
こ
の
物
語
を
物
語
と
し
て
見
ず
、
作
歌
の
資
料
と
し
て
見
る
見
方
で
あ
る
。

和
歌
は
芸
術
で
あ
る
が
、
物
語
は
そ
う
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
世
の
中
で
、
俊
成
は
そ
こ
ま
で
引
き
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
伝
統
を
守
る

の
で
あ
る
か
ら
、
宣
長
の
源
氏
物
語
観
も
結
局
俊
成
の
そ
れ
よ
り
多
く
は
出
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
物
語
が
和
歌
と
異
る
点
は
そ
の

構
想
性
、
時
間
性
に
あ
る
。
時
間
性
を
抜
き
取

っ
て
し
ま
っ
て
は
、
こ
の
物
語
も
断
片
的
な
恋
の
場
面
や
四
季
の
景
色
が
残
る
だ
け
に
な
る
。

彼
等
の
眼
に
映
じ
た
源
氏
物
語
は
そ
う
し
た

「物
の
あ
は
れ
集
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
言
い
方
が
い
け
な
け
れ
ば
、
伊
勢
物
語
に
近
い

も
の
と
言

っ
て
も
よ
い
。
果
し
て
玉
の
ヤ
一ぐ
し
に
こ
の
物
語
と
伊
勢
と
を
比
較
し
た
二
と
ば
が
あ
る
。
文
の
長
短
、
歌
の
優
劣
を
取
り
上
げ
る

質 と ヘ

ラい ｀
ヤゴ

あ lfFそ
夕i)IJ( 4)
σ)に ~脚 :

で 悩 の

あ む 事
)()二  こ
° と そ

IJlは



が
、
肝
心
の
世
界
観
の
相
違
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
伊
勢
に
比
べ
れ
ば
一‐此
物
語
の
文
は
、
一百
お
ほ
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
い
た
づ
ら
な
る
こ
と
、

な
く
、
よ
き
ほ
ど
に
長
く
て
、
い
と
長
き
と
こ
ろ
も
、
長
き
ま
ゝ
に
、
い
よ
い
よ
め
で
た
く
こ
そ
あ
れ
」
と
。
歌
で
は
伊
勢
の
方
は
、
「
お
ほ
く

は
古
歌
な
れ
ば
、
よ
き
が
お
ほ
き
を
、
作
り
ぬ
し
の
、
あ
ら
た
に
よ
み
た
り
と
お
ぼ
し
き
は
、
よ
か
ら
ず
、
中
に
は
え
も
い
は
ず
わ
ろ
き
も
あ

り
」
と
い
い
、

「然
ろ
に
此
源
氏
の
物
語
な
る
は
、
み
な
作
り
ぬ
し
の
よ
め
る
な
る
に
、

わ
ろ
き
は
を
さ
／
ヽ
見
え
ず
、

み
な

よ
ろ
し
き
中

に
、
す
ぐ
れ
た
る
も
ま
じ
れ
り
」
と
言
う
だ
け
で
あ
る
。

で
は
、
何
故
立
長
は
源
氏
物
語
を
和
歌
と
同

一
視
し
た
の
で
あ
る
か
。
従
来
我
が
国
に
は
文
学
理
論
と
し
て
は
和
歌
だ
け
し
か
な
か
っ
た
。

物
語
に
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
か
ら
、
平
安
朝
の
末
に
は
既
に
こ
の
物
語
は
Ｉ
し
く
読
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
作
歌
資
料
観
も
そ
の

た
め
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
そ
の
当
時
発
生
し
た
狂
言
綺
語
観
が
甚
し
い
。

「
い
つ
は
り
ど
も
の
中
に
、
げ
に
さ
も
あ
ら
む
と
あ
は
れ
を
見

せ
」
る
よ
う
な
こ
と
は
狂
言
綺
語
で
あ
る
、
そ
れ
で
は
仏
の
十
普
戒
中
、
不
妄
語
戒
、
不
綺
語
戒
を
犯
す
こ
と
に
な
っ
て
、
作
者
は
地
獄
に
墜

ち
る
、
と
言

っ
た
物
語
否
定
の
見
方
で
あ
る
。
康
頼
宝
物
集

（
一
一
七
七
―

一
一
八
〇
）
下
、
五
戒
中
、
不
妄
語
戒
を
話
す
所
で
、

マ
チ
カ
ク
ハ
紫
式
部
力
夢

二
、
虚
言
プ
以
源
氏
物
語
プ
造
シ
故

二
、
地
獄

二
堕
テ
苦
ヲ
受
タ
リ
ト
見

ヘ
シ
、
故

二
早
源
氏
物
語
プ
破
り
捨
テ

テ
、　
一
日
経
プ
書
テ
嗜

ヘ
シ
ト
云
ケ
ル
ト
テ
、
歌
読
え
共
集
テ
務
ナ
シ
ア
ヒ
タ
リ
シ
也

（
続
群
書
類
従
巻
第
九
百
五
十
二
）

狂
言
綺
語
観
が
如
何
に
世
間
に
棋
行
し
て
い
た
か
は
、
今
鏡

（
一
一
七
〇
）
第
十
、
一‐作
り
物
語
の
ゆ
く
へ
」
に
も
覗
わ
れ
る
。　
つ
し
れ
は

そ
の
弁
護
で
あ
る
が
）
安
居
院
澄
憲
の
源
氏

一
品
経
表
白
や
、
大
原
談
義
で
有
名
な
そ
の
子
聖
党

（
一
一
四
四
―

一
二

一
三
）
作
と
伝
え
ら
れ

る
仮
字
源
氏
表
白
も
そ
れ
で
あ
る
。
後
者
は
湖
月
抄

（
一
六
七
三
）
首
巻
に
ま
で
掲
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
表
自
の
文
末
通
り
に
、

「南
無
西
方
極
楽
弥
陀
善
逝
、
ね
が
は
く
は
、
狂
言
綺
語
の
あ
や
ま
り
を
ひ
る
が
へ
し
て
、
紫
式
部
が
六
趣
苦
患
を
す
く
ひ
給

へ
。
南
無
当

来
導
師
弥
勒
慈
尊
、
か
な
ら
ず
転
法
輪
の
縁
と
し
て
、
是
を
も
て
あ
そ
ば
ん
人
を
、
安
養
浄
刹
に
む
か
へ
給

へ
」
と
、
作
者
の
菩
提
と
読
考
の

後
生
と
を
祈

っ
て
、
こ
の
物
語
を
読
ん
だ
習
わ
し
を
伝
え
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
で
は
文
学
と
し
て
の
自
由
な
鑑
賞
は
成
立
し
な
い
。

源
氏
物
語
の
後
に
見
る
べ
き
物
語
の
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
も
あ

る
。
こ
の
物
語
は
如
何
に
享
受
０
す
べ
き
か
、
作
者
は
既
に
螢
巻
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
に
、
そ
れ
す
ら
顧
る
も
の
な
く
宣
長
の
時
ま
で
及

ん
だ
。
彼
の
使
用
し
た
Ｉ
の
を
ヾ
し
の
底
本
が
湖
月
抄
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
表
白
が
目
障
わ
り
に
な
っ
て
、
ど
ん
な
に
か
文
学
本
来

の
姿
に
選
そ
う
と
の
使
命
を
感
じ
た
ろ
う
。
彼
の
こ
の
考
え
方
は
石
上
私
淑
言
と
同
年
の
作
、
紫
文
要
領
の
最
後
に
既
に
見
え
て
い
る
。

ハ
旦

一長

　
の

氏

物

語
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「儒
は
儒
の
た
つ
る
所
の
本
意
あ
り
、
仏
は
仏
の
た
つ
る
所
の
本
意
有
り
、
物
語
は
物
語
の
立
つ
る
所
の
本
意
有
り
、
そ
れ
を
か
れ
と
こ
れ

と
し
ゐ
て
引
合
せ
て
、
と
か
く
い
ふ
は
偉
会
の
説
と
い
ふ
物
也
」

と
、
こ
の
立
言
の
功
績
は
大
き
い
。
狂
言
綺
語
観
の
よ
う
な
仏
教
的
迷
信
の
中
に
仮
死
し
て
い
た
こ
の
物
語
を
蘇
生
さ
せ
た
か
ら
。
只

「物

語
は
物
語
の
立
つ
る
所
の
本
意
あ
り
」
と
、　
一
応
儒
仏
の
書
か
ら
引
き
放
し
た
の
で
あ
る
が
、
六
十
七
才
作
玉
の
を
ぐ
し
に
至
っ
て
も
そ
れ
が

そ
の
ま
ゝ
持
ち
越
さ
れ
て
い
て
、
文
学
は
文
学
で
も
制
作
原
理
を
異
に
す
る
和
歌
と
、
引
き
放
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「藤
つ
ぼ
の
中
宮
と
の
御
事
は
、
（中
略
）
恋
の
物
の
あ
は
れ
の
か
ぎ
り
を
、
深
く
き
は
め
つ
く
し
て
見
せ
む
た
め
也
、
（
中
略
）
あ
な
が
ち

な
る
あ
ひ
だ
の
恋
に
は
、
殊
に
今

一
き
は
、
あ
は
れ
の
ふ
か
き

こ
と
あ
る
物
な
る
故
に
、
（中
略
）
此
御
方
々
の
う
へ
に
書
出
て
、

か
た
ん
ヽ

も
の
の
あ
は
れ
の
深
か
る
べ
き
か
ざ
り
を
、
と
り
あ
つ
め
た
る
物
ぞ
か
し
正

こ
の
事
件
を
も
場
面
的
に
解
体
し
て
和
歌
の
世
界
と
見
て
し
ま
っ
て
い
る
宣
長
の
見
方
は
、
古
物
語
の
継
承
で
あ
る
物
語
の
第

一
部
に
当
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
第
二
部
、
第
二
部
に
は
当
ら
な
い
。
差
当
っ
て
第
二
部
か
ら
見
て
も
、
藤
壷
と
の
密
通
は
女
三
宮
事
件
と
関
連
し
て
、
こ

の
物
語
の
合
骨
を
形
成
し
て
い
る
か
る
で
あ
る
。
源
氏
は
わ
が
子
な
ら
ぬ
わ
が
子
業
の
出
生
を
聞
い
て
、

「
わ
が
世
と
と
も
に
恐
ろ
し
と
思
ひ
し
事
の
報
い
な
め
り
」
（柏
木
）

と
、
今
更
に
若
き
日
の
罪
の
深
き
を
自
党
す
る
の
で
あ
る
が
、
宣
長
は
こ
の
構
想
を
見
ょ
う
と
は
し
な
い
。

を
、　
一
部
の
大
事
と
し
て
書
べ
き
に
は
あ
ら
ず
、
こ
れ
も
物
語
の
中
の

一
つ
の
事
に
ぞ
有
け
る
」

こ
れ
は
作
者
紫
式
部
の
意
図
と
は
反
対
で
、
従

っ
て
作
者
の
言
う

「
ょ
し
あ
し
き
」
を

「物
の
あ
は
れ
を
し
ろ
し
ら
ぎ
る
」
情
趣
的
な

一
面

か
ら
の
み
判
断
し
て
、
一‘わ
が
世
と
と
も
に
恐
ろ
し
と
思
ひ
し
事
の
報
い
な
め
り
，Ｉ
源
氏
自
身
が
い
う
道
徳
的
な
面
を
見
よ
う
と
は
し
な
い
。

ま
し
て
、
そ
れ
に
続
く
、

「
こ
の
性
に
て
、
か
く
思
ひ
か
け
ぬ
事
に
む
か
は
り
ぬ
れ
ば
、
後
の
世
の
罪
も
云
々
」
と
い
う
宗
教
的
な
面
に
至
っ
て
は
、
筒
更
で
あ
る
。

あ
の
狂
言
綺
語
観
な
ど
こ
そ
こ
の
物
語
の
本
質
と
は
無
関
係
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
因
果
応
報
の
仏
教
的
世
界
観
は
、
作
者
自
身
の
中
に
深
く

根
を
下
ろ
し
て
い
た
た
め
、
時
間
性
を
盛
ろ
に
不
適
当
な
和
歌
で
は
な
く
物
語
を
選
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

所
で
、
物
の
あ
は
れ
の
文
学
理
論
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
一‐藤
壺
中
宮
の
源
氏
君
に
逢
玉
へ
ろ
な
ど
、
世
に
す
ぐ
れ
て
、
よ
き
人
ど
ち
に
て
、
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物
の
あ
は
れ
の
し
の
び
が
た
き
か
た
も
あ
れ
ば
也
」
と
、
情
趣
的
な
面
は
理
解
さ
れ
て
も
、
そ
の
中
宮
の
入
道
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、

「
生
く
べ
く
も
党
え
侍
ら
ぬ
を
、
か
く
お
は
し
ま
し
た
る
つ
い
で
に
、
尼
に
な
さ
せ
給
ひ
て
よ
」
（柏
木
）
と
父
君
に
泣
く
泣
く
強
請
せ
ら
れ

る
女
三
宮
に
対
し
て
、

「
よ
の
人
の
心
は
、
み
な
仏
の
道
を
思
ふ
物
な
れ
ば
、
そ
の
す
ぢ
の
多
き
も
、
た
ゞ
世
の
中
の
有
さ
ま
の
ま
ゝ
を
書
る
に
こ
そ
は
あ
れ
、
い

か
で
か
そ
を
つ
く
り
ぬ
し
の
こ
こ
ろ
と
は
い
ふ
べ
き
」

と
言

っ
て
、
単
な
る
風
俗
小
説
と
看
過
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
道
徳
的
に
も
宗
教
的
に
も
自
己
反
省
が
あ
る
。
就
中
、

紫
上
の
死
後
念
仏
三
昧
に
日
を
暮
ら
す
源
氏
が
、
わ
が
生
涯
を
顧
み
て
、

「
こ
の
世
に
つ
け
て
は
、
飽
か
ず
思
ふ
べ
き
事
を
さ
／
ヽ
あ
る
ま
じ
う
高
き
身
に
は
生
れ
な
が
ら
、
叉
人
よ
り
も
殊
に
口
惜
し
き
契
り
に
も

あ
り
け
る
か
な
と
思
ふ
こ
と
絶
え
ず
。

世
の
は
か
な
く
憂
き
を
知
ら
す
べ
く
、
仏
な
ど
の
お
き
て
給

へ
る
身
な
る
べ
し
」
（
幻
）
と
、
生
涯
そ

の
ま
ゝ
が
、
迷
の
境
界
か
ら
悟
の
境
界
へ
誘
引
す
る
仏
の
方
便
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
反
省
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
所
に
物
語
の
主
題

・
構
想
０
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

無
論
、
作
者
は
こ
れ
を
以
て
説
教
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
只
作
者
の
眼
に
映
じ
る
人
間
苦
、
世
界
苦
を

「あ
は
れ
」
と
物
語
る

に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
読
む
者
に
は
自
然
こ
の
物
語
の
意
義
０
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
宣
長
は
こ
の
物
語
に
対
す
る
後
人

の
狂
言
綺
語
観
の
迷
信
を
払
い
捨
て
る
に
急
で
、
作
者
の
信
奉
し
て
い
た
肝
心
の
仏
教
的
世
界
観
ま
で
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
坊
主
憎
け
れ

ば
袈
裟
ま
で
の
例
で
、
そ
の
世
界
観
こ
そ
作
者
が
螢
巻
で
述
べ
て
い
る
彼
女
の
歴
史
観
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
作
者
が
こ
の
物
語

を
、
光
源
氏
と
薫
と
の
父
子
二
代
に
互
る
物
語
と
し
て
構
想
し
て
い
る
点
で
も
領
解
さ
れ
る
。

「仏
な
ど
の
お
き
て
給

へ
る
身
な
る
べ
し
」
と

わ
が
生
涯
を
述
懐
し
た
父
の
到
達
点
が
、
子
の
出
発
点
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
作
者
は
日
記
の
中
で
、
「
罪
深
き
人

（
作
者
）
は
、
ま
た
か
な
ら
ず
し
も
か
な
ひ
侍
ら
じ
」
と
身
の
拙
さ
に
出
家
の
素
志
の
遂
げ
ら
れ

そ
う
も
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
「前
の
世
し
ら
る
ゝ
こ
と
の
み
多
く
侍
れ
ば
、

よ
ろ
づ
に
つ
け
て
か
な
し
く
侍
る
」
と
、
原
因
を
前
世
の
業
因
に

よ
る
と
見
て
い
る
。
そ
れ
を
断
ち
切
る
た
め
に
は

「
た
ゞ
阿
弥
陀
仏
に
た
ゆ
み
な
く
経
を
な
ら
」
う
よ
り
道
の
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ

う
し
た
思
想
を
形
象
化
し
た
も
の
が
、
物
語
の
第
二
部
宇
治

十
帖
な
の
で
あ
る
。
当
時
は
掃
関
政
治
も
行
き
詰
ま
り
、
貴
族
階
級
全
体
の
不

安
、
こ
と
に
そ
の
も
と
に
お
け
る
中
小
貴
族
層
の
広
汎
な
没
落
の
な
か
で
、
精
神
の
新
し
い
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
浄
土
思
想
が
急
速
に
彼
等
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「
め
で
た
き
こ
と
、
面
白
き
こ
と
を
見
聞
く
に
つ
け
て
も
、
た
だ
思
ひ
か
け
た
り
し
心
の
ひ
く
か
た
の
み
強
く
て
、
も
の
う
く
、
お
も
は
ず

に
な
げ
か
し
き
こ
と
の
ま
さ
る
ぞ
、
い
と
苦
し
き
」

と
、
そ
の
華
や
か
な
現
実
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
な
く
て
、
心
の
寄
り
所
を
宗
教
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
ん
な
作
者
で
あ

っ
た
か
ら
、

池
の
水
鳥
を
見
て
も
、
一‐さ
こ
そ
心
を
や
り
て
遊
ぶ
と
み
ゆ
れ
ど
」
と
同
情
し
、
行
幸
の
当
日
も
、
盛
ん
な
奏
楽
の
中
に
御
輿
は
迎
え
ら
れ
、

駕
興
丁
の
奉
仕
で
そ
れ
が
階
段
の
上
に
据
え
ら
れ
る
時
で
も
、
「
い
と
苦
し
げ
に
う
つ
ぶ
し
臥
せ
る
」
彼
等
の
姿
が
目
に
つ
き
、
「何
の
こ
と
ご

と
な
る
。
高
き
ま
じ
ら
ひ
も
、
身
の
程
限
り
あ
る
に
、
い
と
や
す
げ
な
し
か
し
」
と
、
反
省
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
人
目
に

は
幸
福
に
見
え
る
彼
女
の
宮
仕
え
も
胸
の
中
は
冷
た
い
風
が
通

っ
て
い
た
。

元
来
、
作
者
に
は
宮
仕
え
以
前
の
寡
居
生
活
の
中
に
既
に
生
き
る
こ
と
に
対
す
る
虚
無
感
が
巣
喰

っ
て
い
た
。
季
節
と
共
に
移
り
変
る
庭
の

木
草
、
空
の
け
し
き
を
見
る
に
つ
け
、
「
い
か
に
や
い
か
に
と
ば
か
り
、
ゆ
く
す
ゑ
の
心
細
さ
は
や
る
か
た
な
き
」
と
悩
ま
さ
れ
た
。
「
は
か
な

き
」
と
知
り
つ
ゝ
古
物
語
に
当
座
の
慰
め
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
も
そ
の
時
で
あ
る
。
所
が
、
宮
仕
え
を
し
て
も
虚
無
感
は
依
然
Ｌ
し
て
充
た

さ
れ
そ
う
も
な
か
っ
た
。
却
て

「
さ
も
の
こ
せ
る
く
ま
な
く
思
ひ
知
る
身
の
う
さ
か
な
」
と
深
い
歎
息
を
漏
ら
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
作
者
の

手
に
な
っ
た
物
語
が
主
題
的
に
再
び
古
物
語
を
む
し
返
す
ょ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
宣
長
に
は
、
源
氏
の
す
る
こ
と
な
』
何
で
も

よ
し
と
す
る
偏
見
が
あ
る
。
物
の
あ
は
れ
に
つ
い
て
も
、
「
人
は
、
あ
だ
な
る
が
あ
し
き
こ
と
は
、

さ
ら
に
も
い
は
ず
、
さ
ら
で
‐１ぅ
、
物
の
あ

は
れ
し
り
が
ほ
の
過
た
る
も
、
あ
し
き
こ
と
を
知
る
べ
し
」
と
、
Ｉ
し
く
判
断
し
て
い
な
が
ら
、
「但
し
、　
源
氏
の
君
な
ど
の
、
こ
れ
か
れ
あ

ま
た
の
人
を
思
ひ
か
け
給
ふ
は
、
　
い
づ
れ
も
／
＼
物
の
あ
は
れ
の
す
ぐ
し
が
た
き
に
て
、　
あ
だ
な
る
た
ぎ
ひ
に
は
あ
ら
ず
」
Ｌ
い
う
の
で

↓め
フ０
。

古
物
語
を
継
承
す
る
第

一
部
に
お
い
て
す
ら
、
作
者
は
、

「光
源
氏
、
名
の
み
こ
と
ご
と
し
う
、
言
ひ
消
た
れ
給
ふ
咎
多
か
な
る
に
、
い
と
ど
、
か
ゝ
る
す
き
ご
と
ど
も
を
、
末
の
世
に
も
聞
き
伝
ヘ

て
、
か
ろ
び
た
る
名
を
や
流
さ
む
と
、
忍
び
給
ひ
け
る
か
く
ろ
へ
ご
と
を
さ
へ
、
語
り
伝
へ
け
む
人
の
物
い
ひ
さ
が
な
さ
よ
。」
（
帯
木
）

と
、
源
氏
を
欠
点
の
多
い
人
物
と
し
、
彼
が
人
間
き
を
憚

っ
て
隠
し
て
い
る
女
に
関
す
る
前
密
を
も
、
さ
ら
け
出
し
て
見
る
の
だ
と
い
っ
て

い
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、

「な
ど
、
帝
の
御
子
な
ら
む
か
ら
に
、
見
む
人

（作
者
）
さ
へ
か
た
ほ
か
ら
ず
、
も
の
ほ
め
が
ち
な
る
」
（夕
顔
）

宣

長

の

源

氏

物

語

論
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一
二

と
、
人
か
ら
の
文
句
が
出
る
だ
ろ
う
か
ら
、
結
局
ば
ら
し
た
の
だ
、
し
か
し

「
あ
ま
り
物
い
ひ
さ
が
な
き
罪
さ
り
ど

こ

ろ
な

く
」
と
言

っ

て
い
る
。
こ
こ
に
は
作
者
の
源
氏
に
対
す
る
鈍
い
批
判
が
見
え
る
。
こ
の
作
者
の
源
氏
観
と
宣
長
の
そ
れ
と
に
は
大
き
な
開
き
が
あ
る
。
そ
の

原
因
は
、
螢
巻
の
本
文
が
正
し
く

解
釈
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
か
ら
と
言
え
る
。

だ
か
ら
歌
論
の
外
に
物
語
理
論
も

生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

′り
。
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ド付

「
玉
の
を
ぐ
し
」
は
増
補
本
居
宣
長
全
集
第
七
、

「
石
上
私
淑
言
」

「紫
文
要
領
」
は
同
全
集
第
十
に
依
る




