
甲
南
女
子
大
学
蔵
本
江
戸
中
期
書
写
『
源
氏
物
語
』
帚
木
の
巻
の
本
文
に
つ
い
て

─
─
新
注
と
の
異
同
箇
所
か
ら
─
─

竹
　
内
　
　
　
彩

甲
南
女
子
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
、「
江
戸
時
代
書
写　

源
氏
物
語
」（
以
下「
該
本
」と
す
る
）

は
、
か
つ
て
本
学
の
非
常
勤
講
師
を
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
吉
永
孝
雄
先
生
（
浄
瑠
璃
・
文
楽

研
究
者
。
元
羽
衣
短
期
大
学
学
長
）
よ
り
、
本
学
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
該

本
に
つ
い
て
は
、
以
前
発
行
し
た
「
甲
南
女
子
大
学
大
学
院
論
集　

第
十
一
号
」
で
は
、
須
磨
の

巻
（
前
半
）・
初
音
の
巻
、「
甲
南
女
子
大
学
大
学
院
論
集　

第
十
二
号
」
で
は
、
帚
木
の
巻
・
須

磨
の
巻
（
後
半
）・
篝
火
の
巻
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
文
を
掲
載
し
た
。
今
回
は
、
前
号
に
引
き

続
き
帚
木
の
巻
を
取
り
上
げ
、
そ
の
異
同
箇
所
に
つ
い
て
検
討
・
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　

一
．
甲
南
女
子
大
学
本
の
書
誌

該
本
は
、
縦
二
四・二
糎
、
横
一
七・六
糎
の
四
ツ
半
本
。
列
帖
装
。
表
紙
は
、
焦
げ
茶
色
の
布
貼
り

の
紙
で
、
そ
の
材
質
か
ら
、
昭
和
に
な
っ
て
付
け
替
え
ら
れ
た
後
補
表
紙
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
表

紙
の
中
央
に
は
無
地
の
題
簽
が
あ
る
が
、何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。見
返
し
は
、手
透
き
風
の
白
い
和
紙
。

ま
た
、
夕
顔
の
巻
に
つ
い
て
、
前
号
に
載
せ
た
夕
霧
の
巻
に
続
き
、
綴
じ
誤
り
が
見
つ
か
っ
た
。

該
本
夕
顔
の
巻
の
一
折
目
の
九
枚
目
・
十
枚
目
が
、
本
来
の
順
番
と
は
逆
に
綴
じ
ら
れ
て
い
た
。
該

本
墨
付
七
丁
、
八
丁
、
九
丁
、
十
丁
が
、
そ
れ
ぞ
れ
本
来
の
八
丁
、
七
丁
、
十
丁
、
九
丁
に
相
当
す
る
。

こ
の
綴
じ
誤
り
は
、夕
霧
の
巻
と
同
様
、昭
和
に
な
っ
て
合
冊
本
に
さ
れ
た
際
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
常
夏
の
巻
に
お
い
て
、
本
文
が
錯
簡
し
て
い
る
部
分
が
見
つ
か
っ
た
。
こ
の
錯
簡
に

つ
い
て
は
、
今
後
詳
細
に
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　

二
．
帚
木
の
巻

該
本
の
帚
木
の
巻
は
、
二
折
で
、
一
折
目
は
十
四
枚
、
二
折
り
目
は
十
二
枚
（
そ
れ
ぞ
れ
、
二
八
丁
、

二
四
丁
、
全
五
二
丁
）。
巻
頭
に
三
丁
、
巻
末
に
一
丁
の
遊
紙
が
あ
る
。
巻
頭
三
丁
目
の
遊
紙
中
央
に
、

墨
流
し
の
題
簽
が
あ
り
、「
帚
木
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
題
簽
は
、
縦
約
六・一
糎
、
横
約
三・一
糎
。
墨

付
は
四
十
八
丁
。
朱
点
、朱
筆
は
な
し
。
ま
た
、補
入
が
一
ヶ
所
あ
り
、墨
付
二
十
四
丁
裏
の
七
行
目
に
、

山
か
つ
の
か
きほあ
る
と
も
お
り
〳
〵
に
あ
は
れ
は
か
け
よ
な

と
い
う
よ
う
な
補
入
が
み
ら
れ
た
。墨
の
濃
淡
が
本
文
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。（
写
真
A
参
照
）
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ま
ず
、
該
本
を
翻
刻
し
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』(1)

の
本
文
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
計

一
八
一
ヶ
所
の
本
文
異
同
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
か
ら
、
本
論
で
は
、

①
墨
付
二
十
八
丁
表
五
行
目
「
は
な
の
あ
た
り
お
こ
め
き
て
か
た
り
な
す
」

②
墨
付
三
十
三
丁
裏
四
行
目
「
わ
た
殿
よ
り
出
て
た
る
い
つ
み
に
の
そ
き
見
ゐ
て
さ
け
の
む
」

に
つ
い
て
検
討
・
考
察
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
該
本
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
過
程
に
お
い
て
、
帚
木
の

巻
で
使
用
し
た
新
注
を
先
に
列
挙
し
て
お
く
。（
以
下
、「
新
注
」
と
あ
る
場
合
は
す
べ
て
次
の
四

冊
を
指
す
。）

・『 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
20　

源
氏
物
語
①
』（
底
本
、大
島
本
。
以
下
「
全
集
」「
全
集
本
」

と
す
る
）

・『 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
19　

源
氏
物
語　

一
』（
底
本
、
明
融
本
。
以
下
、「
新
大
系
「
新

大
系
本
と
す
る
」）

・『 

日
本
古
典
文
学
大
系
14　

源
氏
物
語　

一
』（
底
本
、宮
内
庁
書
陵
部
蔵
三
条
西
家
本
。
以
下
、

「
旧
大
系
」「
旧
大
系
本
」
と
す
る
）

・『 

新
潮
日
本
古
典
集
成
（
第
十
三
回
） 

源
氏
物
語 

二
』（
底
本
、明
融
本
。
以
下
、「
集
成
」「
集

成
本
」
と
す
る
）

①
墨
付
二
十
八
丁
表
（
写
真
B
）

た
ゝ
か
な
る
御
う
し
ろ
み
は
な
に
ゝ
か
は
せ
さ
せ
給
は
む
は
か

な
し
く
ち
お
し
と
か
つ
み
つ
ゝ
も
た
ゝ
我
心
に
つ
き
す
く

せ
の
ひ
く
か
た
侍
め
れ
は
お
の
こ
し
も
な
む
し
さ
い
な
き

物
は
侍
め
る
と
申
せ
は
の
こ
り
を
い
は
せ
む
と
て
さ
て
〳
〵

お
か
し
か
り
け
る
女
か
な
と
す
か
ひ
給
を
心
は
え
な
か
ら
は

な
の
あ
た
り
お
こ
め
き
て
か
た
り
な
す
さ
て
い
と
ひ
さ
し

く
ま
か
ら
さ
り
し
に
も
の
ゝ
た
よ
り
に
た
ち
よ
り
て
侍

れ
は
つ
ね
の
う
ち
と
け
ゐ
た
る
か
た
に
は
侍
ら
て
こ
ゝ

ろ
や
ま
し
き
物
こ
し
に
て
な
む
あ
ひ
て
侍
り
ふ
す
ふ

る
に
や
と
お
こ
か
ま
し
く
も
又
よ
き
ふ
し
な
り
と
も
思
ひ

（
波
線
・
太
字
筆
者
、
以
下
同
じ
）

五
月
雨
の
降
り
続
く
あ
る
夜
、
宿
直
で
宮
中
に
い
た
光
源
氏
の
も
と
に
頭
中
将
が
訪
れ
、
女
性

の
品
評
が
始
ま
る
。
さ
ら
に
、
女
性
経
験
の
豊
富
な
左
馬
頭
と
藤
式
部
丞
も
こ
の
場
に
加
わ
り
、

女
性
談
議
に
花
が
咲
く
。
い
わ
ゆ
る
「
雨
夜
の
品
定
め
」
で
あ
る
。
そ
の
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の

中
で
、
藤
式
部
丞
は
、
自
分
が
ま
だ
文
章
の
生
で
あ
っ
た
と
き
に
出
会
っ
た
「
か
し
こ
き
女
」
の

話
を
す
る
。
こ
こ
は
、
そ
の
「
か
し
こ
き
女
」
の
話
が
一
段
落
つ
い
て
、
頭
中
将
が
藤
式
部
丞
に

話
の
続
き
を
さ
せ
よ
う
と
彼
を
お
だ
て
る
場
面
で
あ
る
。

該
本
波
線
部
に
該
当
す
る
新
注
の
本
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
該
当
の
本
文
に
、
訳
や
注
釈

が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
文
の
左
側
に
記
載
す
る
。
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該本

す
か
ひ
給
を
心
は
え
な
か
ら
は
な
の
あ
た
り
お
こ
め
き
て
か
た
り
な
す

（
訳
）
お
だ
て
な
さ
る
の
を
理
解
し
つ
つ
鼻
の
あ
た
り
を
お
ど
け
た
よ
う
に
し
て
話
を
す
る
。

全集本
（明融本）

す
か
い
た
ま
ふ
を
、
心
は
得
な
が
ら
、
鼻
の
わ
た
り
を
こ
つ
き
て
語
り
な
す
。

（
訳
）
お
だ
て
あ
げ
て
お
ら
れ
る
、
そ
れ
を
先
刻
承
知
し
な
が
ら
、
鼻
の
あ
た
り
を
お
ど
け
て
見
せ

な
が
ら
話
を
続
け
る
。

（
頭
注
）「
鳥
滸
をこ

つ
く
」
で
、
お
ろ
か
に
み
え
る
。
こ
こ
は
演
技
で
あ
る
。

旧大系本
（書陵部蔵三条西家本）

す
か
い
給
ふ
を
、
心
は
得
な
が
ら
、
鼻
の
わ
た
り
を
こ
づ
き
て
語
り
な
す
。

（
頭
注
）
す
か
さ
れ
る
と
は
承
知
し
な
が
ら
、
鼻
の
辺
を
調
子
に
乗
っ
て
は
ず
ま
し
て
、
敢
え
て
話

す
。「
お
こ
づ
く
」
は
「
誇
り
か
に
調
子
づ
く
」
な
ど
の
意
。

新大系本
（大島本）

す
か
い
給
ふ
を
、
心
は
得
な
が
ら
、
鼻
の
わ
た
り
を
こ
づ
き
て
語
り
な
す
。

（
脚
注
）
鼻
の
辺
り
を
お
ど
け
て
見
せ
て
あ
え
て
語
る
、
の
意
か
。
河
内
本
な
ど
「
を
こ
め
き
て
」。

集成本
（明融本）

す
か
い
た
ま
ふ
を
、
心
は
得
な
が
ら
、
鼻
の
わ
た
り
お（

を
）こ

づ
き
て
語
り
な
す
。

（
傍
注
）
お
だ
て
な
さ
る
の
を　

分
っ
て
は
い
な
が
ら　

う
ご
め
か
せ
て

該
本
墨
付
二
十
八
丁
表
五
行
目
「
お
こ
め
き
て
」
は
、
新
注
で
は
す
べ
て
、「
を
こ
つ
き
て
」

と
い
う
本
文
に
な
っ
て
い
る(2)

。
該
本
「
を
こ
め
き
て
」
が
、
他
本
で
は
ど
の
よ
う
な
本
文
を
持
つ

の
か
を
、『
源
氏
物
語
大
成
』・『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』・『
源
氏
物
語
別
本
集
成
続
』
に
よ
っ
て

調
べ
た
と
こ
ろ
、
青
表
紙
本
系
統
に
属
す
る
池
田
本
・
松
浦
本
・
肖
柏
本
な
ど
で
は
、「
を
こ
づ

き
て
」、
河
内
本
系
統
に
属
す
る
尾
州
家
本
・
高
松
宮
家
本
、
別
本
系
統
に
属
す
る
陽
明
文
庫
本
・

国
冬
本
な
ど
で
は
、「
を
こ
め
き
て
」
と
い
う
本
文
を
持
つ
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
お
お
む
ね
、

青
表
紙
本
系
統
で
は
「
を
こ
づ
き
て
」、
河
内
・
別
本
系
統
で
は
「
を
こ
め
き
て
」
と
い
う
本
文

を
持
つ
と
言
え
よ
う
。

次
に
、「
を
こ
め
く
」
な
い
し
、「
を
こ
づ
く
」
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
角
川
古
語
大
辭

典
』(3)

に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
は
、
名
詞
「
を
こ
」
に
、
接
尾
語
の
「
め
く
」
ま
た
は
「
つ
く
」
が
つ

い
た
語
で
あ
る
よ
う
だ
。
ま
た
、「
を
こ
」「
を
こ
め
く
」「
を
こ
づ
く
」
と
い
う
単
語
の
意
味
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

◎
を
こ
【
癡
〖
烏
滸
・
尾
籠
】
名
・
形
動
ナ
リ　

❶
愚
か
で
ば
か
げ
て
い
る
さ
ま
。
た
わ

け
て
い
る
さ
ま
。
愚
か
。
ば
か
。
❷
ふ
と
ど
き
な
さ
ま
。
け
し
か
ら
ぬ
さ
ま
。

◎
を
こ
め
・
く
【
癡
め
く
】
動
カ
四　
「
め
く
」
は
接
尾
語
。
愚
か
な
さ
ま
を
す
る
。
ふ

ざ
け
る
。

◎
を
こ
づ
・
く
【
癡
づ
く
】
動
カ
四　
「
お
こ
づ
く
」
と
表
記
す
る
場
合
も
多
い
が
、「
嗚

呼
つ
き
て
嘲
て
（
今
昔
・
一
〇
・
三
六
）」
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
を
こ
」
に
接

尾
語
「
づ
く
」
が
付
い
た
語
で
、
傍
か
ら
見
れ
ば
「
を
こ
」
と
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
、
常

軌
を
逸
し
た
行
為
を
い
う
語
で
あ
ろ
う
。
❶
外
貌
や
態
度
が
ぱ
っ
と
し
な
い
。
風
采
が

あ
が
ら
な
い
。
❷
調
子
づ
い
て
、
人
を
刺
激
す
る
言
動
を
す
る
。
❸
激
し
く
上
下
動
す

る
。
が
く
が
く
す
る
。
❹
傷
な
ど
が
う
ず
く
。
ず
き
ず
き
と
痛
む
。

こ
の
よ
う
に
、「
を
こ
」
は
、「
愚
か
で
ば
か
げ
て
い
る
さ
ま
」「
た
わ
け
て
い
る
さ
ま
」
や
「
ふ

と
ど
き
な
さ
ま
」「
け
し
か
ら
ぬ
さ
ま
」を
表
す
名
詞
。「
を
こ
め
く
」は
、「
め
く
」は
接
尾
語
で
、「
愚

か
な
さ
ま
を
す
る
」「
ふ
ざ
け
る
」
と
い
っ
た
意
味
を
も
つ
動
詞
。「
を
こ
づ
く
」
は
「『
を
こ
』
に

接
尾
語
『
づ
く
』
が
付
い
た
語
で
、
傍
か
ら
見
れ
ば
『
を
こ
』
と
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
、
常
軌
を
逸

し
た
行
為
を
い
う
語
で
あ
ろ
う
。」
と
の
記
載
が
あ
り
、「
外
貌
や
態
度
が
ぱ
っ
と
し
な
い
」「
調
子

づ
い
て
、人
を
刺
激
す
る
言
動
を
す
る
」
な
ど
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
動
詞
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
、「
を
こ
め
く
」
の
用
例
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』『
角

竹内　　彩：甲南女子大学蔵本江戸中期書写『源氏物語』帚木の巻の本文について（ 3 ）



川
古
語
大
辭
典
』
な
ど
を
見
て
み
る
と
、
該
当
箇
所
以
外
に
三
例
の
用
例
が
見
出
せ
る
。
こ
れ
は

す
べ
て
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
用
例
で
あ
る(4)

。
そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
、
新
注
を
見

た
と
こ
ろ
、
新
注
は
い
ず
れ
も
「
を
こ
め
く
」
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
代
表
と
し
て
全
集
本
の
本

文
を
挙
げ
た
。
ま
た
、
そ
の
本
文
の
左
側
に
そ
れ
ぞ
れ
の
新
注
の
訳
な
い
し
注
釈
を
載
せ
た
。

（
一
）
初
音
の
巻

さ
る
は
、
高
巾
子
の
世
離
れ
た
る
さ
ま
、
寿
詞
の
乱
り
が
は
し
き
、
を
こ
め
き
た
る
言
も

こ
と
ご
と
し
く
と
り
な
し
た
る
、
な
か
な
か
何
ば
か
り
の
お
も
し
ろ
か
る
べ
き
拍
子
も
聞

こ
え
ぬ
も
の
を
。

〔
全
集
本
〕（
訳
）
も
っ
と
も
、
高
巾
子
の
世
間
ば
な
れ
の
し
た
有
様
、
祝
い
言
の
乱
雑

な
う
る
さ
さ
、
道
化
じ
み
た
言
葉
を
さ
も
わ
け
あ
り
げ
に
言
い
た
て
た
の

な
ど
、
ど
う
も
こ
れ
と
い
っ
て
お
も
し
ろ
く
聞
か
れ
る
よ
う
な
曲
節
で
も

な
か
っ
た
の
だ
が
…
…
。

（
頭
注
）「
寿
詞
」
は
、
豊
年
を
祈
る
言
葉
で
生
殖
祈
願
に
通
じ
、「
乱
り
が

は
し
き
、
を
こ
め
き
た
る
言
」
が
入
る
。
そ
れ
が
神
に
祈
る
性
格
上
仰
々

し
い
も
の
と
な
っ
た
か
、
と
の
説
が
あ
る
。

〔
旧
大
系
本
〕（
頭
注
）
源
氏
も
御
前
に
、
人
々
が
述
べ
る
賀
詞
（
寿
詞
）
の
騒
々
し
い
、

か
つ
馬
鹿
馬
鹿
し
い
有
様
の
事
も
頓
着
せ
ず
、
踏
歌
の
人
々
は
大
袈
裟
に

勿
体
ぶ
っ
て
居
た
の
は
、
な
ま
な
か
、
事
々
し
く
す
る
が
故
に
騒
々
し
く

て
、
却
っ
て
、
何
程
の
、
面
白
く
あ
る
は
ず
の
拍
子
も
、
聞
か
れ
ぬ
の
に

（
事
々
し
く
す
る
よ
）。

〔
新
大
系
本
〕（
脚
注
）
祝
言
の
な
か
に
は
、
豊
年
予
祝
の
言
葉
が
生
殖
祈
願
に
通
ず
る
こ

と
も
あ
る
の
で
、
色
恋
の
「
乱
り
が
は
し
き
」
内
容
だ
っ
た
り
、
滑
稽
な

内
容
だ
っ
た
り
す
る
ら
し
い
。

〔
集
成
本
〕（
傍
注
）
滑
稽
な
こ
と
も　

（
頭
注
）
男
踏
歌
の
時
、
奉
る
祝
い
の
言
葉
。
豊
年
多
産
を
祈
っ
て
滑
稽
な

こ
と
を
言
っ
た
ら
し
い
。

（
二
）
常
夏
の
巻

「
何
か
、
そ
は
。
こ
と
ご
と
し
く
お
も
ひ
た
ま
ひ
て
ま
じ
ら
ひ
は
べ
ら
ば
こ
そ
、
と
こ
ろ

せ
か
ら
め
、
大
御
大
壺
と
り
に
も
仕
う
ま
つ
り
な
む
」
と
聞
え
た
ま
へ
ば
、
え
念
じ
た
ま

は
で
、
う
ち
笑
ひ
た
ま
ひ
て
、「
似
つ
か
は
し
か
ら
ぬ
役
な
り
。
か
く
た
ま
さ
か
に
逢
へ

る
親
の
孝
せ
む
の
心
あ
ら
ば
、
こ
の
も
の
の
た
ま
ふ
声
を
、
す
こ
し
の
ど
め
て
聞
か
せ
た

ま
へ
。
さ
ら
ば
命
も
延
び
な
む
か
し
」
と
、
を
こ
め
い
た
ま
へ
る
大
臣
に
て
、
ほ
ほ
笑
み

て
の
た
ま
ふ
。「
舌
の
本
性
に
こ
そ
は
は
べ
ら
め
。（
後
略
）

〔
全
集
本
〕（
訳
）「
な
ん
の
そ
ん
な
こ
と
は
。
ご
大
層
に
考
え
て
お
勤
め
を
い
た
し
ま

す
の
な
ら
、
な
る
ほ
ど
窮
屈
で
し
ょ
う
け
れ
ど
…
…
。
大
御
大
壺
取
り
の

役
で
で
も
お
仕
え
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
な
さ
る
の
で
、
大
臣

は
辛
抱
が
お
で
き
に
な
ら
ず
お
笑
い
出
し
に
な
り
、「
そ
れ
は
不
相
応
な
役

目
で
し
ょ
う
な
。
こ
う
し
て
た
ま
に
や
っ
と
会
え
た
親
に
孝
行
し
よ
う
と

い
う
気
持
ち
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
な
た
の
何
か
お
っ
し
ゃ
る
声
を
、
も
う

少
し
ゆ
っ
く
り
き
か
せ
て
く
だ
さ
れ
。
そ
う
し
た
ら
、
わ
た
し
の
寿
命
も

の
び
る
に
ち
が
い
な
い
な
」
と
、
お
ど
け
た
と
こ
ろ
の
あ
る
大
臣
な
の
で
、

苦
笑
い
し
な
が
ら
お
っ
し
ゃ
る
。

（
頭
注
）
内
大
臣
は
、
近
江
の
君
を
か
ら
か
っ
て
お
も
し
ろ
が
る
。

〔
旧
大
系
本
〕（
頭
注
）
嗚
滸
（
ふ
ざ
け
た
性
質
）
ら
し
く
お
あ
り
な
さ
る
大
臣
な
の
で
。

〔
新
大
系
本
〕（
脚
注
）「
こ
と
お
か
し
く
物
を
の
給
ふ
心
也
」（
湖
月
抄
）。

〔
集
成
本
〕（
傍
注
）
道
化
た
と
こ
ろ
が
お
あ
り
の

（
三
）
総
角
の
巻

こ
は
い
か
に
も
て
な
し
た
ま
ふ
ぞ
と
、
夢
の
や
う
に
あ
さ
ま
し
き
に
、
後
の
世
の
例
に
言

ひ
出
づ
る
人
も
あ
る
な
ら
ば
、
昔
物
語
な
ど
に
、
こ
と
さ
ら
を
こ
め
き
て
作
り
出
で
た
る

物
の
譬
に
こ
そ
は
べ
り
ぬ
べ
か
め
れ
。

〔
全
集
本
〕（
訳
）
い
っ
た
い
ど
う
な
さ
る
お
つ
も
り
か
、
と
あ
ま
り
の
こ
と
に
夢
の
よ
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う
に
存
ぜ
ら
れ
ま
す
が
、
も
し
後
々
に
世
間
話
の
種
に
持
ち
出
す
人
で
も

あ
り
ま
し
た
ら
、
ち
ょ
う
ど
昔
物
語
な
ど
に
と
り
わ
け
愚
か
し
く
作
り
あ

げ
ら
れ
た
譬
話
と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

（
頭
注
）
男
に
だ
ま
さ
れ
て
、
ひ
ど
い
め
に
あ
っ
た
愚
か
し
い
女
の
話
と
で

も
い
っ
た
類
型
が
、
昔
物
語
に
は
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

〔
旧
大
系
本
〕（
頭
注
）
滑
稽
め
い
た
愚
か
者
風
に
作
り
出
し
て
い
る
、
何
か
の
例
に
、
い

か
に
も
ま
あ
。

〔
新
大
系
本
〕（
脚
注
）
後
々
に
（
私
た
ち
を
）
世
間
話
の
種
に
持
ち
出
す
人
が
い
た
な
ら
、

昔
物
語
に
愚
か
し
く
作
り
あ
げ
た
（
笑
わ
れ
者
の
）
話
と
同
じ
こ
と
に
な

ろ
う
。

〔
集
成
本
〕（
頭
注
）
あ
と
あ
と
、（
こ
ん
な
目
に
会
っ
た
私
た
ち
の
こ
と
を
）
世
間
で

話
の
種
に
持
ち
出
す
人
が
あ
れ
ば
、
昔
物
語
な
ど
に
、
わ
ざ
と
馬
鹿
げ
た

笑
わ
れ
者
と
し
て
描
い
て
い
る
、
そ
の
見
本
に
な
り
そ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

初
め
に
、（
一
）
の
初
音
の
巻
の
用
例
に
つ
い
て
で
あ
る
。
六
条
院
が
落
成
し
て
初
と
な
る
正

月
を
迎
え
、
そ
の
数
日
後
に
男
踏
歌
の
日
が
や
っ
て
き
た
。
男
踏
歌
の
一
行
は
、
朱
雀
院
を
経
て
、

六
条
院
へ
訪
れ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
男
踏
歌
の
一
行
を
光
源
氏
が
も
て
な
し
、
女
性
た
ち
が
見
物

し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。「
寿
詞
の
乱
り
が
は
し
き
、
を
こ
め
き
た
る
言
も
こ
と
ご
と
し
く
と
り

な
し
た
る
」
と
あ
る
。
ま
ず
、「
寿
詞
」
と
い
う
の
は
、祝
い
の
言
葉
の
こ
と
で
、そ
の
寿
詞
が
「
乱

り
が
は
し
」
く
、「
を
こ
め
」
い
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
新
注
の
注
釈
に
よ
る
と
、踏
歌
の
際
に
、

「
豊
年
多
産
を
祈
っ
て
滑
稽
な
こ
と
を
言
っ
た
ら
し
」
く
、
そ
の
言
葉
が
「
生
殖
祈
願
に
通
ず
る

こ
と
も
あ
る
の
で
、
色
恋
の
「
乱
り
が
は
し
き
」
内
容
だ
っ
た
り
、
滑
稽
な
内
容
だ
っ
た
り
す
る
」

よ
う
だ
。
こ
の
「
を
こ
め
き
た
る
言
」
と
い
う
の
は
、「
滑
稽
な
内
容
の
言
」、
つ
ま
り
、
笑
い
の

対
象
と
な
る
よ
う
な
お
も
し
ろ
い
言
葉
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
初
音
の
巻
の
「
を
こ
め
く
」
は
、

注
釈
に
も
あ
る
よ
う
に
、
滑
稽
な
状
態
や
、
お
も
し
ろ
お
か
し
く
お
ど
け
て
い
る
状
態
を
表
す
語

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、（
二
）
常
夏
の
巻
の
用
例
で
あ
る
。
内
大
臣
（
か
つ
て
の
頭
中
将
）
は
、
引
き
取
っ
た

近
江
の
君
を
弘
徽
殿
女
御
（
内
大
臣
の
娘
）
に
託
そ
う
と
、彼
女
の
と
こ
ろ
に
訪
れ
て
話
を
す
る
。

こ
れ
は
、
そ
の
際
に
立
ち
寄
っ
た
近
江
の
君
の
所
で
、
内
大
臣
と
近
江
の
君
が
問
答
を
す
る
場
面

で
あ
る
。「（
前
略
）
さ
ら
ば
命
も
延
び
な
む
か
し
」
と
、
を
こ
め
い
た
ま
へ
る
大
臣
に
て
、
ほ
ほ

笑
み
て
の
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。
内
大
臣
が
近
江
の
君
の
言
っ
た
こ
と
に
対
し
「
を
こ
め
い
た
ま
へ
」

て
い
る
の
で
あ
る
。
新
注
の
注
釈
を
見
る
と
、「
内
大
臣
は
、
近
江
の
君
を
か
ら
か
っ
て
お
も
し

ろ
が
」
っ
て
お
り
、
道
化
た
と
こ
ろ
が
あ
る
人
物
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
常
夏
の
巻

の
「
を
こ
め
く
」
は
、「
お
ど
け
る
」「
ふ
ざ
け
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ

の
二
例
を
見
る
と
、「
を
こ
め
く
」
は
、「
お
ど
け
る
」
と
い
っ
た
意
味
の
語
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

最
後
に
、（
三
）
総
角
の
巻
の
用
例
に
つ
い
て
で
あ
る
。
八
の
宮
の
一
周
忌
を
迎
え
、
薫
は
大

君
に
想
い
を
打
ち
明
け
る
が
、
大
君
は
独
身
を
貫
く
こ
と
を
決
め
て
い
る
た
め
応
じ
な
い
。
む
し

ろ
、
彼
女
は
妹
の
中
の
君
を
薫
に
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
薫
は
、
匂
宮
を
中
の
君
の
元

へ
と
導
き
、
そ
の
上
で
、
大
君
に
求
婚
す
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
予
想
外
の
状
況
に
大
君
が

嘆
く
場
面
で
あ
る
。「
後
の
世
の
例
に
言
ひ
出
づ
る
人
も
あ
る
な
ら
ば
、
昔
物
語
な
ど
に
、
こ
と

さ
ら
を
こ
め
き
て
作
り
出
で
た
る
物
の
譬
に
こ
そ
は
べ
り
ぬ
べ
か
め
れ
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
注

釈
に
あ
る
よ
う
に
、「
昔
物
語
な
ど
に
、
こ
と
さ
ら
を
こ
め
き
て
作
り
出
で
た
る
物
の
譬
」
と
い

う
の
は
、「
昔
物
語
に
愚
か
し
く
作
り
あ
げ
た
（
笑
わ
れ
者
の
）
話
」
と
言
う
こ
と
に
な
り
、「
を

こ
め
く
」
に
、「
愚
か
し
い
」「
愚
か
者
風
」
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
を
こ
め
く
」
は
、「
お
ど
け
た
様
子
」
や
「
愚
か
し
い
様
子
」
を
表
す
語

で
あ
る
と
言
え
、
帚
木
の
巻
の
「
を
こ
め
く
」
も
同
様
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、「
を
こ
つ
く
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。「
を
こ
づ
く
」
の
用
例
を
見

る
と
、
該
当
箇
所
以
外
に
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
二
例
、『
十
訓
抄
』
に
四
例
、『
古
今
著
聞
集
』

に
一
例
、
ま
た
『
曽
我
虎
が
磨
』
や
『
義
経
千
本
桜
』
な
ど
の
人
形
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
の
演
目
に

ま
で
見
ら
れ
る
語
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』や
同
時
代
の
作
品
の
中
に
は
、

「
を
こ
づ
く
」と
い
う
語
は
見
出
せ
な
い
。『
源
氏
物
語
』以
降
の
最
古
の
用
例
で
も『
今
昔
物
語
集
』

の
用
例
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
少
な
く
と
も
百
年
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
お
け
る

用
例
を
見
て
も
、
全
て
説
話
集
に
お
け
る
用
例
で
、
仮
名
文
学
に
お
い
て
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い

語
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
を
こ
づ
く
」
の
用
例
が
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
先
の
時
代
お
よ

び
同
時
代
の
作
品
に
も
見
ら
れ
な
い
た
め
、
後
代
で
の
用
例
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、「
を
こ
づ
く
」

が
ど
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
用
例
を
見
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。
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Ⅰ
今
昔
、
安
房
守
文
屋
ノ
清
忠
ト
云
フ
者
有
キ
。
外
記
ノ
労
ニ
テ
、
安
房
ノ
守
ニ
成
タ
ル
也
。

其
レ
ガ
外
記
ニ
テ
有
シ
間
ダ
、
面
ハ
シ
タ
リ
顔
ニ
テ
気
憎
気
ニ
テ
、
長
ク
去
張
テ
ナ
ム
有
シ
。

出
羽
ノ
守
大
江
ノ
時
棟
ト
云
フ
者
有
キ
。
其
レ
モ
同
時
ニ
外
記
也
シ
時
、
腰
屈
テ
嗚
呼
付
テ

ナ
ム
有
ル
。（『
今
昔
物
語
集
』）

Ⅱ
源
中
納
言
国
信
家
の
歌
合
を
、
俊
頼
の
判
じ
た
る
を
ば
、
若
狭
阿
闍
梨
隆
源
、
左
衛
門
佐
基

俊
な
ど
、お
の
お
の
を
こ
づ
き
、や
う
や
う
の
こ
と
ど
も
、書
き
つ
け
た
り
け
る
に
や
。（『
十

訓
抄
』）

Ⅲ
か
た
が
た
、
い
か
で
か
を
こ
づ
く
べ
き
。
か
へ
す
が
へ
す
不
当
の
こ
と
な
り
（『
十
訓
抄
』）

Ⅳ
佐
実
と
い
ふ
人
、
さ
か
し
だ
ち
た
る
本
性
に
て
、「
い
な
や
、
武
士
も
女
の
か
た
に
は
惚
る

る
も
の
な
り
。
お
の
れ
は
盗
ま
む
と
だ
に
思
は
ば
、
仲
正
、
い
か
に
守
る
と
も
、
そ
れ
に
さ

は
ら
じ
」
と
い
ふ
よ
り
、
何
を
あ
た
と
か
思
ひ
け
む
、
仲
正
が
こ
と
を
あ
ざ
け
り
、
を
こ
づ

く
や
う
に
い
ひ
け
れ
ば
、
か
た
へ
は
詞
少
な
に
て
や
み
に
け
り
（『
十
訓
抄
』）

Ⅴ
か
く
い
ふ
は
敦
正
が
鼻
の
赤
か
り
け
れ
ば
、
を
こ
づ
く
な
り
け
り
。（『
十
訓
抄
』）

Ⅵ
接
取
の
光
明
を
か
ぶ
ら
む
行
人
を
ば
、
神
明
も
争
で
か
罰
し
給
ふ
べ
き
」
と
て
、
お
こ
づ
き

あ
ざ
む
き
け
り
。（『
沙
石
集
』）

以
上
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
用
例
を
六
例
挙
げ
た(5)

。
Ⅰ
を
見
る
と
、「
間
の

抜
け
た
様
子
」
と
言
う
意
味
、
Ⅱ
や
Ⅲ
、
Ⅳ
を
見
る
と
、「
悪
口
を
言
う
」「
馬
鹿
に
す
る
」「
非

難
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
こ
で
、新
注「
を
こ
づ
く
」を
見
て
み
よ
う
。先
ほ
ど
用
例
を
見
た
よ
う
に
、「
を
こ
づ
く
」は「
間

の
抜
け
た
様
子
」「
馬
鹿
に
す
る
」「
非
難
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、新
注
で
は
、「
お
ど
け
て
見
せ
な
が
ら
（
全
集
）」「
調
子
に
乗
っ
て
は
ず
ま
し
て
（
旧
大
系
）」

「
お
ど
け
て
見
せ
て
（
新
大
系
）」「
う
ご
め
か
せ
て
（
集
成
）」
と
い
っ
た
意
味
が
当
て
ら
れ
て
い

る
。
特
に
全
集
本
や
新
大
系
本
で
は
、「
を
こ
め
く
」の
意
味
に
近
い「
お
ど
け
て
見
せ
る
」と
い
っ

た
よ
う
な
訳
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、「
を
こ
づ
く
」
の
用
例
に
お
け
る
意
味
と
は
少
し
異
な
る
意

味
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
が
、「
を
こ
づ
く
」
は
、『
源
氏
物
語
』
に

も
『
源
氏
物
語
』
と
同
時
代
の
作
品
に
も
見
出
だ
せ
な
い
語
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
以
降
で
は
、

『
今
昔
物
語
集
』の
用
例
に
ま
で
時
代
が
下
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、は
た
し
て
、「
を
こ
づ
く
」

と
い
う
語
は
、『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
時
代
に
あ
っ
た
語
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
該
本
「
を
こ
め
く
」
は
、
よ
り
古
い
形
を
保
っ
た
本
文
で
あ
る

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

②
墨
付
三
十
三
丁
裏
（
写
真
C
）

せ
む
さ
い
な
と
心
と
め
て
う
へ
た
り
風
す
ゝ
し
く
て
そ

こ
は
か
と
な
き
虫
の
こ
ゑ
〳
〵
蛍
し
け
く
と
ひ
ま
か

ひ
て
お
か
し
き
ほ
と
也
人
〳
〵
わ
た
殿
よ
り
い
て
た
る

い
つ
み
に
の
そ
き
見
ゐ
て
さ
け
の
む
あ
る
し
も
さ
か
な

も
と
む
と
こ
ゆ
る
き
の
い
そ
き
あ
り
く
ほ
と
君
は
の

と
や
か
に
な
か
め
給
ひ
て
か
の
中
の
し
な
に
と
り
い
て
ゝ

い
ひ
し
こ
の
な
み
な
ら
む
か
し
と
お
ほ
し
い
つ
思
ひ
あ
か

れ
る
け
し
き
に
き
ゝ
を
き
給
へ
る
む
す
め
な
れ
は

ゆ
か
し
く
て
み
ゝ
と
ゝ
め
給
へ
る
に
こ
の
に
し
お
も
て
に
ぞ

人
の
け
は
ひ
す
る
き
ぬ
の
を
と
な
ひ
は
ら
〳
〵
と
し

光
源
氏
は
、「
雨
夜
の
品
定
め
」
が
あ
っ
た
翌
日
、
左
大
臣
邸
に
退
出
す
る
。
し
か
し
、
夜
に

な
る
と
、
光
源
氏
は
方
違
え
に
赴
き
、
従
者
の
提
案
に
よ
っ
て
、
紀
伊
守
の
屋
敷
へ
向
う
こ
と
に

写真C　帚木　墨付三十三丁裏
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な
る
。
こ
こ
は
、
そ
の
よ
う
な
光
源
氏
一
行
が
紀
伊
守
邸
に
訪
れ
た
場
面
で
あ
る
。

該
本
波
線
部
に
該
当
す
る
新
注
の
本
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
該
当
の
本
文
に
、
訳
や
注
釈

が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
文
の
左
側
に
記
載
す
る
。

該本

人
〳
〵
わ
た
殿
よ
り
い
て
た
る
い
つ
み
に
の
そ
き
見
ゐ
て
さ
け
の
む

（
訳
）
人
々
は
渡
殿
の
下
か
ら
湧
き
出
て
い
る
泉
に
臨
ん
で
、
座
っ
て
見
な
が
ら
酒
を
飲
む
。

全集本
（明融本）

人
々
、
渡
殿
よ
り
出
で
た
る
泉
に
の
ぞ
き
ゐ
て
酒
の
む
。

（
訳
）
共
人
た
ち
は
、
渡
殿
の
下
か
ら
流
れ
出
て
い
る
湧
き
水
を
見
下
ろ
す
所
に
席
を
占
め
て
、
酒

を
飲
む
。

旧大系本
（書陵部蔵三条西家本）

人
々
、
渡
殿
よ
り
出
で
た
る
泉
に
の
ぞ
き
ゐ
て
、
酒
の
む
。

（
頭
注
）
渡
り
廊
下
の
下
を
通
っ
て
流
れ
て
来
る
、
泉
の
水
に
臨
み
居
て
。「
の
ぞ
く
」
は
「
臨
む
」

で
、
見
下
ろ
す
こ
と
。

新大系本
（大島本）

人
々
、
渡
殿
よ
り
出
で
た
る
泉
に
の
ぞ
き
ゐ
て
酒
の
む
。

集成本
（明融本）

人
々
、
渡
殿
よ
り
出
で
た
る
泉
に
の
ぞ
き
ゐ
て
酒
の
む
。

（
傍
注
）
供
人
た
ち

（
頭
注
）
渡
殿
の
下
か
ら
湧
き
出
て
い
る
泉
を
見
下
ろ
す
場
所
に
坐
っ
て
。

該
本
墨
付
三
十
三
丁
裏
四
行
目
「
の
そ
き
見
ゐ
て
さ
け
の
む
」
は
、
新
注
に
お
い
て
は
、「
の

ぞ
き
ゐ
て
酒
の
む
」
と
い
う
本
文
に
な
っ
て
い
る
。
他
本
で
は(6)

、
ほ
と
ん
ど
の
本
に
お
い
て
「
ゐ

て
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
に
は
、
陽
明
文
庫
本
が
「
の
ぞ
き
て
ゐ
て
」
と
い
う
本
文
、
阿

里
莫
本
が
「
の
ぞ
み
ゐ
て
」
と
い
う
本
文
を
持
っ
て
い
る
。
該
本
に
記
す
「
の
ぞ
き
見
ゐ
て
」
と

い
う
本
文
を
持
つ
も
の
は
な
く
、
こ
れ
は
、
該
本
の
独
自
本
文
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
新
注
と
該
本
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
の
解
釈
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
、「
泉
に
の
ぞ
き
」

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
お
い
て
「
の
ぞ
く
」
と
い
う
単
語
を
調
べ
る
と
、

◎
の
ぞ
・
く
【
臨
・
覗
】
動
カ
四
❶
「
…
に
の
ぞ
く
」
の
形
で
用
い
て
、
何
か
を
見
渡
せ

る
よ
う
な
位
置
に
占
め
る
こ
と
を
い
う
。
臨
む
。
❷
物
や
場
所
な
ど
を
部
分
的
に
、
あ

る
い
は
短
時
間
見
る
。
特
に
す
き
ま
な
ど
か
ら
見
る
。
ま
た
、見
て
は
な
ら
ぬ
も
の
を
、

こ
っ
そ
り
見
る
。
❸
囲
碁
用
語
。

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
の
ぞ
く
」
は
、「
泉
に
の
ぞ
き
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
❶
の
意
味

が
当
て
は
ま
り
、「
泉
に
臨
ん
で
」
と
い
う
訳
に
な
る
。
そ
し
て
、「
ゐ
て
」
は
、「
立
っ
た
り
動

い
て
い
た
り
し
て
い
た
者
が
、
あ
る
所
に
座
る
。
腰
を
お
ろ
す
。」(7)

と
い
う
意
味
が
あ
り
、「
泉
に

の
ぞ
き
ゐ
て
」
は
、「
泉
に
臨
ん
で
座
っ
て
」
と
い
う
解
釈
に
な
ろ
う
。

次
に
、
該
本
「
い
つ
み
に
の
そ
き
見
ゐ
て
」
と
し
て
の
解
釈
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
こ
の

本
文
ど
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
名
詞
「
い
つ
み
」
に
位
置
を
表
す
格
助
詞

「
に
」
が
つ
き
、
動
詞
「
の
そ
く
」
が
続
く
。
こ
こ
で
一
旦
文
が
切
れ
、
さ
ら
に
、
動
詞
「
見
る
」

に
動
詞
「
ゐ
る
」
が
つ
き
、接
続
助
詞
「
て
」
が
続
く
形
に
な
っ
て
い
る
。「
ゐ
る
」
と
い
う
語
は
、

補
助
動
詞
と
し
て
使
用
す
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
、「
動
詞
の
連
用
形
に
付
き
、
上
接
動

詞
の
表
す
こ
と
が
成
立
し
た
り
始
ま
っ
た
り
し
て
、そ
の
ま
ま
じ
っ
と
す
る
意
、あ
る
い
は
、じ
っ

と
し
て
い
る
意
を
表
す
」
よ
う
で
あ
る(8)

。
こ
こ
で
は
、「
ゐ
る
」
は
補
助
動
詞
と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、「
見
ゐ
て
」
は
「
見
て
じ
っ
と
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、「
人
〳
〵
わ
た
殿
よ
り
い
て
た
る
い
つ
み
に
の
そ
き
見
ゐ
て
さ
け
の
む
」

を
訳
す
る
と
、「
人
々
は
渡
殿
の
下
か
ら
湧
き
出
て
い
る
泉
に
臨
ん
で
、
座
っ
て
見
な
が
ら
酒
を

飲
む
」
と
な
る
だ
ろ
う
。「
人
〳
〵
」
は
、
た
だ
単
に
「
ゐ
る
」
の
で
は
な
く
、「
見
」
て
「
ゐ
る
」

の
で
あ
る
。

で
は
、「
見
ゐ
て
」
の
よ
う
に
「
見
」
が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
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の
だ
ろ
う
か
。「
ゐ
る
」
の
場
合
で
あ
る
と
、「
臨
ん
で
座
っ
て
酒
を
飲
む
」
つ
ま
り
、人
々
が
「
酒

を
飲
む
」
の
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
見
ゐ
る
」
に
な
る
と
、「
臨
ん
で
座
っ
て
、

見
な
が
ら
酒
を
の
む
」
つ
ま
り
、「
見
な
が
ら
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。

先
ほ
ど
も
述
べ
た
と
お
り
、
こ
こ
は
、
紀
伊
守
の
邸
へ
訪
れ
た
場
面
で
あ
る
。
そ
の
紀
伊
守
邸

の
庭
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

「
に
は
か
に
」
と
わ
ぶ
れ
ど
、
人
も
聞
き
入
れ
ず
。
寝
殿
の
東
面
払
ひ
あ
け
さ
せ
て
、

か
り
そ
め
の
御
し
つ
ら
ひ
し
た
り
。
水
の
心
ば
へ
な
ど
、
さ
る
方
に
を
か
し
く
し
な
し
た

り
。
田
舎
家
だ
つ
柴
垣
し
て
、
前
栽
な
ど
心
と
め
て
植
ゑ
た
り
。
風
涼
し
く
て
、
そ
こ
は

か
と
な
き
虫
の
声
々
聞
こ
え
、
蛍
し
げ
く
飛
び
ま
が
ひ
て
を
か
し
き
ほ
ど
な
り
。
人
々
、

渡
殿
よ
り
出
で
た
る
泉
に
の
ぞ
き
ゐ
て
酒
の
む
。
あ
る
じ
も
、
肴
求
む
と
、
こ
ゆ
る
ぎ
の

い
そ
ぎ
歩
く
ほ
ど
、
の
ど
や
か
に
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
か
の
中
の
品
に
と
り
出
で
て
言
ひ

し
、
こ
の
並
な
ら
む
か
し
と
思
し
出
づ
。（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
よ
り
）

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
作
者
は
光
源
氏
が
見
て
い
る
も
の
を
描
い
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
場
面
も
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
「
を
か
し
く
し
な
し
た
り
」
や
「
心
と
め
て
植
ゑ

た
り
」
な
ど
、
光
源
氏
が
紀
伊
守
邸
の
庭
を
見
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
語
ら

れ
て
い
る
。
光
源
氏
の
目
を
通
し
て
庭
の
情
景
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、光
源
氏
は「
人

〳
〵
わ
た
殿
よ
り
い
て
た
る
い
つ
み
に
の
そ
き
見
ゐ
て
さ
け
の
む
」
と
い
う
、彼
の
従
者
た
ち
が
、

渡
殿
の
下
か
ら
湧
き
出
て
い
る
泉
に
臨
ん
で
、
座
っ
て
見
な
が
ら
酒
を
飲
ん
で
い
る
様
子
を
見
て

い
る
の
で
あ
る
。
供
人
も
光
源
氏
が
感
じ
た
「
を
か
し
く
し
な
し
た
」
る
紀
伊
守
邸
の
庭
の
風
情

を
味
わ
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
該
本
に
記
す
よ
う
に
「
見
」
が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
源

氏
は
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
従
者
た
ち
も
そ
の
風
情
あ
る
光
景
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
含
ん

だ
本
文
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
、
他
本
と
の
本
文
異
同
で
あ
る
「
を
こ
め
き
て
」「
見
ゐ
て
」
に
つ
い
て
、
お
の
お

の
そ
の
語
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。「
を
こ
め
き
て
」
と
い
う
本
文
に
つ
い
て
は
、

「
を
こ
め
く
」
の
用
例
と
、後
代
の
も
の
で
は
あ
る
が
「
を
こ
づ
く
」
の
用
例
を
比
較
す
る
と
、「
を

こ
め
く
」
の
方
が
「
を
こ
づ
く
」
よ
り
も
「
を
こ
」
の
程
度
が
軽
い
語
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、「
を
こ
づ
く
」
は
、『
源
氏
物
語
』
で
の
用
例
を
除
く
と
、
後
代
の
用
例
し
か
見
出
せ

な
い
点
。
さ
ら
に
、
和
漢
混
交
文
で
書
か
れ
た
文
学
作
品
で
は
「
を
こ
づ
く
」
と
い
う
語
は
見
ら

れ
る
が
、
仮
名
文
学
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
語
で
あ
る
と
言
え
る
点
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
も

し
か
す
る
と
、「
を
こ
づ
く
」
は
『
源
氏
物
語
』
の
成
立
し
た
時
代
に
は
存
在
し
て
い
な
い
語
で

あ
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
該
本
に
も
記
す
「
お
こ
め
き
て
」
は
、
新
注
な
ど
の
「
を
こ
づ
き

て
」
よ
り
古
い
形
を
保
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、「
見
ゐ
て
」
と
い
う
本
文
に
つ
い
て
は
、「
見
」
が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
見
な
が
ら
」

と
い
う
共
人
の
視
線
が
強
調
さ
れ
た
本
文
に
な
る
。
光
源
氏
は
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
従
者
た
ち
も
、

紀
伊
守
邸
の
趣
向
を
凝
ら
し
た
庭
の
情
景
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
本
文

で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
を
こ
め
き
て
」
で
は
、
該
本
の
本
文
が
古
い
形
を
残
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
点
に
つ
い
て
、「
見
ゐ
て
」
で
は
、該
本
に
よ
る
独
自
的
な
読
み
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

今
回
検
討
し
た
「
を
こ
め
き
て
」「
見
ゐ
て
」
を
踏
ま
え
、
他
の
本
文
異
同
に
つ
い
て
、
今
後
も
、

考
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。

【
注
】⑴

阿
部
秋
生　

秋
山
虔　

今
井
源
衛　

鈴
木
日
出
男『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語（
一
）〜
六
）』

小
学
館 

一
九
九
四
年
〜
一
九
九
八
年

⑵
「
を
こ
め
き
て
」
の
表
記
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
該
本
「
お
こ
め
き
て
」
は
、
ア
行
の
「
お
」
で
あ
る

の
に
対
し
、
新
注
で
は
多
く
が
ワ
行
の
「
を
」
で
表
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
記
に
つ
い
て
、『
源

氏
物
語
』
の
諸
本
に
お
い
て
は
、
ど
ち
ら
の
表
記
も
混
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
表
記
の
差
は
こ
こ

で
は
問
題
に
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て
お
く
。
ま
た
、
新
注
に
お
け
る
「
を
こ
つ
く
」
の
「
つ
」
の
清
濁

に
つ
い
て
は
、
白
石
良
夫
氏
の
「
小
学
館
全
集
に
濁
点
が
な
い
の
は
、「
を
こ
」
＋
「
つ
く
」
の
連
濁

す
る
前
の
形
だ
と
の
判
断
で
あ
ろ
う
。」（「
オ
コ
ヅ
ク
考
、
オ
ゴ
メ
ク
考 

： 

帚
木
巻
の
異
文
の
解
釈
」

二
〇
〇
六
年
）
と
の
指
摘
に
従
い
、
こ
の
表
記
の
差
も
問
題
と
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
表
記
に
つ
い
て
、

本
論
で
は
、
引
用
部
分
以
外
に
お
い
て
、「
を
こ
め
き
て
」
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
「
を
」
に
、「
つ
」

の
清
濁
に
つ
い
て
は
、「
を
こ
づ
く
」
に
統
一
す
る
。
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⑶
『
徒
然
草
』
の
三
七
段
に
「
人
の
言
ひ
し
ま
ま
に
、
鼻
の
ほ
ど
お
ご
め
き
て
言
ふ
は
、
そ
の
人
の
虚
言

に
は
あ
ら
ず
」
と
い
っ
た
一
文
が
あ
る
。
こ
の
「
鼻
の
ほ
ど
お
ご
め
き
て
」
は
、
河
内
・
別
本
系
統
帚

木
の
巻
「
鼻
の
あ
た
り
を
こ
め
き
て
」
と
い
う
表
現
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
『
徒
然
草
』
の
「
お
ご
め
き
て
」
に
つ
い
て
は
、
白
石
良
夫
氏
に
よ
っ
て
、「
こ
の
「
お
ご
め
く
」

が
近
世
初
期
に
あ
ら
わ
れ
た
、
新
し
い
古
典
語

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
こ
と
は
、
贅
言
を
要
す
ま
い
。」（「
オ
ゴ
メ
ク
幻

想
—
「
オ
コ
ヅ
ク
考
、
オ
ゴ
メ
ク
考
」
補
訂
を
兼
ね
て
—
」
二
〇
〇
七
年
）
と
さ
れ
、『
徒
然
草
』「
鼻

の
ほ
ど
お
ご
め
き
て
」
は
、「
お
ご
め
き
て
」
で
は
な
く
「
お
こ
め
き
て
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ

ま
り
、『
徒
然
草
』
の
「
お
ご
め
き
て
」
も
元
々
は
「
を
こ
め
き
て
」
で
あ
る
の
だ
が
、
先
述
し
た
通
り
、

帚
木
の
巻
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
に
挙
げ
る
ま
で
に
留
め
て
お
き
、
本
論
で
は
「
を
こ

め
き
て
」
の
用
例
は
、『
源
氏
物
語
』
の
三
例
と
し
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

⑷
『
角
川
古
語
大
辭
典　

第
一
巻
〜
第
五
巻
』 

角
川
書
店　

一
九
八
二
年
〜
一
九
九
九
年

⑸
す
べ
て
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
。『
古
今
著
聞
集
』
の
用
例
に
つ
い
て
、『
日
本
古
典
文

学
大
系
84　

古
今
著
聞
集
』
の
補
注
で
は
、「
五
七
五
・
五
七
七
・
五
七
八
の
三
段
は
、
い
ず
れ
も
十
訓
抄

巻
四
、三
段
・
巻
三
、九
段
・
巻
四
、七
段
と
ほ
ぼ
同
文
に
近
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
巻
末
に
あ
っ
て
、
説

話
の
配
列
も
年
代
を
乱
し
て
い
る
の
で
、
抄
入
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。「
ほ
ぼ

同
文
」
と
あ
る
よ
う
に
全
く
の
同
文
で
は
な
い
が
、「
を
こ
づ
く
」
と
い
う
語
句
に
関
し
て
、
特
に
異
同

が
な
く
、
解
釈
に
違
い
が
生
じ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
た
め
、
今
回
は
『
古
今
著
聞
集
』
の
用

例
の
記
載
を
省
略
し
た
。

⑹
池
田
龜
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』（
中
央
公
論
社 

一
九
八
四
年
）、『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』（
桜
楓
社　

一
九
八
九
年
）
と
『
源
氏
物
語
別
本
集
成
続
』（
桜
楓
社　

二
〇
〇
五
年
）
に
よ
る
。

⑺
4
に
同
じ

⑻
『
角
川
古
語
大
辭
典
』
に
、「
ゐ
る
【
居
】
■二
補
動
ワ
上
二　

動
詞
の
連
用
形
に
付
き
、
上
接
動
詞
の
表

す
こ
と
が
成
立
し
た
り
始
ま
っ
た
り
し
て
、
そ
の
ま
ま
じ
っ
と
す
る
意
、
あ
る
い
は
、
じ
っ
と
し
て
い

る
意
を
表
す
。
前
者
の
場
合
も
、
そ
の
多
く
は
「
…
ゐ
た
り
」
の
形
で
結
局
は
、
じ
っ
と
し
て
い
る
意

を
表
す
も
の
で
あ
る
。
の
ち
に
は
「
て
」
を
介
し
て
も
用
い
た
。」
と
の
記
載
が
あ
る
。

竹内　　彩：甲南女子大学蔵本江戸中期書写『源氏物語』帚木の巻の本文について（ 9 ）


