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周
知
の
よ
う
に
、
源
氏
物
語
の
蛍
巻
で
は
光
源
氏
の
口
を
借
り
て
、
作
者
紫

式
部
の
物
語
論
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
も
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
べ
き
示
唆
深
い
い
く
つ
か
の
提
議
が
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
の
中
で
、

　
「
（
物
語
は
）
そ
の
人
の
う
へ
と
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
い
ひ
出
づ
る
こ
と
こ
そ

　
な
け
れ
、
よ
き
も
あ
し
き
も
、
世
に
経
る
人
の
あ
り
さ
ま
の
、
見
る
に
も
あ

　
か
ず
、
聞
く
に
も
あ
ま
る
こ
と
を
、
後
の
世
に
も
い
ひ
伝
へ
さ
せ
ま
ほ
し
き
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ふ
し
ぶ
し
を
、
心
に
こ
め
が
た
く
て
、
い
ひ
お
き
は
じ
め
た
る
な
り
」

と
い
う
一
節
が
あ
る
。
そ
の
大
意
は
、
物
語
と
い
う
も
の
は
、
実
在
の
人
物
の

こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
語
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
が
、
善
悪
い
ず
れ
に
せ
よ
、

人
間
生
活
の
も
ろ
も
ろ
の
現
象
の
中
で
、
感
銘
深
い
、
看
過
し
が
た
い
素
材

を
、
内
発
的
な
創
作
衝
動
に
突
き
あ
げ
ら
れ
て
、
語
り
の
こ
し
た
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
作
者
主
体
と
客
観
的
所
与
と
し
て
の
素
材
（
自
然
お
よ
び
人
間
生

活
の
諸
現
象
）
と
の
か
か
わ
り
、
同
時
に
、
作
者
に
と
っ
て
書
か
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
も
の
を
書
く
と
い
う
、
強
烈
な
モ
テ
ィ
ー
フ
の
重
要
性
を
説
い
た
も
の

で
あ
る
。

　
「
見
る
に
も
飽
か
ず
、
聞
く
に
も
あ
ま
る
こ
と
」

と
は
、
自
然
お
よ
び
人
間
生
活
の
諸
現
象
の
中
で
、
人
間
と
し
て
感
銘
感
興
を

覚
え
る
も
の
、
人
間
と
し
て
看
過
し
が
た
い
事
象
を
さ
す
も
の
で
、
素
材
の
質

の
重
視
で
あ
る
。
ま
た
「
心
に
こ
め
が
た
く
て
」
と
は
、
作
者
主
体
と
の
か
か

わ
り
に
お
い
て
、
主
体
の
内
面
か
ら
高
揚
し
て
く
る
創
作
衝
動
を
意
味
す
る
。

　
今
日
の
文
芸
学
で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
素
材
と
イ
デ
ー
の
結
合
の
所
産
を
、
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モ
テ
ィ
ー
フ
と
よ
ん
で
い
る
が
、
右
の
蛍
巻
の
一
節
は
、
作
者
主
体
の
内
発
的

な
モ
テ
ィ
ー
フ
の
高
ま
り
を
問
題
と
し
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は

文
学
に
お
け
る
今
日
的
な
課
題
で
も
あ
ろ
う
。



　
で
は
、
そ
の
「
イ
デ
ー
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
ま
た
、
「
素
材
と
イ

デ
ー
の
結
合
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

い
わ
れ
る
「
イ
デ
ー
」
は
、
古
代
的
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
「
イ
デ
ア
」
や
、
申
世

的
、
神
学
的
な
理
念
と
し
て
の
「
イ
デ
ァ
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
近

世
的
、
デ
カ
ル
ト
的
な
「
人
問
の
意
識
内
容
」
を
意
味
す
る
。
そ
の
「
イ
デ

ー
」
の
生
成
は
、
人
間
個
体
が
客
観
的
所
与
と
し
て
の
素
材
（
外
界
の
事
物
、

人
間
生
活
の
諸
現
象
）
に
対
応
し
、
そ
の
刺
戟
に
よ
っ
て
、
高
度
に
組
織
さ
れ

有
機
化
さ
れ
た
物
質
で
あ
る
大
脳
の
機
能
が
活
動
し
、
そ
の
活
動
過
程
に
お
い
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て
生
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
イ
デ
ー
は
大
脳
の
反
射
活
動
の
所
産
で
あ
る

が
、
イ
デ
ー
の
根
源
は
大
脳
で
は
な
い
。
大
脳
は
反
射
活
動
の
器
官
で
あ
り
、

イ
デ
ー
の
根
源
は
外
界
の
諸
物
・
諸
事
象
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ま
た
、
イ
デ
ー

は
単
な
る
外
界
の
諸
物
・
諸
事
象
の
反
射
事
象
で
も
な
い
。

　
反
射
活
動
に
つ
い
て
は
、
低
次
神
経
系
の
活
動
（
単
純
な
被
刺
戟
反
応
を
示

す
無
条
件
反
射
活
動
）
と
、
高
次
神
経
系
の
活
動
（
大
脳
皮
貫
に
よ
る
、
分
析
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と
総
合
と
の
志
向
を
も
つ
活
動
）
と
の
間
に
は
、
質
的
な
区
別
が
認
め
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
後
者
の
活
動
こ
そ
が
「
心
的
活
動
」
と
よ
ぷ
に
値
す
る
も

の
で
、
こ
の
心
的
活
動
に
よ
る
、
外
界
の
諸
物
・
諸
事
象
の
反
映
の
所
産
が

「
イ
デ
ー
」
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
心
的
活
動
に
よ
る
外
界
事
物
の
反
映
は
、
外
界
の

事
物
か
ら
、
あ
る
い
は
大
脳
の
反
射
活
動
か
ら
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
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て
、
一
方
通
行
式
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
相
互
作
用
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
一
の
外
界
の
事
物
か
ら
の
影

響
刺
戟
が
、
な
に
人
に
も
同
質
の
影
響
効
果
を
与
え
同
一
の
反
射
作
用
を
及
ぼ

す
こ
と
は
な
く
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
反
応
を
起
こ
す
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
外
界
の
事
物
が
、
そ
の
刺
戟
を
受
け
と
る
人
問
個
体
の
「
内
的
諸
条

件
」
を
媒
介
と
し
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
心
的
活
動
は
、
外

界
の
事
物
の
も
っ
諸
特
性
と
、
被
刺
戟
個
体
の
も
つ
内
的
諸
条
件
と
の
相
関
作

用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
心
的
活
動
と
よ
ば
れ
る
大
脳
の
機
能
は
、
客
観
的
所
与
（
外
界
の
事

物
）
の
反
射
と
い
う
受
容
的
機
能
に
と
ど
ま
ら
ず
、
客
観
的
所
与
の
中
か
ら
、

個
体
の
内
的
諸
条
件
に
も
と
づ
い
て
、
そ
れ
と
内
的
な
連
関
性
を
も
っ
も
の
を

選
別
し
、
分
析
し
、
総
合
す
る
能
動
的
、
志
向
的
な
機
能
を
具
有
し
て
い
る
。

　
大
脳
の
も
っ
こ
の
よ
う
な
志
向
的
、
能
動
的
機
能
と
外
界
の
事
物
の
合
有
す

る
特
性
と
の
相
関
作
用
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
イ
デ
ー
は
、
す
で
に
そ
の
生
成
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の
契
機
に
お
い
て
、
志
向
性
、
能
動
性
を
具
有
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
イ
デ
ー
は
、
単
な
る
外
界
の
事
物
の
受
動
的
反
映
で
は
な
く
、
人
問
主
体
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の
、
外
界
の
事
物
－
世
界
に
対
す
る
認
識
で
あ
り
、
態
度
で
あ
る
。

　
上
述
の
よ
う
な
本
質
と
機
能
的
特
性
を
も
つ
イ
デ
ー
と
し
て
、
内
面
化
さ
れ

た
外
界
の
事
物
（
素
材
）
の
含
有
す
る
特
性
（
個
体
の
内
的
諸
条
件
と
内
的
な

連
関
性
を
も
つ
要
素
）
が
、
イ
デ
ー
の
も
っ
志
向
的
機
能
と
相
ま
っ
て
、
表
現
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－
創
作
活
動
－
へ
の
動
因
と
な
っ
た
も
の
が
、
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
。

　
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
原
義
的
に
は
、
あ
る
も
の
を
運
動
に
か
り
立
て
る
根
源

力
、
運
動
の
動
因
、
作
用
因
で
あ
る
が
、
文
学
主
体
（
作
者
）
に
お
い
て
は
、

そ
れ
が
表
現
衝
動
、
創
作
衝
動
と
し
て
働
き
、
作
者
の
意
識
内
容
（
イ
デ
ｉ
）

の
形
象
的
顕
現
を
志
向
さ
せ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
選
別
さ
れ
、
分
析
さ

れ
、
総
合
さ
れ
た
素
材
（
狭
義
で
い
え
ば
題
材
）
の
文
学
的
統
一
や
、
作
品
を

貫
く
個
性
的
な
統
一
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
想
え
ば
前
掲
の
紫
式
部
の
物
語
論
の
一
節
は
、
こ
の
よ
う
な
モ
テ
ィ
ー
フ
の

も
つ
、
創
作
上
の
重
要
性
に
触
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
近
年
、
作
者
主
体
と
の

っ
な
が
り
抜
き
の
フ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
や
、
モ
テ
ィ
ー
フ
喪
失
の
い
わ
ゆ
る
「
よ
み

も
の
小
説
」
の
横
行
を
思
い
浮
か
べ
る
と
き
、
改
め
て
、
作
者
主
体
と
の
か
か

わ
り
に
お
い
て
、
モ
テ
ィ
ー
フ
の
も
つ
意
味
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
、
無
意
味

な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

　
で
は
、
紫
式
部
自
身
は
、
ど
の
よ
う
な
主
体
性
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
モ

テ
ィ
ー
フ
に
突
き
あ
げ
ら
れ
て
、
創
作
活
動
、
文
学
的
実
践
に
立
ち
向
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

　
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
以
前
に
、
さ
ら
に
根
底
的
な
事

象
に
つ
い
て
の
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う

に
、
モ
テ
ィ
ー
フ
生
成
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
イ
デ
ー
、
そ
の
イ
デ
ｉ
生
成
の
基

盤
に
あ
る
作
者
主
体
の
内
的
諸
条
件
に
っ
い
て
で
あ
る
。
イ
デ
ー
の
生
成
は
、
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材
（
外
界
の
事
物
）
と
、
作
者
主
体
の
内
的
諸
条
件
と
の
相
関
作
用
に
よ
る

も
の
で
、
こ
の
内
的
諸
条
件
こ
そ
は
イ
デ
ー
の
構
成
要
索
（
の
一
つ
）
で
あ

り
、
ひ
い
て
は
モ
テ
ィ
ー
フ
生
成
の
一
契
機
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
作
者
主
体
の
内
的
諸
条
件
」
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
作
者
を

と
り
ま
く
環
境
そ
の
他
の
外
的
諸
条
件
と
作
者
個
体
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
反
映
像
で
あ
り
、
意
識
現
象
で
あ
る
。

　
「
あ
ら
ゆ
る
心
理
現
象
は
、
窮
極
的
に
は
外
的
作
用
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら

　
れ
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
、
任
意
の
外
的
作
用
は
、
こ
れ
ら
の
作
用
を
う
け

　
る
個
人
の
性
質
、
状
態
、
お
よ
び
心
理
活
動
を
と
お
し
て
屈
折
さ
れ
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、
た
だ
間
接
的
に
だ
け
心
理
現
象
を
規
定
し
て
い
る
」

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
体
の
内
的
諸
条
件
は
、
つ
ね
に
主
体
の
内
面
に

横
た
わ
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
外
的
作
用
と
相
関
作
用
を
と
も
な
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
意
識
現
象
を
生
成
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
内
的
諸
条
件
」
と
い
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わ
れ
る
も
の
は
、
つ
ね
に
意
識
の
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る
「
基
体
」
、
つ
ま
り

「
意
識
基
体
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
一
般
に
、
低
次
神
経
系
の
単
純
な
無
条
件
反
射
現
象
は
論
外
と
し
て
、
知
覚

さ
れ
る
外
界
の
素
材
は
、
人
間
の
「
内
的
諸
条
件
」
　
本
稿
で
い
う
「
意
識
基

体
」
を
媒
介
と
し
た
心
的
活
動
の
過
程
で
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に
感
覚
や
思
考

の
対
象
と
す
る
か
、
と
い
う
選
別
を
経
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
外
界
の

あ
ら
ゆ
る
諸
物
・
諸
事
象
が
対
象
と
な
る
の
で
は
な
く
（
言
い
か
え
る
と
、
外



界
の
す
べ
て
の
事
物
か
ら
の
刺
戟
が
、
人
問
個
体
に
心
的
活
動
を
強
い
る
の
で

は
な
く
）
、
人
間
個
体
の
「
意
識
基
体
」
を
媒
介
と
し
た
心
的
活
動
に
対
応
し

て
、
そ
れ
と
内
的
連
関
性
を
も
つ
も
の
の
み
が
、
対
象
化
に
値
す
る
も
の
と
し

て
選
び
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
述
べ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
意
識
基
体
」
の
も
つ
本
質
お
よ
び

そ
の
機
能
的
役
割
は
、
お
お
よ
そ
察
知
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
ま

ず
、
こ
の
「
意
識
基
休
」
が
問
わ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
紫
式
部
の
「
意
識
基
体
」
を
問
題
と
し
た
い
と
思
う
が
、
そ
れ
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は
、
式
部
の
創
作
方
法
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
イ
デ
ー
を
、
形
象
化
し
よ
う

と
し
た
か
と
い
う
よ
う
な
表
現
主
義
的
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
作
者
の
ど
の
よ
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う
な
個
性
的
な
「
意
識
基
体
」
が
、
素
材
と
相
互
に
作
用
し
合
い
な
が
ら
、
素

材
の
も
つ
特
性
を
対
象
化
し
、
芸
衛
的
形
象
化
に
向
か
わ
し
め
た
か
、
と
い
う

観
点
か
ら
、
式
部
と
い
う
主
体
の
基
底
に
た
だ
よ
い
流
れ
て
い
た
「
意
識
基

体
」
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

　
同
じ
く
平
安
中
期
摂
関
体
制
下
に
生
き
た
、
紫
式
部
と
清
少
紬
言
と
い
う
二

人
の
女
性
が
、
前
者
は
贈
大
政
大
臣
藤
原
冬
嗣
の
子
孫
と
し
て
、
後
者
は
天
武

天
皇
か
ら
の
末
流
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
名
門
の
家
系
に
生
ま
れ
、
前
者
は
兼
輔

－
雅
正
－
為
時
と
い
う
歌
人
・
文
人
の
家
筋
の
申
に
育
ち
、
後
者
は
清
原
深
養

父
－
元
輔
と
い
う
歌
人
の
家
筋
の
中
で
成
長
し
、
両
者
と
も
に
受
領
と
し
て
の

父
を
も
ち
、
と
も
に
一
条
帝
の
後
宮
女
房
と
な
っ
た
こ
の
二
人
が
、
極
め
て
類

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

似
し
た
家
筋
・
身
分
・
地
位
・
環
境
に
あ
り
な
が
ら
、
彼
女
た
ち
の
作
晶
が
異

質
の
方
向
を
示
し
て
い
る
根
拠
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
こ
そ
、
こ
の
二

人
の
生
活
態
度
の
基
底
に
流
れ
て
い
た
「
意
識
基
体
」
の
相
違
に
、
源
を
発
し

て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
作
者
主
体
の
内
的
諸
条
件
（
内
面
世
界
の
状
態
）
の
反
映
と
し

て
の
「
意
識
基
体
」
と
い
う
も
の
は
、
い
わ
ば
、
そ
の
作
者
の
主
体
的
原
点
と

も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
（
注
）

　
○
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
目
、
四
三
二
頁
。

　
　
「
今
日
の
文
芸
学
で
は
、
一
般
に
素
材
と
イ
デ
ー
と
の
緒
合
の
所
産
と
さ

　
　
れ
、
イ
デ
ー
に
よ
り
精
神
化
さ
れ
詩
的
に
形
成
さ
れ
た
素
材
の
各
要
素
を

　
　
意
味
す
る
」
（
平
凡
杜
『
哲
学
事
典
』
モ
テ
ィ
ー
フ
の
項
）

　
　
　
パ
ヴ
ロ
フ
の
反
射
理
論
。

　
＠
　
キ
セ
リ
ン
チ
ェ
フ
『
反
映
の
理
論
』
－
「
大
脳
皮
質
の
全
活
動
は
、
或
る

　
　
反
映
活
動
、
す
な
わ
ち
外
的
諸
刺
戟
に
対
す
る
、
客
観
的
な
諸
物
や
諸
事

　
　
象
の
諾
特
性
と
も
ろ
く
の
つ
な
が
り
と
に
対
す
る
、
分
析
的
お
よ
び
綜

　
　
合
的
活
動
で
あ
る
。
」
（
田
辺
振
太
郎
・
山
内
孝
郎
氏
訳
、
一
五
八
頁
）
。
ル

　
　
ビ
ン
シ
ュ
テ
ィ
ン
『
存
在
と
意
識
』
１
「
反
映
活
動
と
し
て
の
心
理
活
動

　
　
は
、
分
析
的
総
合
的
活
動
で
あ
る
。
」
（
寺
沢
恒
信
氏
訳
、
二
六
七
頁
）
い

　
　
ず
れ
も
パ
ヴ
ロ
フ
の
理
論
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

＠
　
ル
ビ
ン
シ
ュ
テ
ィ
ン
『
心
理
学
』
１
「
意
識
は
存
在
の
表
現
さ
れ
た
も
の

　
で
あ
り
、
ま
た
存
在
に
対
す
る
個
人
の
実
践
的
態
度
で
あ
る
。
人
間
の
意

　
識
は
従
っ
て
知
識
を
含
む
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て
人
の
欲

　
求
、
興
味
な
ど
に
対
す
る
関
係
の
た
め
人
に
と
っ
て
意
味
あ
る
事
柄
の
体

　
験
を
含
む
。
こ
の
故
に
心
理
に
は
力
動
的
な
傾
向
と
力
が
あ
り
、
そ
れ
故

　
に
活
動
性
と
選
択
性
が
あ
る
。
」
（
内
藤
耕
次
郎
・
木
村
正
一
氏
訳
、
上
巻

　
二
〇
六
頁
）

＠
　
「
態
度
」
と
い
う
概
念
は
、
哲
学
・
心
理
学
・
杜
会
学
そ
の
他
で
種
々
に

　
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
要
す
る
に
外
界
の
諸
物
、
諾
事
象
に
対
す

　
る
行
動
へ
の
心
的
準
備
状
態
と
解
し
て
用
い
た
。

¢
　
ル
ビ
ン
シ
ュ
テ
ィ
ン
『
存
在
と
意
識
』
（
寺
沢
氏
訳
、
二
七
頁
）

＠
　
今
日
や
や
広
義
に
用
い
ら
れ
る
も
の
よ
り
も
、
も
っ
と
せ
ま
い
原
義
を

　
も
つ
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ブ
Ｋ
り
Ｏ
ぎ
｛
冒
彗
；
の
意
味
で
の
、
〃
下
に
横
た
わ

　
る
も
の
”
〃
も
と
に
な
る
も
の
”
を
意
味
す
る
。
「
意
識
基
体
」
と
い
う

　
場
合
、
レ
ヴ
イ
ン
の
心
理
学
で
使
用
さ
れ
る
「
生
活
空
間
」
の
概
念
に
類

　
似
す
る
点
が
あ
る
。
そ
の
他
、
心
理
学
の
方
面
で
、
「
下
意
識
」
・
「
固
有

　
意
識
」
・
「
下
位
意
識
」
・
「
前
意
識
」
・
「
基
調
意
識
」
な
ど
の
概
念
用
語
が

　
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
厳
密
な
分
析
は
、
専
門
外
の
筆
者
の
よ

　
く
す
る
と
こ
ろ
で
な
い
の
で
、
自
己
流
の
用
語
を
寛
容
せ
ら
れ
た
い
。

四
〇

　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
で
は
、
そ
の
「
意
識
基
体
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
追
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
外
部
か
ら
直
接
観
察
し
が
い
心
理
現
象
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ

は
、
意
識
一
般
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
外
界
素
材
と
主
体
と
の
相
互

作
用
に
よ
っ
て
反
映
と
し
て
生
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
主
体
の
生
活
態
度

を
、
客
体
と
の
対
応
関
係
の
中
で
現
象
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
の
追
求
は
主
体
の
心
理
現
象
を
規
定
し
て
い
る
現
実
の
生
活
、
体
験

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
そ
れ
の
内
容
や
内
面
的
意
味
を
解
明
し
て
ゆ
く
と
こ

ろ
に
道
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
紫
式
部
の
生
活
体
験
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
よ
う
と

す
る
場
合
、
乏
し
い
資
料
の
な
か
で
、
彼
女
自
身
が
遺
し
て
い
る
生
活
体
験
の

報
告
と
し
て
、
日
記
と
家
集
と
が
当
然
注
目
の
的
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
紫
式

部
日
記
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
次
の
一
節
は
、
き
わ
め
て
示
唆
深
い
も
の
と

し
て
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
周
知
の
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
み

　
「
こ
の
式
部
丞
と
い
う
人
の
、
わ
ら
は
に
て
書
読
み
侍
り
し
時
、
聞
ぎ
な
ら

　
ひ
つ
っ
、
か
の
人
は
お
そ
う
読
み
と
り
、
忘
る
る
と
こ
ろ
を
も
、
あ
や
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
の
こ

　
ま
で
ぞ
さ
と
く
侍
り
し
か
ば
、
書
に
心
入
れ
た
る
親
は
、
『
口
惜
し
う
、
男

　
ご　

子
に
て
も
た
ぬ
こ
そ
さ
い
は
ひ
な
か
り
け
れ
』
と
ぞ
、
つ
ね
に
な
げ
か
れ
侍

　
　
¢

　
り
し
」



と
い
う
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
式
部
自
身
が
年
少
時
か
ら
の
聰
明

さ
を
、
ひ
け
ら
か
し
た
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
式
部

自
身
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
即
し
て
、
「
書
か
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
」
一
節
で
あ
ろ

う
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
書
か
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
一
節
な
の
か
。

こ
れ
に
っ
い
て
、
岡
一
男
氏
は
、
以
前
に
、

　
『
こ
の
式
部
丞
と
い
ふ
人
の
』
と
惟
規
を
官
名
で
呼
ん
で
ゐ
る
の
は
、
惟
規

　
が
弟
で
、
他
の
弟
惟
通
と
区
別
す
る
た
め
で
、
若
し
彼
が
兄
だ
っ
た
ら
、

　
こ
の
か
み

　
『
兄
な
る
人
の
』
と
か
、
『
こ
の
せ
う
と
な
る
人
の
」
と
か
言
っ
た
だ
け
で
わ

　
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
尤
も
異
本
に
は
『
こ
の
か
み
式
部
丞
と
い
ふ
人
の
』
と
い

　
ふ
の
も
あ
り
、
弟
で
も
、
長
男
の
場
合
は
こ
の
か
み
・
せ
う
と
と
い
ふ
例
が
あ

　
る
が
、
な
ほ
為
時
が
『
を
の
こ
ご
に
て
も
た
ら
ぬ
こ
そ
幸
ひ
な
か
り
け
れ
』

　
と
口
惜
し
が
っ
た
の
は
、
彼
女
の
方
が
年
長
で
あ
っ
た
か
ら
ら
し
い
。
そ
れ

　
に
兄
が
か
う
自
分
よ
り
才
学
が
劣
っ
て
ゐ
た
と
は
言
ひ
に
く
い
が
、
弟
の
場

　
合
な
ら
当
然
の
こ
ど
と
圭
言
ひ
得
て
、
少
し
も
惟
規
を
傷
け
る
こ
と
に
は
な

　
ら
ぬ
。
た
だ
年
齢
が
余
り
違
は
ず
、
女
性
の
身
で
、
よ
く
『
史
記
』
を
理
解

　
し
え
た
と
こ
ろ
に
、
紫
式
部
の
俊
敏
さ
が
伺
は
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
。
こ
の
父
の
言
葉
が
紫
式
部
を
し
て
、
フ
ァ
ザ
ー
・

　
コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
と
女
性
劣
等
感
と
男
子
拮
抗
の
錯
綜
を
幼
い
深
部
心
理
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
牢
固
と
し
て
植
ゑ
つ
け
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
」

と
論
じ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
中
で
惟
規
弟
説
を
創
唱
さ
れ
た
点
に
っ
い

　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

て
、
丸
山
キ
ヨ
子
氏
は
凝
問
を
も
た
れ
て
、

　
「
『
か
の
人
は
お
そ
う
読
み
と
り
、
忘
る
る
と
こ
ろ
を
も
、
あ
や
し
き
ま
で
ぞ

　
さ
と
く
侍
り
し
か
ば
』
と
い
ふ
辺
り
、
兄
に
対
し
て
な
ら
ば
聡
い
妹
と
し
て

　
そ
の
云
ふ
と
こ
ろ
を
興
味
深
く
受
け
取
れ
る
と
思
ふ
が
、
弟
に
対
し
て
の
言

　
と
す
る
と
、
あ
ま
り
ふ
さ
は
し
く
な
い
表
現
の
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
如
何

　
　
　
　
　
＠

　
で
あ
ら
う
か
。
」

と
反
問
さ
れ
、
ま
た
手
塚
昇
氏
も

　
「
こ
の
語
は
、
惟
規
の
童
の
頃
の
事
で
、
式
部
が
惟
規
の
姉
で
あ
っ
た
な

　
ら
、
惟
規
よ
り
式
部
が
よ
く
習
い
お
ぽ
え
て
も
、
別
に
不
思
議
は
な
い
の

　
で
、
妹
で
あ
っ
て
惟
規
よ
り
一
つ
二
つ
幼
少
で
あ
る
の
に
、
よ
く
習
い
お
ぼ

　
え
た
か
ら
、
男
だ
っ
た
ら
と
思
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に

　
文
に
心
を
入
れ
た
親
だ
と
あ
る
か
ら
、
姉
だ
っ
た
ら
惟
規
と
一
緒
に
読
み
習

　
わ
せ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
ま
だ
式
部
が
幼
少
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
さ
れ

　
　
　
　
　
　
＠

　
る
も
の
が
多
い
。
」

と
反
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説
に
対
し
て
、
岡
氏
は
、

　
「
彼
が
父
為
時
に
っ
い
て
漢
籍
の
読
み
方
を
勉
強
し
て
い
た
時
分
に
、
彼
女

　
が
そ
の
そ
ば
に
つ
い
て
い
て
、
亡
き
母
代
り
に
、
そ
の
覚
え
か
た
の
遅
く
、

　
忘
れ
る
と
こ
ろ
を
も
、
式
部
自
身
我
な
が
ら
不
思
議
に
思
う
ほ
ど
、
す
ば
し

　
こ
く
覚
え
て
い
た
の
で
、
学
間
熱
心
の
父
親
が
、
『
残
念
だ
。
お
前
を
男
の
子

　
と
し
て
も
た
な
か
っ
た
こ
と
が
、
お
れ
の
一
生
の
不
幸
だ
』
と
い
っ
て
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

　
つ
も
こ
ぼ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
　
『
私
は
子
ど
も
の
頃
に
兄
よ
り
学
問

　
が
で
き
た
』
と
、
い
ば
っ
て
お
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
彼
女
が
惟
規
の
姉
で
あ
っ
て
こ
そ
、
『
く
ち
を
し
う
、
を
の
こ
ご
に
て
も
た
ら

　
ぬ
こ
そ
』
．
と
い
う
為
時
の
嘆
ぎ
も
真
実
性
を
も
っ
て
聞
か
れ
、
ま
た
こ
の
文

　
章
を
惟
規
が
読
ん
で
も
怒
ら
ぬ
し
、
ま
た
世
間
に
こ
の
語
が
伝
わ
っ
て
も
惟

　
規
を
傷
つ
け
な
い
の
で
あ
る
。
紫
式
部
は
幼
少
学
間
嫌
い
で
あ
っ
た
弟
を
ひ

　
と
か
ど
の
官
人
に
し
た
内
助
の
功
を
誇
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
い
く
ら

　
学
間
熱
心
だ
と
い
っ
て
も
、
儒
者
の
為
時
が
自
分
の
む
す
め
に
漢
籍
を
表
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
き
教
え
る
こ
と
は
、
為
時
と
し
て
や
ら
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
ど
思
う
。
」

と
応
答
さ
れ
て
い
る
。

　
丸
山
、
手
塚
両
氏
は
、
式
部
が
妹
で
あ
っ
て
こ
そ
こ
の
一
文
に
意
味
が
あ
る

と
さ
れ
、
逆
に
岡
氏
は
式
部
が
姉
で
あ
っ
て
こ
そ
、
父
為
時
の
こ
と
ば
に
真
実

性
が
増
す
し
、
弟
の
惟
規
を
傷
っ
け
な
い
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
紫
式
部
は
日
記
や
家
集
に
お
い
て
、
父
や
姉
や
惟
規
に
つ
い
て
は
ふ

れ
て
い
る
が
、
母
に
っ
い
て
は
全
く
ふ
れ
た
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
れ
は
よ
ほ
ど

幼
少
時
に
死
別
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
、
か
り
に
式

部
が
姉
で
、
惟
規
が
弟
と
し
て
も
、
こ
の
二
人
の
年
齢
は
ご
く
接
近
し
て
い

て
、
惟
規
の
幼
少
時
に
同
じ
く
幼
少
の
式
部
が
、
母
代
り
に
惟
規
の
学
習
の
席

に
つ
い
て
教
え
た
と
い
う
よ
う
に
は
考
え
が
た
い
。
こ
こ
は
や
は
り
、
詩
文
の

家
と
し
て
立
つ
こ
と
を
志
し
て
い
た
為
時
が
、
そ
の
後
継
者
た
る
べ
き
惟
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

に
、
幼
少
時
か
ら
学
問
の
指
導
に
当
た
っ
て
い
た
の
を
、
幼
少
か
ら
学
問
好
き

で
あ
っ
た
式
部
が
、
そ
の
傍
で
聞
い
て
い
て
聰
明
に
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
式
部
は
姉
と
も
妹
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と

　
　
　
　
　
　
＠

こ
ろ
が
、
『
惟
規
集
』
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　
　
わ
か
き
ひ
と
を
　
を
や
の
た
の
め
け
れ
は
　
わ
つ
ら
ふ
こ
ろ

　
わ
か
葉
さ
す
い
は
ね
の
ま
っ
の
を
ひ
す
ゑ
を
む
ま
れ
ゆ
く
み
の
い
か
か
た
の

　
ま
む

　
こ
の
大
要
は
、
「
ま
だ
年
少
の
人
を
、
父
親
為
時
が
私
に
（
こ
の
人
は
将
来

　
頼
り
に
な
る
人
だ
か
ら
、
お
前
も
頼
り
に
せ
よ
と
、
つ
ね
に
、
）
頼
り
に
思

わ
せ
た
の
で
、
て
こ
ず
っ
て
い
た
頃
に
詠
ん
だ
歌
－
若
葉
の
出
た
ば
か
り

の
、
岩
根
に
生
え
た
小
松
（
ま
だ
幼
少
の
人
）
の
生
い
先
を
、
私
自
身
こ
れ
か

ら
成
長
し
世
に
出
て
ゆ
く
身
と
し
て
、
ど
う
し
て
今
か
ら
頼
り
に
し
て
お
れ
よ

う
か
」
と
い
う
よ
う
な
意
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
父
親
が
頼
り
に
思
わ
せ
よ

う
と
し
た
「
わ
か
き
人
」
こ
そ
、
紫
式
部
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
父
為
時

が
式
部
の
利
発
聰
明
さ
を
評
価
し
て
い
て
、
折
に
ふ
れ
て
は
、
「
こ
の
子
は
将

来
え
ら
い
も
の
に
な
る
ぞ
。
お
前
も
こ
れ
か
ら
梱
談
相
手
と
し
て
頼
り
に
せ

よ
」
と
言
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
わ
か
き
人
」
を
惟
規
は
、
「
若

葉
さ
す
岩
根
の
松
」
と
詠
ん
で
い
る
点
か
ら
思
う
と
、
惟
規
よ
り
年
少
者
で
あ

っ
た
ろ
う
。
す
な
わ
ら
、
や
は
り
惟
規
が
兄
で
、
式
部
は
妹
で
あ
っ
た
と
推
察

さ
れ
る
。



　
で
は
、
何
故
に
、
妹
の
式
部
が
兄
の
こ
と
に
も
ふ
れ
た
、
こ
の
よ
う
な
記
事

を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
書
か
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
」
モ
テ
ィ
ー
フ
、
そ

し
て
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
生
成
に
関
与
す
る
意
識
基
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
岡
一
男
氏
の
述
べ
ら
れ
て
い
る
前
掲
引

用
文
の
最
後
の
論
旨
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
父

２
言
葉
が
紫
式
部
を
し
て
、
フ
ァ
ザ
ー
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
女
性
劣
等
感
と

男
子
拮
抗
の
錯
綜
を
幼
い
深
部
心
理
に
牢
固
と
し
て
植
ゑ
っ
サ
さ
せ
て
し
ま
っ

た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
こ
と
に
示
唆
深
い
論
断
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
を
述
べ
つ
つ
、
紫

式
部
の
意
識
基
体
の
解
明
に
進
み
た
い
。

　
（
注
）

　
◎
『
紫
式
部
日
記
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
五
〇
〇
頁
）

　
＠
　
岡
一
男
氏
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
（
六
一
・
六
二
頁
）

　
　
　
丸
山
キ
ョ
子
氏
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
仏
教
的
要
素
－
紫
式
部
と
定

　
　
遅
」
、
東
京
女
子
大
学
付
属
比
較
文
化
研
究
所
『
記
要
』
第
十
八
巻
・
昭

　
　
和
三
十
四
年
十
一
月
刊
。

　
　
　
手
塚
昇
氏
『
源
氏
物
語
の
再
検
討
』
一
八
六
頁
。

　
＠
　
岡
一
男
氏
『
増
訂
源
氏
物
語
の
基
磯
的
研
究
』
補
遺
六
一
六
頁
。

　
＠
『
惟
規
集
』
は
高
松
宮
家
に
一
本
と
、
書
陵
部
に
一
本
が
あ
る
。
本
文

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

に
引
用
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
両
本
間
に
異
同
は
な
い
。

（
三
）

　
紫
式
部
の
出
生
年
次
に
つ
い
て
は
、
古
来
い
ろ
い
ろ
と
異
説
が
あ
っ
て
、
ま

だ
定
説
と
さ
れ
る
も
の
が
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
、
よ
り
詳
し

い
論
証
を
し
た
い
と
思
う
が
、
私
の
推
定
で
は
、
彼
女
は
天
延
三
年
（
九
七
五
）

の
生
ま
れ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
論
拠
を
簡
単
に
述
べ
る
と
、
紫
式
部

日
記
の
寛
弘
五
年
十
一
月
廿
二
日
童
女
御
覧
の
後
日
謹
の
記
事
中
に
、
高
松
殿

腹
の
小
さ
い
公
達
が
女
房
の
局
に
出
入
り
を
許
さ
れ
て
、
絶
え
間
な
く
走
り
ま

わ
ら
れ
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

　
「
さ
だ
す
ぎ
ぬ
る
を
功
に
て
ぞ
、
か
く
ろ
ふ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
さ
だ
す
ぎ
ぬ
る
」
は
式
部
個
人
の
主
観
叙
述
で
は
な

く
、
自
他
と
も
に
そ
う
認
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

式
部
は
三
十
歳
を
超
え
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
例
の
消
息
文
体

（
寛
弘
七
年
）
の
中
で
、
出
家
の
願
望
を
の
べ
て
、

　
「
と
し
も
は
た
、
　
よ
き
ほ
ど
に
な
り
も
て
ま
か
る
。
　
い
た
う
こ
れ
よ
り
お
い

　
ぼ
れ
て
、
は
た
め
く
ら
う
て
き
や
う
よ
ま
ず
、
心
も
い
と
べ
た
ゆ
さ
ま
さ
り

　
　
　
　
　
　

　
侍
ら
ん
物
を
」

と
記
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
出
家
を
す
る
に
よ
い
潮
時
と
い
っ
て
い
る
の
は
、

三
十
七
歳
の
女
の
重
厄
を
前
に
し
て
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
「
細
流
抄
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

　
「
女
は
三
十
七
重
厄
也
。
薄
雲
女
院
も
三
十
七
に
て
崩
じ
給
へ
り
云
々
」

と
あ
り
、
病
気
に
か
か
っ
て
、
出
家
を
願
う
紫
上
も
「
今
年
は
三
十
七
に
ぞ
な

り
給
ふ
一
一
若
菜
下
一
と
、
わ
ざ
く
特
記
さ
れ
て
い
る
し
、
六
条
御
息
所
も

三
十
六
歳
の
秋
に
重
病
に
か
か
り
、
急
い
で
出
家
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
式

部
は
物
語
の
中
で
も
三
十
七
の
女
の
重
厄
を
、
か
な
り
意
識
し
て
書
い
て
い
る

点
か
ら
み
て
、
日
記
で
記
す
、
出
家
を
す
る
の
に
、
「
年
も
は
た
よ
き
ほ
ど
に

な
り
も
て
ま
か
る
」
の
こ
と
ば
は
、
女
の
重
厄
を
目
前
に
し
た
こ
ろ
の
表
現
で

あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
寛
弘
七
倖
（
一
〇
一
〇
）
に
式
部
は
三
十
六
歳
（
厄
年

を
迎
え
る
前
）
ご
ろ
で
あ
っ
た
。
逆
算
す
る
と
天
延
三
年
（
九
七
五
）
の
生
ま

れ
と
な
る
。
（
「
い
た
う
こ
れ
よ
り
老
い
ぼ
れ
て
、
は
た
め
く
ら
う
…
…
」
は
、

こ
れ
か
ら
先
の
将
来
の
こ
と
を
仮
定
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
、
三
十
六
歳
の
当

時
の
状
態
を
の
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
）

　
そ
の
式
部
が
兄
惟
規
の
そ
ば
で
父
の
講
義
を
傍
聴
し
て
い
た
の
は
、
惟
規
の

「
童
」
の
と
き
で
、
こ
れ
は
元
服
前
の
少
年
の
と
き
、
す
な
わ
ち
十
歳
ご
ろ
か

と
思
わ
れ
、
式
部
は
そ
れ
よ
り
一
、
二
歳
年
少
で
あ
っ
た
。
惟
規
の
年
齢
に
っ

い
て
、
岡
一
男
氏
は
、

　
「
寛
弘
四
年
正
月
十
三
日
に
兵
部
丞
庶
正
と
と
も
に
蔵
人
に
補
せ
ら
れ
て
を

　
る
が
、
遺
長
は
、
『
件
両
人
頗
年
長
、
蔵
人
宜
者
也
。
価
所
二
補
被
一
耳
、
任

　
後
人
不
レ
知
二
賢
愚
一
」
と
記
し
て
ゐ
る
。
頗
る
年
長
と
あ
る
か
ら
、
惟
規
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
三
十
四
五
に
な
っ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
惟
規
は
九
七
三
ま
た
は
四
年
の
生
ま
れ
と
な

り
、
式
部
よ
り
一
、
二
歳
の
年
長
と
な
る
。
こ
の
両
人
が
十
歳
お
よ
び
八
、
九

歳
の
こ
ろ
と
い
う
と
、
天
元
五
年
（
九
八
二
）
の
頃
に
な
る
。
問
題
と
な
る
の

は
、
そ
の
こ
ろ
の
父
為
時
の
状
況
で
あ
る
。

　
為
時
は
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
三
月
三
十
日
に
清
涼
殿
で
行
な
わ
れ
た
内
裏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

和
歌
合
に
、
左
方
の
殿
上
重
と
し
て
奉
仕
し
て
い
る
。
そ
の
時
奉
仕
し
て
い
た

　
　
◎

童
た
ち
の
う
ち
、
年
齢
を
明
ら
か
に
し
う
る
も
の
を
拾
う
と
、
藤
原
道
隆
（
八

◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

歳
）
、
同
朝
光
（
十
歳
）
、
同
時
光
（
十
三
歳
）
な
ど
で
、
そ
の
時
の
殿
上
童
た

ち
の
年
齢
は
、
大
体
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
低
か
っ
た
為
時
な
ど
は
、
多
少
長
じ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
か
り

に
十
三
歳
と
推
定
す
る
と
、
天
暦
二
年
（
九
四
八
）
の
生
ま
れ
と
な
る
。
そ
の

為
時
の
天
元
五
年
（
九
八
二
）
時
代
は
三
十
五
歳
の
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
の
為
時
は
、
安
和
元
年
（
九
六
八
）
十
一
月
、
二
十
一
歳
の
時
、
播
磨
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

少
橡
（
従
七
位
下
相
当
官
）
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
わ
ず
か
半
年
余
で
離
任
し
て

後
は
、
官
途
不
振
の
ま
ま
文
章
生
と
し
て
学
問
の
道
に
精
進
し
て
い
た
が
、
彼

が
三
十
歳
に
な
っ
た
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
の
春
三
月
二
十
八
日
、
円
融
帝
の

東
宮
（
後
の
花
山
帝
）
の
読
書
始
め
に
、
東
宮
学
士
・
文
章
博
士
菅
原
輔
正
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

尚
復
（
副
侍
読
）
と
し
て
奉
仕
す
る
栄
に
浴
し
た
。
侍
読
を
つ
と
め
た
輔
正

は
、
道
真
の
曽
孫
で
当
時
文
章
道
の
第
一
人
者
で
、
後
に
は
贈
正
一
位
、
北
野

宰
相
と
呼
ば
れ
た
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
人
の
下
で
、
多
く
の
文
章
得
業
生
や



文
章
生
を
超
え
て
、
副
侍
読
に
抜
擢
さ
れ
た
こ
と
は
、
文
に
志
す
為
時
に
と
っ

て
、
そ
の
栄
誉
は
大
き
か
っ
た
。
微
々
た
る
一
介
の
地
下
人
が
、
そ
の
学
才
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

認
め
ら
れ
て
、
王
卿
高
官
の
居
並
ぷ
東
宮
の
御
前
で
、
晴
れ
の
役
を
奉
仕
し
た

こ
と
は
、
彼
の
生
涯
に
忘
れ
え
な
い
感
激
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
時
に
ま
た
、
当

日
の
主
役
を
勤
め
る
文
章
博
士
輔
正
の
晴
姿
は
、
文
章
生
為
時
の
眼
底
に
、
将

来
の
理
想
像
と
し
て
濃
く
焼
き
っ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
－
輔
正
の
よ
う
な

人
物
に
な
り
た
い
。
自
分
も
「
詩
文
の
家
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い

　
　
こ
の
よ
う
な
夢
と
希
望
が
、
為
時
の
脳
中
に
溢
れ
満
ち
た
こ
と
だ
っ
た
ろ

う
。　

今
を
時
め
く
摂
関
家
と
同
じ
く
、
冬
嗣
の
血
統
を
う
け
な
が
ら
、
為
時
の
祖

良
門
は
兄
良
房
（
摂
関
家
の
祖
、
摂
政
・
太
政
大
臣
）
と
異
な
り
、
従
四
位

下
、
内
舎
人
の
微
官
に
と
ど
ま
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
良
房
の
嫡
流
は
氏
の
長
者

と
し
て
っ
ぎ
く
に
権
勢
栄
職
を
占
め
て
い
た
が
、
嫡
流
以
外
の
多
く
の
末
流

は
、
宿
世
の
っ
た
な
さ
を
い
た
ず
ら
に
か
こ
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
中
で
、
為
時
の
祖
父
兼
輔
は
中
納
言
に
ま
で
栄
達
し
た
が
、
父

ま
さ
た
だ

雅
正
は
従
五
位
下
の
受
頷
層
と
し
て
仕
え
る
身
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
兼
輔
は

鳳
流
の
聞
こ
え
高
く
、
世
に
堤
中
檀
言
と
称
せ
ら
れ
、
三
十
六
歌
仙
の
一
人
に

も
え
ら
ば
れ
、
古
今
集
以
下
の
勅
撰
集
に
五
五
首
の
入
撰
歌
を
も
つ
、
延
喜
歌

壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
。
雅
正
も
ま
た
後
撰
集
に
七
首
の
入
撰
歌
を
も
つ
歌
人
で

あ
り
、
そ
の
弟
（
為
時
の
叔
父
）
清
正
も
勅
撰
集
に
二
八
首
の
入
撰
歌
が
あ

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

り
、
『
清
正
集
』
を
遺
し
て
い
る
歌
人
で
あ
っ
た
。
す
で
に
岡
博
士
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
撰
集
や
伊
勢
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
雅
正
と
伊
勢
と
の

贈
答
の
中
で
、
伊
勢
は
雅
正
の
家
門
を
「
名
だ
た
る
家
（
歌
壇
の
名
門
）
」
と
称

揚
し
、
雅
正
も
ま
た
そ
れ
を
自
認
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
為
時
も
ま
た
、
「
宿
世
の
つ
た
な
さ
」
を
か
こ
ち
な
が
ら
も
、
他
面
に
お
い

て
、
こ
の
「
名
だ
た
る
家
」
と
し
て
の
自
覚
と
自
負
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
、
大
学
寮
の
文
章
生
と
な
っ
た
為
時
は
、
権
勢
栄
達
の
世

襲
的
状
況
の
も
と
で
、
個
人
の
才
能
を
伸
ば
す
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
学
問
詩

文
の
世
界
し
か
な
い
こ
と
を
悟
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な

意
識
基
体
に
も
と
づ
い
て
、
微
官
な
が
ら
も
学
問
の
道
に
精
進
し
て
き
た
為
時

が
、
苦
節
十
年
、
三
十
歳
に
な
っ
て
、
そ
の
師
菅
原
文
時
（
道
真
の
孫
。
文
章

博
士
、
菅
三
品
と
称
せ
ら
れ
た
大
儒
）
の
推
挙
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
東
宮
読
書

始
め
の
副
侍
読
た
る
の
栄
を
か
ち
得
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
祖
父
兼
輔
以
来
の
「
歌
壇
の
名
門
」
と
し
て
の
誇
り
を
も

っ
て
い
た
為
時
が
、
よ
り
以
上
に
自
分
の
才
能
に
適
し
た
「
詩
文
の
道
」
へ
の

希
望
を
燃
や
し
、
将
来
「
学
問
詩
文
の
家
」
と
し
て
立
つ
契
機
を
つ
か
ん
だ
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
道
は
平
坦
安
易
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
の

後
も
依
然
た
る
微
官
の
中
で
数
年
の
歳
月
を
送
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
長
男
惟
規
へ
の
学
問
教
育
が
始
め
ら
れ
、
続
け
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の

問
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
詩
文
の
家
」
を
起
こ
そ
う
と
念
願
し
て
い
た
為
時
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

自
家
の
後
継
者
た
る
長
男
に
か
け
る
期
待
は
大
き
く
、
熱
心
に
そ
の
教
育
に
努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
み

め
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
　
「
書
に
心
入
れ
た
る
親
」
と
式
部
の
日
記
に
記
さ

れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
為
時
の
姿
を
さ
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
為
時
に
と
っ
て
、
学
才
豊
か
な
子
供
を
も
つ
こ
と
は
、
何
よ
り

の
希
望
で
あ
り
、
期
待
で
あ
っ
た
。
そ
の
期
待
を
か
け
ら
れ
た
長
男
惟
規
も
凡

庸
で
は
な
か
っ
た
。
『
惟
観
集
』
　
一
巻
を
遺
し
、
後
拾
遺
集
以
下
の
勅
撰
集
に

十
首
、
続
詞
花
集
に
二
首
の
入
撰
歌
を
も
っ
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
か
な
り
す
ぐ

れ
た
歌
才
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
た
る
。
官
途
に
お
い
て
は
、
三
十
歳
を
越
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

た
寛
弘
初
年
こ
ろ
、
少
内
記
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
少
内
記
は
詔
勅
の
起
草
、

叙
位
の
辞
令
、
上
奏
文
や
宮
申
の
記
録
事
務
を
司
り
、
儒
学
者
や
文
才
の
あ

る
者
が
任
ぜ
ら
れ
た
官
職
で
あ
っ
た
。
次
い
で
寛
弘
四
年
に
は
兵
部
蒸
で
蔵
人

　
　
　
　
　
　
　
＠

に
補
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
蔵
人
の
職
も
伝
宣
・
進
奏
・
除
目
・
諸
節
会
の
儀

式
な
ど
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
っ
た
も
の
で
、
時
と
し
て
名
門
の
子
弟
が
形
ば
か

り
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
実
務
に
お
い
て
は
凡
庸
の
士
で
は
勤
め

か
ね
る
枢
要
の
職
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
紫
式
部
の
日
記
執
筆
時
に
は
兵
部
蒸
か

ら
式
部
熱
に
任
ぜ
ら
れ
た
よ
う
で
、
惟
規
は
け
っ
し
て
凡
才
で
は
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
な
お
、
彼
の
風
格
・
人
柄
に
っ
い
て
は
、
『
惟
規
集
』
・
『
難
後
拾

遺
抄
』
・
『
金
葉
集
』
（
雑
上
、
五
八
三
）
・
『
後
拾
遺
集
』
（
恋
三
・
七
六
四
）
な

ど
に
、
ま
た
そ
の
臨
終
の
模
様
は
、
『
俊
秘
抄
』
・
『
今
背
物
語
』
（
巻
廿
一
、
第

廿
八
）
・
『
十
訓
抄
』
等
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
惟
規
が
父
か
ら
漢
籍
の
講
義
を
受
け
て
い
た
時
、

そ
れ
を
傍
聴
し
て
い
た
式
部
が
不
思
議
な
ほ
ど
よ
く
理
解
し
た
の
で
へ
父
の
眼

を
み
は
ら
せ
、
思
わ
ず
「
口
惜
し
う
、
男
子
に
て
も
た
ぬ
こ
そ
幸
ひ
な
か
り
け

れ
」
と
嘆
か
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
こ
の
娘
が
男
子
に
生
ま
れ
て
い
た

ら
、
き
っ
と
自
分
の
志
を
つ
い
で
、
立
派
に
「
詩
文
の
家
」
た
る
の
念
願
を
果

し
て
く
れ
た
ろ
う
に
、
残
念
だ
、
不
運
な
こ
と
だ
と
言
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
天
下
の
「
詩
文
の
家
」
た
ら
ん
と
す
る
為
時
の
執
念
が
、
強
け
れ
ば
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

い
ほ
ど
、
こ
の
感
慨
は
一
再
な
ら
ず
、
そ
の
口
の
端
に
の
ぼ
る
の
で
あ
っ
た
。

「
つ
ね
に
嘆
か
れ
侍
り
し
」
の
表
現
は
、
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
、
「
こ
の
式
部
承
云
々
」
の
一
節
は
、
単
に
式
部
の
才
能
云

々
で
は
な
く
、
為
時
一
家
の
詩
文
の
道
へ
の
執
念
の
ご
と
き
も
の
を
語
っ
て
い

る
よ
う
に
解
せ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
（
注
）

　
◎
『
紫
式
部
日
記
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
四
八
二
頁
）

　
　
　
こ
の
部
分
は
諾
本
に
お
い
て
異
同
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
、
松
平
文
庫

　
　
本
に
拠
っ
た
。

　
　
　
『
源
氏
物
語
の
基
磯
的
研
究
』
（
五
二
頁
）
。
た
だ
し
、
文
中
に
「
庶
正
」

　
　
と
あ
る
の
は
「
広
政
」
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
『
御
堂
関
白
記
』

　
　
さ
ら
に
『
権
記
』
１
寛
弘
四
年
七
月
三
日
・
十
一
月
一
日
・
同
六
年
三
月

　
　
四
日
条
「
広
政
」
と
あ
る
）



　
　
天
徳
四
年
三
月
三
十
日
内
裏
和
歌
合
－
仮
名
日
記
（
十
巻
本
・
二
十
巻

　
本
と
も
）

＠
　
当
日
奉
仕
の
殿
上
童
の
人
数
・
人
名
に
つ
い
て
は
、
「
殿
上
日
記
」
・
「
仮

　
名
日
記
」
（
十
巻
本
）
・
同
二
十
巻
本
三
者
の
間
に
異
同
が
あ
る
。

＠
　
藤
原
道
隆
（
九
五
三
－
九
九
五
）
兼
家
の
長
男
。
師
輔
の
孫
。

　
　
　
　
ア
サ
テ
ル

¢
　
藤
原
朝
光
（
九
五
一
－
九
九
五
）
兼
通
四
男
。
師
輔
の
孫
。

＠
　
藤
原
時
光
（
九
四
八
－
一
〇
一
五
）
兼
通
二
男
。
師
輔
の
孫
。
な
お
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
プ
カ
タ

　
「
仮
名
日
記
」
　
の
童
名
の
中
に
、
藤
原
惟
賢
の
名
が
あ
る
が
、
岡
一
男
氏

　
は
こ
の
「
惟
賢
」
を
歌
人
の
惟
成
の
弁
と
同
一
人
と
し
、
当
年
八
歳
と
推

　
定
さ
れ
て
い
る
（
『
源
氏
物
語
の
基
磯
的
研
究
』
三
九
頁
）
が
、
「
殿
上
日

　
記
」
の
童
名
の
記
載
で
は
「
延
方
」
と
あ
り
、
本
文
中
に
も
「
小
舎
人
紀

　
延
方
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
紀
延
方
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ

　
れ
る
。
萩
谷
朴
氏
も
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
目
に
お
い
て
、
「
紀
延
方
」
の

　
方
を
採
っ
て
お
ら
れ
る
。
（
三
九
六
頁
）

　
　
な
お
ま
た
、
「
藤
原
惟
賢
」
は
、
他
に
、
後
の
太
政
大
臣
伊
ヂ
の
男
で

　
蔵
人
に
も
な
っ
た
「
惟
賢
」
　
（
同
じ
く
師
輔
の
孫
）
が
あ
り
、
天
徳
四
年

　
に
は
伊
ヂ
は
ま
だ
三
十
七
歳
の
参
議
で
あ
り
、
そ
の
男
「
惟
賢
」
に
は
、

　
当
時
八
歳
の
次
弟
挙
賢
、
七
歳
の
弟
義
孝
が
あ
り
、
「
惟
賢
」
は
殿
上
童

　
と
し
て
適
わ
し
い
年
齢
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
右
大
臣
定
方
の

　
　
　
　
　
　
ア
サ
ヒ
ラ

　
男
の
中
麹
言
朝
成
の
長
男
に
も
「
藤
原
惟
賢
」
（
後
に
、
従
五
、
近
江
守
）

　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

　
が
あ
る
。
朝
成
は
、
天
徳
四
年
、
四
十
四
歳
の
参
議
で
あ
っ
た
か
ら
、
朝

　
成
の
長
男
「
惟
賢
」
は
、
殿
上
童
の
年
齢
よ
り
は
も
っ
と
長
じ
て
い
た
で

　
あ
ろ
う
。

　
　
よ
っ
て
、
か
り
に
「
紀
延
方
」
の
外
に
、
「
藤
原
惟
賢
」
も
殿
上
童
と

　
し
て
奉
仕
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
参
議
伊
ヂ
の
男
「
惟
賢
」
が
適
わ
し
い

　
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
延
方
」
あ
る
い
は
「
惟
賢
」
を
あ
げ
て
、

　
年
齢
例
示
の
対
象
に
す
る
に
は
、
な
お
、
確
実
性
を
欠
く
の
で
、
こ
こ
で

　
は
除
外
し
て
お
い
た
。

　
　
こ
の
点
に
関
し
て
、
岡
一
男
氏
は
、
　
「
こ
の
歌
会
の
『
仮
名
日
記
』
に

　
左
の
童
を
枇
評
し
て
、
　
『
お
ほ
き
さ
、
と
と
の
ほ
ら
ず
と
い
ふ
。
よ
し
き

　
童
の
中
に
交
り
て
騒
ぐ
。
大
き
に
て
片
は
に
も
あ
ら
じ
と
思
ひ
た
る
な
る

　
べ
し
』
と
言
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
嘉
樹
は
蔵
人
で
、
そ
れ
が
ま
じ
っ

　
て
も
変
で
は
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
童
と
い
っ
て
も
、
大
分
年
齢
に
桐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
違
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
ら
う
。
道
隆
や
朝
光
は
右
大
臣
師
輔
の
孫
で
、

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
門
閥
の
関
係
で
幼
弱
で
も
選
ば
れ
た
の
で
あ
ら
う
し
、
為
時
な
ど
は
稻
々

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
隼
長
で
あ
っ
た
方
か
と
思
ふ
」
（
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
三
九
頁
）

　
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、
そ
の
推
定
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
「
仮
名
日
記
」
の
「
お

　
ほ
き
さ
、
と
と
の
ほ
ら
ず
と
い
ふ
…
…
云
々
」
の
一
節
は
、
為
時
ら
殿
上

　
童
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
「
村
上
天
皇
御
記
」
・
「
殿
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

　
日
記
」
・
「
仮
名
日
記
」
（
岩
波
古
典
大
系
「
歌
合
」
所
収
の
乙
本
・
丙
本
）

　
な
ど
、
す
べ
て
「
童
女
」
と
か
「
う
な
ひ
」
と
か
記
さ
れ
て
い
る
も
の

　
で
、
右
引
用
の
一
節
は
少
女
た
ち
の
様
子
に
つ
い
て
述
べ
た
記
事
で
あ
る

　
か
ら
、
こ
こ
で
の
資
料
と
し
て
は
、
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

＠
　
『
類
聚
符
宣
抄
』
第
八
任
符
。

＠
　
『
日
本
紀
略
』
・
「
大
鏡
裏
書
、
四
〇
」

＠
　
東
宮
読
書
始
め
の
儀
式
次
第
は
、

　
「
皇
太
子
書
始
、

　
太
子
着
座
、
総
角
、
青
色
衣
、
不
帯
剣
、
王
卿
着
、
皆
持
書
巻
副
勿
、
侍
臣
両
三
出
候
、

　
博
士
尚
復
着
座
、
学
士
殴
上
成
茎
ハ
位
、
皆
展
書
、
尚
復
唱
文
長
、
博
士
読
御

　
注
孝
経
序
五
字
、
尚
復
云
、
此
許
詞
云
、
コ
コ
末
天
、
次
尚
復
読
五
字
如
先
、

　
博
士
等
立
、
王
卿
立
、
入
御
、
着
饗
、
給
藤
、
大
掛
大
臣
加
御
衣
、
博
士
赤

　
掛
、
尚
復
赤
被
、
皆
拝
、
無
作
文
御
遊
等
、
」
（
西
宮
記
巻
十
一
）

　
と
あ
る
の
を
見
て
も
、
尚
復
は
か
な
り
の
大
役
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ

　
る
。

＠
　
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
三
七
頁
。

＠
　
『
御
堂
関
白
記
』
長
保
六
年
一
月
十
一
日
・
同
三
月
四
日
・
寛
弘
二
惟

　
十
一
月
十
目
条
な
ど
に
、
「
少
内
記
惟
規
」
と
あ
る
。

＠
　
同
書
寛
弘
四
年
正
月
十
三
日
条
。

四
八

　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
さ
て
、
前
節
で
み
て
き
た
よ
う
な
為
時
一
家
に
お
け
る
事
情
は
、
紫
式
部
の

意
識
基
体
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
重
要
な
意
味
を
提
示
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
よ
う
な
事
情
を
合
む
特
性
が
、
式
部
の
生
涯
に
強

い
規
制
や
影
響
を
与
え
て
い
た
と
見
ら
れ
る
意
識
基
体
の
生
成
に
、
大
き
な
連

関
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
家
庭
に
お
け
る
子
弟
へ
の
講
席
で
も
ら
さ
れ
た
為
時
の
あ
の
感
慨
は
、
詩
文

の
道
に
志
し
、
多
年
の
精
進
の
結
果
、
三
十
歳
に
な
っ
て
か
ち
得
た
東
宮
読
書

始
め
の
尚
復
の
栄
誉
も
、
現
実
の
官
吏
生
活
に
は
何
ら
目
立
っ
た
変
化
を
も
た

ら
す
こ
と
も
な
く
、
依
然
と
し
て
七
位
程
度
の
地
下
の
微
官
に
あ
っ
た
頃
の
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
感
慨
の
下
に
横
た
わ
る
意
識
基
体
に
は
、
大
別
し
て
二
つ

の
側
面
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
っ
は
、
多
く
の
文
章
得

業
生
や
文
章
生
の
申
か
ら
選
抜
さ
れ
て
尚
復
に
も
な
り
え
た
と
い
う
、
自
己
の

ざ
　
え

学
才
に
対
す
る
自
負
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
優
越
感
、
い
ま
一
つ
は
、
そ
の
よ
う

な
学
才
も
家
格
が
劣
っ
て
い
れ
ば
杜
会
的
に
は
認
め
ら
れ
る
機
会
が
少
な
い
こ

と
に
よ
る
劣
等
感
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
二
っ
の
側
面
を
も
っ
た
為
時
の
意
識
基
体
は
、
現
実
に
対
処
し

て
ゆ
く
心
的
準
備
状
態
と
し
て
の
「
態
度
」
と
し
て
、
自
己
の
学
才
を
存
分
に

発
揮
で
き
る
詩
文
の
道
を
志
向
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
時
式
部
の
豊
か
な
才
能
を



発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
の
感
慨
が
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
為
時
の
こ
の
感
慨
の
表
明
は
、
幼
少
の
式
部
に
対
し
、
為
時
自

身
の
も
の
と
は
質
の
異
な
っ
た
、
「
優
越
感
」
と
「
劣
等
感
」
を
同
時
に
生
起

さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
す
ぐ
れ
た
詩
文
家
と
し
て
の
父
か
ら
才

能
を
認
め
ら
れ
、
た
の
も
し
が
ら
れ
た
と
い
う
事
は
、
式
部
を
し
て
、
自
己
の

才
能
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
意
識
さ
せ
、
延
い
て
は
「
優
越
感
」
や
自
意
識
生

成
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
を
見
の
が
し
え
な
い
。
式
部
に
と
っ
て
父
為
時
は
最

初
の
知
己
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
式
部
に
は
こ
の
父
の
期
待
に
副
い
う
る
よ
う
に

な
り
た
い
と
い
う
「
態
度
」
が
、
彼
女
の
意
識
基
体
の
一
つ
の
側
面
と
な
っ
た

こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
反
面
、
「
詩
文
の
家
」
を
樹
立
す
る
こ
と
を
念
願
し
て
い
る
父
に
、

「
男
で
な
か
っ
た
の
が
、
わ
が
家
の
不
幸
だ
」
と
嘆
か
せ
た
こ
と
は
、
彼
女
に

と
っ
て
、
大
き
な
シ
ヨ
ッ
ク
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
父
の
嘆
き
の
根
因

は
、
自
分
が
「
女
」
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
父
に
「
不
幸
」

感
を
与
え
て
い
る
。
自
分
の
才
能
を
認
め
て
く
れ
た
最
初
の
人
で
あ
る
敬
愛
す

る
父
に
対
し
、
「
不
幸
」
感
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
自
分
は
、
何
と
い
う
「
不
孝
」

な
存
在
で
あ
ろ
う
－
－
こ
の
よ
う
な
意
識
の
生
起
は
、
式
部
に
と
っ
て
、
自
己

の
存
在
意
義
を
根
底
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
に
等
し
い
事
象
で
あ
っ
た
。
紫
式
部

は
、
幼
少
時
に
お
い
て
、
す
で
に
早
く
自
己
の
存
在
原
点
へ
の
内
省
を
迫
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

父
為
時
の
こ
と
ば
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
幼
少
時
の
式
部
に
、
一
面
に

お
い
て
「
優
越
感
」
１
自
意
識
の
生
起
を
も
た
ら
し
、
他
面
に
お
い
て
、
式
部

の
心
中
に
内
的
し
こ
り
１
「
劣
等
感
」
－
自
己
の
存
在
原
点
へ
の
内
省
、
疑
念

を
生
起
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
優
越
感
」
（
自
意
識
）
と

「
劣
等
感
」
（
存
在
原
点
へ
の
疑
念
）
と
は
、
式
部
の
生
活
態
度
の
下
に
横
た
わ

る
意
識
基
体
の
二
つ
の
側
面
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
優
越
感
」
は
自
己
顕
示
の
方
向
を
た
ど
り
が
ち
で
あ
る
の
に

対
し
、
「
劣
等
感
」
は
逆
に
自
己
嫌
悪
・
自
己
閉
塞
の
方
向
を
た
ど
り
が
ち
で

あ
る
が
、
こ
の
二
っ
の
性
向
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
か
な
ら
ず
し
も
平
行
、

対
立
的
な
も
の
で
は
な
い
。
自
己
嫌
悪
な
ど
の
劣
等
感
は
、
か
な
ら
ず
し
も
客

観
的
劣
性
の
み
か
ら
生
起
す
る
も
の
で
は
な
く
、
主
体
の
内
的
要
求
の
強
さ
に

対
応
し
て
生
ず
る
も
の
で
も
あ
る
。
尊
大
さ
や
空
威
張
り
の
形
で
あ
ら
わ
さ
れ

る
優
越
感
が
、
実
は
劣
等
感
の
裏
返
し
の
表
わ
れ
で
あ
っ
た
り
、
自
己
嫌
悪
や

自
己
閉
塞
の
劣
等
感
が
、
高
度
の
人
格
的
な
内
的
要
求
に
対
応
し
て
生
起
し
て

い
る
場
合
も
多
い
。
「
優
越
感
」
と
「
劣
等
感
」
と
は
同
じ
心
理
現
象
の
両
面

で
、
二
つ
は
表
裏
・
相
関
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
紫
式
部
の
場
合
も
例
外
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
は
式
部
と
い
う
人
格
の
そ
れ
ぞ

れ
の
側
面
で
あ
っ
た
。
式
部
と
い
う
人
格
に
お
い
て
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
た
、
こ

の
よ
う
な
二
つ
の
側
面
の
関
係
を
、
ど
の
よ
う
に
統
一
し
て
ゆ
く
か
が
、
式
部

の
人
間
形
成
の
課
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

　
幼
少
に
し
て
す
で
に
こ
の
よ
う
な
課
題
を
習
負
わ
さ
れ
た
式
部
は
、
ど
の
よ

う
に
こ
の
課
題
に
対
処
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
式
部
は
、
自
分
が
「
女
」

に
生
ま
れ
て
き
た
た
め
に
、
父
に
対
し
て
「
不
幸
」
を
嘆
か
せ
る
因
と
な
り
、

自
己
に
と
っ
て
は
父
を
嘆
か
せ
る
よ
う
な
「
不
孝
」
者
と
し
て
の
嘆
き
の
因
と

な
っ
た
。
だ
が
、
「
女
」
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
意
志
で

は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
、
そ
れ
こ
そ
「
宿
世
」
で
あ
り
、
「
宿

世
の
っ
た
な
さ
」
に
よ
る
も
の
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
宿
世
の
っ
た

な
さ
」
と
い
う
こ
と
は
、
前
世
で
の
因
縁
が
悪
か
っ
た
た
め
で
、
と
り
も
な
お

さ
ず
、
自
分
は
「
罪
淡
い
身
」
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
く
る
。
そ
う
田
甘
う
と
、

幼
少
の
時
に
母
と
死
別
し
た
の
も
、
（
年
ご
ろ
に
な
っ
て
の
姉
と
の
死
別
も
、

結
婚
し
て
わ
ず
か
二
年
余
り
で
夫
と
死
別
し
た
の
も
）
、
そ
の
因
果
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
、
こ
の
世
は
「
憂
き
世
」
と
し
て
実
感
さ
れ
て
く
る
。
（
こ
れ
ら
は

一
種
の
融
即
的
心
性
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
。
）
こ
の
よ
う
に
し
て
、
式
部
が
自

分
の
「
宿
世
の
つ
た
な
さ
」
や
、
「
罪
深
い
身
」
を
内
省
す
る
と
き
関
心
は
お

の
ず
か
ら
自
己
に
集
申
し
、
内
向
的
に
な
る
。
か
く
て
、
彼
女
の
脳
中
に
去
来

す
る
の
は
「
孤
愁
」
の
感
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
「
宿
世
」

に
対
す
る
「
劣
等
感
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
だ
が
、
そ
の
反
面
に
は
、
父
か
ら
自
分
の
才
能
を
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う

「
優
越
感
」
が
式
部
に
は
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
生
起
す
る
自
意
識
は
、
か
の

「
劣
等
感
」
へ
の
永
遠
の
屈
従
に
堪
え
さ
せ
な
い
も
の
を
志
向
さ
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
こ
の
「
優
越
感
」
と
「
劣
等
感
」
と
は
、
式
部
と
い
う
人
格
の
心
的
活
動
の

底
面
に
っ
ね
に
横
た
わ
っ
て
い
た
意
識
基
体
の
二
側
面
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ

れ
は
式
部
自
身
の
生
活
態
度
を
終
始
規
定
し
つ
づ
け
て
い
た
も
の
で
、
式
部
の

生
活
態
度
は
こ
の
二
つ
の
側
面
の
葛
藤
、
お
よ
び
そ
の
統
一
を
目
指
す
心
的
活

動
の
上
に
現
象
さ
れ
て
い
た
。

　
『
紫
式
部
集
』
は
、
式
部
自
身
の
、
ｏ
Ｕ
娘
時
代
、
働
結
婚
時
代
、
働
寡
居
時

代
、
↑
り
宮
仕
え
時
代
に
わ
た
っ
て
ほ
ぼ
全
生
涯
の
心
情
記
録
と
み
ら
れ
る
が
、

前
述
の
事
情
を
、
こ
の
家
集
に
よ
っ
て
大
観
す
る
と
き
、
ｏ
ｏ
の
時
代
に
は
、
彼

女
の
才
能
を
高
く
認
め
て
く
れ
て
い
た
、
父
為
時
を
は
じ
め
伯
父
為
頼
、
親
し

い
友
人
た
ち
が
心
の
文
柱
と
な
り
、
彼
女
の
自
意
識
、
優
越
感
を
比
較
的
優
勢

に
保
持
さ
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
四
の
時
代
は
夫
宣
孝
が
彼
女
の
才
能
を
認

め
、
お
お
ら
か
に
引
き
立
て
て
く
れ
た
た
め
、
や
は
り
自
意
識
や
優
越
感
の
方

が
優
勢
を
保
ち
え
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
働
の
時
代
に
な
っ

て
、
知
己
と
し
て
の
夫
に
死
別
し
て
か
ら
は
、
家
集
に
お
け
る
そ
の
頃
の
歌

に
、
自
分
自
身
を
、

　
「
色
な
ら
ぬ
心
」
の
人
（
四
二
）

　
「
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
な
げ
く
」
人
（
四
四
）

　
「
世
中
の
さ
は
が
し
」
と
思
う
人
（
四
八
）

　
「
世
を
常
な
し
と
思
ふ
人
」
（
四
九
）

　
「
身
を
お
も
は
ず
な
り
と
な
げ
く
」
人
（
五
〇
）



な
ど
と
す
る
表
現
が
目
立
っ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
は
式
部
に

お
い
て
「
宿
世
の
っ
た
な
さ
」
が
痛
感
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
く
る
「
劣
等
感
」
が

支
配
的
で
あ
っ
た
。
（
当
時
に
お
い
て
は
、
若
い
身
そ
ら
で
夫
に
死
別
す
る
の

は
、
宿
世
が
っ
た
な
い
た
め
と
一
般
に
思
わ
れ
て
い
た
）

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
劣
等
感
が
濃
厚
に
な
る
と
、
一
方
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

そ
れ
を
「
補
償
」
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
生
じ
る
。
「
補
償
」
の
手
段
に
は
個

体
の
内
的
諸
条
件
や
、
杜
会
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
、
種
々
の
タ
イ
プ
が
あ
る

が
、
式
部
の
場
合
、
自
己
の
劣
等
感
の
対
極
と
し
て
存
在
す
る
「
優
越
感
」
す

な
わ
ち
自
己
の
才
能
を
父
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
基
体
（
内
的
条

件
）
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
父
の
期
待
に
副
う
た
め
に
は
、
自
己
の
も
っ
才
能

を
充
分
に
発
揮
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
著
作
の
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
も
こ
の
辺
の
と
こ
ろ
に
、
そ
の
一
端
を
求
め
え
よ
う
。
そ
の
執
筆
が

は
じ
め
ら
れ
た
の
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
紫
式
部
の
「
女
」
と
し
て
の
性
に
対
す
る
劣
等
感
や
、

「
宿
世
の
つ
た
な
さ
」
に
よ
る
劣
等
感
が
、
「
補
償
」
へ
の
志
向
に
よ
っ
て
、
た

だ
ち
に
克
服
さ
れ
た
り
、
解
消
し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
劣
等
感
の

根
が
深
け
れ
ほ
深
い
ほ
ど
、
補
償
作
業
は
継
続
さ
れ
、
強
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
式
部
に
お
け
る
補
償
作
業
は
、
父
の
嘆

き
に
端
を
発
す
る
彼
女
の
存
在
原
点
へ
の
内
省
に
も
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
内
省
に
も
と
づ
く
彼
女
の
宿
世
感
や
孤
愁
感
は
根
の
深
い
も

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
孤
愁
」
感
は
、
「
愛
」
と
両
極
性
を
な
し
、
そ
の
根
底

に
お
い
て
「
愛
」
を
求
め
る
心
情
と
連
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
「
愛
」
は

か
な
ら
ず
し
も
異
性
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
の
孤

愁
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
－
「
知
己
」
を
求
め
る
心
情
と
相
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
紫
式
部
集
に
お
い
て
、
そ
の
冒
頭
か
ら
十
数
首
に
わ
た
っ
て
、
親
し
い
友

と
の
別
離
の
悲
歌
を
配
列
し
て
い
る
の
も
、
「
孤
愁
」
の
理
解
者
と
し
て
の
親

友
と
の
別
れ
の
悲
し
さ
が
、
深
く
式
部
の
心
を
と
ら
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
二
十
歳
ほ
ど
も
年
長
の
宣
孝
と
結
婚
し
た
の
も
、
潤
達
な
人
柄
の
宣

孝
が
、
式
部
の
才
能
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
「
孤
愁
」
を
よ
く
理
解
し
て
く
れ
た

た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
ら
に
道
長
の
妻
倫
子
も
、
式
部
の
娘
時
代
か
ら
、
結

婚
し
、
未
亡
人
と
な
っ
て
後
も
、
式
部
を
理
解
し
、
温
か
く
庇
護
し
て
く
れ
た

「
知
己
」
の
一
人
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
っ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
そ
れ

ぞ
れ
に
即
し
て
具
体
的
に
述
べ
た
い
と
思
う
が
、
い
ま
は
そ
の
一
部
と
し
て
、

倫
子
と
の
交
情
に
つ
い
て
例
示
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。
そ
れ
は
古
本
系
紫

式
部
集
（
定
家
本
系
に
は
な
い
）
に
お
い
て
、
式
部
が
夫
宣
孝
と
死
別
し
、

「
宿
世
の
つ
た
な
さ
」
を
痛
感
し
、
い
よ
い
よ
「
孤
愁
」
の
感
を
深
め
て
い
た

頃
の
歌
を
十
余
首
ほ
ど
並
べ
て
い
る
申
に
、
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　
　
八
重
山
吹
を
折
り
て
、
あ
る
と
こ
ろ
に
奉
れ
た
る
に
、
一
重
の
花
の
散
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

　
　
残
れ
る
を
、
お
こ
せ
給
へ
り
け
る
に

　
折
か
ら
を
ひ
と
へ
に
め
づ
る
花
の
色
は
う
す
ぎ
を
見
っ
つ
う
す
き
と
も
見
ず

こ
の
歌
の
前
後
に
は
、
夫
と
の
死
別
後
の
悲
し
み
を
詠
ん
だ
歌
が
つ
づ
い
て
い

る
点
か
ら
み
て
、
こ
の
歌
も
や
は
り
そ
の
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
、
あ
る
い
は
長

保
四
年
、
夫
の
一
周
忌
前
後
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
庭
に
咲
い
た
八
重
山

吹
を
手
折
っ
て
（
詞
は
添
え
ず
）
あ
る
貴
人
に
贈
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
人
か
ら

散
り
残
っ
た
時
季
お
く
れ
の
一
重
山
吹
を
贈
っ
て
き
た
と
き
に
詠
ん
だ
歌
と
い

う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
貴
人
（
奉
れ
た
る
と
い
う
よ
う
な
敬
語
を
用
い
て
い
る
の
は
、

家
集
の
宮
仕
え
前
の
歌
に
は
他
に
例
が
な
い
。
．
夫
に
も
友
人
に
も
っ
け
て
い

な
い
点
か
ら
、
か
な
り
身
分
高
い
人
と
考
え
ら
れ
る
）
に
、
詞
も
添
え
ず
に
花

だ
け
を
賜
っ
た
の
は
、
花
そ
の
も
の
に
何
ら
か
の
意
味
の
あ
る
場
合
以
外
に

は
、
普
通
に
は
し
な
い
行
為
で
あ
る
。
で
は
式
部
は
、
こ
の
八
重
山
吹
に
ど
の

よ
う
な
意
味
を
こ
め
て
贈
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
山
吹
の
色
は
濃
黄
で
、

く
ち
な
し
色
と
も
い
い
、
そ
の
く
ち
な
し
を
口
無
し
・
物
言
は
ぬ
意
に
ひ
び
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
古
今
集
そ
の
他
に
も
見
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
山
吹
は
、
夫
と
の
死
別
の
悲
し
み
に
沈
み
が
ち
で
あ
っ
た

式
部
が
、
彼
女
の
理
解
者
で
あ
っ
た
貴
人
の
も
と
へ
、
「
亡
き
夫
の
こ
と
が
八

重
に
偲
ば
れ
、
悲
し
く
て
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
く
ら
嘆
い
て
も
か
え
ら

ぬ
こ
と
故
、
今
後
は
、
こ
の
山
吹
の
色
の
よ
う
に
、
言
わ
で
偲
び
た
い
と
存
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

ま
す
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
こ
め
て
贈
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し

そ
の
貴
人
は
、
野
生
の
一
重
山
吹
の
散
り
残
っ
て
い
た
の
を
折
っ
て
、
や
は
り

詞
は
添
え
ず
贈
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
心
は
、
「
言
わ
で
ひ
と
え
に
偲
ぷ

の
は
、
八
重
に
言
う
よ
り
ま
さ
っ
て
い
る
も
の
よ
。
ど
う
か
こ
の
野
生
の
一
重

山
吹
の
よ
う
に
、
ひ
と
え
に
強
く
生
き
つ
づ
け
な
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
は
式
部
の
曽
但
父
兼
輔
の
、
「
わ
が
着
た
る
一
重
衣
は

山
吹
の
八
重
の
色
に
も
劣
ら
ざ
り
け
り
」
（
後
撰
集
一
〇
八
）
の
歌
や
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

い
は
拾
遺
集
の
「
わ
が
宿
の
八
重
山
吹
は
一
重
だ
に
散
り
残
り
な
む
春
の
か
た

み
に
」
（
七
二
）
な
ど
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
だ
か
ら
こ
そ
式
部
は
、
「
（
た
と
え
時
季
お
く
れ
の
花
で
あ
っ
て
も
、
贈
ら
れ

た
そ
の
折
の
条
件
に
応
じ
て
）
お
り
か
ら
を
賞
す
べ
き
花
は
、
贈
主
の
お
心
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

よ
っ
て
一
入
感
興
深
く
感
じ
る
も
の
で
、
い
ま
こ
の
薄
黄
（
薄
き
と
か
け
る
）

色
の
花
を
見
な
が
ら
、
濃
く
深
い
お
心
持
に
感
激
し
て
お
り
ま
す
」
と
詠
ん
だ

の
で
あ
る
。

　
時
季
お
く
れ
の
散
り
残
り
の
花
を
人
に
贈
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
相
手

が
十
分
教
養
・
知
識
の
あ
る
人
で
な
け
れ
ば
、
誤
解
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
花
を
贈
っ
て
き
た
の
は
、
相
手

が
式
部
の
人
間
も
教
養
も
十
分
に
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
相
手

は
、
や
は
り
「
知
己
」
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
そ
の
貴
人
と
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
式
部
の
歌
の
内
容
が
亡
夫
を
偲
ぷ



悲
し
み
の
私
情
に
あ
る
点
、
そ
の
よ
う
な
私
情
を
訴
え
る
こ
と
の
許
さ
れ
る
よ

う
な
貴
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
宮
彰
子
か
？
　
し
か
し
、
こ
の
歌
は
宮

仕
え
前
の
も
の
で
あ
り
、
宮
仕
え
前
に
こ
の
よ
う
な
歌
を
贈
る
ほ
ど
中
官
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

親
し
い
関
係
は
な
か
っ
た
。
で
は
遣
長
？
　
こ
れ
も
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
式
部
に
と
っ
て
、
ま
た
い
と
こ
で
あ
り
、
夫
宣
孝

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
と
っ
て
も
、
ま
た
い
と
こ
で
あ
っ
た
道
長
の
妻
倫
子
で
あ
る
。
亡
夫
が
倫
子

に
と
っ
て
も
縁
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
式
部
が
夫
を
偲
ぶ
私
情
を
訴
え
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
愉
子
は
早
く
か
ら
縁
者
の
為
時
の
娘
に
才
能
の

す
ぐ
れ
た
の
が
い
る
こ
と
を
聞
き
知
っ
て
、
式
部
に
目
を
か
け
て
や
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
紫
式
部
は
こ
の
よ
う
な
「
知
己
」
に
支
え
ら
れ
、
励
ま
さ
れ
て
、
自
ら
の

「
補
償
」
作
業
を
強
化
し
、
生
き
っ
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
し
か
し
、
単
に
生
き
っ
づ
け
る
だ
け
で
は
、
式
部
自
身
に
課
せ
ら
れ

た
課
題
の
何
ら
の
解
決
を
も
意
味
し
な
い
。
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
紫

式
部
の
根
源
的
な
意
識
基
体
の
形
成
的
契
機
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
父
為
時
の

嘆
言
は
、
式
部
自
身
が
「
女
」
に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
た
。

そ
れ
は
式
部
に
と
っ
て
、
自
己
の
存
在
意
義
を
根
底
か
ら
問
わ
れ
る
事
象
で
あ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
自
己
の
存
在
原
点
の
問
い
直
し
こ
そ
が
、
式
部
の
生
き
る

意
義
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
存
在
原
点
の
問
い
直
し
は
、
ま
ず
「
女
」
に
生
ま
れ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

に
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
か
ら
、

　
一
体
「
女
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
。

　
「
女
」
で
は
、
な
ぜ
い
け
な
か
っ
た
の
か
。

　
「
女
」
と
生
ま
れ
て
き
た
以
上
、
ど
う
生
き
た
ら
よ
い
の
か
。

　
「
女
」
が
罪
深
い
身
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
女
と
い
う
も
の
は
、
幸
せ
や
孝
行

　
と
は
果
し
て
無
縁
の
も
の
な
の
か
。
無
縁
で
な
い
な
ら
、
女
の
幸
せ
と
は
ど

　
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

　
世
の
中
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

　
宿
世
－
人
間
の
運
命
と
は
何
か
。

　
人
間
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
。

等
々
、
「
女
」
と
い
う
も
の
に
っ
い
て
の
根
底
か
ら
の
問
い
直
し
が
、
歴
史
杜

会
と
の
関
連
に
お
い
て
、
は
て
し
な
く
拡
大
し
、
式
部
の
脳
中
に
渦
を
巻
い
て

い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
意
識
基
体
は
、
当
然
閉
の
時
代
に
も
ひ
き
継
が
れ
て
行
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
ブ
レ
ツ
ク
ス

紫
式
部
の
意
識
基
体
（
そ
れ
は
単
一
体
で
は
な
く
、
複
合
で
あ
る
が
）

は
、
優
越
感
と
劣
等
感
と
を
両
極
性
と
す
る
相
関
の
中
で
の
「
補
償
」
作
業
と

し
て
の
、
自
己
存
在
の
問
い
直
し
に
あ
っ
た
と
一
一
、
口
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
意
識
基
体
に
も
と
づ
く
自
己
存
在
の
問
い
直
し
の
行
為
が
、
源
氏
物
語
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
意
識
基
体

創
造
で
あ
っ
た
。

　
源
氏
物
語
中
の
主
要
人
物
が
、
こ
と
ご
と
く
「
孤
愁
」
に
あ
え
ぐ
人
物
ば
か

り
で
あ
り
、
そ
の
た
め
源
氏
物
語
が
、
「
孤
愁
の
文
学
」
と
さ
え
考
え
ら
れ
る

の
も
、
ま
た
「
女
の
た
め
の
文
学
」
と
い
わ
れ
、
「
罪
の
文
学
」
と
い
わ
れ
、

「
宿
世
の
文
学
」
と
い
わ
れ
、
「
”
世
の
申
〃
の
文
学
」
と
い
わ
れ
、
「
物
の
あ

わ
れ
の
文
学
」
（
物
の
あ
わ
れ
は
、
右
の
よ
う
な
諸
側
面
と
深
く
関
わ
る
感
情

で
あ
る
）
な
ど
と
い
わ
れ
る
の
も
、
す
べ
て
は
、
上
述
し
て
き
た
よ
う
な
紫
式

部
の
意
識
基
体
と
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
深
く
関
わ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
、
紫
式
部
か
ら
学
び
と
る
べ
き
も
の
は
、
単
に
彼
女
の

人
生
観
と
か
文
学
観
と
か
宗
教
観
と
か
思
想
と
か
言
わ
れ
る
も
の
の
み
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
も
の
を
形
成
し
創
造
し
た
人
間
と
し
て
の
原
点
、
そ
の

創
造
性
の
契
機
を
こ
そ
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
女
が
始
め
た
と
こ
ろ

か
ら
学
び
と
り
、
わ
れ
わ
れ
自
ら
が
始
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　
（
注
）

　
◎
　
８
旨
潟
婁
等
－
◎
■
１
Ａ
ア
ド
ラ
ー
に
よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
た
用
語
。
個

　
　
体
が
心
身
面
の
劣
性
を
意
識
し
た
と
ぎ
、
そ
の
劣
性
を
補
な
お
う
と
す
る

　
　
心
理
的
な
動
き
を
い
う
。

　
　
　
「
山
吹
の
花
色
ご
ろ
も
ぬ
し
や
た
れ
間
へ
ど
答
え
ず
く
ち
な
し
に
し
て
」

　

五
四

（
古
今
集
、
一
〇
一
二
）

「
思
ふ
と
も
恋
ふ
と
も
い
は
じ
く
ち
な
し
の
色
に
衣
を
染
め
て
こ
そ
着
め
」

（
古
今
六
帖
、
五
）

「
く
ち
な
し
の
色
に
心
を
染
め
し
よ
り
い
は
で
心
に
物
を
こ
そ
思
へ
」
（
素

性
集
）

「
心
に
は
染
め
て
久
し
く
な
り
ぬ
れ
ど
い
は
で
思
ふ
ぞ
く
ち
な
し
に
し
て
」

（
重
之
集
）

「
思
は
ず
に
井
手
の
中
道
へ
だ
っ
と
圭
言
は
で
ぞ
恋
ふ
る
山
吹
の
花
」
（
源

氏
物
語
・
真
木
柱
）

「
枕
草
子
」
（
”
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
〃
の
段
）

　
（
清
少
納
言
が
女
房
た
ち
か
ら
左
大
臣
方
の
人
だ
と
中
傷
さ
れ
、
気
を

　
く
さ
ら
せ
て
里
邸
に
帰
っ
て
い
た
頃
、
中
宮
定
子
か
ら
秘
か
に
文
が
と

　
ど
け
ら
れ
た
の
で
、
）
「
胸
つ
ぶ
れ
て
、
と
く
開
け
た
れ
ば
、
紙
に
は

　
も
の
も
書
か
せ
給
は
ず
、
山
吹
の
花
び
ら
た
だ
一
重
を
つ
つ
ま
せ
給
へ

　
り
。
そ
れ
に
、
”
い
は
で
思
ふ
ぞ
〃
と
書
か
せ
給
へ
る
、
い
み
じ
う
、

　
日
頃
の
絶
え
間
な
げ
か
れ
っ
る
、
み
な
慰
め
て
う
れ
し
き
に
、
…
…
」

　
（
岩
波
古
典
大
系
、
二
〇
〇
頁
）

　
『
紫
式
部
目
記
』
－
１
「
宮
の
お
ま
へ
も
、
〃
い
と
う
ち
と
け
て
は
見
え

じ
と
な
む
思
ひ
し
か
ど
、
人
よ
り
は
む
つ
ま
じ
う
な
り
に
た
る
こ
そ
〃

と
、
の
た
ま
は
す
る
折
々
侍
り
。
」
（
岩
波
古
典
大
系
、
四
九
八
頁
）



受

贈

雑
誌

（
昭
和
四
十
五
年
度
）

愛
知
大
学
論
叢
　
　
四
十
一
号
～
四
十
五
号

愛
知
県
大
説
林
　
　
十
八
・
十
九
号

国
語
国
文
学
報
（
愛
知
教
育
大
学
）
　
　
二
十
三
号

淑
徳
国
文
　
十
・
十
一
号

紀
要
（
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
）
　
　
二
十
四
号

跡
見
学
園
国
語
科
紀
要
　
　
十
八
号

跡
見
学
閨
女
子
大
学
紀
要
　
　
三
号

文
学
部
紀
要
（
梅
花
女
子
大
学
）
　
　
六
号

文
学
部
紀
要
（
中
央
大
学
）
　
　
二
十
七
号

中
央
大
学
国
文
　
　
士
二
号

日
本
文
学
研
究
（
大
東
文
化
大
学
）
　
　
九
号

愛
媛
国
文
と
教
育
　
　
二
号

愛
媛
国
文
研
究
　
　
十
七
・
十
八
・
十
九
号

玉
藻
（
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
）
　
　
六
号

紀
要
（
藤
女
子
大
学
）
　
　
七
号

国
文
学
雑
誌
（
藤
女
子
大
学
）
　
　
八
号

国
語
国
文
学
（
福
井
大
学
）
　
　
十
四
号

芸
林
（
芸
林
会
）
　
　
二
十
一
巻
一
～
六
号

国
語
国
文
学
会
誌
（
学
習
院
大
学
）
　
　
士
二
号

学
習
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
　
　
七
・
八
号

国
語
国
文
学
（
岐
阜
大
学
）
　
　
六
号

語
学
と
文
学
（
群
馬
大
学
）
　
　
十
四
・
十
五
号

文
経
論
叢
（
弘
前
大
学
）
　
　
五
巻
三
号

中
世
文
芸
（
広
島
大
学
）
　
　
四
十
六
・
四
十
七
・
四
十
八
号

広
島
女
子
大
学
紀
要
　
　
五
号

国
語
国
文
研
究
（
北
海
道
大
学
）
　
　
四
十
四
・
四
十
五
・
四
十
六
号

語
学
文
学
（
北
海
道
教
育
大
学
）
　
　
八
号

茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
期
大
学
紀
要
　
　
六
号

紀
要
（
実
践
女
子
大
学
）
　
　
士
二
号

実
践
文
学
　
四
十
・
四
十
一
号

国
文
学
論
集
（
上
響
大
学
）
　
　
四
号

ソ
フ
ィ
ア
（
上
智
大
学
）
　
　
十
八
－
四
・
十
九
－
丁
三
・
四
号

解
釈
（
解
釈
学
会
）
　
　
十
六
－
丁
三
・
四
・
五
・
六
・
九
・
十
七
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
号

国
語
国
文
薩
摩
路
（
鹿
児
島
大
学
）
　
　
十
五
号

金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
文
学
篇
　
　
十
七
号

金
沢
大
学
語
学
・
文
学
研
究
　
　
一
号

国
文
学
（
関
西
大
学
）
　
　
四
十
四
号

関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
　
　
三
号

日
本
文
芸
研
究
（
関
西
学
院
大
学
）
　
　
二
十
一
－
三
・
四
号

日
本
文
芸
学
（
関
西
学
院
大
学
）
　
　
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
次
号
に
つ
づ
く
）

五
五


	（一）
	（二）
	（三）
	（四）



