
﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木
巻
﹁
草
の
も
と
﹂
考

櫛

井

亜

依

一
︑
は
じ
め
に

﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木
巻
で
は
︑
宇
治
八
の
宮
邸
は
﹁
草
の
も
と
﹂
と
表
現
さ

れ
て
い
る
︒

右
大
殿
に
は
急
ぎ
た
ち
て
︑
八
月
ば
か
り
に
と
聞
こ
え
た
ま
ひ
け
り
︒
二

条
院
の
対
の
御
方
に
は
︑
聞
き
た
ま
ふ
に
︑︵
中
略
︶
な
ほ
い
と
う
き
身

な
め
れ
ば
︑
つ
ひ
に
は
山
住
み
に
還
る
べ
き
な
め
り
︑
と
思
す
に
も
︑
や

が
て
跡
絶
え
な
ま
し
よ
り
は
︑
山
が
つ
の
待
ち
思
は
ん
も
人
笑
へ
な
り
か

し
︑
か
へ
す
が
へ
す
も
︑
宮
の
の
た
ま
ひ
お
き
し
こ
と
に
違
ひ
て
草
の
も

と
を
か
れ
に
け
る
心
軽
さ
を
︑
恥
づ
か
し
く
も
つ
ら
く
も
思
ひ
知
り
た
ま

ふ
︒

︵
宿
木
巻
︑
五
巻
︑
三
八
四
頁①

)

﹁
草
の
も
と
﹂
に
対
す
る
現
代
諸
注
釈
書
の
指
摘
と
し
て
は
︑
主
に
三
点
に

集
約
で
き
る
︒
ま
ず
一
点
目
は
草
深
い
邸
宅
と
い
う
解
釈
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は

﹁
草
﹂
と
い
う
表
現
を
草
が
茂
っ
て
い
る
状
態
と
し
て
捉
え
て
お
り
︑
﹃
新
潮
日

本
古
典
文
学
集
成
﹄
で
は
﹁
草
深
い
山
荘
を②

﹂
︑
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
で

は
﹁
草
深
い
宇
治
の
里③

﹂
︑﹃
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
﹄
で
は
﹁
草
深
い

宇
治
の
里④

﹂︑﹃
源
氏
物
語
注
釈
﹄
で
は
﹁
草
深
い
人
里
離
れ
た
住
ま
い⑤

﹂
と
解

釈
し
て
お
り
︑
と
く
に
﹃
源
氏
物
語
評
釈
﹄
で
は
﹁
手
入
れ
の
ゆ
き
と
ど
い
て

い
な
い
荒
れ
は
て
た
邸
の
意⑥

﹂
と
い
う
荒
廃
し
た
邸
の
像
を
積
極
的
に
読
み
取

っ
て
い
る
︒

次
に
二
点
目
は
和
歌
的
な
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語

評
釈
﹄
で
は
﹁
﹁
か
れ
﹂
る
は
離
れ
る
の
意
に
︵
草
が
︶
枯
れ
る
の
意
を
ひ
び

か
す
︒
草
の
縁
語⑦

︒﹂︑
﹃
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
﹄
で
は
﹁
続
く
﹁
離

れ
﹂
は
﹁
草
が
枯
れ
る
﹂
こ
と
を
か
け
る⑧

︒
﹂
と
い
う
注
釈
が
付
さ
れ
て
お
り

﹁
草
﹂
の
縁
語
で
あ
る
﹁
か
る
﹂
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
こ
の
﹁
か
る
﹂

は
﹁
枯
れ
る
﹂
﹁
離
れ
る
﹂
と
い
う
掛
詞
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木
巻
﹁
草
の
も
と
﹂
考

三
九



つ
ま
り
︑﹁
草
の
も
と
﹂
は
和
歌
の
中
で
用
い
ら
れ
た
表
現
で
は
な
い
も
の
の
︑

和
歌
的
な
修
辞
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒

そ
し
て
三
点
目
は
桐
壺
巻
に
も
﹁
草
の
も
と
﹂
の
用
例
が
確
認
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集⑨

﹄
と
﹃
源
氏
物
語
注

釈⑩

﹄
が
指
摘
し
て
お
り
︑
古
注
釈
に
お
い
て
も
﹃
花
鳥
餘
情
﹄
か
ら
す
で
に
注

目
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る⑪

︒
そ
も
そ
も
︑
こ
の
﹁
草
の
も
と
﹂
と
い
う
表
現
は
︑

現
存
す
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
の
物
語
や
和
歌
に
用
例
が
な
い
︒﹃
源
氏
物
語
﹄

中
に
お
い
て
も
︑
こ
の
宿
木
巻
の
例
の
他
に
は
桐
壺
巻
に
一
例
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
宿
木
巻
の
﹁
草
の
も
と
﹂
が
指
し
示
す
場
所
を
宇
治
八
の
宮
邸
と

す
る
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
が
︑﹁
草
の
も
と
﹂
を
実
際
の
邸
の
状
態
を
説
明
し

た
表
現
と
捉
え
て
︑
草
深
い
︑
あ
る
い
は
荒
れ
果
て
た
状
態
で
あ
る
こ
と
を
自

明
の
こ
と
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
︒
次
に
挙
げ
る
の
は
︑

中
の
君
が
都
に
移
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
︑
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
場
面
で
あ

る
︒

か
し
こ
に
も
︑
よ
き
若
人
︑
童
な
ど
求
め
て
︑
人
々
は
心
ゆ
き
顔
に
い
そ

ぎ
思
ひ
た
れ
ど
︑
今
は
と
て
こ
の
伏
見
を
荒
ら
し
は
て
む
も
︑
い
み
じ
く

心
細
け
れ
ば
︑
嘆
か
れ
た
ま
ふ
こ
と
尽
き
せ
ぬ
を
︑
さ
り
と
て
も
︑
ま
た
︑

せ
め
て
心
ご
は
く
︑
絶
え
籠
り
て
も
た
け
か
る
ま
じ
く
︑﹁
浅
か
ら
ぬ
仲

の
契
り
も
絶
え
は
て
ぬ
べ
き
御
住
ま
ひ
を
︑
い
か
に
思
し
え
た
る
ぞ
﹂
と

の
み
恨
み
聞
こ
え
た
ま
ふ
も
︑
す
こ
し
は
こ
と
わ
り
な
れ
ば
︑
い
か
が
す

べ
か
ら
む
と
思
ひ
乱
れ
た
ま
へ
り
︒

︵
早
蕨
巻
︑
五
巻
︑
三
五
一
頁
)

早
蕨
巻
で
は
︑
都
に
移
る
準
備
に
余
念
が
な
い
周
囲
の
様
子
に
対
し
︑
中
の
君

の
宇
治
を
離
れ
が
た
く
思
う
姿
が
描
か
れ
る
︒
こ
こ
で
は
自
分
が
い
な
く
な
っ

た
宇
治
の
邸
が
荒
れ
果
て
て
い
く
こ
と
を
想
像
し
て
嘆
い
て
い
る
中
の
君
の
姿

を
描
い
て
い
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
自
分
が
い
な
く
な
る
か
ら
こ
そ
︑
こ
の
邸

宅
が
荒
れ
果
て
て
い
く
こ
と
を
想
像
し
て
嘆
く
の
で
あ
っ
て
︑
つ
ま
り
は
現
時

点
で
荒
れ
果
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
中
の
君
が
宇
治
を
離
れ
る
際
に
は
︑
次
の
よ
う
に
邸
の
様
子
が
説
明

さ
れ
る
︒

み
な
か
き
払
ひ
︑
よ
ろ
づ
と
り
し
た
た
め
て
︑
御
車
ど
も
寄
せ
て
︑
御
前

の
人
々
︑
四
位
五
位
い
と
多
か
り
︒

︵
早
蕨
巻
︑
五
巻
︑
三
六
二
頁
)

こ
こ
か
ら
は
︑
匂
宮
と
い
う
高
貴
な
人
物
の
使
者
を
迎
え
る
た
め
に
︑
あ
た
り

を
き
れ
い
に
掃
き
清
め
︑
片
付
け
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
片
付

け
に
関
す
る
叙
述
は
︑
こ
れ
よ
り
前
の
総
角
巻
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

匂
宮
が
紅
葉
狩
り
を
口
実
に
宇
治
へ
訪
れ
た
際
︑
薫
か
ら
そ
の
旨
を
伝
え
聞
い

た
宇
治
の
邸
の
対
応
は
︑
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
た
︒

御
簾
か
け
か
へ
︑
こ
こ
か
し
こ
か
き
払
ひ
︑
岩
隠
れ
に
積
も
れ
る
紅
葉
の

朽
葉
す
こ
し
は
る
け
︑
遣
水
の
水
草
払
は
せ
な
ど
ぞ
し
た
ま
ふ
︒

︵
総
角
巻
︑
五
巻
︑
二
九
二
頁
)

﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木
巻
﹁
草
の
も
と
﹂
考

四
〇



こ
の
よ
う
に
︑
八
の
宮
が
亡
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
邸
が
荒
れ
た
と
い
う
描

写
も
な
く
︑
ま
た
薫
や
匂
宮
の
来
訪
も
折
々
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
何
か
に
つ

け
︑
邸
は
手
入
れ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
中
の
君

が
都
に
移
る
前
か
ら
邸
は
荒
れ
果
て
て
お
り
︑
そ
の
よ
う
な
中
で
暮
ら
し
て
い

た
と
は
考
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
実
際
に
宇
治
八
の
宮
邸
が
荒
れ
果
て
て
い
る
こ
と
を
中
の
君
が
知
っ

た
の
は
次
の
場
面
で
あ
る
︒

秋
の
空
は
︑
い
ま
す
こ
し
な
が
め
の
み
ま
さ
り
は
べ
る
︒
つ
れ
づ
れ
の
紛

ら
は
し
に
も
と
思
ひ
て
︑
先
つ
こ
ろ
︑
宇
治
に
も
の
し
て
は
べ
り
き
︒
庭

も
籬
も
ま
こ
と
に
い
と
ど
荒
れ
は
て
て
は
べ
り
し
に
︑
た
へ
が
た
き
こ
と

多
く
な
ん
︒

︵
宿
木
巻
︑
五
巻
︑
三
九
五
頁
)

こ
れ
は
薫
が
宇
治
を
訪
れ
た
際
に
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
を
中
の
君
に
語
る

場
面
で
あ
り
︑
こ
の
薫
の
発
言
を
通
し
て
中
の
君
は
初
め
て
宇
治
の
荒
廃
ぶ
り

を
知
る
こ
と
と
な
る
︒
つ
ま
り
︑
前
掲
の
宿
木
巻
の
﹁
草
の
も
と
﹂
を
草
が
生

い
茂
っ
た
荒
れ
た
邸
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
︑
薫
か
ら
報
告
を
受
け
る
ま
で
想
像

の
中
の
物
で
し
か
な
か
っ
た
邸
の
あ
り
さ
ま
を
憶
測
を
表
わ
す
表
現
も
伴
わ
ず

に
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
︑
中
の
君
が
八
の
宮
邸
を
草
深
く
荒
れ
果
て
た
邸
と
表
現
し
た
と
理
解
す
る

現
代
諸
注
釈
書
の
解
釈
は
不
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

で
は
﹁
草
の
も
と
﹂
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
︑

﹁
草
の
も
と
﹂
が
草
深
く
荒
廃
し
た
邸
を
意
味
す
る
と
い
う
現
代
諸
注
釈
の
解

釈
が
不
自
然
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
︑
別
の
解
釈
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討

し
て
み
た
い
︒
ま
た
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
初
出
で
あ
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
︑
ど

の
よ
う
な
論
理
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
の
か
︑
論
じ
た
い
︒

二
︑
桐
壺
巻
と
宿
木
巻
の
﹁
草
の
も
と
﹂
に
関
す
る

類
似
点
と
相
違
点

宿
木
巻
の
﹁
草
の
も
と
﹂
を
解
釈
す
る
た
め
に
は
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
も
う

一
つ
の
用
例
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
ま
ず
桐
壺
巻
の
用
例

を
確
認
し
︑
宿
木
巻
の
用
例
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
﹁
草
の
も
と
﹂
と
い
う
表
現

の
特
徴
を
捉
え
て
み
た
い
︒

次
に
挙
げ
る
の
は
︑
桐
壺
巻
で
靫
負
命
婦
が
帝
の
命
に
よ
っ
て
更
衣
の
母
の

も
と
を
訪
れ
た
際
の
邸
の
あ
り
様
に
つ
い
て
描
い
た
箇
所
で
あ
る
︒

や
も
め
住
み
な
れ
ど
︑
人
ひ
と
り
の
御
か
し
づ
き
に
︑
と
か
く
つ
く
ろ
ひ

立
て
て
︑
め
や
す
き
ほ
ど
に
て
過
ぐ
し
た
ま
ひ
つ
る
︑
闇
に
く
れ
て
臥
し

し
づ
み
た
ま
へ
る
ほ
ど
に
︑
草
も
高
く
な
り
︑
野
分
に
い
と
ど
荒
れ
た
る

心
地
し
て
︑
月
影
ば
か
り
ぞ
︑
八
重
葎
に
も
さ
は
ら
ず
さ
し
入
り
た
る
︒

︵
桐
壺
巻
︑
一
巻
︑
二
七
頁
)

こ
の
邸
は
桐
壺
更
衣
の
死
後
︑
充
分
に
手
入
れ
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
草
が
生
い

茂
っ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
い
よ
い
よ
命
婦
が
邸
か
ら
立
ち
去
ろ
う

﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木
巻
﹁
草
の
も
と
﹂
考

四
一



と
い
う
場
面
に
お
い
て
︑
命
婦
の
心
内
を
描
く
中
で
﹁
草
の
も
と
﹂
は
用
い
ら

れ
て
い
る
︒

月
は
入
り
方
の
︑
空
清
う
澄
み
わ
た
れ
る
に
︑
風
い
と
涼
し
く
な
り
て
︑

草
む
ら
の
虫
の
声
々
も
よ
ほ
し
顔
な
る
も
︑
い
と
立
ち
は
な
れ
に
く
き
草

の
も
と
な
り
︒

鈴
虫
の
声
の
か
ぎ
り
を
尽
く
し
て
も
長
き
夜
あ
か
ず
ふ
る
涙
か
な

え
も
乗
り
や
ら
ず
︒

︵
桐
壺
︑
一
巻
︑
三
二
頁⑫

)

こ
の
桐
壺
巻
の
﹁
草
の
も
と
﹂
に
つ
い
て
明
確
に
語
釈
を
付
し
た
現
代
注
釈
書

は
な
い
︒
唯
一
﹃
新
編
全
集
﹄
の
頭
注
で
︑﹁
引
き
歌
が
あ
る
ら
し
い
が
未
詳⑬

﹂

と
指
摘
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
こ
の
引
き
歌
の
可
能
性
は
﹃
河
海
抄⑭

﹄
に
す
で

に
同
様
の
指
摘
が
あ
り
︑﹃
新
編
全
集
﹄
の
注
は
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
和
歌
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
は
示
唆
し
な

が
ら
も
︑
引
き
歌
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
ほ
ど
表
現
の
一
致
す
る
も
の
が
な
い
と

い
う
状
況
が
う
か
が
え
よ
う
︒

い
ず
れ
も
﹁
草
の
も
と
﹂
と
い
う
表
現
は
共
通
し
て
い
る
も
の
の
︑
こ
の
桐

壺
巻
と
宿
木
巻
と
の
用
例
に
関
し
て
︑
相
違
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
第

一
に
実
際
に
邸
に
草
が
生
い
茂
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
桐
壺
巻

で
は
︑
靫
負
命
婦
の
眼
前
に
は
草
高
く
茂
っ
た
庭
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
︒
一
方
︑
宿
木
巻
で
は
︑
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
︑
中
の
君
は
そ

の
よ
う
な
状
態
の
邸
を
実
際
に
見
て
︑
そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か

っ
た
︒
ま
た
第
二
に
宿
木
巻
で
は
﹁
か
る
﹂
と
い
う
動
詞
を
伴
っ
て
い
る
の
に

対
し
て
︑
桐
壺
巻
で
は
﹁
は
な
る
﹂
と
い
う
別
の
表
現
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
︒﹁
か
る
﹂
は
掛
詞
と
し
て
機
能
す
る
が
︑
﹁
は
な
る
﹂
で
は
掛
詞
に
は
な

ら
な
い
︒
一
方
︑
﹁
草
の
も
と
﹂
が
指
す
も
の
に
つ
い
て
類
似
点
を
見
出
す
こ

と
も
で
き
る
︒
そ
れ
は
い
ず
れ
の
例
も
人
が
離
れ
る
︑
あ
る
い
は
離
れ
よ
う
と

し
て
い
る
場
所
に
対
し
て
﹁
草
の
も
と
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
︒

で
は
︑
な
ぜ
離
れ
る
対
象
と
し
て
﹁
草
の
も
と
﹂
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ

る
の
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
和
歌
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
先

に
相
違
点
と
し
て
述
べ
た
と
お
り
桐
壺
巻
の
用
例
は
た
し
か
に
﹁
か
る
﹂
と
い

う
表
現
を
伴
わ
な
い
が
︑
こ
の
地
の
文
自
体
は
靫
負
命
婦
が
和
歌
を
詠
む
に
至

る
心
情
を
表
わ
し
た
特
に
抒
情
的
な
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
︒
こ
の
桐
壺

巻
の
﹁
草
の
も
と
﹂
を
含
む
地
の
文
は
︑
帝
へ
の
報
告
の
た
め
に
帰
参
し
よ
う

と
し
て
い
た
靫
負
命
婦
の
足
を
﹁
も
よ
ほ
し
顔
な
る
﹂
虫
の
声
が
止
め
︑
沸
き

起
こ
っ
た
﹁
立
ち
は
な
れ
に
く
き
草
の
も
と
な
り
﹂
と
い
う
心
情
が
和
歌
の
詠

出
へ
と
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
桐
壺
巻
の

用
例
は
︑
実
景
と
重
な
り
つ
つ
も
︑
和
歌
の
詠
出
に
至
る
心
情
表
現
と
し
て
機

能
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
一
方
︑
宿
木
巻
の
用
例
は
実
景
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
が
︑
こ
ち
ら
は
和
歌
的
な
修
辞
法
で
あ
る
掛
詞
﹁
か
る
﹂
を
伴
っ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
桐
壺
巻
と
宿
木
巻
の
用
例
は
い
ず
れ
も
和
歌
的

﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木
巻
﹁
草
の
も
と
﹂
考
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な
論
理
に
基
づ
い
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒

三
︑﹁
草
﹂
と
掛
詞
﹁
か
る
﹂

先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
桐
壺
巻
と
宿
木
巻
の
用
例
が
と
も
に
和
歌
的
な
論
理

に
基
づ
い
て
表
わ
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
︒

こ
こ
で
は
︑
こ
の
表
現
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
︑
和
歌
の
表
現
史
の
中
で

﹁
草
﹂
と
掛
詞
﹁
か
る
﹂
に
よ
っ
て
何
が
表
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
き
た
い
︒

ま
ず
は
こ
れ
ま
で
掛
詞
﹁
か
る
﹂
が
先
行
研
究
で
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ

て
き
た
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
︒
時
枝
誠
記
氏
は
︑
掛
詞
に
つ
い
て
﹁
展
開
さ

れ
た
二
の
想
の
間
に
感
情
的
に
見
て
共
通
な
も
の
を
見
出
せ
る
の
で
あ
る
﹂
と

さ
れ
た
う
え
で
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄﹁
山
里
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
め

も
草
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば
﹂︵
巻
六
・
冬
歌
・
三
一
五
︑
源
宗
于
朝
臣⑮

︶
を
挙

げ
︑
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

︵
前
略
︶﹁
か
る
﹂
と
い
う
語
は
︑
今
日
考
え
ら
れ
て
い
る
﹁
離
る
﹂﹁
枯

る
﹂
の
対
立
以
上
に
小
で
あ
っ
て
︑﹁
水
か
る
﹂﹁
声
か
る
﹂
と
使
用
せ
ら

れ
る
様
に
︑
物
の
量
の
減
少
し
て
行
く
こ
と
を
意
味
す
る
︒
若
し
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
︑
こ
の
懸
詞
は
僅
少
の
対
比
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と

い
う
こ
と
が
出
来
る⑯

︒

こ
の
よ
う
に
︑
言
葉
の
音
声
的
な
つ
な
が
り
だ
け
で
な
く
︑
感
情
的
に
見
て
共

通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
︑
と
く
に
掛
詞
﹁
か
る
﹂
に
つ
い
て
は
︑

草
の
量
と
︑
訪
れ
る
人
の
量
が
減
少
し
て
行
く
と
い
う
重
な
り
を
指
摘
さ
れ
た
︒

ま
た
︑
窪
田
空
穂
氏
は
︑
前
掲
の
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
三
一
五
番
歌
の
解
釈
の
中

で
︑
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

山
里
に
住
ん
で
い
て
の
冬
の
寂
し
さ
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
寂
し

さ
を
い
う
に
︑
都
を
対
照
と
し
て
余
情
的
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
︑﹁
人
め

も
草
も
﹂
と
︑
一
見
か
け
離
れ
た
と
見
え
る
も
の
を
同
列
に
置
い
て
︑

﹁
か
れ
ぬ
﹂
を
掛
詞
に
し
て
︑
自
然
と
人
間
と
に
距
離
を
認
め
な
い
趣
を

見
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
当
時
の
風
が
見
え
る
と
い
え
る⑰

︒

窪
田
氏
は
︑
自
然
と
人
と
の
あ
り
方
を
重
ね
て
見
る
も
の
の
見
方
に
︑
当
時
の

特
徴
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
窪
田
氏
も
時
枝
氏
と
同
様
に
︑
音
声
的
な

重
な
り
だ
け
で
は
な
い
︑
観
念
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
重
な
り
が
当
時
に
は
あ
っ
た

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
掛
詞
に
は
音
声
的
な
重
な
り
だ

け
で
な
く
物
事
の
捉
え
方
や
感
じ
方
の
重
な
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
︑
そ
れ

を
捉
え
る
こ
と
が
掛
詞
を
含
む
文
脈
を
捉
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
え
よ
う
︒

で
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
掛
詞
﹁
か
る
﹂
が
用
い
ら
れ
た
和
歌
の
用
例
を
確

認
し
︑
そ
の
表
現
の
背
景
に
人
と
草
と
が
ど
の
よ
う
に
重
ね
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
か
を
考
え
て
み
た
い
︒
た
だ
し
︑
掛
詞
﹁
か
る
﹂
が
使
用
さ
れ
る
場
合
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木
巻
﹁
草
の
も
と
﹂
考
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﹁
枯
れ
る
﹂
対
象
と
な
る
も
の
と
し
て
︑
草
以
外
に
も
︑
木
や
具
体
的
な
植
物

名
︑
そ
の
他
様
々
な
も
の
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒
本
稿
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
草

の
も
と
﹂
と
い
う
表
現
の
分
析
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
﹁
草
﹂

と
い
う
語
に
対
し
て
掛
詞
﹁
か
る
﹂
が
用
い
ら
れ
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
︑
ま

た
は
同
時
代
の
和
歌
の
用
例
に
絞
っ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
︑
ま
た
は
お
お
よ
そ
同
時
代
の
和
歌
に
お
い
て
︑﹁
草
﹂

と
動
詞
﹁
か
る
﹂
が
と
も
に
用
い
ら
れ
る
和
歌
は
五
九
例
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る⑱

︒
そ
の
中
で
︑
人
と
草
と
を
重
ね
て
捉
え
︑
そ
れ
ら
に
対
し
て
掛
詞
﹁
か

る
﹂
を
用
い
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
和
歌
は
︑
五
九
首
の
う
ち
三
九
首
に
及
ぶ
︒

ま
ず
確
認
し
た
い
の
は
﹃
業
平
集
﹄
の
用
例
で
あ
る
︒

秋
は
ぎ
を
い
ろ
ど
る
風
は
ふ
き
ぬ
と
も
こ
こ
ろ
は
か
れ
じ
草
葉
な
ら
ね
ば

︵﹃
業
平
集
﹄
一
二
)

こ
れ
は
用
例
の
中
で
は
古
い
時
代
の
も
の
で
︑﹁
草
葉
﹂
と
人
の
﹁
こ
こ
ろ
﹂

を
対
比
し
て
い
る
︒
先
に
触
れ
た
先
行
研
究
の
指
摘
と
は
異
な
り
︑
草
と
人
と

の
あ
り
方
を
同
じ
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
人
と
草
と
の
あ
り
方
が
同
じ
で
あ
る

こ
と
を
否
定
す
る
た
め
に
掛
詞
﹁
か
る
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
次
に

挙
げ
る
﹃
論
春
秋
歌
合
﹄
は
先
の
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
三
一
五
番
歌
に
類
す
る
用

例
で
あ
る
︒み

ぎ

と
よ
ぬ
し

く
さ
も
き
も
お
も
ひ
も
と
も
に
か
れ
ゆ
き
て
し
ぐ
れ
に
ぬ
る
る
ふ
ゆ
は
ま

さ
れ
り

︵
﹃
論
春
秋
歌
合
﹄
一
八
)

こ
の
和
歌
で
は
︑
草
︑
木
︑
思
い
を
並
列
に
挙
げ
︑
枯
れ
る
様
子
と
思
い
が
離

れ
て
い
く
様
子
を
重
ね
て
表
現
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
三
一
五
番
歌
以
外
に
お
い
て
も
︑
掛
詞

﹁
か
る
﹂
に
つ
い
て
︑
時
枝
氏
以
来
の
指
摘
の
よ
う
に
草
の
量
と
訪
れ
る
人
︑

あ
る
い
は
人
の
心
︑
思
い
の
量
が
減
る
と
い
う
意
味
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
︒﹃
業
平
集
﹄
以
外
に
も
人
と
草
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を

敢
え
て
指
摘
す
る
例
も
あ
る
も
の
の
︑
こ
の
﹃
業
平
集
﹄
一
二
番
歌
が
他
の
歌

集
や
物
語
に
所
収
さ
れ
る
場
合
の
方
が
用
例
数
と
し
て
は
多
い⑲

︒
し
た
が
っ
て

﹁
離
る
﹂
と
﹁
枯
る
﹂
と
い
う
言
葉
の
音
を
重
ね
る
表
現
に
お
い
て
は
︑
草
の

有
様
そ
の
も
の
に
人
の
心
の
状
態
を
重
ね
て
表
わ
す
こ
と
が
主
流
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
︒

一
方
︑
草
が
枯
れ
る
と
い
う
状
況
だ
け
で
な
く
︑
茂
る
状
態
を
読
ん
だ
和
歌

も
確
認
で
き
る
︒

題
し
ら
ず

凡
河
内
み
つ
ね

か
れ
は
て
む
の
ち
を
ば
し
ら
で
夏
草
の
深
く
も
人
の
お
も
ほ
ゆ
る
か
な

︵﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
一
四
・
恋
歌
四
・
六
八
六
)

こ
の
例
は
︑
の
ち
に
関
係
が
途
絶
え
る
状
態
を
﹁
枯
れ
は
て
む
﹂
と
し
︑
そ
れ

に
対
し
て
現
在
の
深
い
思
い
や
人
と
の
関
係
を
夏
の
草
深
い
様
子
に
重
ね
て
表

わ
し
て
い
る
︒
枯
れ
る
と
き
の
様
だ
け
で
な
く
︑
繁
茂
の
様
子
も
人
の
思
い
と

﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木
巻
﹁
草
の
も
と
﹂
考
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重
ね
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
の
例
か
ら
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
︒

四
︑
和
歌
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
草
の
部
位
と
そ
の
意
味

こ
こ
で
は
引
き
続
き
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
︑
あ
る
い
は
同
時
代
の
和
歌
に
つ

い
て
︑﹁
草
﹂
と
掛
詞
﹁
か
る
﹂
が
用
い
ら
れ
る
用
例
を
分
析
し
︑
と
く
に
草

の
ど
の
部
位
が
具
体
的
に
和
歌
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
詠
ま
れ
て
い
る
か
に
着
目

し
て
み
た
い
︒

掛
詞
﹁
か
る
﹂
が
用
い
ら
れ
る
際
に
最
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
草
の
部
位

は
︑
葉
で
あ
る
︒
先
述
の
五
九
例
の
う
ち
︑
の
べ
一
二
例
は
﹁
草
葉
﹂︑
二
例

は
﹁
か
れ
は
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る⑳

︒
そ
の
う
ち
の
一
首
に
︑
た
と
え
ば
﹃
貫

之
集
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

秋
の
の
の
う
つ
ろ
ふ
み
れ
ば
つ
れ
も
な
く
か
れ
に
し
人
は
草
葉
と
ぞ
み
る

︵﹃
貫
之
集
﹄
六
〇
六
)

こ
れ
も
草
が
枯
れ
る
こ
と
と
人
が
離
れ
て
い
く
こ
と
を
重
ね
て
捉
え
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
え
る
例
で
あ
る
︒
加
え
て
こ
の
用
例
で
は
単
な
る
﹁
草
﹂
で
は
な

く
︑
草
の
葉
の
部
分
が
枯
れ
る
と
い
う
表
現
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
以
外
の
例

も
同
様
の
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
と
く
に
葉
は
枯
れ
る
部
位
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
こ
の
﹁
草
葉
﹂
と
い
う
表
現
以
外
に
も
︑
次
の
よ
う
な

例
も
あ
る
︒か

み
の
こ
す
け
も
と
の
ぬ
し
あ
は
れ
に
か
た
ら
ひ
な
ど
す
る
に
︑
に

は
か
に
と
し
ご
ろ
の
め
こ
ど
も
も
す
て
て
︑
は
ふ
し
に
な
り
し
は
︑

し
ば
し
ひ
ぜ
の
く
に
に
ふ
わ
の
み
た
け
に
お
こ
な
ひ
て
︑
も
ろ
こ
し

に
わ
た
り
に
し
︑
い
み
じ
う
か
な
し
と
い
へ
ば
よ
の
つ
ね
な
り
︑
そ

の
め
こ
ど
も
い
ま
は
と
て
︑
京
へ
の
ぼ
り
な
む
と
す
︑
み
づ
か
ら
は

そ
の
人
の
心
を
く
み
み
る
に
も
︑
又
あ
は
れ
な
り
︑
心
を
お
も
ふ
に

も
︑
わ
り
な
う
い
み
じ

か
れ
ぬ
べ
き
く
さ
の
す
ゑ
と
も
し
ら
ず
し
て
つ
ゆ
の
い
の
ち
を
な
に
に
か

け
け
む

︵﹃
檜
垣
嫗
集
﹄
二
二
)

﹃
檜
垣
嫗
集
﹄
の
︑﹁
か
れ
ぬ
べ
き
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
は
︑
枯
れ
る
も
の
と
し

て
﹁
す
ゑ
﹂︑
つ
ま
り
葉
先
が
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

一
方
︑
次
に
挙
げ
る
﹃
躬
恒
集
﹄
や
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
例
を
見
る
と
︑

掛
詞
﹁
か
る
﹂
の
対
象
と
な
る
﹁
草
﹂
に
つ
い
て
︑
と
く
に
﹁
根
﹂
が
詠
ま
れ

る
も
の
が
確
認
で
き
る
︒

い
ま
は
は
や
か
れ
は
て
な
ま
し
く
さ
の
ね
の
か
は
ら
で
つ
ひ
に
は
る
を
ま

つ
か
な

︵
西
本
願
寺
蔵
﹃
躬
恒
集
﹄
三
六
四
)

今
は
は
や
か
れ
は
て
な
ま
し
草
の
根
の
た
え
ず
も
つ
ひ
に
春
に
あ
ふ
か
な

︵
書
陵
部
蔵
﹃
躬
恒
集
﹄
一
八
)

い
ま
は
は
や
か
れ
は
て
な
ま
し
草
の
ね
の
も
え
て
も
つ
ひ
に
春
に
あ
へ
る

か
も

︵
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
六
・
春
草
・
三
五
四
六
・
凡
河
内
躬
恒
)

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
躬
恒
の
詠
歌
と
し
て
所
収
さ
れ
て
お
り
︑
下
の
句
に
異
同
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が
あ
る
も
の
の
︑
い
ず
れ
も
和
歌
の
大
意
と
し
て
は
︑
葉
が
枯
れ
た
と
し
て
も

根
が
残
り
︑
葉
の
方
が
枯
れ
て
も
そ
こ
は
変
わ
ら
ず
︑
ま
た
春
に
な
る
の
を
待

っ
て
い
る
と
い
う
草
を
表
現
す
る
こ
と
を
通
し
て
︑
ま
た
会
え
る
こ
と
を
期
待

す
る
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
︒﹃
檜
垣
嫗
集
﹄
や
﹃
躬
恒
集
﹄
な

ど
の
例
に
着
目
す
る
と
︑﹁
葉
﹂
や
﹁
す
ゑ
﹂
な
ど
表
現
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る

こ
と
か
ら
と
く
に
決
ま
っ
た
表
現
形
式
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
︑

葉
︵
す
ゑ
︶
の
方
は
枯
れ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
︑
根
は

葉
が
枯
れ
る
季
節
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
ず
に
残
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と

推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
葉
︵
す
ゑ
︶
と
根
の
関
係
は
︑
和
歌
の
表
現
に
お
い
て
は

対
と
な
る
概
念
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
例
え
ば
次
の
例
を
確
認
し
た
い
︒

世
の
は
か
な
さ
の
思
ひ
知
ら
れ
は
べ
り
し
か
ば

す
ゑ
の
露
も
と
の
雫
や
世
の
中
の
お
く
れ
さ
き
だ
つ
た
め
し
な
る
ら
ん

︵﹃
遍
照
集
﹄
一
五
)

こ
れ
は
掛
詞
﹁
か
る
﹂
の
用
例
で
は
な
い
が
︑
葉
先
に
宿
っ
た
露
を
﹁
す
ゑ
の

露
﹂︑
植
物
の
根
元
の
雫
を
﹁
も
と
の
雫
﹂
と
対
比
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ

る
︒
こ
の
和
歌
は
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
や
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
に
も
所
収
さ
れ

て
お
り
︑
草
に
対
す
る
﹁
す
ゑ
﹂
と
﹁
も
と
﹂
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
同
時
代
に

お
い
て
共
有
な
さ
れ
た
対
概
念
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
と
く
に
︑

根
元
を
表
わ
す
表
現
と
し
て
﹁
も
と
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
こ
こ
で
は

留
意
し
て
お
き
た
い
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
草
﹂
と
掛
詞
﹁
か
る
﹂
の
用
例
か
ら
︑
草
が
茂
る
こ
と
・

枯
れ
る
こ
と
と
︑
人
と
の
交
流
や
そ
の
思
い
が
深
ま
る
こ
と
・
離
れ
る
こ
と
と

を
重
ね
見
る
と
い
う
和
歌
的
な
捉
え
方
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
草
の
部
位

で
は
葉
︵
す
ゑ
︶
と
根
も
と
︵
も
と
︶
は
対
を
な
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

お
り
︑
掛
詞
﹁
か
る
﹂
が
詠
ま
れ
る
和
歌
の
中
で
は
枯
れ
る
も
の
と
し
て
葉

︵
す
ゑ
︶
が
︑
葉
が
枯
れ
て
も
残
る
も
の
と
し
て
根
︵
も
と
︶
が
対
比
的
に
認

識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
ど
の
部
位
を
和
歌
で
取
り
上
げ
る
か
で

そ
こ
に
重
ね
ら
れ
る
人
と
の
つ
な
が
り
や
思
い
も
様
々
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
︒五

︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
草
の
も
と
﹂
の
検
討

本
章
で
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木
巻
の
﹁
草
の
も
と
﹂
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で

の
分
析
を
踏
ま
え
て
解
釈
を
試
み
た
い
︒

こ
の
よ
う
な
掛
詞
﹁
か
る
﹂
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
草
と
人
と
の
関
係
を
踏

ま
え
て
み
る
と
︑
本
稿
冒
頭
で
挙
げ
た
現
代
諸
注
釈
書
の
解
釈
と
は
異
な
る
解

釈
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
た
と
え
ば
蓬
生
巻
の
常
陸
宮
邸

の
よ
う
な
雑
草
が
生
い
茂
っ
て
い
る
と
い
う
描
写
は
︑
人
足
が
遠
の
い
た
あ
り

さ
ま
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
し
か
し
︑
掛
詞
﹁
か
る
﹂
が
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
︑
む
し
ろ
草
の
繁
茂
の
様
は
人
と
の
つ
な
が

り
や
思
い
が
深
い
状
態
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
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り
︑
草
の
繁
茂
の
様
を
表
現
し
て
い
て
も
︑
実
景
と
し
て
捉
え
る
か
︑
和
歌
に

お
い
て
共
有
さ
れ
て
き
た
人
と
草
と
を
重
ね
み
る
表
現
と
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
︑

別
の
解
釈
が
可
能
と
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
草
の
も
と
﹂
の
﹁
も
と
﹂
は
︑
す
で
に
考
察
し

た
和
歌
の
用
例
を
踏
ま
え
る
と
︑
漠
然
と
草
そ
の
も
の
を
表
わ
し
た
も
の
で
は

な
く
︑
草
の
根
も
と
を
と
く
に
意
味
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒
つ
ま
り
︑﹁
草
の
も
と
﹂
は
︑
枯
れ
や
す
い
葉
︵
す
ゑ
︶
の
部
分
で
は
な

く
︑
枯
れ
ず
に
残
る
草
の
根
も
と
の
部
分
︵
も
と
︶
を
と
く
に
指
し
た
表
現
で

あ
り
︑
そ
の
﹁
草
の
も
と
﹂
に
︑
人
に
対
す
る
根
強
い
思
い
を
重
ね
て
表
現
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

桐
壺
巻
で
は
︑﹁
草
む
ら
の
虫
の
声
々
も
よ
ほ
し
顔
な
る
も
︑
い
と
立
ち
は

な
れ
に
く
き
草
の
も
と
な
り
﹂
と
︑
虫
の
声
の
あ
り
か
で
あ
る
場
所
を
説
明
す

る
際
に
は
﹁
草
む
ら
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
そ
の
直
後
の
︑
立
ち
去

り
が
た
い
心
情
を
表
わ
す
際
に
は
﹁
草
の
も
と
﹂
と
表
現
が
改
め
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
こ
と
に
着
目
す
る
と
︑
こ
の
﹁
草
の
も
と
﹂
は
単
に
実
景
を
表
わ
し
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
︑
葉
先
が
枯
れ
て
も
最
後
ま
で
残
る
︑
枯
れ
に
く
い
草
の
根

も
と
に
重
ね
て
︑
と
も
に
嘆
き
を
共
有
す
る
更
衣
の
母
が
い
る
場
所
に
対
す
る

離
れ
に
く
さ
を
表
わ
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
草
の
も
と
﹂
は
︑

草
と
人
と
を
重
ね
て
捉
え
る
和
歌
的
な
表
現
で
あ
り
︑
人
に
対
す
る
思
い
の
強

さ
を
︑
そ
の
人
に
ゆ
か
り
の
あ
る
場
所
か
ら
の
離
れ
が
た
さ
と
し
て
表
現
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

ま
た
本
稿
の
目
的
で
あ
る
宿
木
巻
の
用
例
に
つ
い
て
も
実
景
を
表
わ
し
た
も

の
で
は
な
く
︑
和
歌
的
な
心
情
表
現
と
し
て
解
釈
し
て
み
た
い
︒
夕
霧
の
六
の

君
と
匂
宮
と
の
婚
儀
を
耳
に
し
た
中
の
君
が
煩
悶
す
る
場
面
に
お
い
て
は
︑

﹁
つ
ひ
に
は
山
住
み
に
還
る
べ
き
な
り
﹂
と
︑
ま
ず
宇
治
の
こ
と
が
﹁
山
住
み
﹂︑

宇
治
の
人
々
は
﹁
山
が
つ
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
匂
宮
に
相

手
に
さ
れ
ず
結
果
と
し
て
宇
治
に
戻
る
と
い
う
不
本
意
な
出
戻
り
を
考
え
る
こ

の
場
面
で
は
︑
宇
治
に
つ
い
て
﹁
山
﹂
に
ま
つ
わ
る
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
︒
と
く
に
﹁
山
が
つ
﹂
に
つ
い
て
は
︑
宇
治
に
住
ま
う
者
を
低
く
み
た
言
い

方
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
一
方
︑
中
の
君
は
こ
の
直
後
︑﹁
宮
の
の
た
ま
ひ
お

き
し
こ
と
に
違
ひ
て
﹂
と
父
八
の
宮
の
遺
言
に
背
い
た
こ
と
を
後
悔
す
る
中
で
︑

宇
治
の
邸
の
こ
と
を
﹁
草
の
も
と
﹂
と
表
現
し
て
い
た
︒
同
じ
宇
治
を
表
わ
す

の
に
﹁
山
﹂
に
ま
つ
わ
る
表
現
か
ら
﹁
草
の
も
と
﹂
に
表
現
が
変
わ
っ
た
の
は
︑

宇
治
の
﹁
山
が
つ
﹂
か
ら
父
宮
へ
︑
思
い
浮
か
べ
る
人
物
が
変
わ
っ
た
こ
と
と

連
動
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
﹁
草
の
も
と
を
か
れ
に
け
る
﹂
に
つ
い

て
︑
こ
れ
も
和
歌
的
な
表
現
と
し
て
解
釈
す
る
と
︑
草
の
根
も
と
の
す
っ
か
り

枯
れ
て
し
ま
っ
た
状
態
に
重
ね
て
︑
父
宮
の
遺
言
が
込
め
ら
れ
た
宇
治
か
ら
離

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
単
な
る
﹁
草
﹂
で
は
な
く

﹁
草
の
も
と
﹂
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
本
来
葉
の
部
分
が
枯
れ
て
も

最
後
ま
で
残
る
は
ず
の
根
も
と
ま
で
枯
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
︑
中
の
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君
の
感
じ
て
い
る
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
断
絶
を
表
わ
す
心
情
表
現
と
な
り
え

た
の
で
あ
る
︒

六
︑
ま
と
め

以
上
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
で
用
い
ら
れ
た
﹁
草
の
も
と
﹂
と
い
う
表
現
に
つ
い

て
︑
和
歌
の
表
現
に
注
目
し
な
が
ら
検
討
し
て
き
た
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
中
の
い

ず
れ
の
例
も
︑
あ
る
邸
を
離
れ
る
と
い
う
文
脈
に
用
い
ら
れ
︑
な
お
か
つ
和
歌

に
関
わ
る
表
現
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
草
﹂
と
掛
詞
﹁
か
る
﹂

を
用
い
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
や
同
時
代
の
和
歌
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
︒

こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
は
︑
掛
詞
と
し
て
の
音
の
重
な
り
に
加
え
て
︑
草
の
栄
枯

と
︑
人
と
の
関
係
や
人
へ
の
思
い
が
深
ま
り
途
絶
え
て
い
く
様
を
重
ね
て
捉
え

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
ま
た
と
く
に
﹁
草
﹂
に
対
し
て
は
︑
枯
れ
や
す

い
葉
︵
す
ゑ
︶
に
対
し
︑
葉
が
枯
れ
て
も
残
る
の
が
根
で
あ
る
と
い
う
部
位
に

つ
い
て
の
認
識
が
あ
る
こ
と
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
人
と
の

つ
な
が
り
を
表
わ
す
た
め
の
比
喩
と
し
て
草
の
像
を
詠
む
と
い
う
方
法
が
和
歌

で
は
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
草
の
も
と
﹂
に
つ
い
て
︑
草
と
人

と
の
つ
な
が
り
を
重
ね
見
る
和
歌
的
な
表
現
と
し
て
み
る
な
ら
ば
︑
人
に
対
す

る
強
い
思
い
を
︑
葉
先
が
枯
れ
て
も
最
後
ま
で
残
る
草
の
根
も
と
に
重
ね
て
表

現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
宿
木
巻
の
﹁
草
の
も
と
﹂
は
︑
遺
言
に
背

き
八
の
宮
の
思
い
を
絶
つ
行
動
を
し
た
こ
と
︑
つ
ま
り
自
ら
宇
治
を
離
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
︑
本
来
草
の
中
で
も
枯
れ
に
く
い
根
も
と
の
部
分
ま
で
す
っ
か

り
枯
れ
果
て
た
草
の
状
態
に
重
ね
て
表
現
し
︑
中
の
君
の
感
じ
た
取
り
返
し
の

つ
か
な
い
断
絶
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
桐
壺
巻
の
﹁
草
の
も

と
﹂
は
実
景
的
な
側
面
も
あ
る
も
の
の
︑
宿
木
巻
の
﹁
草
の
も
と
﹂
は
︑
八
の

宮
邸
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
中
の
君
の
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
草
深
い

邸
と
い
う
実
景
を
反
映
し
た
表
現
と
し
て
で
は
な
く
︑
心
情
表
現
と
し
て
の
意

味
合
い
が
強
い
︒

引
き
歌
な
ど
の
顕
在
的
な
和
歌
的
表
現
に
対
し
て
︑
﹁
草
の
も
と
﹂
は
同
時

代
に
共
有
さ
れ
て
い
た
和
歌
的
な
発
想
や
物
事
の
捉
え
方
を
反
映
さ
せ
た
潜
在

的
な
和
歌
的
表
現
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒﹁
草
の
も
と
﹂
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
作

ら
れ
た
表
現
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
よ
う
に
し
て
和
歌
の
中
で
人
々
が
共
有

し
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
︑
人
へ
の
思
い
を
︑
場
所
へ
の
思
い
に
結
び
付
け

て
人
物
の
心
情
の
機
微
を
描
く
と
こ
ろ
に
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
表
現
の
方
法
の

一
端
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

注①

﹃
源
氏
物
語
﹄
本
文
は
す
べ
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︵
小
学
館
︶
に
よ
り
巻

名
頁
数
等
を
示
し
︑
一
部
表
記
を
私
に
改
め
た
︒
な
お
︑
﹁
草
の
も
と
を
﹂
の
本
文

異
同
と
し
て
は
御
物
本
に
の
み
﹁
草
の
も
と
に
﹂
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
の
検
討
は
別
稿
に
譲
り
︑
ひ
と
ま
ず
﹁
草
の
も
と
を
﹂
と
い
う

﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木
巻
﹁
草
の
も
と
﹂
考

四
八



本
文
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
︒

②

石
田
穣
二
︑
清
水
好
子
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

源
氏
物
語
﹄
七
巻
︑
新
潮
社
︑

一
九
八
三
年
一
一
月
︑
一
六
一
頁
︒

③

柳
井
滋
︑
室
伏
信
助
︑
大
朝
雄
二
︑
鈴
木
日
出
男
︑
藤
井
貞
和
︑
今
西
祐
一
郎

﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

源
氏
物
語
﹄
五
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
七
年
三
月
︑

三
五
頁
︒

④

鈴
木
一
雄
監
修
︑
原
岡
文
子
編
集
﹃
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識

宿
木
︵
前

半
︶﹄︑
至
文
堂
︑
二
〇
〇
五
年
六
月
︑
五
七
頁
︒

⑤

梅
野
き
み
子
︑
岡
本
美
和
子
︑
嘉
藤
久
美
子
︑
佐
藤
厚
子
﹃
源
氏
物
語
注
釈
﹄
第

一
〇
巻
︑
風
間
書
房
︑
二
〇
一
四
年
一
〇
月
︑
八
二
頁
︒

⑥

玉
上
琢
彌
﹃
源
氏
物
語
評
釈
﹄
第
一
一
巻
︑
角
川
書
店
︑
一
九
六
八
年
三
月
︑
一

〇
九
頁
︒

⑦

注
⑥
に
同
じ
︒

⑧

注
④
に
同
じ
︒

⑨

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
﹄
五
巻
︑
小
学
館
︑
一
九
九
七
年
七
月
︑
三
八
四
頁
︒

⑩

注
⑤
に
同
じ
︒

⑪

﹃
花
鳥
餘
情
﹄︵
伊
井
春
樹
編
﹃
源
氏
物
語
古
注
集
成

松
本
本
花
鳥
餘
情
﹄
桜
楓

社
︑
一
九
七
八
年
︑
三
〇
七
頁
︶
に
は
﹁
草
の
も
と
は
よ
も
き
か
も
と
の
す
み
か
を

あ
ら
す
心
な
り
此
詞
は
桐
壺
の
巻
に
も
あ
り
﹂
と
あ
り
︑
雑
草
の
生
え
た
荒
れ
た
邸

で
あ
る
と
い
う
旨
の
指
摘
も
あ
る
︒﹃
孟
津
抄
﹄︵
野
村
精
一
編
﹃
源
氏
物
語
古
注
集

成

孟
津
抄
下
巻
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
八
二
年
︑
一
六
三
頁
︶
と
﹃
岷
江
入
楚
﹄︵
中

田
武
司
編
﹃
源
氏
物
語
古
注
集
成

岷
江
入
楚

第
四
巻
﹄
一
九
八
三
年
︑
桜
楓
社
︑

三
三
五
頁
︶
も
﹃
花
鳥
餘
情
﹄
と
同
様
の
注
を
付
す
︒
ま
た
﹃
細
流
抄
﹄︵
伊
井
春

樹
﹃
源
氏
物
語
古
注
集
成

内
閣
文
庫
本
細
流
抄
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
八
〇
年
︑
三
八

九
頁
︶
に
は
﹁
故
郷
の
や
と
り
を
い
へ
り
桐
壺
巻
に
此
詞
あ
り
﹂
と
い
う
注
が
付
さ

れ
て
い
る
︒

⑫

﹁
草
の
も
と
﹂
の
本
文
異
同
と
し
て
国
冬
本
の
み
﹁
と
こ
ろ
の
さ
ま
﹂
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
︑
本
稿
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
こ
と
と
す
る
︒

⑬

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
巻
︑
小
学
館
︑
一
九
九
四
年
三
月
︑
三
一
頁
︒

⑭

玉
上
琢
彌
﹃
紫
明
抄

河
海
抄
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
六
八
年
︑
二
〇
〇
頁
︒﹃
河

海
抄
﹄
に
は
﹁
古
哥
詞
未
勘

蓬
か
も
と
同
風
情
歟
﹂
と
あ
る
︒

⑮

こ
れ
以
降
の
和
歌
の
引
用
は
す
べ
て
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
Ｄ
Ｖ
Ｄ
︱

Ｒ
︵
角
川
学

芸
出
版
︶
に
よ
り
巻
︑
歌
番
号
等
を
挙
げ
た
︒
た
だ
し
物
語
中
の
和
歌
の
場
合
は
︑

﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
記
載
の
歌
番
号
の
あ
と
に
︑﹃
新
編
全
集
﹄
に
基
づ
く
段
を

︵

︶
内
に
記
載
し
た
︒

⑯

時
枝
誠
記
﹁
第
二
篇
第
六
章

国
語
美
論
﹂﹃
国
語
学
原
論
︵
下
︶
﹄︑
岩
波
文
庫
︑

二
〇
〇
七
年
︑
二
六
七
頁
︵
初
出
は
﹃
国
語
学
原
論
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
四
一
年
︶︒

⑰

窪
田
空
穂
﹃
古
今
和
歌
集
評
釈

上
巻
﹄
︑
東
京
堂
出
版
︑
一
九
六
〇
年
︑
四
九

六
頁
︒

⑱

和
歌
の
用
例
検
索
に
は
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
Ｄ
Ｖ
Ｄ
︱

Ｒ
を
用
い
た
︒
ま
た
本
稿

で
の
考
察
の
対
象
と
し
て
は
︑
時
代
順
に
検
索
結
果
を
表
示
し
た
際
の
︑﹃
源
氏
物

語
﹄
と
同
時
代
の
歌
人
の
家
集
で
あ
る
﹃
伊
勢
大
輔
集
﹄
ま
で
と
し
︑
そ
れ
に
続
き

表
示
さ
れ
た
﹃
四
条
宮
下
野
集
﹄
以
降
の
検
索
結
果
は
含
め
な
い
こ
と
と
し
た
︒
ま

た
︑
こ
の
三
九
首
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
の
中
で
引
用
し
た
和
歌
お
よ
び
後
の
注
⑲
⑳

で
挙
げ
た
和
歌
以
外
に
以
下
の
も
の
を
含
む
︒﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
六
・
冬
歌
・
三

三
八
︑
書
陵
部
蔵
﹃
躬
恒
集
﹄
二
九
二
︑
三
一
九
︑﹃
宗
于
集
﹄
一
五
︑﹃
陽
成
院
一

親
王
姫
君
達
歌
合
﹄
六
︑﹃
九
条
右
大
臣
集
﹄
三
九
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
二
・
九

八
三
︑
第
六
・
三
五
六
九
︑
三
五
七
〇
︑
三
五
七
一
︑
﹃
如
意
法
集
﹄
一
六
︑
﹃
好
忠

集
﹄
三
二
〇
︑
﹃
馬
内
侍
集
﹄
三
五
︑
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
下
・
五
六
四
︑﹃
和
泉
式

部
集
﹄
七
一
三
︑
﹃
相
模
集
﹄
五
五
八
︑
﹃
三
十
六
人
撰
﹄
九
七
︑﹃
定
頼
集
﹄︵
出
光

﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木
巻
﹁
草
の
も
と
﹂
考

四
九



美
術
館
蔵
本
︶
六
六
︑︵
尊
経
閣
文
庫
蔵
本
︶
三
九
〇
︒

⑲

﹃
後
撰
和
歌
集
﹄
巻
第
四
・
夏
・
二
二
四
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
一
・
四
一
六
︑

﹃
大
和
物
語
﹄
二
六
六
︵
一
六
〇
段
︶
に
﹃
業
平
集
﹄
一
二
と
同
じ
和
歌
が
確
認
で

き
る
︒
ま
た
﹃
延
喜
御
集
﹄
三
も
﹁
霜
さ
や
ぐ
の
べ
の
く
さ
ば
に
あ
ら
ね
ど
も
か
ど

か
人
め
の
か
れ
ま
さ
る
ら
む
﹂
と
あ
り
︑
草
と
は
違
う
も
の
と
し
つ
つ
も
人
目
へ
と

発
想
が
つ
な
が
る
と
こ
ろ
が
着
目
さ
れ
る
︒

⑳

﹁
草
葉
﹂
の
用
例
は
﹃
業
平
集
﹄
一
二
︑﹃
是
貞
親
王
家
歌
合
﹄
三
三
︑﹃
貫
之
集
﹄

六
〇
六
︑﹃
延
喜
御
集
﹄
三
︑﹃
後
撰
和
歌
集
﹄
巻
第
四
・
夏
・
二
二
四
︑﹃
古
今
和

歌
六
帖
﹄
第
一
・
四
一
六
︑
第
二
・
一
一
四
四
︑﹃
斎
宮
女
御
集
﹄
一
五
〇
︑﹃
平
中

物
語
﹄
四
一
︵
九
段
︶︑
四
二
︵
九
段
︶︑﹃
大
和
物
語
﹄
二
六
六
︵
一
六
〇
段
︶︑

﹃
好
忠
集
﹄
二
九
六
︑﹁
か
れ
は
﹂
の
用
例
は
﹃
伊
勢
大
輔
集
﹄︵
東
海
大
学
蔵
本
︶

六
一
︑︵
彰
考
館
蔵
本
︶
一
四
九
に
確
認
で
き
る
︒
な
お
︑
こ
の
中
に
は
同
じ
和
歌

が
他
の
歌
集
や
物
語
に
所
収
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
む
︒

︹
付
記
︺

本
稿
は
︑
二
〇
一
九
年
度
古
代
文
学
研
究
会
大
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基

づ
く
も
の
で
す
︒
ご
教
示
く
だ
さ
い
ま
し
た
方
々
に
︑
心
か
ら
謝
意
を
申
し
上

げ
ま
す
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木
巻
﹁
草
の
も
と
﹂
考

五
〇


