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「
す
さ
び
」
「
す
さ
ぶ
」
考
ー
源
氏
物
語
の
表
現
１

一

解
釈
の
分
か
れ
る
「
す
さ
ぶ
」

①
を
か
し
か
り
つ
る
人
の
名
残
恋
し
く
、
ひ
と
り
笑
み
し
つ
つ
臥
し
た
ま
へ
り
。

日
高
う
大
殿
籠
り
起
き
て
、
文
や
り
た
ま
ふ
に
、
書
く
べ
き
こ
と
ば
も
例
な
ら

ね
ば
、
筆
う
ち
置
き
つ
つ
す
さ
び
ゐ
た
ま
へ
り
。
を
か
し
き
絵
な
ど
を
や
り
た

ま
ふ
。

(

源
氏
物
語
、
若
紫
二
四
七

<

注
１>)

こ
れ
は
光
源
氏
が
若
紫
に
文
を
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
霰
が
吹
り
荒
れ
た

昨
夜
、
源
氏
は
若
紫
の
手
を
捉
え
、
少
女
が
奥
に
引
き
入
ろ
う
と
す
る
の
に
乗
じ
て

御
簾
に
す
べ
り
入
り
、
御
帳
台
で
寄
り
添
っ
て
一
夜
を
過
ご
し
、
夜
深
く
出
て
、
可

憐
な
姿
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
横
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
ひ
と
り
笑
み
」
か
ら
は

そ
の
満
足
感
、
達
成
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
う
し
て
、
日
も
高
く
な
っ
て
起
き
出

し
、
文
を
遣
ろ
う
と
書
き
始
め
た
の
だ
が
、
記
し
て
い
る
の
は
「
こ
と
ば
」
で
「
こ

と
の
は
」
で
は
な
い
か
ら

<

注
２>

、
和
歌
で
は
な
く
文
章
で
あ
る
。
昨
夜
は
何
事
も
な
か
っ

た
の
だ
か
ら
、
「
例
な
ら
ね
ば
」
と
い
う
よ
う
に
、
通
常
の
後
朝
と
は
い
え
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
帰
邸
し
て
す
ぐ
に
贈
ら
ず
、
一
眠
り
し
た
後
で
、
そ
れ
も
散
文
を
若
紫

に
も
わ
か
り
や
す
く
と
筆
を
う
ち
置
き
う
ち
置
き
し
な
が
ら
し
た
た
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
続
く
「
す
さ
び
ゐ
た
ま
へ
り
」
の
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。『
源

氏
物
語
評
釈
』(

角
川
書
店
、
一
九
六
五
年
一
月)

で
は
「
す
さ
ぶ
」
を
「
遊
ぶ
意
」

と
注
し
て
「
愚
図
つ
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
訳
し
、
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』(

新

潮
社
、
一
九
七
六
年
六
月
。
以
下
『
集
成
』
と
記
す)

で
は
「
気
の
向
く
ま
ま
に
し

て
お
ら
れ
る
」
と
傍
書
き
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

(

小
学
館
、
一
九
九
四
年
三
月
。
以
下
『
新
編
』
と
記
す)

で
は
、「
こ
の
『
す
さ
び
』

は
、
心
が
す
す
ん
で
熱
中
す
る
意
」
と
注
し
、
「
熱
心
に
」
と
訳
し
て
い
る
。
心
の

中

川

正

美

動
く
ま
ま
に
記
す
と
い
う
前
提
は
同
じ
な
が
ら
、
愚
図
つ
く
の
と
熱
中
す
る
の
と
で

は
逆
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
新
古
今
集
で
も
、「
す
さ
ぶ
」
は
、
同
時
代
の
詠
者
の
作
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

逆
と
い
っ
て
よ
い
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。

②
窓
近
き
竹
の
葉
す
さ
ぶ
風
の
音
に
い
と
ど
短
き
う
た
た
ね
の
夢

(

新
古
今
・
夏
・
二
五
六
・
式
子
内
親
王)

③
松
に
這
ふ
ま
さ
の
葉
葛
散
り
に
け
り
外
山
の
秋
は
風
吹
き
す
さ
ぶ
ら
ん

(

新
古
今
・
秋
下
・
五
三
八
・
西
行)

④
思
ひ
か
ね
う
ち
寝
る
宵
も
あ
り
な
ま
し
吹
き
だ
に
す
さ
べ
庭
の
松
風

(

新
古
今
・
恋
四
・
一
三
〇
四
・
良
経)

い
ず
れ
も
葉
に
吹
く
風
を
「
す
さ
ぶ
」
と
詠
ん
で
い
る
が
、
③
の
西
行
の
歌
は
「
葉

葛
散
り
に
け
り
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
「
す
さ
ぶ
」
は
荒
れ
る
意
で
、
こ
の
解
釈
は

ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
。
一
方
、
室
町
以
降
の
歌
論
書
で
は
、
②
の
「
す
さ
ぶ
」
は
「
荒

れ
る
」
、
④
の
「
吹
き
す
さ
ぶ
」
は
、
「
吹
き
止
む
」
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在

で
は
と
も
に
吹
く
勢
い
が
弱
る
意
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

<

注
３>

。
そ
れ
は
、
竹
の

葉
に
吹
く
風
の
音
で
「
う
た
た
ね
」
の
夢
が
破
ら
れ
た
と
詠
み
、
あ
の
方
の
訪
れ
を

待
つ
苦
し
さ
に
耐
え
か
ね
て
つ
い
眠
っ
て
し
ま
う
私
を
や
す
ら
か
に
ま
ど
ろ
ま
せ
て

ほ
し
い
と
願
う
歌
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
だ
が
、
②
の
解
釈
に
「
慰

み
興
ず
る
意
で
五
三
八
と
は
別
」(

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
一
九
九
二
年
一
月)

、

「
吹
い
て
も
て
あ
そ
ん
で
い
る
。『
荒
く
吹
く
』
と
い
う
解
が
あ
る
が
、
従
え
な
い
」

(

『
新
編
』
一
九
九
五
年
五
月
』)

と
、
こ
と
さ
ら
に
激
し
く
吹
く
意
を
打
ち
消
す
の

は
烈
風
で
も
成
り
立
つ
か
ら
で
、
そ
れ
を
葉
に
戯
れ
る
よ
う
に
吹
く
微
風
と
す
る
の

は
、
式
子
内
親
王
に
「
短
夜
の
窓
の
呉
竹
う
ち
な
び
き
ほ
の
か
に
通
ふ
う
た
た
寝
の
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秋
」
と
、
相
似
た
情
況
を
「
ほ
の
か
に
通
ふ
」
と
詠
む
歌
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
同
じ
時
代
で
、
同
じ
語
が
対
立
す
る
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
山
口
佳
紀
氏
は
『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』(

一
九

八
三
年
一
二
月)

「
す
さ
む
」
の
項
で
、

「
す
さ
ぶ
」
と
も
い
い
、
マ
行
音
・
バ
行
音
の
交
替
例
の
一
つ
で
あ
る
が
、「
す

さ
ぶ
」
の
方
が
古
い
形
の
よ
う
で
あ
る
。
同
一
箇
所
が
伝
本
に
よ
っ
て
、
マ
行

に
な
っ
た
り
バ
行
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
、「
す

さ
む
」
に
は
上
二
段
が
な
く
、
「
す
さ
ぶ
」
に
は
下
二
段
が
な
い
の
は
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
語
は
、
一(

四
段
活
用)

の
①
と
③
、
三(

下
二
段

活
用)

の
①
と
②
な
ど
の
よ
う
に
正
反
対
の
意
味
を
持
つ
の
で
語
釈
上
問
題
に

な
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
「
風
吹
き
す
さ
む
」
は
風
が
激
し
く
吹
く
場

合
と
、
風
が
や
む
場
合
と
両
方
を
表
す
。
こ
の
よ
う
に
正
反
対
の
意
を
持
つ
に

到
っ
た
事
情
は
、
十
分
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
語
は
、
本
来
自
然
の

勢
い
に
任
せ
て
…
す
る
の
意
だ
っ
た
ら
し
い
。
自
然
の
勢
い
に
任
せ
る
と
い
う

こ
と
は
、
一
方
で
は
高
揚
・
熱
心
の
方
向
に
、
他
方
で
は
荒
廃
・
粗
略
の
方
向

に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
両
義
へ
の
分
化
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は

な
い
。

と
、
説
い
て
お
ら
れ
る
。
括
弧
内
は
筆
者
が
補
っ
た
。

山
口
氏
は
自
然
を
主
体
と
す
る
例
で
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
平

安
散
文
に
自
然
の
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
を
主
体
と
す
る
用
例
ば
か

り
な
の
で
あ
る
。
『
新
撰
字
鏡
』
に
「
楽
溢
、
須
佐
比
」
、
『
名
義
抄
』
に
「
怠
荒

荒
逸

ス
サ
ヒ

ス
サ
ヒ
タ
リ
」
と
、
ほ
し
い
ま
ま
に
楽
し
む
、
勢
い
に
任
せ
て
進

む
、
心
の
向
く
ま
ま
に
逸
脱
す
る
と
あ
る
か
ら
、
主
体
が
自
然
な
ら
「
勢
い
の
赴
く

ま
ま
に
…
す
る
」
意
、
人
間
な
ら
「
心
の
赴
く
ま
ま
に
…
す
る
」
意
と
な
っ
て
、
積

極
的
に
も
消
極
的
に
も
解
し
え
よ
う
。

で
は
、
①
の
源
氏
物
語
若
紫
巻
の
場
合
は
ど
う
か
。
こ
こ
は
源
氏
が
心
の
ま
ま
に

過
ご
し
て
い
る
状
態
で
、
そ
れ
を
気
ま
ぐ
れ
な
さ
ま
と
も
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
熱

中
し
て
い
る
さ
ま
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
源
氏
物
語
に
も
う
一
例
認
め
ら
れ
る
「
す
さ

び
ゐ
る
」
は
、

⑤
君
は
大
殿
に
お
は
し
け
る
に
、
例
の
、
女
君
、
と
み
に
も
対
面
し
た
ま
は
ず
。

も
の
む
つ
か
し
く
お
ぼ
え
た
ま
ひ
て
、
あ
づ
ま
を
す
が
掻
き
て
、
「
常
陸
に
は

田
を
こ
そ
つ
く
れ
」
と
い
ふ
歌
を
、
声
は
い
と
な
ま
め
き
て
、
す
さ
び
ゐ
た
ま

へ
り
。

(

若
紫
二
五
一)

と
、
葵
上
の
い
つ
も
な
が
ら
の
冷
た
い
対
応
に
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
源
氏
が
、
和
琴
を

心
や
り
に
軽
く
弾
き
な
が
ら
、
風
俗
歌
常
陸
を
声
だ
け
は
艶
め
い
て
、
葵
上
に
あ
て

こ
す
っ
て
謡
う
姿
を
「
す
さ
び
ゐ
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。
正
格
と
は
異
な
る
「
す

が
掻
」
く
奏
法
と
気
ま
ぐ
れ
な
謡
い
よ
う
で
、
源
氏
の
憮
然
と
し
た
想
い
を
描
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
①
の
若
紫
巻
の
場
合
も
、
「
筆
う
ち
置
き
つ
つ
」
書
い
て
い
る

状
態
を
「
す
さ
び
ゐ
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
熱
中
で
は
な
く
、
、
若
紫
の

「
を
か
し
き
」
姿
を
思
い
出
し
思
い
出
し
し
な
が
ら
、
気
の
向
く
ま
ま
に
筆
を
継
い

で
い
く
文
書
き
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
解
釈
は
文
脈
の
流
れ
を
い
か
に
読
み
取
る
か
、
場
面
を
、
作
品
を

ど
う
考
え
る
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
他
の
語
や
他
作
品
も
視
野
に

入
れ
て
解
釈
を
考
え
て
い
き
、
「
す
さ
ぶ
」
の
語
義
を
よ
り
細
や
か
に
探
っ
て
い
く

こ
と
で
、
源
氏
物
語
の
表
現
の
あ
り
よ
う
、
そ
の
意
図
を
考
究
し
て
い
き
た
い
。

二

平
安
仮
名
文
に
お
け
る
「
す
さ
ぶ
」
語
彙

「
す
さ
び
」
「
す
さ
み
」
「
す
さ
ぶ
」
「
す
さ
む
」
な
ど
、
複
合
語
も
含
め
て
「
す

さ
ぶ
」
語
彙
と
考
え
る
と
、
平
安
仮
名
文
で
は
「
す
さ
ぶ
」
語
彙
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

認
め
ら
れ
る
。
表
１
は
韻
文
、
表
２
は
散
文
作
品
で
、
作
中
和
歌
も
含
め
て
い
る
。

た
だ
、
す
べ
て
の
語
を
表
示
し
て
い
な
い
。
上
二
段
活
用
の
「
す
さ
ぶ
」
は
四
段
活

用
の
「
す
さ
ぶ
」
に
、
バ
行
と
マ
行
の
交
替
と
考
え
ら
れ
る
マ
行
の
複
合
動
詞
や
複
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合
名
詞
な
ど
は
バ
行
に
含
め
、
敬
語
は
通
常
の
語
に
含
め
て
い
る

<

注
４>

。

表
１
に
は
八
代
集
に
万
葉
集
も
加
え
て
「
す
さ
ぶ
」
語
彙
の
現
れ
方
を
示
し
た
。

詞
花
集
は
と
も
か
く
、
千
載
集
に
認
め
ら
れ
な
い
の
は
意
外
だ
が
、
「
す
さ
ぶ
」
語

彙
は
散
見
す
る
程
度
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
興
味
深
い
の
は
、
万
葉
集
に
は

上
二
段
活
用
の
自
動
詞
「
咲
き
す
さ
ぶ
」
が
一
例
だ
け
見
え
、
古
今
集
か
ら
金
葉
集

ま
で
は
下
二
段
活
用
の
他
動
詞
「
す
さ
む
」
ば
か
り
で
、
新
古
今
集
に
な
る
と
四
段

活
用
の
「
す
さ
ぶ
」
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
バ
行
と
マ
行
の
交
替
と
は
異
な
る
。
四
段
活
用
の
「
す
さ
む
」
が
「
す
さ

ぶ
」
の
変
化
し
た
語
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
万
葉
集
に
、

朝
露
に
咲
き
す
さ
び
た
る(

咲
酢
左
乾
垂)

月
草
の
日
く
た
つ
な
へ
に
消
ぬ
べ
く

思
ほ
ゆ

(

一
〇
・
二
二
八
一)

と
バ
行
の
「
咲
き
す
さ
び
」
が
認
め
ら
れ
、
「
酢
左
乾
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
古

今
六
帖
で
も
、

あ
る
時
は
あ
り
の
す
さ
び
に
語
ら
は
で
恋
し
き
も
の
と
別
れ
て
ぞ
知
る

(
古
今
六
帖
二
八
〇
五)

と
、
名
詞
「
す
さ
び
」
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
だ
が
、
た
だ
、
万
葉
集
の
主
体
は
月
草

で
、
新
古
今
集
の
四
段
活
用
は
三
例
と
も
風
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
古
今
時
代

か
ら
、
和
歌
に
自
然
物
が
主
体
の
「
す
さ
ぶ
」
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
と

も
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の

は
、
平
安
仮
名
文
の
「
す
さ

ぶ
」
は
、
こ
れ
ら
以
外
は
す

べ
て
人
間
や
動
物
が
主
体
の
、

意
志
的
な
行
為
に
用
い
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

散
文
作
品
で
は
ど
う
か
。

表
２
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、「
す

さ
ぶ
」
語
彙
は
大
和
物
語
に
一
例
、
平
中
物
語
に
四
例
、
蜻
蛉
日
記
に
一
例
、
う
つ

ほ
物
語
に
三
例
、
和
泉
式
部
日
記
に
一
例
、
枕
草
子
に
四
例
と
意
外
に
少
な
い
。
竹

取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
落
窪
物
語
・
更
級
日
記
に
は
認
め
ら
れ
も
し
な
い
。
そ
ん
な

な
か
で
、
源
氏
物
語
で
は
突
出
し
て
多
く
、
紫
式
部
日
記
で
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
の

に
、
八
八
例
も
認
め
ら
れ
る
。
後
追
の
後
期
物
語
で
も
浜
松
中
納
言
物
語
は
四
例
、

夜
の
寝
覚
は
三
例

で
し
か
な
い
。
狭

衣
物
語
だ
け
が
三

二
例
と
、
作
品
の

長
さ
を
考
え
れ
ば
、

源
氏
物
語
と
同
じ

程
度
認
め
ら
れ
る

が
、
そ
の
用
い
方

は
ず
っ
と
単
純
で

あ
る
。

ま
た
、
こ
の
表

で
は
語
を
行
為
ご

と
に
ま
と
め
て
示

し
て
い
る
。
散
文

作
品
の
「
す
さ
ぶ
」

は
す
べ
て
人
間
の

行
為
だ
か
ら
で
、「
す

さ
び
」
か
ら
「
す

さ
び
暮
ら
す
」
ま

で
は
、
碁
や
双
六
、

物
語
、
食
事
、
演

表 2
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奏
、
描
画
、
懸
想
な
ど
種
々
の
行
為
を
表
す
、
総
合
性
を
有
す
る
語
、
「
掻
き
す
さ

む
」
は
火
鉢
の
灰
を
火
箸
で
掻
き
均
し
、「
参
り
す
さ
ぶ
」
は
体
を
揉
む
手
技
動
作
、

「
口
ず
さ
び
」
か
ら
「
言
ひ
す
さ
ぶ
」
ま
で
は
口
頭
の
音
声
表
現
、「
謡
ひ
す
さ
ぶ
」

か
ら
「
弾
き
す
さ
ぶ
」
ま
で
は
演
奏
、
「
手
す
さ
び
」
か
ら
「
書
き
す
さ
ぶ
」
ま
で

は
物
に
文
字
や
絵
を
書
き
付
け
る
書
記
行
為
で
あ
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
先
行
後

追
の
物
語
や
日
記
で
も
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
和
歌
や
漢
詩
を
口
ず

さ
む
口
頭
表
現
と
古
歌
や
自
作
の
和
歌
を
書
き
付
け
る
書
記
行
為
だ
が
、「
す
さ
び
」

「
心
の
す
さ
び
」
「
す
さ
び
ご
と
」
「
す
さ
び
わ
ざ
」
な
ど
の
名
詞
は
源
氏
物
語
で

際
立
っ
て
い
て
総
数
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
多
用
さ
れ
て

い
る
狭
衣
物
語
で
も
八
分
の
一
ほ
ど
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
音
声
表
現
や
書
記
行

為
に
し
て
も
、
源
氏
物
語
の
用
い
方
は
他
作
品
と
は
ち
が
っ
て
独
自
な
の
で
あ
る
。

三

和
歌
表
現
「
す
さ
め
ぬ
」

前
章
で
金
葉
集
ま
で
の
勅
撰
集
に
は
も
っ
ぱ
ら
下
二
段
活
用
の
他
動
詞
「
す
さ
む
」

が
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
古
今
六
帖
や
紫
式
部
と
同
時
代
の
歌
人
ま
で

の
私
家
集
で
も
同
じ
で
あ
る
。
元
慶
六
年(

八
八
二)

の
竟
宴
和
歌
に
、

と
つ
ゑ
余
り
や
つ
ゑ
を
越
ゆ
る
た
つ
の
君
駒
す
さ
め
ね
ば(

須
佐
米
然
婆)

老
い

果
て
ぬ
べ
し

(

日
本
紀
竟
宴
和
歌)

と
、
「
須
佐
米
然
婆
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
す
く
な
く
と
も
九
世
紀
末
に
は

和
歌
に
下
二
段
活
用
の
「
す
さ
む
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、

「
す
さ
む
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
Ａ
が
Ｂ
を
「
す
さ
め
ぬ
」
「
す
さ
め
ず
」
と
否
定
す
る

形
で
詠
ま
れ
て
い
る
。

①
山
高
み
人
も
す
さ
め
ぬ
桜
花
い
た
く
な
わ
び
そ
我
見
は
や
さ
む

(

古
今
・
春
上
・
五
〇)

②
大
荒
木
の
森
の
下
草
老
い
ぬ
れ
ば
駒
も
す
さ
め
ず
刈
る
人
も
な
し

(

古
今
・
雑
上
・
八
九
二)

③
谷
寒
み
い
ま
だ
巣
立
た
ぬ
鴬
の
鳴
く
声
若
み
人
の
す
さ
め
ぬ(

後
撰
春
上
三
四)

④
こ
れ
を
見
よ
人
も
す
さ
め
ぬ
恋
す
と
て
音
を
鳴
く
虫
の
な
れ
る
姿
を

(

後
撰
・
恋
三
・
七
九
三
・
源
重
光)

⑤
年
経
れ
ど
人
も
す
さ
め
ぬ
我
が
恋
や
朽
ち
木
の
杣
の
谷
の
む
も
れ
木

(

金
葉
・
恋
上
・
三
八
三
・
藤
原
顕
輔)

古
今
集
の
①
は
山
の
高
み
に
咲
い
て
い
る
か
ら
誰
も
進
ん
で
見
に
行
っ
て
賞
美
し

な
い
桜
花
よ
、
ひ
ど
く
悲
し
む
な
よ
、
私
が
行
っ
て
引
き
立
て
よ
う
、
美
し
い
と
賞

め
て
あ
げ
る
と
詠
み
、
②
で
は
大
荒
木
の
森
の
下
草
は
老
い
枯
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

馬
も
進
ん
で
食
べ
よ
う
と
し
な
い
し
、
飼
い
葉
と
し
て
刈
り
取
る
者
も
い
な
い
と
詠

ん
で
、
老
い
た
我
が
身
を
下
草
に
喩
え
、
誰
も
恋
の
相
手
に
し
て
く
れ
な
い
と
嘆
い

て
い
る
。
後
撰
集
の
③
で
は
鴬
の
鳴
く
声
を
人
が
心
の
ま
ま
に
賞
め
な
い
、
ま
だ
寒

さ
が
厳
し
い
の
で
鴬
が
巣
立
た
ず
、
鳴
き
声
が
未
熟
だ
か
ら
だ
と
い
い
、
拾
遺
集
の

④
は
、
気
ま
ぐ
れ
に
も
受
け
容
れ
て
く
れ
な
い
恋
を
あ
な
た
に
し
た
の
で
、
声
を
上

げ
て
鳴
い
て
い
た
蝉
が
こ
の
よ
う
に
抜
け
殻
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
、
こ
れ
が
私

で
す
と
「
蝉
の
殻
」
を
添
え
て
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
金
葉
集
の
⑤
で
は
、
「
人
も

す
さ
め
ぬ
我
が
恋
や
」
と
、
対
象
が
動
植
物
か
ら
恋
の
よ
う
な
抽
象
物
へ
と
拡
張
し

て
い
る
。
①
は
猿
丸
集
や
古
今
六
帖
に
も
形
を
変
え
て
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
早
く
に
、

駒
や
人
が
、
桜
や
あ
や
め
、
菅
な
ど
を
「
す
さ
め
」
な
い
と
詠
む
「
す
さ
む
」
歌
の

形
が
出
来
て
い
る
と
知
ら
れ
、
②
の
影
響
か
ら
か
、
駒
が
「
す
さ
め
ぬ
」
と
詠
む
も

の
が
多
い
。
そ
の
た
め
か
、
二
例
認
め
ら
れ
る
作
中
和
歌
で
も
、

⑥
今
さ
ら
に
い
か
な
る
駒
か
な
つ
く
べ
き
す
さ
め
ぬ
草
と
の
が
れ
に
し
身
を

(

蜻
蛉
日
記
、
下
三
四
一)

⑦
そ
の
駒
も
す
さ
め
ぬ
草
と
名
に
立
て
る
汀
の
あ
や
め
今
日
や
引
き
つ
る

(

源
氏
物
語
、
蛍
二
〇
九)

⑥
の
蜻
蛉
日
記
で
は
道
綱
母
、
⑦
の
源
氏
物
語
で
は
花
散
里
が
自
身
を
、
「
駒
」
が

「
す
さ
め
ぬ
草
」
と
詠
ん
で
、
女
盛
り
を
過
ぎ
た
私
な
ど
に
言
い
寄
る
人
な
ど
い
な
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い
、
暗
に
兼
家
や
源
氏
が
関
心
を
抱
か
な
い
と
ほ
の
め
か
し
た
り
、
卑
下
し
た
り
し

て
い
る
。

散
文
部
分
で
も
、
三
例
の
う
ち
二
例
が
「
す
さ
め
ぬ
」
で
、

⑧
「
い
さ
や
、
な
ほ
す
さ
め
ぬ
事
な
り
。
今
か
の
一
条
、
西
の
対
の
君
は
尋
ね
は

べ
ら
む
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

(

う
つ
ほ
物
語
、
楼
上
上
四
〇
八)

⑨
を
か
し
か
り
つ
る
人
の
さ
ま
か
な
。
女
御
の
御
妹
た
ち
に
こ
そ
は
あ
ら
め
。
ま

だ
世
に
馴
れ
ぬ
は
五
六
の
君
な
ら
む
か
し
、
帥
宮
の
北
の
方
、
頭
中
将
の
す
さ

め
ぬ
四
の
君
な
ど
こ
そ
よ
し
と
聞
き
し
か
、
な
か
な
か
そ
れ
な
ら
ま
し
か
ば
今

少
し
を
か
し
か
ら
ま
し
、
六
は
春
宮
に
奉
ら
む
と
心
ざ
し
た
ま
へ
る
を
、

(

源
氏
物
語
、
花
宴
三
五
八)

⑧
の
う
つ
ほ
物
語
で
は
仲
忠
が
、
父
兼
雅
に
前
斎
宮
と
の
逢
瀬
を
そ
そ
か
さ
れ
て
、

「
す
さ
め
ぬ
事
」
で
す
と
断
っ
て
い
る
し
、
⑨
の
源
氏
物
語
で
は
、
源
氏
が
、
弘
徽

澱
の
細
殿
で
出
会
っ
て
契
っ
た
人
を
、
右
大
臣
家
の
ど
の
姫
君
な
の
か
と
思
い
め
ぐ

ら
す
な
か
で
、
四
の
君
を
「
頭
中
将
の
す
さ
め
ぬ
四
の
君
」
、
正
妻
だ
が
、
頭
中
将

が
気
に
入
っ
て
い
な
い
人
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
も
男
が
い
ま
一
つ
恋
情
が
持
て

な
い
女
君
を
「
す
さ
め
ぬ
」
と
言
い
表
す
、
ま
れ
な
表
現
で
、
こ
れ
ら
は
和
歌
表
現

を
散
文
で
用
い
た
、
一
種
の
引
歌
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
か
。

と
こ
ろ
が
、
否
定
の
形
を
と
ら
な
い
「
す
さ
む
」
が
源
氏
物
語
に
認
め
ら
れ
る
。

⑩
「
若
君
の
、
一
夜
宿
直
し
て
、
ま
か
り
出
で
た
り
し
匂
ひ
の
い
と
を
か
し
か
り

し
を
、
人
は
な
ほ
と
思
ひ
し
を
、
宮
の
い
と
思
ほ
し
寄
り
て
、
兵
部
卿
宮
に
近

づ
き
き
こ
え
に
け
り
、
む
べ
我
を
ば
す
さ
め
た
り
と
、
気
色
取
り
、
怨
じ
た
ま

へ
り
し
こ
そ
を
か
し
か
り
し
か
。
」

(

源
氏
物
語
、
紅
梅
五
三)

こ
れ
は
真
木
柱
の
こ
と
ば
で
、
夫
の
紅
梅
大
納
言
に
、
宿
直
明
け
の
我
が
子
大
夫
君

か
ら
発
す
る
芳
香
を
、
春
宮
が
、
匂
宮
の
移
り
香
と
お
気
づ
き
に
な
っ
て
、
「
我
を

ば
す
さ
め
た
り
」
と
お
恨
み
に
な
っ
た
と
話
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
春
宮
の
冗
談
な

の
だ
が
、
「
怨
じ
た
ま
へ
り
し
」
だ
か
ら
、
こ
の
「
す
さ
む
」
を
好
意
を
持
つ
意
と

は
取
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
「
す
さ
む
」
が
①
か
ら
⑨
の
否
定
形
の
「
す
さ

め
ぬ
」
と
同
義
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
木
之
下
正
雄
氏
は
矛
盾
を
な
く
そ

う
と
、
『
平
安
女
流
文
学
の
こ
と
ば
』(

至
文
堂
一
九
七
〇
年
一
一
月)

で
、
「
ス
サ

ム
は
本
気
で
愛
す
る
の
で
は
な
く
、
気
ま
ぐ
れ
に
弄
び
物
に
す
る
」
意
だ
か
ら
、「
す

さ
め
ぬ
」
は
「
弄
び
物
程
度
の
最
低
の
愛
情
さ
え
な
い
と
い
う
」
言
い
方
、
「
す
さ

む
」
は
「
以
前
の
本
気
の
愛
情
が
な
く
な
っ
て
最
低
の
愛
情
に
冷
却
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
」
言
い
方
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。
「
す
さ
ぶ
」
と
も
意
義
を
繋
げ
た
魅
力
的

な
説
だ
が
、
和
歌
は
強
調
し
て
表
現
し
が
ち
だ
か
ら
、
⑥
に
そ
う
し
た
皮
肉
の
意
味

合
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
は
し
て
も
、
他
の
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
ま
で
の
強
い
言
い
方
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
⑩
の
「
す
さ
め
た

り
」
は
、
春
宮
が
、
大
夫
君
に
と
っ
て
は
匂
宮
こ
そ
本
命
で
、
私
を
気
ま
ぐ
れ
に
好

ん
だ
の
だ
な
、
浮
気
だ
っ
た
の
だ
な
、
と
怨
ん
で
見
せ
た
と
取
る
と
お
も
し
ろ
い
。

注
目
す
べ
き
は
、
一
世
紀
ほ
ど
後
に
成
立
し
た
栄
花
物
語
続
編
に
、
⑩
の
否
定
形

と
考
え
ら
れ
る
「
す
さ
む
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

⑪
内
裏
の
御
心
い
と
を
か
し
う
な
よ
び
か
に
お
は
し
ま
し
、
人
を
す
さ
め
さ
せ
た

ま
は
ず
、
め
で
た
く
お
は
し
ま
す
。

(

栄
花
物
語
、
巻
三
六
根
合
、
三
七
四)

こ
こ
で
は
後
冷
泉
天
皇
の
人
と
な
り
を
、
人
を
「
す
さ
め
」
な
い
と
褒
め
て
い
る
か

ら
、
こ
の
「
す
さ
む
」
は
⑩
と
同
じ
く
、
嫌
う
、
遠
ざ
け
る
意
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、

時
が
経
過
す
る
と
、
人
間
の
行
為
を
い
う
下
二
段
の
「
す
さ
む
」
も
、
自
然
の
勢
い

を
い
う
四
段
の
「
す
さ
ぶ
」
の
よ
う
に
、
人
間
の
行
為
で
も
、
好
む
方
向
と
好
ま
な

く
な
る
方
向
を
共
に
担
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

下
二
段
活
用
の
他
動
詞
「
す
さ
む
」
は
平
安
和
歌
で
は
「
す
さ
め
ぬ
」
の
形
で
、

男
に
顧
み
ら
れ
な
い
女
の
喩
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
が
散
文
中
に

和
歌
的
な
表
現
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
お
ぼ
し
い
。
心
の
赴
く
ま
ま
に
相
手
に

対
す
る
意
を
、
心
が
好
む
方
向
に
進
ん
で
い
く
勢
い
と
し
て
捉
え
る
場
合
と
、
心
の

ま
ま
に
行
う
こ
と
を
野
放
図
で
よ
く
な
い
行
為
、
気
ま
ぐ
れ
な
行
為
と
非
難
し
て
捉
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え
る
場
合
と
で
は
、
解
釈
が
異
な
り
、
単
純
な
訳
で
は
意
味
が
相
反
す
る
と
も
取
ら

れ
よ
う
。
語
義
が
相
反
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
場
面
や
文
脈
の
捉
え
方
の
相

違
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

四

「
す
さ
ぶ
」
と
「
あ
そ
ぶ
」

人
間
を
主
体
と
す
る
「
す
さ
ぶ
」
が
心
の
状
態
を
核
と
す
る
語
で
あ
る
な
ら
、
同

じ
く
、
「
心
ば
か
り
は
遣
り
て
遊
び
な
ど
は
し
た
ま
へ
」(

椎
本
一
八
七)

な
ど
、
心

の
状
態
を
核
と
す
る
「
あ
そ
ぶ
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

犬
塚
旦
氏
は
「
あ
そ
ぶ
の
古
義
」(

『
王
朝
美
的
語
詞
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
一

九
七
三
年
九
月)

で
、
そ
れ
ま
で
管
絃
の
意
と
考
え
ら
れ
て
き
た
「
あ
そ
ぶ
」
が
上

代
で
は
狩
猟
や
遊
行
宴
飲
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
、
「
あ
そ
ぶ
」
は
心

を
な
ぐ
さ
め
楽
し
む
意
だ
と
説
か
れ
た
。
た
し
か
に
、
平
安
の
仮
名
文
で
も
、
「
あ

そ
び
」「
あ
そ
ぶ
」
は
、
管
絃
舞
楽
、
催
馬
楽
今
様
な
ど
の
音
楽
、
鷹
狩
り
や
競
射
、

蹴
鞠
競
馬
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
、
碁
、
双
六
、
韻
塞
な
ど
の
ゲ
ー
ム
、
歌
合
、
根
合
な

ど
の
合
わ
せ
物
、
逍
遙
、
そ
し
て
幼
児
や
水
鳥
な
ど
の
行
為
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
生
存
に
関
わ
り
の
な
い
行
為
や
心
身
を
解
き
放
つ
楽
し
い
行
為
を
す
る
意
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
音
楽
に
用
い
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、
音

楽
記
述
す
べ
て
が
「
あ
そ
ぶ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
あ
そ
ぶ
」
は
、

専
門
の
楽
人
が
行
う
儀
式
や
行
事
の
管
絃
舞
楽
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
男
女
の
交
情

や
孤
愁
の
独
り
琴
に
も
認
め
ら
れ
な
い
。
儀
式
や
行
事
の
後
、
貴
顕
が
み
ず
か
ら
楽

器
を
手
に
取
っ
て
演
奏
し
催
馬
楽
を
謡
っ
て
楽
し
ん
だ
り
、
仲
間
が
集
ま
っ
て
個
人

的
に
楽
し
く
合
奏
す
る
時
に
だ
け
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

<

注
５>

。
そ
の
一
方
、
絵
を
描
く

こ
と
や
文
を
書
く
こ
と
を
「
あ
そ
ぶ
」
と
は
い
わ
な
い
。
「
す
さ
ぶ
」
と
い
う
。
子

ふ
み

ど
も
の
行
為
や
水
鳥
が
泳
ぐ
姿
は
無
心
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
か
、
「
あ
そ
ぶ
」
と
い

う
が
、
「
す
さ
ぶ
」
と
は
い
わ
な
い
。
碁
や
双
六
の
遊
戯
は
「
あ
そ
び
」
と
も
「
す

さ
び
」
と
も
い
わ
れ
る
。
音
楽
演
奏
も
同
じ
で
両
語
が
認
め
ら
れ
る
。

「
あ
そ
ぶ
」
は
「
琴
の
音
の
あ
る
か
ぎ
り
掻
き
立
て
て
遊
ぶ
に
」(

う
つ
ほ
物
語
、

俊
蔭
二
九)

「
と
り
ど
り
に
物
の
音
ど
も
調
べ
合
は
せ
て
遊
び
た
ま
ふ
、
い
と
お
も

し
ろ
し
。
」(

源
氏
物
語
、
花
宴
三
六
二)

の
よ
う
に
、
接
続
助
詞
な
ど
を
挟
ん
で
演

奏
を
捉
え
返
し
、
そ
れ
が
楽
し
い
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
演
奏
動
詞
に
は
直
接
し
な

い
。
曲
名
に
は
「
安
名
尊
遊
び
た
ま
ふ
ほ
ど
、
生
け
る
か
ひ
あ
り
」(

源
氏
物
語
、

胡
蝶
一
六
九)

の
よ
う
に
直
接
す
る
。
一
方
、
「
す
さ
ぶ
」
は
、
曲
名
に
は
直
接
し

な
い
が
、「
謡
ひ
す
さ
ぶ
」
三
例
「
吹
き
す
さ
ぶ
」
二
例
「
弾
き
す
さ
ぶ
」
一
例
「
弾

き
す
さ
む
」
一
例
と
、
演
奏
動
詞
に
直
接
す
る
。

①
あ
づ
ま
の
調
べ
を
す
が
掻
き
て
、
「
玉
藻
は
な
刈
り
そ
」
と
謡
ひ
す
さ
び
た
ま

ふ
も
、
恋
し
き
人
に
見
せ
た
ら
ば
、
あ
は
れ
過
ぐ
す
ま
じ
き
御
さ
ま
な
り
。

(

真
木
柱
三
九
二)

①
は
玉
鬘
を
髭
黒
に
取
ら
れ
、
あ
ま
つ
さ
え
自
邸
に
移
さ
れ
て
し
ま
っ
た
源
氏
が
、

春
雨
の
頃
、
思
い
出
の
対
に
赴
き
、
玉
鬘
を
偲
ん
で
和
琴
を
す
が
掻
い
て
風
俗
歌
「
鴛

鴦
」
を
謡
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
源
氏
は
玉
鬘
の
爪
音
と
と
も
に
、
そ
の
日
そ

の
時
の
顔
つ
き
、
物
言
い
、
肢
体
な
ど
を
あ
り
あ
り
と
思
い
起
こ
し
、
大
切
な
人
は

奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
、
も
う
あ
の
日
々
が
帰
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
と
哀
し
む
。
こ

の
「
す
さ
ぶ
」
を
『
新
編
』
は
「
謡
い
興
じ
る
」
、
『
集
成
』
は
「
興
に
ま
か
せ
て

お
謡
い
に
な
る
」
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
し
ん
み
り
す
る
な
か
に
半
ば
や
け
の

気
分
が
底
流
し
て
い
る
か
ら
、
き
ち
ん
と
し
た
演
奏
と
謡
で
は
な
く
、
投
げ
や
り
な

調
子
で
弾
き
謡
っ
て
い
る
と
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

と
い
う
の
は
、
源
氏
物
語
で
演
奏
を
「
す
さ
ぶ
」
と
い
う
時
は
、
心
内
に
抱
え
る

も
の
が
あ
る
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。

②
つ
れ
な
う
今
来
る
や
う
に
て
、
御
笛
ど
も
吹
き
す
さ
び
て
お
は
す
れ
ば
、
大
臣
、

例
の
聞
き
す
ぐ
し
た
ま
は
で
、
高
麗
笛
取
り
出
で
た
ま
へ
り
。

(

末
摘
花
二
七
三)

③
つ
く
づ
く
と
臥
し
た
る
に
も
、
や
る
方
な
き
心
地
す
れ
ば
、
例
の
慰
め
に
は
、
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西
の
対
に
ぞ
渡
り
た
ま
ふ
。
し
ど
け
な
く
う
ち
ふ
く
だ
み
た
ま
へ
る
鬢
ぐ
き
、

あ
ざ
れ
た
る
袿
姿
に
て
、
笛
を
な
つ
か
し
う
吹
き
す
さ
び
つ
つ
、
の
ぞ
き
た
ま

へ
れ
ば
、
女
君
、
あ
り
つ
る
花
の
露
に
濡
れ
た
る
心
地
し
て
添
ひ
臥
し
た
ま
へ

る
さ
ま
、
う
つ
く
し
う
ら
う
た
げ
な
り
。

(

紅
葉
賀
三
三
一)

④
掻
き
合
は
せ
な
ど
弾
き
す
さ
び
た
ま
ひ
て
、
押
し
や
り
た
ま
ひ
つ
。

(

少
女
三
六)

②
は
末
摘
花
の
邸
で
鉢
合
わ
せ
た
源
氏
と
頭
中
将
が
予
定
を
変
更
し
、
姫
君
に
想
い

を
馳
せ
な
が
ら
「
笛
を
吹
き
合
せ
」
て
左
大
臣
邸
に
着
い
た
と
こ
ろ
で
、
夜
歩
き
を

隠
し
て
装
束
を
改
め
、
今
来
た
ば
か
り
と
い
う
ふ
り
を
し
て
、
「
吹
き
す
さ
」
ん
で

い
る
。
二
人
が
わ
ざ
と
ら
し
く
存
在
を
誇
示
し
て
気
ま
ま
に
吹
い
て
い
る
の
は
、
心

に
先
ほ
ど
の
姫
君
の
楽
の
音
を
抱
い
て
い
る
か
ら
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
生
き
生
き
と
し

て
お
り
、
左
大
臣
の
耳
に
響
い
て
、
高
麗
笛
を
持
ち
出
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
③
は
同

じ
く
源
氏
の
笛
だ
が
、
不
義
の
子
が
誕
生
し
て
い
っ
そ
う
と
り
つ
く
島
も
な
く
な
っ

た
藤
壺
の
対
応
に
傷
つ
き
、
鬱
屈
を
深
め
て
、
そ
の
慰
め
に
若
紫
に
会
お
う
と
西
の

対
に
向
か
う
と
こ
ろ
で
、
寝
乱
れ
た
ま
ま
の
鬢
の
毛
、
す
こ
し
着
崩
れ
た
袿
な
ど
、

魅
力
こ
ぼ
れ
る
う
ち
と
け
姿
で
、
演
奏
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
我
が
心
を
そ
の
ま

ま
載
せ
て
「
吹
き
す
さ
び
」
「
吹
き
す
さ
び
」
す
る
、
藤
壺
へ
の
諦
め
ら
れ
な
い
、

そ
れ
故
に
鬱
屈
し
た
想
い
と
、
紫
の
ゆ
か
り
で
可
愛
い
盛
り
の
姫
君
へ
の
期
待
が
な

い
交
ぜ
に
な
っ
て
お
り
、
そ
ん
な
楽
の
音
だ
か
ら
こ
そ
、
訪
れ
を
知
ら
せ
て
い
る
だ

け
な
の
に
、
内
心
の
気
分
が
若
紫
に
看
取
さ
れ
、「
入
り
ぬ
る
磯
の
」
と
口
ず
さ
む
、

こ
れ
ま
で
に
な
く
大
人
び
た
対
応
を
一
瞬
に
し
ろ
取
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

④
で
は
雲
居
雁
が
大
宮
と
頭
中
将
の
見
守
る
な
か
、
箏
の
「
掻
き
合
は
せ
」
を
「
弾

き
す
さ
」
ん
で
い
る
。
「
掻
き
合
は
せ
」
は
調
子
を
整
え
る
た
め
に
演
奏
す
る
曲
だ

か
ら
、
通
常
は
さ
っ
と
流
す
よ
う
に
弾
く
。
澪
標
巻
の
「
掻
き
合
は
せ
す
さ
び
た
ま

ひ
て
」
も
そ
う
し
た
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
す
さ
ぶ
」
は
、
楽
曲
や
謡
を
正
格
な
奏
法
や
謡
い
方
に
則
っ
て

謡
っ
た
り
演
奏
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
軽
く
流
す
よ
う
に
演
奏
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
が
見
方
に
よ
っ
て
は
、
心
の
赴
く
ま
ま
に
逸
脱
す
る
演
奏
と
な
っ
た
り
、
心
が

何
か
に
と
ら
わ
れ
て
投
げ
や
り
な
演
奏
に
な
っ
た
り
も
す
る
。

「
あ
そ
ぶ
」
は
「
吹
き
合
は
せ
て
遊
ぶ
」
「
掻
き
合
わ
せ
て
遊
ぶ
」
「
弾
き
合
せ

て
遊
ぶ
」
と
合
奏
が
多
く
、
碁
や
双
六
競
射
が
規
則
に
則
っ
て
い
る
よ
う
に
、
一
定

の
規
矩
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
れ
に
比
し
て
「
す
さ
ぶ
」
は
単
独
で
、
や
や
も
す
れ

ば
、
心
の
赴
く
ま
ま
の
野
放
図
な
演
奏
と
な
り
か
ね
な
い
。
一
方
、
「
あ
そ
ぶ
」
は

音
楽
と
真
剣
に
向
き
合
い
、
そ
の
世
界
に
心
身
を
解
放
し
て
楽
し
む
。
「
あ
そ
ぶ
」

は
音
楽
の
方
に
主
点
が
あ
り
、
「
す
さ
ぶ
」
は
演
奏
者
の
想
い
に
主
点
が
あ
っ
て
、

源
氏
物
語
は
そ
こ
に
鬱
屈
す
る
想
い
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
と
お
ぼ
し
い
。

し
た
が
っ
て
、「
あ
そ
ぶ
」
か
「
す
さ
ぶ
」
か
で
物
語
の
主
題
が
変
わ
っ
て
く
る
。

⑤
ま
た
、
こ
の
男
、
逍
遙
し
に
と
て
な
ま
田
舎
へ
い
に
け
る
に
、
は
る
か
に
鴬
の

鳴
き
け
れ
ば
、
「
い
づ
方
ぞ
」
な
ど
、
供
な
る
人
に
、

う
ぐ
い
す
の
声
の
は
つ
か
に
聞
こ
ゆ
る
は
い
づ
れ
の
山
に
な
く
山
彦
ぞ

と
ぞ
口
遊
び
に
い
ひ
け
る
。

(

平
中
物
語
、
六
段
四
六
五)

郊
外
に
逍
遙
に
出
か
け
た
男
が
、
遠
く
で
鳴
く
鶯
の
声
を
聞
い
て
、
供
人
に
「
い
づ

方
ぞ
」
と
尋
ね
、
和
歌
を
つ
ぶ
や
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
「
口
遊
び
」
と
い
っ

て
い
る
。
ど
う
し
て
「
口
ず
さ
び
」
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
遊
び
」
と
い
う
以

上
、
そ
の
行
為
に
は
楽
し
さ
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
鍵
は
和
歌

に
あ
る
。
こ
の
和
歌
は
地
の
文
の
「
は
る
か
に
鴬
の
鳴
き
け
れ
ば
」
と
い
う
情
景
を

上
の
句
に
し
、
「
い
づ
方
ぞ
」
と
い
う
問
い
か
け
を
下
の
句
に
し
て
い
る
。
こ
れ
だ

け
で
は
出
来
事
を
そ
の
ま
ま
和
歌
に
し
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
男
は
、
さ
ら
に

鴬
の
鳴
き
声
を
「
山
彦
」
と
捉
え
、
「
鳴
く
」
を
「
泣
く
」
と
掛
け
て
自
身
の
泣
き

声
の
こ
だ
ま
と
し
、
恋
の
愁
い
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
「
口
ず
さ
び
」
で
あ
れ
ば
、

男
の
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
情
況
が
投
げ
出
す
よ
う
に
呈
示
さ
れ
て
終
わ
る
。
し
か
し
、

「
口
遊
び
」
で
終
わ
る
語
り
方
は
な
に
が
な
し
明
る
く
、
救
い
が
あ
る
。「
口
遊
び
」
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か
ら
は
、
問
い
を
う
ま
く
和
歌
に
仕
立
て
た
即
興
性
と
、
そ
の
情
況
を
利
用
し
て
報

わ
れ
ぬ
恋
の
春
愁
を
詠
み
込
ん
だ
機
知
、
男
の
独
り
笑
み
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

平
中
物
語
に
は
「
口
ず
さ
び
」
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
の
「
口
遊
び
」
は
「
口

ず
さ
み
」
と
交
替
可
能
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
「
遊
び
」
と
い
う
以

上
、
そ
こ
に
は
楽
し
さ
晴
れ
や
か
さ
が
自
ず
と
伴
っ
て
い
る
。
「
口
遊
び
」
は
即
興

の
詠
歌
に
満
足
し
、
自
ら
の
憂
愁
を
鴬
の
音
に
重
ね
る
こ
と
で
、
自
然
に
溶
け
込
ん

で
癒
さ
れ
た
男
の
気
分
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
憂
愁
か
慰
撫
か
、
同
じ
く
心
の

解
放
で
あ
っ
て
も
、
「
あ
そ
ぶ
」
は
節
度
を
持
っ
た
楽
し
い
行
為
で
明
る
い
イ
メ
ー

ジ
を
、
「
す
さ
ぶ
」
は
矩
を
外
し
か
ね
な
い
危
う
さ
を
内
包
し
て
、
歓
迎
さ
れ
な
い

イ
メ
ー
ジ
を
描
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

「
言
ひ
す
さ
ぶ
」

音
声
に
よ
る
口
頭
表
現
の
「
す
さ
ぶ
」
に
は
「
口
ず
さ
ぶ
」
と
「
言
ひ
す
さ
ぶ
」

の
二
系
列
が
認
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
、
二
系
列
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど

ん
な
差
異
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
言
ひ
す
さ
ぶ
」
は
ま
ず
歌
物
語
に
認
め
ら
れ
る
。

①
「
あ
や
し
き
こ
と
か
な
。
誰
と
聞
こ
ゆ
る
人
の
、
か
か
る
こ
と
は
し
た
ま
ふ
ぞ
」

な
ど
言
ひ
す
さ
び
て
入
り
ぬ
。

(

大
和
物
語
一
七
一
段
四
一
四)

②
ま
た
、
こ
の
同
じ
男
、
こ
の
二
年
ば
か
り
も
の
言
ひ
す
さ
ぶ
る
人
ぞ
あ
り
け
る
。

(

平
中
物
語
四
段
四
六
三)

③
こ
の
男
、
い
ひ
す
さ
び
け
る
に
、
七
月
に
な
り
に
け
り
。

(

平
中
物
語
一
三
段
四
七
七)

④
集
ま
り
て
、
言
ひ
す
さ
び
て
、
夜
明
け
に
け
れ
ば
、
帰
り
に
け
り
。

(

平
中
物
語
二
九
段
五
一
〇)

⑤
ま
た
、
こ
の
男
、
言
ひ
み
言
は
ず
み
、
も
の
言
ひ
す
さ
ぶ
る
人
あ
り
け
り
。

(

平
中
物
語
三
二
段
五
一
三)

①
は
式
部
卿
の
女
房
大
和
が
、
実
頼
の
久
し
い
途
絶
え
に
左
衛
門
陣
に
訪
ね
て
い
き
、

通
り
か
か
る
人
に
取
り
次
ぎ
を
頼
む
と
こ
ろ
で
、
最
初
の
人
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ

と
を
す
る
の
だ
と
「
言
ひ
す
さ
び
て
」
入
っ
て
し
ま
う
。
『
新
編
』
で
は
「
気
ま
ま

に
、
相
手
の
話
を
聞
い
て
や
る
と
い
う
意
図
も
な
く
、
そ
の
場
で
思
い
付
い
た
言
葉

を
言
い
捨
て
る
。
」
と
注
し
て
い
る
。
②
は
平
中
が
二
年
間
恋
文
を
贈
っ
て
い
る
人

が
い
る
と
い
い
、
③
は
あ
る
女
に
言
い
寄
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
七
月
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
と
い
い
、
⑤
で
は
恋
文
を
出
し
た
り
出
さ
な
か
っ
た
り
の
言
い
寄
る
女
が
い
た

と
い
う
。
④
は
す
こ
し
異
な
る
。
平
中
と
女
が
意
気
投
合
し
た
と
こ
ろ
に
、
他
の
女

た
ち
が
寄
っ
て
き
て
、
あ
れ
こ
れ
と
「
言
ひ
す
さ
び
て
」
夜
明
け
ま
で
い
た
と
い
う

の
だ
が
、
「
言
ひ
す
さ
び
」
た
の
は
平
中
な
の
か
、
女
た
ち
と
平
中
な
の
か
。

上
二
段
活
用
の
「
言
ひ
す
さ
ぶ
」
は
、
四
段
活
用
の
「
口
ず
さ
ぶ
」
と
は
違
っ
て
、

対
象
を
必
要
と
す
る
。
①
は
通
り
か
か
る
人
が
大
和
に
、
②
③
⑤
は
平
中
が
女
に
、

「
言
ひ
す
さ
び
」
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
④
も
複
数
の
者
の
座
談
で
は
な
く
、
平

中
が
女
た
ち
に
い
ろ
い
ろ
話
す
と
考
え
た
方
が
い
い
。
ま
た
、
②
は
「
い
か
で
、
な

ほ
対
面
せ
む
と
い
ふ
心
ぞ
せ
ち
に
あ
り
け
る
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
二
年
の
長
き
に

わ
た
っ
て
熱
心
に
の
意
、
③
も
同
じ
だ
が
、
⑤
は
「
言
ひ
み
言
は
ず
み
」
だ
か
ら
気

ま
ぐ
れ
な
行
動
と
考
え
ら
れ
る
。
「
言
ひ
す
さ
ぶ
」
も
や
は
り
、
文
脈
に
よ
っ
て
解

釈
が
変
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。

源
氏
物
語
で
は
も
う
少
し
複
雑
で
あ
る
。

⑥
夜
も
い
た
く
更
け
ゆ
く
に
、
風
の
け
は
ひ
烈
し
く
て
、
ま
こ
と
に
い
と
も
の
心

細
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
さ
ま
よ
き
ほ
ど
に
お
し
拭
ひ
た
ま
ひ
て
、

「
つ
れ
な
さ
を
昔
に
懲
り
ぬ
心
こ
そ
人
の
つ
ら
き
に
添
へ
て
つ
ら
け
れ

心
づ
か
ら
の
」
と
の
た
ま
ひ
す
さ
ぶ
る
を
、
「
げ
に
、
か
た
は
ら
い
た
し
」
と

人
々
、
例
の
、
聞
こ
ゆ
。

(

朝
顔
四
八
六)

⑥
は
源
氏
が
朝
顔
姫
君
に
求
愛
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
い
く
ら
真
剣
に
訴
え
て
も
、
せ

め
て
「
憎
し
」
と
だ
け
で
も
直
接
に
お
言
葉
を
と
願
っ
て
も
、
姫
君
の
心
は
動
か
ず
、
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そ
れ
で
い
て
、
人
伝
て
の
返
事
は
な
さ
る
の
だ
か
ら
、
源
氏
は
諦
め
き
れ
な
い
、
か

と
い
っ
て
成
算
は
な
い
と
い
う
、
生
殺
し
に
あ
っ
た
よ
う
な
気
分
で
、
恨
み
か
け
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
「
つ
れ
な
さ
を
」
の
歌
で
あ
る
。
昔
か
ら
あ
な
た
は
つ

れ
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
も
私
は
懲
り
ず
に
貴
方
を
思
っ
て
き
た
の
だ
が
、
今
日
の
お

仕
打
ち
に
あ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
さ
れ
て
も
ま
だ
懲
り
な
い
私
の
心
に
気
づ
き
ま
し
た
。

そ
れ
ほ
ど
私
は
あ
な
た
を
愛
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
あ
な
た
の
薄
情
さ
に
加

え
て
我
が
心
が
い
っ
そ
う
つ
ら
く
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
も
中
務
の
「
恋
し
き
も
心
づ

か
ら
の
わ
ざ
な
れ
ば
置
き
所
な
く
も
て
ぞ
煩
ふ
」
の
よ
う
に
、
私
の
せ
い
な
の
で
す
、

そ
れ
は
わ
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
わ
た
し
に
は
こ
の
心
を
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま

せ
ん
、
と
働
き
か
け
る
。
こ
の
泣
き
落
と
し
に
反
応
し
た
の
は
女
房
た
ち
で
、
「
げ

に
、
か
た
は
ら
い
た
し
」
と
姫
君
に
取
り
な
す
。
し
か
し
、
姫
君
の
意
志
は
固
く
、

「
あ
ら
た
め
て
何
か
は
見
え
む
人
の
上
に
か
か
り
と
聞
き
し
心
が
は
り
を
」
と
、
心

変
わ
り
も
世
間
で
は
あ
る
よ
う
で
す
が
、
私
に
は
昔
と
違
っ
た
事
な
ど
で
き
ま
せ
ん

と
き
っ
ぱ
り
拒
否
し
て
い
る
。

⑦
「
よ
そ
に
て
は
も
ぎ
木
な
り
と
や
定
む
ら
ん
下
に
に
ほ
へ
る
梅
の
初
花

さ
ら
ば
袖
触
れ
て
見
た
ま
へ
」
な
ど
言
ひ
す
さ
ぶ
に
、「
ま
こ
と
は
色
よ
り
も
」

と
、

(
竹
河
六
九)

⑦
は
「
ま
め
人
」
で
色
め
か
し
く
な
い
と
評
判
を
取
っ
て
い
る
薫
が
「
好
き
者
な
ら

は
む
か
し
」
と
年
賀
に
玉
鬘
邸
を
訪
れ
て
、
女
房
に
「
す
こ
し
色
め
け
梅
の
初
花
」
、

白
梅
さ
ん
、
紅
梅
に
な
っ
て
、
も
う
す
こ
し
う
ち
と
け
て
、
相
手
し
て
下
さ
い
よ
と

言
い
か
け
ら
れ
た
時
の
返
歌
で
あ
る
。
薫
は
、
あ
な
た
方
は
私
を
物
慣
れ
な
い
白
梅

と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
実
は
心
の
底
は
紅
梅
で
色
も
香
も
備
わ
っ
て
い
ま
す
、

直
接
触
れ
て
確
か
め
て
く
だ
さ
い
よ
、
と
「
言
ひ
す
さ
び
」
て
い
る
。
こ
こ
を
『
新

編
』
は
「
戯
れ
半
分
に
言
う
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
薫
が
か
ら
か
い
に
対
し

て
冗
談
め
か
し
て
抗
議
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
残
る
二
例
も
同
様
で
あ
る
。
八
の
宮

は
薫
に
亡
き
後
の
姫
君
の
後
見
を
託
し
た
後
、
薫
の
懇
望
も
あ
っ
て
、
姫
君
た
ち
に

箏
を
演
奏
す
る
よ
う
要
請
す
る
が
肯
ん
じ
な
い
。
八
宮
が
「
た
び
た
び
そ
そ
の
か
し

き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
と
か
く
聞
こ
え
す
さ
び
て
や
み
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
い
と
口
惜
し

う
お
ぼ
ゆ
。
」(

橋
姫
一
五
八)

と
、
繰
り
返
し
宮
が
勧
め
て
も
、
何
や
か
や
と
理
由

を
申
し
あ
げ
て
う
や
む
や
に
し
て
し
ま
う
。
姫
君
た
ち
は
琴
の
音
を
聴
か
れ
た
だ
け

で
も
恥
ず
か
し
い
の
に
、
正
式
に
お
聞
か
せ
す
る
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
と
思
っ
た

か
ら
で
、
そ
れ
を
薫
は
ま
こ
と
に
残
念
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
浮
舟
の
す
げ
な
い

態
度
を
恨
め
し
く
思
っ
て
帰
り
に
か
か
る
中
将
は
、
引
き
止
め
よ
う
と
す
る
妹
尼
に

「
を
ち
な
る
里
」
、
浮
舟
が
冷
淡
だ
と
よ
く
わ
か
っ
た
と
「
言
ひ
す
さ
み
て
」
、
と

り
あ
わ
ず
に
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
自
分
の
気
持
ち
が
容
れ
ら
れ
ず
、
報
わ

れ
ぬ
想
い
の
中
将
の
、
い
わ
ば
捨
て
台
詞
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
源
氏
物
語
の
四
例
は

状
況
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
相
手
に
反
論
し
、
抗
議
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
が
源
氏
物
語
に
認
め
ら
れ
る
「
言
ひ
す
さ
ぶ
」
の
特
徴
で
あ
る
。
大
和
物
語

も
女
房
を
非
難
だ
け
し
て
無
視
し
て
い
る
。
平
中
物
語
も
、「
言
ふ
」
で
は
な
く
「
言

ひ
す
さ
ぶ
」
だ
か
ら
、
単
に
恋
を
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
相
手
を
動
か
そ
う
と
自
分

の
想
い
を
言
い
募
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
言
ひ
す
さ
ぶ
」
は
従
来
説
か
れ
て
き
た
気
ま
ぐ
れ
に
話
し
た
り
、
熱

心
に
話
す
意
で
は
な
く
、
相
手
に
対
し
て
働
き
か
け
る
こ
と
、
自
分
の
想
い
を
主
張

す
る
意
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
裡
に
閉
塞
す
る
「
口
ず
さ
ぶ
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
す
さ
ぶ
」
の
性
格
上
、
見
方
に
よ
っ
て
解
釈
も
変
わ
る
。
大
和
物
語
で

は
言
い
捨
て
る
が
適
切
だ
が
、
源
氏
物
語
で
は
、
自
分
の
想
い
が
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
と
見
て
抗
議
す
る
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
言
い
募
る
が
適
切
な
の
で
あ
る
。

六

「
す
さ
び
」
ー
源
氏
物
語
独
自
の
表
現
ー

源
氏
物
語
で
は
、
先
行
の
作
品
に
比
し
て
「
す
さ
ぶ
」
語
彙
が
突
出
し
て
多
く
認

め
ら
れ
る
。
し
か
も
「
す
さ
ぶ
」
は
相
反
す
る
解
釈
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
少
な
く

な
い
。
「
す
さ
ぶ
」
の
多
用
は
物
語
に
と
っ
て
ど
ん
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
、
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そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
「
す
さ
ぶ
」
の
語
義
用
法
に
つ
い
て
考
察
し
て

き
た
。

平
安
仮
名
文
の
「
す
さ
ぶ
」
は
も
っ
ぱ
ら
人
間
を
主
体
と
し
て
用
い
ら
れ
、
心
の

赴
く
ま
ま
に
行
う
こ
と
を
い
う
の
だ
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
見
方
に
よ
っ
て
変
貌
す

る
。
や
や
も
す
れ
ば
逸
脱
す
る
点
か
ら
は
、
気
ま
ま
で
投
げ
や
り
な
行
為
、
戯
れ
の

行
為
と
見
え
、
自
己
の
欲
求
を
貫
こ
う
と
す
る
点
で
は
、
熱
意
の
あ
る
行
為
と
評
価

さ
れ
た
り
、
逆
に
わ
が
ま
ま
な
行
為
と
見
え
た
り
す
る
。
ま
た
、
心
に
任
せ
て
進
む

こ
と
に
重
点
を
置
け
ば
加
速
す
る
方
向
に
も
収
束
に
近
づ
く
方
向
に
も
用
い
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
か
、
同
じ
く
精
神
の
解
放
を
い
う
「
あ
そ
ぶ
」
が
、
日
常
か
ら
離
れ

て
楽
し
く
過
ご
す
行
為
で
、
協
同
し
て
行
う
場
合
も
多
い
た
め
節
度
を
も
っ
て
行
う
、

社
会
的
な
行
為
で
も
あ
る
の
と
は
異
な
り
、
「
す
さ
ぶ
」
は
日
常
に
留
ま
り
、
そ
の

な
か
で
精
神
を
解
放
す
る
た
め
に
、
個
人
的
で
、
他
者
を
意
識
せ
ず
配
慮
を
欠
く
事

態
も
生
じ
て
、
一
種
歓
迎
さ
れ
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
て
い
る
。

そ
う
し
た
「
す
さ
ぶ
」
語
彙
の
う
ち
、
他
者
を
要
す
る
の
は
、
下
二
段
活
用
の
「
す

さ
む
」
と
四
段
活
用
の
「
言
ひ
す
さ
ぶ
」
で
、
「
す
さ
む
」
は
「
す
さ
め
ぬ
」
と
否

定
の
形
で
和
歌
表
現
と
し
て
定
着
し
て
お
り
、
「
言
ひ
す
さ
ぶ
」
は
「
口
ず
さ
ぶ
」

と
は
違
っ
て
、
相
手
に
働
き
か
け
て
自
ら
の
立
場
を
伝
え
よ
う
と
す
る
語
で
、
源
氏

物
語
で
は
相
手
に
抗
議
す
る
際
に
認
め
ら
れ
る
。

源
氏
物
語
の
独
自
性
が
も
っ
と
も
顕
著
に
現
れ
て
い
る
の
は
名
詞
で
あ
る
。
ど

ん
な
こ
と
を
「
す
さ
び
」
と
い
っ
て
い
る
か
を
み
る
と
、
「
す
さ
び
」
二
三
例
は
戯

れ
の
恋
二
一
例
・
絵
や
物
語
の
享
受
一
例
・
芸
事
一
例
で
、
「
す
さ
び
ご
と
」
九
例

は
戯
れ
の
恋
八
例
・
物
語
の
享
受
一
例
、
「
す
さ
び
わ
ざ
」
二
例
は
鼻
に
朱
を
塗
る

い
た
ず
ら
と
詩
作
韻
塞
が
一
例
ず
つ
と
な
っ
て
、
実
に
二
九
例
が
戯
れ
の
恋
な
の
で

あ
る
。「
す
さ
び
」
の
大
多
数
は
男
の
出
来
心
で
の
女
性
と
の
交
渉
、
浮
気
で
あ
る
。

で
は
女
君
は
、
と
い
う
と
、
女
君
の
「
す
さ
び
」
は
古
歌
や
物
語
の
享
受
で
、
男
君

と
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
。
源
氏
物
語
で
は
男
の
「
す
さ
び
」
は
戯
れ
の
恋
、
女
の
「
す

さ
び
」
は
古
歌
や
物
語
と
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
男
の
「
す
さ
び
」
は
、
源
氏
一
九
例
、
匂
宮
二
例
、
左
馬
頭
・
頭
中
将

・
蛍
宮
・
冷
泉
帝
各
一
例
、
男
性
一
般
四
例
と
、
光
源
氏
に
集
中
し
て
い
て
、
当
人

が
こ
の
恋
は
「
す
さ
び
」
で
終
わ
り
そ
う
に
な
い
と
予
感
し
た
り
、
「
あ
ま
り
け
し

か
ら
ぬ
す
さ
び
」
と
反
省
し
た
り
、
紫
上
か
ら
「
す
さ
び
に
て
も
心
を
分
け
た
ま
ひ

け
む
よ
」
と
怨
ま
れ
た
り
、
語
り
手
か
ら
懲
り
な
い
「
御
心
の
す
さ
び
」
と
揶
揄
さ

れ
た
り
し
て
い
る
。
源
氏
物
語
で
は
「
す
さ
ぶ
」
語
彙
の
な
か
で
も
名
詞
の
比
率
が

高
く
、
こ
う
し
た
戯
れ
の
恋
の
「
す
さ
び
」
を
通
し
て
人
と
人
と
の
関
係
、
光
源
氏

の
折
々
の
生
と
そ
の
軌
跡
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
口
す
さ
ぶ
」
「
書
き
す
さ
ぶ
」

の
心
の
ま
ま
に
口
ず
さ
み
、
和
歌
を
書
く
行
為
も
、
先
行
後
追
の
物
語
と
は
異
な
っ

て
、
人
と
人
の
関
係
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
方
法
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
詳

し
く
辿
っ
て
い
き
た
い
の
だ
が
、
既
に
紙
幅
が
尽
き
た
。
次
稿
で
は
、
こ
う
し
た
「
す

さ
び
」
と
「
癖
」
の
問
題
、
一
見
す
る
と
他
の
物
語
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
、
口
頭
表
現
の
「
口
ず
さ
む
」
や
書
記
表
現
の
「
書
き
す
さ
ぶ
」
を
取
り
上
げ
て
、

源
氏
物
語
の
方
法
に
つ
い
て
考
究
し
て
い
き
た
い
。

注

<

１>

八
代
集
・
古
今
六
帖
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
、
そ
の
ほ
か
は
特
に
断
ら
な
い
限

り
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
を
用
い
た
。
表
記
を
わ
た
く
し
に
変
え
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。
引
用
の(

)

内
に
は
、
和
歌
に
は
部
立
・
歌
番
号
・
詠
者
を
、

散
文
に
は
巻
・
頁
な
ど
を
記
し
て
い
る
。

<
２>

根
来
司
氏
「
中
古
和
歌
の
語
彙
」
（
『
講
座
日
本
語
の
語
彙
２
』
明
治
書
院
、
一

九
八
二
年
五
月
）

<

３>

山
口
明
穂
氏
は
「
『
降
り
す
さ
む
』
『
吹
き
す
さ
む
』
に
つ
い
て
」(

『
中
世
国

語
に
お
け
る
文
語
の
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
七
六
年
八
月)

で
、
こ
れ
ら
を
「
時

折
吹
く
」
意
と
解
さ
れ
、
中
世
の
注
釈
で
「
吹
き
止
む
」
と
考
え
ら
れ
た
の
は
「
す
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さ
む
」
が
和
歌
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、「
荒
」
と
の
連
想
が
強
く
働
い
て
、

「
荒
れ
る
」
か
「
止
む
」
の
一
語
で
表
せ
る
動
詞
に
置
き
換
え
た
た
め
で
は
な
い

か
と
説
か
れ
て
い
る
。

<

４>

「
す
さ
び
」
に
「
す
さ
み
」
（
金
葉
１
）
、
「
手
す
さ
び
」
に
「
手
す
さ
み
」
（
金

葉
１
・
狭
衣
１
）
、
「
す
さ
び
ご
と
」
に
「
す
さ
び
言
」(

源
氏
３)

、
「
す
さ
ぶ
」

に
「
す
さ
ぶ
上
二
段
」(

源
氏
２)

・
「
う
ち
す
さ
ぶ
」(

寝
覚
１)

・
「
好
き
す
さ
ぶ
」

(

寝
覚
１)

、
「
口
ず
さ
び
」
に
は
「
口
ず
さ
み
」(

源
氏
４
、
狭
衣
２)

、
「
口
ず
さ

ぶ
」
に
「
口
す
さ
ぶ
」(
源
氏
３)

・
「
う
ち
口
す
さ
ぶ
」(

源
氏
１)

、
「
言
ひ
す
さ

ぶ
」
に
上
二
段
活
用(

平
中
２)
・
「
言
ひ
す
さ
む
」(

源
氏
１)

・
「
聞
こ
え
す
さ
ぶ
」

(

源
氏
１)

・
「
の
た
ま
ひ
す
さ
ぶ
」(
源
氏
１)

、
「
吹
き
す
さ
ぶ
」
に
「
吹
き
す
さ

む
」(

狭
衣
１)

、「
弾
き
す
さ
ぶ
」
に
「
弾
き
す
さ
む
」(

源
氏
１
、
狭
衣
１)

、「
書

き
す
さ
ぶ
」
に
「
書
き
す
さ
む
」(

源
氏
１
、
狭
衣
２)

・
「
書
き
す
さ
び
ゐ
る
」(

源

氏
１)

を
含
め
て
い
る
。

<

５>

拙
論
「
あ
そ
び
」
「
あ
そ
ぶ
」
考(

『
国
語
語
彙
史
の
研
究
八
』
和
泉
書
院
、
一

九
八
七
年
一
一
月)

、
『
源
氏
物
語
と
音
楽
』(

和
泉
書
院
一
九
九
三
年
一
二
月)
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