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一
　
は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻
は
、
特
殊
な
序
文
を
冒
頭
に
有
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

序
文
以
後
に
語
ら
れ
る
内
容
は
鬚
黒
・
玉
鬘
の
家
の
女
房
で
あ
る
悪
御
達
の
語
っ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
悪
御
達
と
い
う
新
し
い
語
り
手
が
、
そ
の
立
場
を
具
体

的
に
示
さ
れ
た
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
る
点
は
、
他
巻
と
比
し
て
も
異
質
さ
が

伴
う
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
解
釈
の
難
解
さ
は
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
特
に
そ
の
一
連
の
文
章
の
中
に
み
ら
れ
る
「
ひ
が
事
」
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
き
た
が
、
い
ま
だ
定
見
を
み
な
い
。

（
１
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
者
も
私
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
２
）

そ
の
内
容
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
が
、
結
論
だ
け
こ
こ
で
申
し
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
巻
の
語
り
手

で
あ
る
悪
御
達
の
側
か
ら
示
さ
れ
た
、「
紫
の
ゆ
か
り
」
に
よ
る
夕
霧
を
は
じ
め

と
す
る
六
条
院
家
に
つ
い
て
の
語
り
の
内
容
に
対
す
る
批
判
、
異
議
申
し
立
て
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
私
見
に
基
づ
き
、
今
一
度
、
竹
河
巻
の

冒
頭
表
現
に
つ
い
て
再
考
す
る
。
そ
の
際
、
中
心
的
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
の

冒
頭
表
現
の
中
に
み
ら
れ
る
「
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
」
と
い
う
、
語
り
手
悪
御
達

に
関
す
る
叙
述
で
あ
る
。「
落
ち
と
ま
る
」
と
い
う
表
現
の
解
釈
に
つ
い
て
、
従

来
の
「
生
き
残
る
」
と
い
う
意
で
妥
当
な
の
か
ど
う
か
を
ま
ず
は
検
討
し
て
い
く
。

そ
の
う
え
で
、
こ
の
「
落
ち
と
ま
る
」
と
い
う
表
現
の
解
釈
を
提
示
し
つ
つ
、
悪

御
達
と
い
う
語
り
手
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
汲
み
取
っ
て
い
く
。
最
終
的
に
は
、

前
稿
で
示
し
た
内
容
を
う
け
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
「
ひ
が
事
」
に
関
す
る
私
見

に
つ
い
て
言
及
す
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
作
業
を
行
い
な
が
ら
、
前
稿
の
内
容

の
補
完
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

二
「
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
」

次
に
引
く
竹
河
巻
の
冒
頭
文
は
『
源
氏
物
語
』
中
で
も
特
異
な
も
の
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
源
氏
の
御
族
に
も
離
れ
た
ま
へ
り
し
後
大
殿
わ
た
り
に
あ
り
け
る

悪
御
達
の
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
が
問
は
ず
語
り
し
お
き
た
る
は
、
紫
の
ゆ
か

り
に
も
似
ざ
め
れ
ど
、
か
の
女
ど
も
の
言
ひ
け
る
は
、「
源
氏
の
御
末
々
に

ひ
が
事
ど
も
の
ま
じ
り
て
聞
こ
ゆ
る
は
、
我
よ
り
も
年
の
数
つ
も
り
ほ
け
た

り
け
る
人
の
ひ
が
言
に
や
」
な
ど
あ
や
し
が
り
け
る
、
い
づ
れ
か
は
ま
こ
と

な
ら
む
。

（
⑤
竹
河
・
五
九
）

（
３
）
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二

前
述
し
た
よ
う
に
、「
ひ
が
事
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解

が
示
さ
れ
て
お
り
、
い
ま
だ
定
見
を
見
な
い
。
た
し
か
に
こ
の
箇
所
の
解
釈
は
難

解
で
は
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
が
、
傍
線
部
「
落
ち
と

ま
り
残
れ
る
」
と
い
う
、
語
り
手
悪
御
達
の
出
自
に
関
す
る
文
言
で
あ
る
。
従
来
、

こ
の
表
現
を
含
ん
だ
前
後
の
箇
所
は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。

岩
波
旧
大
系
　
　
　
後
々
ま
で
生
き
残
っ
て
い
た
者
が
、
人
の
問
い
も
し
な
い
の

に
、
自
分
か
ら
語
っ
て
置
い
た
物
語
で
あ
る
よ

新
潮
古
典
集
成
　
　
お
し
ゃ
べ
り
な
女
房
た
ち
で
、
生
き
永
ら
え
残
っ
て
い
た
者

が
、
問
わ
ず
語
り
に
話
し
て
お
い
た
も
の
だ
が

源
氏
物
語
評
釈
　
　
生
き
長
ら
え
残
っ
て
い
た
の
が
、
問
わ
ず
語
り
に
話
し
て
お

い
た
も
の
で

小
学
館
新
全
集
　
　
ま
だ
生
き
残
っ
て
い
た
者
が
問
わ
ず
語
り
を
し
て
お
い
た
も

の
が

鑑
賞
と
基
礎
知
識
　
ま
だ
生
き
残
っ
て
い
た
者
が
、
問
わ
ず
語
り
に
語
っ
た
も
の

で（
４
）

諸
注
釈
書
い
ず
れ
も
が
「
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
」
と
い
う
表
現
を
「
ま
だ
生
き

残
っ
て
い
た
者
」
と
解
釈
し
、
ほ
ぼ
共
通
し
た
理
解
を
示
し
て
い
る
。
竹
河
の
冒

頭
文
が
古
注
以
来
、
解
釈
の
揺
れ
を
生
じ
さ
せ
な
が
ら
検
討
さ
れ
て
き
た
中
で
、

こ
の
「
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
」
と
い
う
箇
所
は
、
鬚
黒
・
玉
鬘
家
に
仕
え
る
悪
御

達
の
生
き
残
り
と
い
っ
た
か
た
ち
で
理
解
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
。

し
か
し
、
こ
の
箇
所
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
な
お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
こ
の
表
現
に
つ
い
て
用
例
を
検

討
し
て
お
き
た
い
。

「
落
ち
と
ま
る
」
と
い
う
表
現
に
関
す
る
用
例
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て

は
こ
の
竹
河
冒
頭
文
を
含
む
七
例
が
確
認
さ
れ
る
。
以
下
、
竹
河
の
冒
頭
の
例
を

除
く
、
該
当
箇
所
を
列
挙
す
る
。

【
本
文
Ａ
】

君
は
、
い
と
口
惜
し
く
見
つ
け
ら
れ
ぬ
る
こ
と
と
思
ひ
臥
し
た
ま
へ
り
。
内

侍
は
、
あ
さ
ま
し
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
落
ち
と
ま
れ
る
御
指
貫
、
帯
な
ど
、

つ
と
め
て
た
て
ま
つ
れ
り
。

（
①
紅
葉
賀
・
三
四
四
）

【
本
文
Ｂ
】

駅
の
長
に
く
し
と
ら
す
る
人
も
あ
り
け
る
を
、
ま
し
て
お
ち
と
ま
り
ぬ
べ
く

な
む
お
ぼ
え
け
る
。

（
②
須
磨
・
二
五
）

【
本
文
Ｃ
】

乳
母
も
、
こ
の
女
君
の
あ
は
れ
に
思
ふ
や
う
な
る
を
語
ら
ひ
人
に
て
、
世
の

慰
め
に
し
け
り
。
を
さ
を
さ
劣
ら
ぬ
人
も
、
類
に
ふ
れ
て
迎
へ
取
り
て
あ
ら

す
れ
ど
、
こ
よ
な
く
衰
へ
た
る
宮
仕
人
な
ど
の
、
巌
の
中
尋
ぬ
る
が
落
ち
と

ま
れ
る
な
ど
こ
そ
あ
れ
、
こ
れ
は
こ
よ
な
う
こ
め
き
思
ひ
あ
が
れ
り
。

（
②
澪
標
・
二
九
五
）

【
本
文
Ｄ
】

落
ち
と
ま
り
て
か
た
は
な
る
べ
き
人
の
御
文
ど
も
、「
破
れ
ば
惜
し
」
と
思

さ
れ
け
る
に
や
、
す
こ
し
づ
つ
残
し
た
ま
へ
り
け
る
を
、
も
の
の
つ
い
で
に

御
覧
じ
つ
け
て
、
破
ら
せ
た
ま
ひ
な
ど
す
る
に
、
か
の
須
磨
の
こ
ろ
ほ
ひ
、

所
ど
こ
ろ
よ
り
奉
り
た
ま
ひ
け
る
も
あ
る
中
に
、
か
の
御
手
な
る
は
、
こ
と

に
結
ひ
あ
は
せ
て
ぞ
あ
り
け
る
。

（
④
幻
・
五
四
六
〜
五
四
七
）

【
本
文
Ｅ
】

あ
ら
ま
し
ご
と
に
て
だ
に
つ
ら
し
と
思
ひ
た
ま
へ
り
つ
る
を
、
ま
い
て
、
い

か
に
め
づ
ら
か
に
思
し
疎
ま
む
と
い
と
心
苦
し
き
に
も
、
す
べ
て
は
か
ば
か

し
き
後
見
な
く
て
落
ち
と
ま
る
身
ど
も
の
悲
し
き
を
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
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に
、
今
は
と
て
山
に
登
り
た
ま
ひ
し
夕
の
御
さ
ま
な
ど
た
だ
今
の
心
地
し
て
、

い
み
じ
く
恋
し
く
悲
し
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。

（
⑤
総
角
・
二
五
二
〜
二
五
三
）

【
本
文
Ｆ
】

「
さ
る
べ
き
ゆ
ゑ
あ
れ
ば
こ
そ
は
、
さ
や
う
に
も
睦
び
き
こ
え
ら
る
ら
め
。

な
ど
か
、
今
ま
で
、
か
く
も
か
す
め
さ
せ
た
ま
は
ざ
ら
ん
」
と
の
た
ま
へ
ば
、

「
い
さ
や
、
そ
の
ゆ
ゑ
も
、
い
か
な
り
け
ん
こ
と
と
も
思
ひ
わ
か
れ
は
べ
ら

ず
、
も
の
は
か
な
き
あ
り
さ
ま
ど
も
に
て
世
に
落
ち
と
ま
り
さ
す
ら
へ
ん
と

す
ら
む
こ
と
と
の
み
、
う
し
ろ
め
た
げ
に
思
し
た
り
し
こ
と
ど
も
を
、
た
だ

一
人
か
き
集
め
て
思
ひ
知
ら
れ
は
べ
る
に
、
ま
た
あ
い
な
き
こ
と
を
さ
へ
う

ち
そ
へ
て
、
人
も
聞
き
つ
た
へ
ん
こ
そ
、
い
と
い
と
ほ
し
か
る
べ
け
れ
」
と

の
た
ま
ふ
気
色
見
る
に
、
宮
の
忍
び
て
も
の
な
ど
の
た
ま
ひ
け
ん
人
の
忍
ぶ

草
摘
み
お
き
た
り
け
る
な
る
べ
し
と
見
知
り
ぬ
。

（
⑤
宿
木
・
四
五
〇
〜
四
五
一
）

以
上
が
竹
河
を
除
く
「
落
ち
と
ま
る
」
の
用
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
六
例
に
つ
い

て
そ
の
中
身
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
本
文
Ａ
の
用
例
は
、
紅
葉
賀
巻
に
お
い
て
光
源
氏
が
源
典
侍
と
戯
れ
た

末
に
、
慌
て
て
そ
の
場
を
後
に
し
た
場
面
に
登
場
す
る
。
光
源
氏
の
持
ち
物
で
あ

る
指
貫
や
帯
な
ど
の
装
束
類
が
そ
の
場
に
「
落
ち
と
ま
れ
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
の
「
落
ち
と
ま
る
御
指
貫
、
帯
な
ど
」
は
、
慌
て
た
光
源
氏
が
装
束

類
を
持
ち
帰
り
忘
れ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
落
ち
と
ま
る
」
の

意
味
と
し
て
は
、「
置
き
去
り
に
さ
れ
た
」
と
か
「
後
に
捨
て
置
か
れ
た
」
く
ら

い
が
適
当
だ
ろ
う
。

次
の
用
例
で
あ
る
本
文
Ｂ
は
、
大
宰
大
弐
一
行
が
上
京
途
中
に
須
磨
に
い
る
光

源
氏
を
見
舞
う
場
面
に
出
て
く
る
。
こ
の
場
面
で
は
五
節
の
君
と
光
源
氏
と
が
歌

の
贈
答
を
行
う
が
、
光
源
氏
か
ら
の
返
歌
を
う
け
て
、
一
行
か
ら
離
れ
て
光
源
氏

の
い
る
こ
の
地
に
留
ま
り
た
い
と
い
う
五
節
の
君
の
心
情
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
「
留
ま
り
た
い
」
と
い
う
思
い
が
「
落
ち
と
ま
る
」
と
い
う
語
句
を
用
い
て
表

現
さ
れ
て
い
る
。

本
文
Ｃ
は
、
明
石
姫
君
の
五
十
日
の
祝
い
の
場
面
に
お
い
て
、
姫
君
の
女
房
た

ち
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
場
面
で
あ
る
。
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
っ
て
俗
世
を
離
れ
て
し

ま
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
家
に
落
ち
着
い
た
・
定
着
し
た
と
い
う

意
に
な
る
。
こ
こ
で
の
「
落
ち
と
ま
る
」
は
、「（
あ
る
場
所
に
）
居
つ
い
た
」
と

い
う
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

本
文
Ｄ
に
み
ら
れ
る
「
落
ち
と
ま
る
」
は
後
の
「
人
の
御
文
ど
も
」
に
か
か
る

表
現
で
あ
る
。
本
文
Ａ
と
同
様
の
表
現
と
い
っ
て
よ
い
。

本
文
Ｅ
と
Ｆ
は
「
生
き
残
る
」
の
意
で
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
。

本
文
Ｅ
は
八
宮
と
死
に
別
れ
た
大
君
の
悲
嘆
を
描
く
場
面
で
あ
る
が
、
し
っ
か
り

と
し
た
後
見
が
な
い
自
分
た
ち
姉
妹
の
身
の
憂
さ
を
語
っ
て
い
る
。
父
八
宮
と
の

別
離
が
前
提
と
な
っ
て
「
落
ち
と
ま
れ
る
」
が
使
用
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
、

こ
こ
は
「
生
き
残
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
本

文
Ｆ
は
、
中
君
が
薫
に
異
母
妹
浮
舟
の
存
在
を
話
し
て
聞
か
せ
る
場
面
に
あ
た
る
。

ど
う
し
て
そ
の
存
在
を
早
く
に
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と
問
う
た
薫
に
対

し
て
、
中
君
が
答
え
る
言
葉
の
中
に
「
落
ち
と
ま
り
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。

父
八
宮
が
姉
妹
の
行
く
末
を
案
じ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
な
か
で
、
姉
妹
が
「
世

に
落
ち
と
ま
り
さ
す
ら
へ
ん
」
と
八
宮
は
危
惧
し
て
い
た
と
い
う
。
八
宮
は
自
分

の
死
後
、
姉
妹
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
を
、
橋
姫
巻
以
降
、
心
配
し
続

け
て
い
た
。
ま
た
、「
世
に
」
と
い
う
文
言
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

死
す
る
八
宮
と
の
対
照
を
な
す
も
の
だ
と
言
え
る
。
そ
の
点
か
ら
、
こ
こ
も
「
生

き
残
る
」
と
い
う
意
味
で
と
ら
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

な
お
、『
源
氏
物
語
』
と
同
時
代
以
前
の
作
品
の
中
で
「
落
ち
と
ま
り
」
と
い

う
表
現
を
含
ん
で
い
る
の
は
、
次
に
引
く
『
後
撰
和
歌
集
』
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
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【
本
文
Ｇ
】

あ
る
法
師
の
、
源
の
ひ
と
し
の
朝
臣
の
家
に
ま
か
り
て
、
数
珠
の
す
が

り
を
落
と
し
け
る
を
、
朝
に
贈
る
と
て

う
た
ゝ
ね
の
床
に
と
ま
れ
る
白
玉
は
君
が
お
き
け
る
露
に
や
あ
る
ら
ん

返
し

か
ひ
も
な
き
草
の
枕
に
お
く
露
の
何
に
消
え
な
で
落
ち
と
ま
り
け
む（

５
）

「
あ
る
法
師
」
が
詠
ん
だ
返
し
の
歌
の
中
に
「
落
ち
と
ま
り
」
と
い
う
表
現
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
歌
は
、「
あ
る
法
師
」
が
、
つ
い
う
た
た
寝
を
し
て
数
珠
の
袋

を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
か
ら
か
う
内
容
の
源
等
の
歌
に
対
し
て
、
ユ
ー
モ

ア
た
っ
ぷ
り
に
「
あ
る
法
師
」
が
返
し
た
も
の
で
あ
る
。「
あ
る
法
師
」
は
、
源

等
の
歌
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
露
」
の
語
を
ふ
ま
え
、
ど
う
し
て
露
（
す
な
わ
ち

数
珠
の
す
が
り
）
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
応
じ
て
い
る
。
こ
の
例
も
本

文
Ａ
や
Ｄ
と
同
様
に
、「（
そ
の
場
所
に
露
が
）
落
ち
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
、

物
が
そ
こ
に
あ
る
状
態
を
示
す
表
現
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
、『
源
氏
物
語
』
お
よ
び
『
後
撰
和
歌
集
』
に
見
ら
れ
る
用
例
を
検
討
し

て
き
た
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
た
し
か
に
「
落
ち
と
ま
る
」
と
い
う
表
現
は
、

「
生
き
残
る
」
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
人
間

の
生
存
ば
か
り
で
は
な
く
、
物
が
残
る
・
残
存
す
る
と
い
っ
た
意
味
合
い
に
お
い

て
も
使
用
さ
れ
る
語
句
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
上
に
注

意
す
べ
き
は
、
そ
の
ほ
か
の
意
味
と
し
て
、
人
が
あ
る
場
所
に
滞
在
す
る
・
留
ま

る
と
い
う
意
味
を
「
落
ち
と
ま
る
」
と
い
う
表
現
は
有
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
本
文
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「（
あ
る
場
所
に
）
落
ち
着
く
・
留

ま
る
」
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
た
例
が
あ
る
。「
落
ち
と
ま
る
」
と
い
う
表
現

の
基
本
的
な
意
味
は
、
人
や
物
が
そ
こ
に
存
在
す
る
・
存
在
し
続
け
る
と
い
っ
た
、

存
続
の
状
態
を
示
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
人
の
行
動
に
つ
い
て
述
べ
る
場
合
、
生
存
を
意
味
す
る
「
生
き
残
る
」
だ

け
で
は
な
く
「
留
ま
る
」
と
い
う
生
死
を
ふ
ま
え
な
い
存
続
の
意
味
が
あ
る
と
す

る
と
き
、
竹
河
の
冒
頭
文
に
お
け
る
「
落
ち
と
ま
る
」
を
無
条
件
に
「
生
き
残
る
」

と
い
う
解
に
限
定
す
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
。
生
死
を
問
題
に
し
な
い
、
単
に

「
留
ま
る
」
と
い
う
意
味
で
と
ら
え
る
余
地
は
十
分
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。

こ
の
二
つ
の
意
味
の
い
ず
れ
が
適
当
な
の
か
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
定
め
が
た
い

も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
直
後
に
続
く
「
残
る
」
と
い
う
語
句
と
の
関
係
で
絞
り
込

む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
落
ち
と
ま
る
」
自
体
に
「
生
き
残
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
き
、「
落
ち

と
ま
り
残
れ
る

．
．
．

」
と
表
現
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
落

ち
と
ま
る
」
だ
け
で
既
に
十
分
な
意
を
提
示
し
う
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

上
で
さ
ら
に
「
残
れ
る
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
と
ら
え
に
く
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、「
残
れ
る
」
と
い
う
語
句
の
存
在
意
義
が
不
明
瞭
に
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
も
う
一
つ
の
解
で
あ
る
、
単
な
る
状
態
の
存

続
、「
留
ま
る
」
を
と
り
、
後
に
続
く
「
残
る
」
を
加
味
す
る
こ
と
で
「
留
ま
り

残
る
」「
居
残
る
」
と
す
る
ほ
う
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
「
生
き
残
る
」
と
解
釈
す
る
本
文
Ｅ
や
Ｆ
の
場
合
、「
落
ち

と
ま
り
」
の
直
前
に
は
「
後
身
」
や
「
世
に
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
、
前
述
し
た

と
お
り
、
文
脈
上
明
ら
か
に
「
生
き
残
る
」
の
意
で
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必

然
性
が
あ
る
。

（
６
）

こ
の
こ
と
は
、「
落
ち
と
ま
る
」
の
意
味
が
単
に
存
続
を
表
す
だ

け
で
、
そ
れ
が
人
の
生
死
や
死
後
を
問
題
に
す
る
場
面
で
あ
る
か
ら
「
生
き
残
る
」

と
い
う
意
味
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

以
上
の
内
容
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
竹
河
巻
の
冒
頭
表
現
中
の
「
落
ち
と
ま
り

残
れ
る
」
は
、「
生
き
残
る
」
で
は
な
く
、「
居
残
る
」
の
意
で
と
ら
え
る
べ
き
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
離
反
す
る
女
房

前
節
で
確
認
し
た
内
容
を
ふ
ま
え
、「
生
き
残
る
」
の
意
で
は
な
く
、「
居
残
る
」



「
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
」
悪
御
達
　
廏
野

五

と
い
う
存
続
の
意
で
「
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
」
を
と
る
と
き
、「
悪
御
達
」
に
も

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
女
房
が
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
大

別
す
る
と
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
後
大
殿
わ
た
り
」
に

残
っ
た
者
、
残
ら
な
か
っ
た
者
で
あ
る
。
残
っ
た
者
が
竹
河
巻
の
語
り
手
と
し
て

の
悪
御
達
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

女
房
は
主
家
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
離
反
し
て
家
を
離
れ
る
者
も
少
な
く

な
い
。
主
家
へ
の
忠
誠
心
が
強
い
も
の
の
代
表
と
し
て
乳
母
や
乳
母
子
が
あ
げ
ら

れ
る
と
き
、
そ
の
対
照
的
な
立
場
と
し
て
女
房
が
取
り
上
げ
ら
れ
も
す
る
。

（
７
）

竹
河

巻
に
続
く
橋
姫
巻
以
降
に
も
、
そ
う
し
た
状
況
は
特
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
八
宮
家
の
女
房
た
ち
の
様
子
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

八
宮
家
の
衰
退
は
橋
姫
巻
の
冒
頭
か
ら
明
瞭
に
著
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
態

は
女
房
達
の
動
向
・
言
動
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の

よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。

年
月
に
そ
へ
て
宮
の
内
も
の
さ
び
し
く
の
み
な
り
ま
さ
る
。
さ
ぶ
ら
ひ
し
人

も
、
た
づ
き
な
き
心
地
す
る
に
え
忍
び
あ
へ
ず
、
次
々
に
、
従
ひ
て
ま
か
で

散
り
つ
つ
、
若
君
の
御
乳
母
も
、
さ
る
騒
ぎ
に
は
か
ば
か
し
き
人
を
し
も
選

り
あ
へ
た
ま
は
ざ
り
け
れ
ば
、
ほ
ど
に
つ
け
た
る
心
浅
さ
に
て
、
幼
き
ほ
ど

を
見
棄
て
た
て
ま
つ
り
に
け
れ
ば
、
た
だ
宮
ぞ
は
ぐ
く
み
た
ま
ふ
。

（
⑤
橋
姫
・
一
二
〇
）

引
用
文
は
、
橋
姫
巻
の
序
盤
に
展
開
す
る
八
宮
の
半
生
を
語
る
箇
所
の
一
節
で

あ
る
が
、
女
房
ば
か
り
か
乳
母
ま
で
も
が
家
を
離
反
し
て
方
々
に
散
っ
て
い
っ
た

と
す
る
。
離
反
の
主
た
る
要
因
は
、
傍
線
部
「
た
づ
き
な
き
心
地
す
る
に
え
忍
び

あ
へ
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
主
家
で
あ
る
八
宮
家
に
留
ま
っ
て
い
て
も
将
来
的
な

発
展
は
望
む
べ
く
も
な
く
、
頼
り
に
な
ら
な
い
八
宮
家
で
の
宮
仕
え
に
は
辛
抱
が

で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
は
乳
母
も
離
反
を
し
て
い
る

が
、
波
線
部
「
は
か
ば
か
し
き
人
」
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い

う
理
由
付
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
乳
母
や
乳
母
子
ら
は
家
と
の
関
係
を
継
続
す
る

の
が
基
本
的
な
あ
り
方
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、「
若
き
人
々
の
、
な
だ
ら
か
に
も
の
聞
こ
ゆ
べ
き
も
な
く
」（
⑤
橋
姫
・

四
〇
）
な
ど
の
よ
う
に
、
八
宮
家
に
は
し
っ
か
り
と
し
た
女
房
が
い
な
い
こ
と
も

た
び
た
び
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
に
女
房
の
質
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
前
提
と
し
て
、
離
反
し
た
女
房
た
ち
が
大
勢
い
た
こ
と
に
よ
る
結
果
な
の
だ

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

以
上
の
例
に
見
ら
れ
る
が
ご
と
く
、
明
確
に
女
房
の
離
反
を
示
す
よ
う
な
例
だ

け
で
は
な
く
、
暗
に
女
房
の
離
反
を
ほ
の
め
か
す
よ
う
な
記
述
も
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
女
房
に
関
す
る
記
述
は
家
の
状
態
を
如
実
に
表
す
一
つ
の

物
差
し
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
正
編
の
中
に
も
、
こ
う
し
た
離

反
す
る
女
房
は
描
か
れ
て
い
る
が
、

（
８
）

橋
姫
巻
以
降
の
宇
治
八
宮
家
は
か
な
り
集
中

的
に
家
の
窮
乏
・
衰
退
を
女
房
の
あ
り
方
や
不
在
に
絡
め
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
女
房
不
在
の
状
況
は
、
や
は
り
家
の
発
展
の
可
能
性
が
薄
れ
、
衰
退
の
兆

し
が
み
ら
れ
る
と
き
、
女
房
た
ち
自
身
の
意
思
や
選
択
に
よ
っ
て
現
出
す
る
も
の

だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
総
角
巻
あ
た
り
に
ま
で
物
語
が
展
開
し
て
い
く

と
、
大
君
と
薫
の
結
婚
を
切
望
し
、
大
君
を
追
い
詰
め
て
い
く
女
房
が
た
び
た
び

描
か
れ
る
が
、
彼
ら
が
結
婚
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
理
由
に
は
、
経
済
的
保
障

の
問
題
が
頭
に
ち
ら
つ
い
て
い
た
と
思
し
い
。
こ
う
し
た
女
房
た
ち
の
思
い
と
い

う
の
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
薫
が
大
君
と
の
結
婚
実
現
の
た
め
に
弁
に
助
力

を
請
う
場
面
で
は
、
一
般
論
と
し
て
の
女
房
の
あ
り
よ
う
が
、「
例
の
、
わ
ろ
び

た
る
女
ば
ら
な
ど
は
、
か
か
る
こ
と
（
男
女
の
結
婚
に
関
連
す
る
話
題
）
に
は
憎

き
さ
か
し
ら
も
言
ひ
ま
ぜ
て
言
よ
が
り
な
ど
も
す
め
る
を
」（
⑤
総
角
・
二
二
八
）

と
い
っ
た
よ
う
に
語
ら
れ
て
も
い
る
。
女
房
は
主
人
の
よ
り
よ
い
結
婚
を
望
む
。

そ
れ
が
自
身
や
自
身
の
家
の
発
展
に
結
び
つ
く
も
の
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
差

し
出
が
ま
し
い
態
度
を
取
る
者
も
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
女
房
た
ち
の

功
利
的
な
側
面
が
窺
え
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
鬚
黒
・
玉
鬘
家
に
お
い
て
も
八
宮
家
と
同
様
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の
状
況
、
す
な
わ
ち
女
房
の
離
反
が
生
じ
て
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
自
然
で
は
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
竹
河
の
巻
で
悪
御
達
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
物
語
内
の
時

間
よ
り
も
後
の
話
で
あ
る
。
悪
御
達
の
語
っ
た
内
容
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
予
見

さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
描
か
れ
方
に
な
っ
て
い
る
。

（
玉
鬘
は
）「
見
苦
し
の
君
た
ち
の
、
世
の
中
を
心
の
ま
ま
に
お
ご
り
て
。

官
位
を
ば
何
と
も
思
は
ず
過
ぐ
し
い
ま
す
が
ら
ふ
や
。
故
殿
お
は
せ
ま
し
か

ば
、
こ
こ
な
る
人
々
も
、
か
か
る
す
さ
び
ご
と
に
ぞ
、
心
は
乱
ら
ま
し
」
と

う
ち
泣
き
た
ま
ふ
。
右
兵
衛
督
、
右
大
弁
に
て
、
み
な
非
参
議
な
る
を
愁
は

し
と
思
へ
り
。
侍
従
と
聞
こ
ゆ
め
り
し
ぞ
、
こ
の
こ
ろ
頭
中
将
と
聞
こ
ゆ
め

る
。
年
齢
の
ほ
ど
は
か
た
は
な
ら
ね
ど
、
人
に
後
る
と
嘆
き
た
ま
へ
り
。
宰

相
は
、
と
か
く
つ
き
づ
き
し
く
。

（
⑤
竹
河
・
一
一
二
〜
一
一
三
）

引
用
箇
所
は
竹
河
巻
の
巻
末
に
み
ら
れ
る
。
鬚
黒
・
玉
鬘
家
の
子
弟
の
昇
進
が

か
ん
ば
し
く
な
い
と
玉
鬘
の
悲
嘆
が
語
ら
れ
る
こ
の
場
面
か
ら
は
、
そ
の
後
の
家

の
不
振
が
予
見
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
家
の
不
振
は
確
か
に
起
こ
っ
た

よ
う
だ
。
宇
治
十
帖
に
お
い
て
は
、
玉
鬘
家
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
も
は
や
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
玉
鬘
家
は
没
落
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
差

し
支
え
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
女
房
の
離
反
が
生
じ

て
く
る
余
地
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
本
稿
の
流
れ
に
沿
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
語
り
手
と
し
て
の
悪
御

達
は
家
の
衰
退
後
に
も
引
き
続
き
主
家
に
仕
え
続
け
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
一
方
で

離
反
す
る
女
房
た
ち
も
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
離
反
す
る
女
房

た
ち
の
存
在
が
確
認
で
き
る
よ
う
な
文
言
と
し
て
「
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
」
が
あ

る
と
す
る
と
き
、
こ
の
箇
所
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う

の
も
、
離
反
し
た
女
房
た
ち
は
家
の
衰
退
を
見
極
め
、
自
ら
の
利
益
と
な
る
と
こ

ろ
は
少
な
い
と
判
断
し
、
主
家
を
見
限
っ
て
出
て
行
っ
た
も
の
と
思
し
い
が
、
そ

の
一
方
で
家
に
残
り
、
仕
え
続
け
た
語
り
手
悪
御
達
は
、
主
家
に
対
し
て
あ
る
程

度
の
忠
誠
心
を
持
ち
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
も
っ
と
も
、

家
に
残
っ
た
理
由
が
必
ず
し
も
忠
誠
心
に
の
み
よ
る
も
の
だ
と
は
即
断
し
か
ね
る

と
こ
ろ
は
あ
る
。
柏
木
の
死
後
、
西
海
を
流
浪
し
た
後
に
八
宮
家
に
仕
え
る
こ
と

と
な
っ
た
弁
の
よ
う
に
、
諸
事
情
か
ら
必
ず
し
も
経
済
的
に
恵
ま
れ
た
宮
仕
え
先

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
も
い
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
ま
た
、
他
家
に

頼
る
べ
き
縁
故
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
者
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
点
か
ら

す
れ
ば
、
忠
誠
心
の
み
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
主
家
が
抱
え

る
不
満
を
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
玉
鬘
・
鬚
黒
家
が
抱
え
る
家

の
不
振
は
、
家
に
残
り
続
け
た
者
た
ち
の
不
満
に
直
接
的
に
結
び
つ
く
は
ず
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
不
満
が
悪
御
達
の
語
り
の
原
点
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
。

四
　
異
議
申
し
立
て
の
語
り

前
節
の
末
尾
で
、
家
に
残
り
続
け
た
悪
御
達
の
不
満
が
、
竹
河
巻
の
語
り
の
原

点
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻

冒
頭
表
現
考
」

（
９
）

に
お
い
て
検
討
し
た
事
項
を
前
提
と
し
て
い
る
。
詳
細
は
当
該
論

文
に
譲
る
こ
と
と
す
る
が
、
そ
の
概
要
だ
け
こ
こ
に
示
し
て
お
く
。

前
稿
で
は
、
竹
河
巻
頭
の
序
文
の
解
釈
を
主
た
る
問
題
と
し
、
と
り
わ
け
「
離

れ
た
ま
へ
り
し
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
拙
論
で
は
、
こ
の
表
現
は

玉
鬘
家
と
六
条
院
家
や
紅
梅
大
納
言
家
と
の
血
縁
関
係
の
遠
さ
を
示
す
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
の
親
疎
関
係
に
お
い
て
、
疎
隔
・
乖
離
と
い
う
よ
う
な
意
味
を

持
つ
も
の
だ
と
述
べ
た
。

そ
う
し
た
見
解
に
立
ち
つ
つ
、
玉
鬘
家
と
六
条
院
家
の
疎
隔
・
乖
離
の
時
期
を

見
定
め
る
と
き
、
そ
れ
は
竹
河
の
巻
内
で
進
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
両

家
の
関
係
の
崩
壊
は
元
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
竹
河
巻
の
内
部
で
展
開
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
物
語
内
世
界
の
時
間
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
で
、
編

集
の
立
場
に
立
つ
も
の
が
匂
兵
部
卿
巻
や
紅
梅
巻
と
の
関
係
を
ほ
の
め
か
し
な
が



「
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
」
悪
御
達
　
廏
野

七

ら
序
文
の
か
た
ち
で
述
べ
た
の
だ
と
考
え
た
。

こ
う
と
ら
え
る
と
き
、
し
ば
し
ば
巻
頭
の
表
現
に
お
い
て
問
題
に
な
る
「
ひ
が

事
」
の
意
味
は
、
こ
の
両
家
の
疎
隔
・
乖
離
に
か
ら
ん
だ
も
の
な
の
で
は
な
い
か

と
述
べ
た
。
光
源
氏
死
後
の
世
界
に
お
け
る
六
条
院
家
の
あ
り
方
を
、
悪
御
達
の

語
り
は
明
る
み
に
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
光
源
氏
の
遺
言
で
あ
る
玉
鬘
厚
遇

を
果
た
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
夕
霧
の
姿
を
露
わ
に
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
。
こ
の
こ
と
は
、
匂
兵
部
卿
巻
で
語
ら
れ
た
光
源
氏
を
尊
重
す
る
夕
霧
の
態
度

と
の
ズ
レ
を
示
す
も
の
で
、
光
源
氏
の
意
に
反
し
て
玉
鬘
を
排
除
し
て
い
く
夕
霧

を
竹
河
巻
で
悪
御
達
は
語
っ
て
い
る
。
光
源
氏
の
意
向
に
沿
っ
て
い
る
か
の
よ
う

な
語
ら
れ
方
を
し
た
夕
霧
に
つ
い
て
、
そ
の
内
実
を
暴
露
す
る
よ
う
な
語
り
が
悪

御
達
の
語
り
だ
と
し
た
。
つ
ま
り
、「
ひ
が
事
」
の
意
味
と
は
、「
紫
の
ゆ
か
り
」

に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
光
源
氏
を
尊
重
す
る
夕
霧
の
姿
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
と
い
う
存
在
や
そ
の
影

響
力
の
翳
り
ま
で
も
明
る
み
に
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
以

上
が
、
前
稿
の
概
要
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
も
、
基
本
的
な
考
え
方
は
変
わ
ら
ず
、
こ
の
方
向
性
で
検
討
し

て
い
く
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
」
と
い
う
表
現
が
、
従
来
考
え
ら

れ
て
き
た
「
生
き
残
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
居
残
る
」
と
い
う
表
現
だ

と
す
る
と
き
、
悪
御
達
は
没
落
し
て
い
く
家
に
何
ら
か
の
理
由
で
留
ま
り
続
け
た

こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
が
主
家
へ
の
忠
誠
心
と
い
う
積
極
的
な
も
の
な
の
か
、

あ
る
い
は
行
き
場
を
失
っ
た
た
め
と
い
う
消
極
的
な
も
の
な
の
か
は
定
め
が
た
い

も
の
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
没
落
す
る
主
家
と
と
も
に
不
如
意
な
余
生
を
強

い
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
退
廃
し
て
い
く
主
家
の
あ
り
よ
う
と
と
も

に
、
そ
の
家
に
仕
え
る
者
の
境
遇
も
、
そ
れ
ま
で
の
華
や
か
な
も
の
か
ら
徐
々
に

翳
り
を
見
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
で
、
彼
ら
の
心
の
中
に
憤
懣
が
生
じ

る
の
は
、
ご
く
自
然
な
成
り
行
き
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
憤
懣
の
矛
先
は
、

前
述
し
た
と
お
り
、
夕
霧
を
は
じ
め
と
す
る
六
条
院
家
に
向
け
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
語
っ
た
と
い
う
六
条
院
家
の
美
談
と
も
い
う
べ

き
光
源
氏
尊
重
の
物
語
に
接
し
た
こ
と
が
悪
御
達
の
語
り
を
呼
び
起
こ
す
原
動
力

に
な
っ
た
の
だ
と
み
る
。
栄
華
を
謳
歌
す
る
六
条
院
家
の
人
々
の
陰
に
、
自
分
た

ち
を
追
い
落
と
し
て
い
く
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
彼
ら
は
語
ろ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

五
　
お
わ
り
に

以
上
、
竹
河
巻
冒
頭
の
序
文
に
み
ら
れ
る
「
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
」
と
い
う
表

現
の
解
釈
と
、
そ
こ
か
ら
の
発
展
と
し
て
悪
御
達
の
語
り
の
原
点
・
原
動
力
に
つ

い
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
冒
頭
文
に
お
け
る
「
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
」
と
い
う

表
現
が
「
生
き
残
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
居
残
る
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
と
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
悪
御
達
と
い
う
語
り
手
の
背
景
が
見
え
隠
れ
す
る

こ
と
に
な
る
。
退
廃
へ
と
向
か
う
主
家
と
と
も
に
苦
境
を
耐
え
忍
ん
で
き
た
彼
ら

は
、「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
語
り
に
接
し
た
と
き
、
そ
の
反
論
を
試
み
た
。
六
条
院

家
の
栄
華
の
背
後
に
は
、
自
分
た
ち
の
不
遇
が
あ
り
、
そ
の
不
遇
は
六
条
院
家
の

仕
打
ち
に
よ
る
も
の
な
の
だ
と
い
う
憤
懣
の
語
り
で
あ
る
。

悪
御
達
の
不
満
が
募
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
没
落
貴
族
の
家
の
状
況
に
鑑
み
て

も
十
分
に
理
解
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
悪
御
達
が
語
っ
た
内
容
そ
の
も
の
が

真
実
の
暴
露
な
の
か
、
そ
れ
と
も
あ
る
程
度
の
捏
造
や
誇
張
が
含
ま
れ
て
い
る
の

か
は
定
め
が
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
は
、
竹
河

巻
の
冒
頭
文
の
末
尾
に
「
い
づ
れ
か
は
ま
こ
と
な
ら
む
」
と
い
う
表
現
が
組
み
込

ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
悪
御
達
と
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
ど
ち
ら
の

言
い
分
が
正
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は
な
い
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。
物
語
に
は
「
い
づ
れ
か
は
ま
こ
と
な
ら
む
」
と
あ
る
だ
け
で
、
答

え
を
提
示
す
る
つ
も
り
は
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
か
ら
だ
。
む
し
ろ
、
表
現
に
則

し
て
、
お
ぼ
ろ
げ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
を
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
立
場
で
こ
の
表
現
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
光
源
氏
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葉
経
済
大
学
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期
大
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紀
要
　
第
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号

八

の
遺
志
を
夕
霧
は
引
き
継
い
だ
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
反
す
る
行
為
を
と
っ
た
、
と

い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
分
の
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
は
判
断
で
き
な
い
と
す
る
な

か
で
、
こ
の
問
題
に
前
も
っ
て
巻
頭
で
終
止
符
を
打
っ
た
の
だ
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
光
源
氏
死
後
、
遺
さ
れ
た
人
々
（
特
に
六
条
院
家
の
人
々
）
が
光
源
氏
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
念
を
抱
い
て
い
る
の
か
、
そ
れ
さ
え
も
も
は
や
不
明
瞭
な
時

代
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
こ
の
表
現
は
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（
１
）

古
注
以
来
、「
ひ
が
事
」
と
は
、
冷
泉
院
や
薫
の
出
生
問
題
の
真
偽
を
め
ぐ
る
も
の
と

い
う
見
解
は
数
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
と
い
う
も
の
に

ま
で
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
そ
の
後
の
研
究
史
を
見
て
も
し
ば
し
ば
指
摘
の
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
齋
藤
弘
康
「「
竹
河
」
の
語
り
手
」

（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
　
匂
兵
部
卿
・
紅
梅
・
竹
河
』至
文
堂
・
平
成
十
六
年
）

に
お
い
て
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
結
局
は
こ
の
「
ひ
が

言
」
と
い
う
語
の
意
味
は
判
然
と
し
な
い
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）

拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻
冒
頭
表
現
考
―
―
切
り
捨
て
ら
れ
る
玉
鬘
一
家
と
形
骸

化
す
る
光
源
氏
の
意
志
―
―
」（『
千
葉
経
済
大
学
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
』
五
・
平
成
二

十
一
年
三
月
）。

（
３
）

『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
す
べ
て
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
に

拠
る
。
な
お
、
引
用
す
る
際
に
は
、
末
尾
に
巻
数
・
巻
名
・
掲
載
ペ
ー
ジ
数
を
括
弧
付
き

で
付
す
。

（
４
）

日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
　
四
』（
岩
波
書
店
）、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏

物
語
　
六
』（
新
潮
社
）、
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
　
九
』（
角
川
書
店
）、
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
　
五
』（
小
学
館
）、『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
　
匂

兵
部
卿
・
紅
梅
・
竹
河
』（
至
文
堂
）
を
参
照
。

（
５
）

本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
撰
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
引
用
部
は
雑

四
・
一
二
八
六
〜
一
二
八
五
番
歌
。

（
６
）

「
落
ち
と
ま
る
」
の
類
似
表
現
に
は
「
落
ち
と
ど
ま
る
」（
浮
舟
巻
に
一
例
の
み
）、

「
残
り
と
ま
る
」（
行
幸
巻
、
藤
裏
葉
巻
、
若
菜
上
巻
、
若
菜
下
巻
に
各
一
例
）、「
残
り
と

ど
ま
る
」（
玉
鬘
巻
、
若
菜
上
巻
に
各
一
例
）
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
、「
生
き
残
る
」
の
意
で
と
れ
る
も
の
は
、
浮
舟
巻
の
「（
文
が
）
落
ち
と
ど
ま

り
て
、
人
の
御
た
め
も
い
と
ほ
し
か
ら
む
」（
⑥
浮
舟
・
一
八
六
）
以
外
の
次
の
用
例
で

あ
る
。

「
老
ひ
の
身
の
残
り
と
ど
ま
る
」（
③
玉
鬘
・
一
〇
九
）、「
こ
の
世
に
恨
み
残
る
こ
と
も
は

べ
ら
ず
、
女
宮
た
ち
の
あ
ま
た
残
り
と
ど
ま
る
行
く
先
を
思
ひ
や
る
な
む
、
さ
ら
ぬ
別
れ

に
も
絆
な
り
ぬ
べ
か
り
け
る
」（
④
若
菜
上
・
二
〇
）、「
さ
べ
き
人
々
に
も
た
ち
後
れ
、

世
の
末
に
残
り
と
ま
れ
る
た
ぐ
ひ
を
」（
③
行
幸
・
二
九
八
）、「
こ
よ
な
く
思
ひ
消
ち
た

り
し
人
（
葵
上
）
も
嘆
き
負
ふ
や
う
に
て
亡
く
な
り
に
き
」
と
、
そ
の
ほ
ど
は
の
た
ま
ひ

消
ち
て
、
残
り
と
ま
れ
る
人
（
夕
霧
）
の
、
中
将
は
か
く
た
だ
人
に
て
、
わ
づ
か
に
な
り

の
ぼ
る
め
り
」（
③
藤
裏
葉
・
四
四
六
〜
四
四
七
）、「
院
の
御
代
の
残
り
少
な
し
と
て
、

こ
こ
に
は
ま
た
い
く
ば
く
立
ち
後
れ
た
て
ま
つ
る
べ
し
と
て
か
、
そ
の
御
後
見
の
こ
と
を

ば
承
け
と
り
き
こ
え
む
。
げ
に
次
第
を
あ
や
ま
た
ぬ
に
て
、
い
ま
し
ば
し
の
ほ
ど
も
残
り

と
ま
る
限
り
あ
ら
ば
」（
④
若
菜
上
・
三
九
）、「
思
ふ
人
に
さ
ま
ざ
ま
後
れ
、
残
り
と
ま

れ
る
」（
若
菜
下
・
二
〇
六
）。

こ
れ
ら
の
表
現
も
、
い
ず
れ
も
人
の
生
死
や
後
見
を
問
題
に
し
た
場
面
に
出
て
く
る
こ

と
を
ふ
ま
え
て
、「
生
き
残
る
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
。

（
７
）

吉
海
直
人
『
平
安
朝
の
乳
母
た
ち
　
『
源
氏
物
語
』
へ
の
階
梯
』（
世
界
思
想
社
・
一

九
九
五
年
九
月
）。

（
８
）
た
と
え
ば
、
末
摘
花
の
乳
母
子
で
あ
る
小
侍
従
。

（
９
）
前
掲
注
（
２
）
参
照
。


