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一

は
じ
め
に

か
つ
て

『

御
津
の
浜
松』

に
は
、
今
日
の
文
学
史
的
評
価
か
ら
す
る

と
、
過
褒
と
も
思
わ
れ
る
賛
辞
が
お
く
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、『

無
名
草
子』

に
お
け
る
扱
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
源
氏』

『

狭
衣』

『

寝
覚』

に
続
い
て
四
番
目
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
、
ま
ず
、

『

み
つ
の
浜
松』

こ
そ
、『

寝
覚』

『

狭
衣』

ば
か
り
の
世
の
覚
え

は
な
か
め
れ
ど
、
言
葉
遣
ひ
、
あ
り
さ
ま
を
は
じ
め
、
何
事
も
め

づ
ら
し
く
、
あ
は
れ
に
も
い
み
じ
く
も
、
す
べ
て
物
語
を
作
る
と

な
ら
ば
、
か
く
こ
そ
思
ひ
寄
る
べ
け
れ
、
と
お
ぼ
ゆ
る
も
の
に
て

は
べ
れ
。(

二
三
五
頁
。
以
下
、『

無
名
草
子』

の
引
用
は

｢

新
編
日
本
古
典

文
学
全
集｣

本
に
よ
る)

と
の
総
評
が
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
、
登
場
す
る
女
性

に
即
し
て
言
及
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
欠
点
を
論
う
段
と
な
っ

て
も
、げ

に
何
事
も
思
ふ
や
う
に
て
め
で
た
き
物
語
に
て
は
べ
る
を
、
そ

れ
に
つ
け
て
も
、
そ
の
こ
と
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
と
お
ぼ
ゆ
る
ふ

し
ぶ
し
こ
そ
は
べ
れ
。
…
…
は
じ
め
よ
り
よ
か
ら
ぬ
も
の
は
、
い

か
な
る
こ
と
も
耳
に
も
立
た
ず
、
い
み
じ
き
に
つ
け
て
、
は
か
な

き
こ
と
も
か
く
こ
そ
お
ぼ
え
け
れ
。(

二
三
八
〜
二
三
九
頁)

と
あ
る
よ
う
に
、
す
ぐ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
う
え
で
、

瑕
僅
を
指
摘
す
る
と
い
っ
た
底て

い

の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
、
同

じ

『
無
名
草
子』

で
の

『

狭
衣』

評
と
見
較
べ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、

〈『

浜
松』
び
い
き〉

(

三
角
洋
一
著

『

王
朝
物
語
の
展
開』

[

二
〇
〇
〇
年
、
若
草

書
房]

18

｢『

無
名
草
子』

と
物
語
文
学
史｣

二
八
〇
頁
に
見
え
る
用
語)

と
で
も
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呼
び
た
く
な
る
特
異
な
好
尚
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
多
く
は
、｢

中
納
言
の
心
用
ゐ
、
あ
り
さ
ま
な
ど
あ
ら
ま

ほ
し
く
、
こ
の
、
薫
大
将
の
た
ぐ
ひ
に
な
り
ぬ
べ
く
、
め
で
た
く
こ
そ

あ
れ｣

(

二
三
五
頁)

、
あ
る
い
は
、｢

中
納
言
、
ま
め
や
か
に
も
て
を
さ

め
た
る
ほ
ど
、
い
み
じ｣

(

二
三
九
頁)

と
す
る
、
主
人
公
の
造
型
へ
の

共
感
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い

(『

狭
衣』

へ
の
総
評
は
、｢『

狭

衣』

こ
そ
、『

源
氏』

に
次
ぎ
て
は
世
覚
え
は
べ
れ
。『

少
年
の
春
は』

と
う
ち
は
じ

め
た
る
よ
り
、
言
葉
遣
ひ
、
何
と
な
く
艶
に
い
み
じ
く
、
上
衆
め
か
し
く
な
ど
あ
れ

ど
、
さ
し
て
、
そ
の
ふ
し
と
取
り
立
て
て
、
心
に
染
む
ば
か
り
の
と
こ
ろ
な
ど
は
い

と
見
え
ず
。
ま
た
、
さ
ら
で
も
あ
り
な
む
と
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
も
い
と
多
か
り｣

[

二
二

〇
頁]

と
い
う
も
の
で
あ
り
、｢

さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
ど
も｣

[

二
二
三
頁]

を
列
挙
す
る
さ
い
も
、｢

何
の
至
り
な
き
女
の
し
わ
ざ
と
言
ひ
な
が
ら
、
む
げ
に
心
劣

り
こ
そ
し
は
べ
れ
。
…
…
物
語
と
い
ふ
も
の
、
い
づ
れ
も
ま
こ
と
し
か
ら
ず
と
言
ふ

な
る
に
、
こ
れ
は
殊
の
外
な
る
こ
と
ど
も
に
こ
そ
あ
ん
め
れ｣

[

二
二
四
頁]

と
容
赦

な
い)

。
と
こ
ろ
が
、『

浜
松』

へ
の
こ
の
よ
う
な
高
い
評
価
は
、
こ
の
物
語

が
そ
の
後
た
ど
っ
た
数
奇
な
運
命
に
よ
り
、
容
易
に
は
納
得
し
が
た
い

も
の
と
な
っ
た
。
近
世
後
期
に
こ
の
物
語
は
、
他
の
多
く
の
マ
イ
ナ
ー

な
物
語
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
様
、
国
学
者
た
ち
の
間
に
も
知
ら
れ
、

研
究
の
気
運
も
萌
し
て
き
た
よ
う
で
は
あ
る

(

中
西
健
治
著

『

浜
松
中
納
言

物
語
論
考』

[

二
〇
〇
六
年
、
和
泉
書
院]

第
三
章

｢

浜
松
中
納
言
物
語
研
究
史｣

を

参
照)

。
し
か
し
、
そ
の
と
き
の
物
語
の
体
裁
が
、
す
で
に
通
行
の
巻

一
か
ら
巻
四
ま
で
の
、
首
尾
を
欠
い
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
物
語
の

全
貌
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
て
い
た
。
首
巻
そ
の
も
の
は
、
残

念
な
が
ら
、
今
日
に
到
る
も
失
わ
れ
た
ま
ま
、
詳
細
を
知
る
す
べ
も
な

い
の
で
あ
る
が
、
最
終
巻
に
つ
い
て
は
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
、
奇
跡

的
に
二
本
の
存
在
が
相
次
い
で
明
ら
か
と
な
り
、
そ
こ
に
は
、
最
終
巻

に
ふ
さ
わ
し
い
、
濃
密
な
内
容
の
盛
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
こ
の
発
見
が
な
け
れ
ば
、『

浜
松』

の
読
解
は
、
い
つ
ま
で
も
隔

靴�

痒
の
状
態
を
脱
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、

こ
う
し
て
日
の
目
を
見
た
最
終
巻
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
こ
こ
に
到
る

ま
で
の
物
語
の
展
開
相
を
丁
寧
に
検
証
・
再
確
認
し
て
ゆ
け
ば
、
散
逸

し
た
首
巻
を
も
含
め
て
、
物
語
の
目
指
そ
う
と
し
た
世
界
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
か
な
り
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
な
る
と
期
待
さ
れ
る
の
が
、
注
釈
書
の
整
備
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、
最
終
巻
ま
で
備
え
た
も
の
と
な
る
と
、
叙
上
の
よ
う
な
理

由
か
ら
、
ま
こ
と
に
寥
々
た
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
肝
腎

な
の
は
そ
の
質
で
あ
り
、
多
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ

が
、
じ
っ
さ
い
に
は
、
現
行
の
諸
注
釈
書
を
比
較
し
て
も
、
い
ま
だ
解

釈
の
定
ま
ら
な
い
、
あ
る
い
は
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な

い
。
最
終
巻
の
読
み
解
き
か
た
い
か
ん
が
、
作
品
全
体
を
理
解
の
た
め

の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
だ
と
考
え
る
だ
け
に
、
そ
こ
に
不
安
要
素
を
放
置
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し
て
お
く
こ
と
は
、
研
究
の
質
を
危
う
く
す
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

『
浜
松』

の
読
解
・
研
究
は
、
松
尾
聰
氏
に
よ
る

｢

日
本
古
典
文
学

大
系｣
本
が
昭
和
三
十
九
年

(

一
九
六
四
年
、
岩
波
書
店)

に
刊
行
さ
れ

て
以
来
、
も
っ
ぱ
ら
こ
れ
に
依
拠
す
る
状
態
が
続
い
て
き
た
。
松
尾
氏

以
前
に
も
、
宮
下
清
計
氏
に
よ
る

｢

新
註
国
文
学
叢
書｣

本

(

昭
和
二

十
六
年
、
講
談
社)

が
す
で
に
出
版
さ
れ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
ほ
ど
な

く
稀
覯
本
と
な
り
、
一
般
に
は
普
及
し
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
そ
の

後
に
出
た

｢

大
系｣

本
が
、
厳
正
に
し
て
揺
る
ぎ
な
い
態
度
で
、
委
細

を
尽
く
し
た
的
確
な
注
釈
の
施
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
信
頼
度
の
高
い
も

の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
近
年
、
池
田
利
夫
氏
に
よ
る

｢

新

編
日
本
古
典
文
学
全
集｣

本

(

二
〇
〇
一
年
、
小
学
館)

と
、
中
西
健
治

氏
の
大
著

『

浜
松
中
納
言
物
語
全
注
釈
上
巻
・
下
巻』

(

二
〇
〇
五
年
、
和

泉
書
院)

と
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と
で
、｢

大
系｣
本
頼
み
で
あ
っ

た

『

浜
松』

の
注
釈
史
に
、
よ
う
や
く
新
風
が
吹
き
込
ま
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
と
は
い
え
、
新
し
い
注
釈
書
の
参
入
を
も
っ
て
し
て
も
、
解

釈
上
の
問
題
点
は
、
な
お
少
な
か
ら
ず
積
み
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、『

浜
松』

最
終
巻
が
、
物
語
世
界
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握

す
る
う
え
で
特
別
な
意
味
を
も
つ
と
の
見
通
し
の
も
と
、
曖
昧
な
ま
ま

解
釈
が
定
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
箇
所
を
具
体
的
に
取
り
上
げ

る
こ
と
で
、
今
後
に
資
す
る
べ
く
、
再
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

問
題
の
所
在

現
行『

浜
松』

巻
四
は
、
七
月
二
十
一
日
の
夜
、
方
違
え
の
た
め
中

納
言
が
京
に
戻
っ
た
留
守
中
に
、
清
水
寺
に
籠
っ
て
い
る
吉
野
姫
君
を

つ
け
狙
う
式
部�

宮
が
、
姫
君
を
盗
み
出
そ
う
と
し
て
、

暮
る
る
ま
ま
に
は
、
式
部�

の
宮
、
例
の
、
い
と
あ
な
が
ち
な
る

さ
ま
に
か
ま
へ
て
、｢

今
宵
か
な
ら
ず
率
て
隠
し
て
む｣

と
お
ぼ

し
て
、
お
は
し
ま
し
ぬ
め
り
。
い
か
な
ら
む
と
ぞ
。(

三
七
七
頁
。

以
下
、『

御
津
の
浜
松』

の
引
用
は

｢

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集｣

本
に
よ
る

が
、
私
意
に
よ
り
表
記
等
を
改
め
た
場
合
が
あ
る)

と
い
う
と
こ
ろ
で
い
っ
た
ん
打
ち
切
ら
れ
る
。｢

い
か
な
ら
む｣

と
の

語
り
手
の
思
わ
せ
ぶ
り
な
こ
と
ば
で
も
っ
て
終
わ
る
こ
の
巻
末
か
ら
は
、

そ
の
後
の
展
開
の
詳
細
を
知
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
か
つ
て
の『

浜

松』

読
者
の
切
歯
扼
腕
す
る
姿
が
髣
髴
し
て
く
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ

を
承
け
た
最
終
巻
で
は
、
姫
君
失
踪
の
報
せ
が
中
納
言
に
も
た
ら
さ
れ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
物
語
が
再
開
す
る
。

以
下
、
こ
の
巻
を
読
み
す
す
む
な
か
で
気
づ
か
さ
れ
る
顕
著
な
特
徴

に
、
中
納
言
の
心
中
思
惟
が
、
繰
り
返
し
、
次
か
ら
次
へ
と
現
れ
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
突
然
の
姫
君
失
踪
と
い
う
事
態
を
承
け
、
そ
れ
を

案
ず
る
中
納
言
の
心
中
に
密
着
し
た
叙
述
が
多
く
な
る
の
は
、
当
然
と

― 3―



い
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
執
拗
な
ま
で

の
心
理
描
写
の
積
み
重
ね
が
次
第
に
熱
を
帯
び
て
く
る
と
、
そ
れ
以
前

の
巻
々
と
は
異
な
っ
た
迫
力
を
も
っ
て
、
読
む
者
を
物
語
世
界
に
引
き

込
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
姫
君
の
行
方
を�

め
ぬ
ま
ま
、
む
な
し
く
時
間
だ
け
が
経

過
し
た
あ
る
月
明
の
夜

(
八
月
十
五
夜
で
あ
ろ
う
か)

、
中
納
言
の
夢
に
唐

后
が
現
れ
、
天
上
世
界
か
ら
中
納
言
の
い
る
日
本
に
、
女
の
身
で
転
生

す
る
、
と
告
げ
る
。
そ
し
て
、
日
本
へ
の
転
生
の
た
め
に
、｢

か
う
お

ぼ
し
な
げ
く
め
る
人
の
御
腹
に
な
む
や
ど
り
ぬ
る
な
り｣
(

三
九
八
頁)

と
、
行
方
不
明
の
吉
野
姫
君
の
腹
に
宿
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

唐
后
に
関
し
て
は
、
巻
四
に
お
い
て
、
同
じ
年
の
三
月
十
六
日
の
夜
、

そ
の
天
上
世
界
へ
の
転
生
が
、
天
の
声
に
よ
っ
て
中
納
言
に
知
ら
さ
れ

る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
ば
か
り
だ
が
、
そ
こ
か
ら
一
転
、
今
度
は
、

｢

わ
れ

(

＝
唐
后)

も
人

(

＝
中
納
言)

も
浅
か
ら
ぬ
あ
い
な
き
思
ひ
に
ひ

か
れ｣

(

三
九
八
頁)

た
結
果
、
唐
后
の
日
本
へ
の
再
度
の
転
生
と
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
中
納
言
は
、
唐
后
が
こ
の
人
間
世
界
か
ら
た
し
か
に

去
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
い
っ
ぽ
う
、
自
分
が
唐
后
の
も
と
へ
の
転
生

を
願
う
の
は
当
然
と
し
て
も
、
唐
后
の
ほ
う
か
ら
こ
ち
ら
へ
転
生
し
て

く
る
と
は
思
い
も
寄
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
、
衝
撃
を
も
っ
て
受
け

止
め
、
い
ま
だ
信
じ
難
い
思
い
で
あ
る
の
か
、｢

明
け
ぬ
れ
ば
、
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
に
誦
経
せ
さ
せ
、
つ
ね
よ
り
も
お
こ
な
ひ
祈
り
つ
つ
も
、

『

ま
た
は
こ
の
世
に
い
つ
か
は

(

唐
后
と�

え
よ
う
か
、�

え
は
し
ま
い)』

と
思
ひ
つ
づ
く
る｣

(

三
九
八
頁)

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
か
れ
の
思
い
は
、
お
の
ず
か
ら
、
失
踪
し
た
吉
野
姫
君
へ
と
向
か
う
。

そ
の
あ
た
り
の
本
文
を
、
池
田
利
夫
編

『

浜
松
中
納
言
物
語

〈

五〉

広

島
市
立
浅
野
図
書
館
蔵』

(

一
九
七
二
年
、
笠
間
書
院)

の
影
印
に
よ
っ
て
示
せ

ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

…
…

｢

こ
の
心
我
こ
ゝ
ろ
み
だ
し
給
人
も
、

こ
と
ざ
ま
の
契
り
の
を
は
し
け
る
よ｣

と
、
方
�

む
ね
い
た
う

く
ち
お
し
う
、｢

よ
そ
に
思
ひ
な
さ
ん
と
は
思
は
ざ
り
し
を｣

と
、

｢

い
か
な
る
人
の
も
と
に
お
は
す
ら
む
。
我
よ
り
ほ
か
に
し
る
人

も
な
き
御
み
な
れ
ば
、
き
ゝ
い
で
ゝ
尋
し
ら
ん
。
我
御
心
は

さ
ら
な
り
、
た
ゞ
、
見
ん
人
も
、
も
て
は
な
れ
ず
、
う
と
か
る
ま
じ

き
さ
ま
に
い
ひ
な
し
て
こ
そ
は
、
む
つ
び
よ
り
て
、
む
ね
い

た
き
お
も
ひ
は
た
え
ず
と
も
、
せ
め
て
こ
そ
思
あ
つ
か
ひ

聞
え
め｣

。
す
べ
て
こ
と
�

お
ぼ
え
ず
、
た
ゞ
、
あ
り
つ
る
夢
よ
り

の
ち
は
、
い
と
ゞ
心
に
か
ゝ
り
て
、
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
思
ひ
明
し

暮
す
よ
り
ほ
か
の
事
な
き
に
、
…
…

(

二
六
〜
二
七
頁
。
句
読
点
・
濁
点
等
は
私
意
に
よ
る)

一
読
し
た
だ
け
で
は
、
な
に
を
い
い
た
い
の
か
直
ち
に
は
理
解
し
難
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い
文
章
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
分
か
り
に
く
さ
を
実
感
す
べ
く
、
ま
ず
、

｢

大
系｣
本
で
松
尾
氏
が
施
し
た
注
釈
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ

う
。
厳
密
を
期
す
る
た
め
、
ま
た
、
松
尾
氏
の
真
摯
な
注
釈
態
度
へ
の

畏
敬
の
念
を
も
込
め
、
煩
を
厭
わ
ず
、
校
訂
本
文
と
、
そ
こ
に
施
さ
れ

た
頭
注
と
補
注
と
を
、
す
べ
て
掲
げ
る
。
あ
わ
せ
て
、
最
終
巻
の
注
釈

の
嚆
矢
で
あ
る
宮
下
氏
の

｢

新
註｣

本
の
頭
注
を
、
適
宜
補
記
し
た
。

三

｢

む
ね
い
た
き
お
も
ひ｣

は
誰
の
思
い
か

…
…

｢

こ二
四

の
心
我二
五

こ
ゝ
ろ
み
だ
し
給

(

た
ま
ふ)

人
も
、
異
様

こ
と
ざ
ま

の
契
り
の
を

(

お)

は

し
け
る
よ｣

と
、
方二
六

�

胸む
ね

い
た
う
、｢
く
ち
お

(

を)

し
う
よ二
七

そ
に
思

ひ
な
さ
ん
と
は
思
は
ざ
り
し
を｣

と二
八

｢

い二
九

か
な
る
人
の
も
と
に
お

は
す
ら
む
。
我
よ
り
ほ
か
に
知し

る
人
も
な
き
御
身み

な
れ
ば
、
き三
〇

ゝ

い
で
ゝ
尋

(

た
づ
ね)

し
ら
ん
、
我三
一

御
心
は
さ
ら
な
り
、
た
ゞ
、
み
ん
人
も
、

も
て
は
な
れ
ず
、
う
と
か
る
ま
じ
き
さ
ま
に
い
ひ
な
し
て
こ
そ
は
、

む
つ
び
よ
り
て
、
胸む

ね

い
た
き
お
も
ひ
は
絶た

え
ず
と
も
、
せ
め
て
こ

そ
思

(

お
も
ひ)

あ
つ
か
ひ
聞
え
め三
二｣

す
べ
て
異三
三

事�

お
ぼ
え
ず
、
た
ゞ
あ三
四

り
つ

る
夢
よ
り
の
ち
は
、
い
と
ゞ
心
に
か
ゝ
り
て
、
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま

に
思
ひ
明
し
暮
す
よ
り
ほ
か
の
事
な
き
に
、
…
…

(

四
〇
三
頁)

二
四

｢

こ
の
心｣

は
不
審
。｢

こ
の
ご
ろ｣

の
誤
り
か
。
↓
補
注
八
五
二
。[｢

新

註｣

本
＝
此
の
心
即
ち
我
が
心
。]

八
五
二

宮
下
氏
は

｢

此
の
心
即
ち
我
が
心｣

と
解
か
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
並

べ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
、
疑
わ
し
い
。
強
い
て
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ

｢

こ

の
心｣

と
だ
け
あ
っ
た
本
文
に
傍
注
と
し
て
後
人
が

｢

我
心｣

と
付
け
た

の
が
本
文
に
竄
入
し
た
と
で
も
見
る
べ
き
か
。
あ
る
い
は
、｢

こ
の
こ
ろ｣

が
、
下
の

｢

我
こ
ゝ
ろ｣

に
ま
ど
わ
さ
れ
て

｢

こ
の
こ
ゝ
ろ｣

と
誤
写
さ

れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に

｢

こ
の
頃｣

が
必

要
な
こ
と
ば
と
も
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
可
能
性
は
か
な
り
と
ぼ
し
い
。

そ
の
他
、｢

こ
の
心｣

を

｢

唐
后
の
心｣

と
解
い
て
、
唐
后
が
異
父
妹
の

こ
と
に
心
を
乱
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
、
あ
る
程
度
可
能
性
は
あ
ろ

う
か
。

二
五

私
の
心
を
乱
し
な
さ
る
人

(

吉
野
姫)

も
、(

私
と
は
結
ば
れ
な
い
で)

ち
が
っ
た
人
の
妻
と
な
る
前
世
の
約
束
が
お
あ
り
に
な
っ
た
ん
だ
な
あ
。

[｢

新
註｣

本
＝
我
が
心
を
乱
し
給
ふ
吉
野
姫
も
自
分
と
は
格
別
の
深
い
因
縁

が
お
あ
り
だ
つ
た
よ
。]

二
六

あ
れ
や
こ
れ
や
と
。[｢

新
註｣

本
＝
何
や
か
や
と
。]

二
七

吉
野
姫
を
他
人
の
も
の
と
強
い
て
も
思
う
よ
う
に
な
ろ
う
と
は
思
っ
て
い

な
か
っ
た
の
に
。[｢

新
註｣

本
＝
残
念
に
も
姫
を
他
人
の
も
の
と
思
は
ね
ば

な
ら
ぬ
や
う
に
な
ら
う
と
は
思
ひ
も
よ
ら
な
か
つ
た
の
に
。]

二
八

↓
補
注
八
五
三
。[｢

新
註｣

本
＝

｢

と｣

は
或
は
誤
入
か
。]

八
五
三

会
話
又
は
心
中
語
を

｢

と｣

で
承
け
た
も
の
が
、
い
く
つ
か
並
ん
で
、

最
後
の

｢

と｣

に
つ
づ
く
用
言
に
そ
れ
ぞ
れ
か
か
っ
て
ゆ
く
語
法
は
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
次
の

｢

心
中
語｣

に
つ
づ
く
地
の
文
が
不
備
な
の
で
、
た

だ
ち
に
そ
う
し
た
語
法
と
み
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。｢

と｣

は
あ
る
い

は

｢
今｣
の
草
体
の
漢
字
の
誤
写
か
。

二
九

姫
は
今
頃
ど
ん
な
人
の
と
こ
ろ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
。
私
以
外
に
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は
(

姫
を)

知
る
人
も
な
い
姫
の
御
身
な
の
だ
か
ら
。
↓
補
注
八
五
四
。

[｢
新
註｣

本
＝
自
分
以
外
に
は
吉
野
姫
を
知
つ
て
ゐ
る
人
は
な
い
か
ら
。]

八
五
四

｢
我
よ
り
ほ
か
に
云
々｣

は
、
前
に

｢

此
の
人
よ
り
ほ
か
の
し
る
人
や

は
我
が
身
に
あ
る
、
と
ひ
た
ぶ
る
に
身
を
ま
か
せ
て｣

と
あ
る
の
を
参
照

す
る
と
、｢
私
を
知
っ
て
い
る
以
外
に
、
他
人
で
知
っ
て
い
る
人
も
な
い

姫
の
御
身
だ
か
ら｣

の
意
と
も
解
け
よ
う
。(

た
だ
し
そ
の
場
合
は

｢

知

り
給
ふ
人｣

と
あ
る
方
が
穏
当
で
は
あ
る
。)

三
〇

｢

尋
ね
し
ら
ん｣

の
下
に
相
当
長
い

(

少
く
と
も
一
行
分
ぐ
ら
い
の)

脱

文
が
あ
る
か
。
↓
補
注
八
五
五
。[｢

新
註｣

本
＝
聞
き
出
し
て
尋
ね
知
ら
う

と
し
て
も
。
こ
の
下
に｢

と
て
も
見
つ
け
出
す
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ら
う
云
々｣

と
い
ふ
や
う
な
意
味
の
脱
文
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。]

八
五
五

｢

き
ゝ
い
で
ゝ
尋
ね
し
ら
ん｣

(

姫
の
こ
と
を
聞
き
出
し
て
、
詮
索
し
て

知
ろ
う
と
す
る)

の
次
に
、
底
本
も
尾
上
本
も
｢

に｣

が
あ
っ
て
、
見
せ

け
ち
に
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、｢

尋
ね
し
ら
ん
に

(

脱
文)｣

又
は

｢

尋

ね
し
ら
ん

(

脱
文)

に｣

の
形
で
あ
っ
た
も
の
を
、
後
人
が
さ
か
し
ら
に

削
っ
た
の
か
。｢

尋
ね
し
ら
ん｣

又
は

｢

尋
ね
し
ら
ん
に｣
の
次
に
は
、

｢

方
策
が
な
い
は
ず
だ
の
に
、
ど
う
し
て
さ
が
し
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
姫

を
迎
え
入
れ
た
そ
の
男
の
邸
で
は
、
姫
は
従
順
な
人
だ
か
ら
、
そ
の
男
に

あ
ま
り
つ
れ
な
く
も
し
な
い
で｣

と
い
っ
た
よ
う
な
叙
述
で
も
あ
っ
た
か
。

三
一

↓
補
注
八
五
六
。[｢

新
註｣

本
＝
姫
御
自
身
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
相
手

の
男
も
親
し
く
疎
遠
で
な
い
様
子
に
う
ま
く
云
ひ
つ
く
ろ
ひ
、
睦
び
寄
つ
て
、

良
心
の
苛
責
は
絶
え
ず
受
け
て
も
、
強
ひ
て
大
切
に
も
て
な
し
申
し
上
げ
て

ゐ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。]

八
五
六

(

い
ち
お
う
の)

通
解

｢

姫
御
自
身
の
お
心
は

(

男
の
心
に
従
う
こ

と
は)

い
う
ま
で
も
な
い
、(

姫
を)

見
る
で
あ
ろ
う
人

(

相
手
の
男)

も
、(

元
来
、
姫
と
は
縁
つ
づ
き
だ
と
か
、
親
し
い
家
の
つ
き
あ
い
関
係

だ
と
か)

か
け
離
れ
た
関
係
で
は
な
く
て
、
当
然
疎
遠
で
あ
る
は
ず
が
な

い
よ
う
な
ふ
う
に
、
ひ
た
す
ら
こ
し
ら
え
て
言
っ
て
は
、
親
し
み
近
よ
っ

て
、

(

姫
が
完
全
に
心
を
許
す
わ
け
で
は
な
い
の
で)

胸
が
い
た
む
思

い
は
絶
え
な
い
と
し
て
も

強
い
て

(

姫
を)

大
切
に
お
世
話
し
申
し

上
げ
る
こ
と
で
あ
ろ
う｣

。
以
上

｢

我
が
御
心
は
さ
ら
な
り｣

を

｢

男
の

心
に
従
う
こ
と
に
つ
い
て
は｣

の
意
と
し
た
が
、
姫
の
心
を
そ
う
割
り
切

る
の
に
は
疑
問
が
あ
る
。｢

さ
ら
な
り｣

の
次
に
、
脱
文
を
想
像
す
べ
き

か
と
も
思
わ
れ
る
が
、｢

我
が
御
心
は
さ
ら
な
り｣

は

｢

み
ん
人
も｣

と

並
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
そ
の
ま
ま
下
に
続
け
て
解
く
べ

き
な
の
で
あ
ろ
う
。｢

も
て
は
な
れ
ず
云
々｣

に
つ
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん

別
様
の
解
も
あ
り
得
よ
う
。｢

胸
い
た
き
お
も
ひ
は
絶
え
ず
と
も｣

を
宮

下
氏
は

｢

良
心
の
苛
責
は
絶
え
ず
受
け
て
も｣

と
解
か
れ
る
。｢

良
心
の

苛
責｣

を

｢

胸
い
た
き
お
も
ひ｣

と
い
う
詞
で
表
現
す
る
か
ど
う
か
は
し

ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
場
合
す
き
者
が
良
心
の
苛
責
を
覚
え

る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。

三
二

次
に

｢

と｣

脱
か
。

三
三

他
の
事
は
感
じ
ら
れ
な
い
で
。[｢

新
註｣

本
＝
他
の
こ
と
。]

三
四

先
ほ
ど
の
夢
以
後
は
、(

姫
の
こ
と
が)

い
っ
そ
う
心
に
か
か
っ
て
、
あ

れ
や
こ
れ
や
と
考
え
て
夜
を
明
か
し
日
を
暮
ら
す
よ
り
外
の
こ
と
は
な
い
の

に
。

二
〇
〇
字
ほ
ど
の
、｢

大
系｣

本
で
七
行
と
い
う
短
文
に
、
頭
注
が

十
一
箇
所
、
補
注
が
さ
ら
に
五
箇
所
施
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
に
費
や
さ

れ
た
注
釈
の
量
の
多
さ
に
も
、
こ
の
一
節
の
晦
渋
で
あ
る
こ
と
を
窺
い

知
る
こ
と
が
で
き
よ
う

(

ま
た
、｢

新
註｣

本
と
並
べ
る
と
、｢

大
系｣

本
が
、
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宮
下
氏
に
よ
る
簡
潔
な
が
ら
的
確
な
頭
注
を
十
分
に
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
解
釈
の
厳

密
を
期
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る)

。
こ
れ
を
承
け
て
、
は
じ
め

て
全
文
の
現
代
語
訳
を
提
供
し
た
池
田
氏
の

｢

全
集｣

本
が
、
同
じ
く

だ
り
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
か
、
こ
ち
ら
も
確
認
し
て
お
こ

う
。
校
訂
本
文
・
現
代
語
訳
・
頭
注
の
順
に
掲
げ
る
。

…
…
こ三

の
こ
ろ
、
わ
が
心
乱
し
給
ふ
人
も
、
こ
と
ざ
ま
の
契
り
の

お
は
し
け
る
よ
と
、
か
た
が
た
胸
い
た
う
、
口
惜
し
う
、
よ
そ
に

思
ひ
な
さ
む
と
は
思
は
ざ
り
し
を
と
、
い
か
な
る
人
の
も
と
に
お

は
す
ら
む
、
わ
れ
よ
り
ほ
か
に
知
る
人
も
な
き
御
身
な
れ
ば
、
聞

き
出
で
て
た四

づ
ね
知
ら
む
。
わ
が
御
心
は
さ
ら
な
り
、
た
だ
、
見

む
人
も
、
も
て
離
れ
ず
、
う五

と
か
る
ま
じ
き
さ
ま
に
言
ひ
な
し
て

こ
そ
は
、
む
つ
び
寄
り
て
、
胸
い
た
き
思
ひ
は
絶
え
ず
と
も
、
せ

め
て
こ
そ
思
ひ
あ
つ
か
ひ
聞
こ
え
め
。
す
べ
て
こ
と
ご
と
お
ぼ
え

ず
、
た
だ
あ
り
つ
る
夢
よ
り
の
ち
は
、
い
と
ど
心
に
か
か
り
て
、

と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
思
ひ
明
か
し
暮
ら
す
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
き

に
、
…
…

(

三
九
八
〜
三
九
九
頁)

…
…
近
頃
自
分
の
心
を
お
乱
し
に
な
る
姫
君
も
、
ほ
か
の
人
と
結
ば
れ
る

因
縁
が
お
あ
り
に
な
っ
た
の
だ
よ
と
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
胸
が
痛
く
、
悔

し
い
こ
と
に
、
姫
君
を
他
人
の
も
の
と
見
る
羽
目
に
な
ろ
う
と
は
思
わ
な

か
っ
た
の
に
と
、
一
体
ど
ん
な
人
の
所
に
今
お
い
で
か
、
自
分
よ
り
ほ
か

に
知
る
人
も
い
な
い
御
身
の
上
な
の
で
、
自
分
こ
そ
が
聞
き
出
し
、
探
し

出
し
て
居
所
を
知
ろ
う
よ
。
姫
君
御
自
身
の
お
心
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

現
に
一
緒
に
い
る
男
も
、
姫
君
を
粗
略
に
は
扱
わ
ず
、
親
身
に
な
っ
て
う

ま
く
言
い
く
る
め
、
馴
れ
馴
れ
し
く
寄
り
添
っ
て
、
気
が
と
が
め
る
思
い

は
絶
え
な
い
と
し
て
も
、
つ
と
め
て
お
世
話
申
し
上
げ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

一
切
ほ
か
の
こ
と
は
思
い
浮
ば
な
い
で
、
た
だ
も
う
先
日
夢
を
見
て
よ
り

以
後
は
、
姫
君
の
こ
と
が
ま
す
ま
す
気
に
な
っ
て
、
あ
あ
で
も
あ
ろ
う
か

こ
う
で
も
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
夜
を
明
か
し
日
を
暮
ら
す
よ
り
ほ
か
の
こ

と
は
な
い
で
い
る
と
、
…
…

三

底
本
、
尾
上
本
と
も

｢

こ
の
心｣

。
下
の

｢

わ
が
心｣

に
続
け
て

｢

こ
の

心

(

す
な
わ
ち)

わ
が
心｣

と
強
調
し
た
表
現
と
強
い
て
受
け
取
れ
な
い

こ
と
も
な
い
が
、
仮
名
表
記｢

こ
の
こ
ろ｣

の
誤
写
か
と
改
め
た
。

四

底
本
、
尾
上
本
と
も

｢

尋
し
ら
ん
に｣

と
あ
り
、｢

に｣

を
見
せ
消
ち
抹

消
し
て
い
る
。
下
文
と
の
つ
な
が
り
が
不
自
然
な
の
で
、
こ
こ
に
、｢

探
し

出
し
た
い
が
、
方
策
の
な
い
ま
ま
過
ぎ
る
う
ち
に
も
、
姫
君
が
他
の
男
と

い
る
の
が
い
ま
い
ま
し
い｣

と
で
も
い
う
内
容
の
脱
文
が
想
定
さ
れ
る
か
。

五

｢

う
と
か
る
ま
じ
き
さ
ま｣

を
、｢

見
む
人｣

(

現
に
姫
君
を
世
話
し
て
い

る
男)

の
親
身
な
応
接
の
意
と
し
た
が
、
二
人
が
親
し
く
な
っ
て
い
い
血

縁
・
地
縁
な
ど
、
あ
る
こ
と
な
い
こ
と
を
持
ち
出
し
て
い
る
と
想
像
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。『

源
氏』

総
角
、
薫

｢(

私
に
は
あ
な
た
と
同
じ

く
父
親
も
な
く)

さ
す
が
に
た
づ
き
な
く
お
ぼ
ゆ
る
に
、(

大
君
を)

う
と

か
る
ま
じ
く
頼
み
聞
こ
ゆ
る｣

。
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両
者
を
見
較
べ
る
と
、｢

全
集｣

本
は
、
お
お
む
ね

｢

大
系｣

本
の

読
み
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、｢

胸
い
た
き
思
ひ

は
絶
え
ず
と
も｣

を

｢

気
が
と
が
め
る
思
い
は
絶
え
な
い
と
し
て
も｣

と
訳
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、｢

大
系｣

本
補
注
が
疑
問
を
呈
し
た
、

｢

新
註｣

本
の
説
に
従
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
不
審
を
ひ

と
つ
指
摘
す
れ
ば
、｢
大
系｣

本
と

｢

全
集｣

本
が
と
も
に
、｢

き
ゝ
い

て
ゝ
尋
し
ら
ん｣

と
あ
る
底
本
に
つ
い
て
、
尾
上
本
同
様

｢

尋
し
ら
ん

に｣

と
あ
り
、｢

に｣

を
見
せ
消
ち
に
し
て
い
る
、
と
注
記
し
て
い
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
は
、
影
印
を
見
る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
に

な
っ
て
は
い
な
い

(

小
松
茂
美
著

『

校
本
浜
松
中
納
言
物
語』

[

一
九
六
四
年
、

二
玄
社]

七
一
一
頁
を
も
参
照)

。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
前
後
の
文

章
が
解
釈
に
窮
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、｢

大
系｣
本
・｢

全
集｣

本

(

遡
っ
て

｢

新
註｣

本
も)

が
揃
っ
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
と
も
に

脱
文
を
予
想
す
る
の
も
、
文
章
の
流
れ
が
あ
ま
り
に
汲
み
取
り
に
く
い

か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、｢

大
系｣

本
・｢

全
集｣

本

(

遡
っ
て

｢

新
註｣

本
も)
で

の
解
釈
に
は
大
差
が
な
い
も
の
の
、
じ
つ
は
、
ど
う
に
も
釈
然
と
し
な

い
箇
所
が
あ
る
。｢

む
ね
い
た
き
お
も
ひ
は
た
え
ず
と
も
、
せ
め
て
こ

そ
思
あ
つ
か
ひ
聞
え
め｣

と
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
く
に
後
半
の

｢

せ
め
て
こ
そ
思
あ
つ
か
ひ
聞
え
め｣

に
つ
い
て
、｢

強
い
て

(

姫
を)

大
切
に
お
世
話
し
申
し
上
げ
る
こ
と
で
あ
ろ
う｣

(｢

大
系｣

本)

、
あ
る

い
は

｢

つ
と
め
て
お
世
話
申
し
上
げ
て
い
る
で
あ
ろ
う｣

(｢

全
集｣

本)

と
、
い
ず
れ
も
主
語
を

｢

見
ん
人｣

と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い

か
が
で
あ
ろ
う
か

(

中
西
氏
の

『

全
注
釈』

で
も
、｢

見
つ
け
た
者
も
…
…
ひ
た

す
ら
お
世
話
申
し
上
げ
て
い
る
の
だ
ろ
う｣

と
口
語
訳
す
る)

。｢

全
集｣

本
の
よ

う
な
訳
に
な
る
に
は
、
本
文
を

｢

せ
め
て
こ
そ
思
ひ
あ
つ
か
ひ
聞
こ
ゆ

ら
め｣

と
で
も
改
訂
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
し
、
そ
も
そ
も

｢

せ
め
て

こ
そ
思
あ
つ
か
ひ
聞
え
め｣

の
語
勢
か
ら
は
、
素
直
に
読
め
ば
、
推
量

で
は
な
く
意
志
と
取
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。｢

こ
そ｣

と

｢

聞
ゆ｣

を
省
け
ば
、｢

せ
め
て
思
あ
つ
か
は
む｣

で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
主

語
は

｢

見
ん
人｣

で
は
な
く
、
心
中
思
惟
の
主
体
た
る
中
納
言
で
あ
ろ

う
。な

ら
ば
、
中
納
言
は
、
な
に
を

｢

思
あ
つ
か
ひ
聞
え｣

よ
う
と
考
え

て
い
る
の
か
。
あ
ら
た
め
て
、
そ
こ
に
到
る
表
現
を
確
認
す
る
と
、

｢
(

吉
野
姫
君
は)

我

(

＝
中
納
言)

よ
り
ほ
か
に
し
る
人
も
な
き
御
み
な

れ
ば
、
き
ゝ
い
で
ゝ
尋
し
ら
ん
。
我

(

＝
姫
君
の)

御
心
は
さ
ら
な
り
、

た
ゞ
、
見
ん
人

(

＝
姫
君
を
盗
み
出
し
た
男)

も
、
も
て
は
な
れ
ず
、
う

と
か
る
ま
じ
き
さ
ま
に
い
ひ
な
し
て
こ
そ
は
、
む
つ
び
よ
り
て
、
む
ね

い
た
き
お
も
ひ
は
た
え
ず
と
も
、(

私
＝
中
納
言
は)

せ
め
て
こ
そ
思
あ

つ
か
ひ
聞
え
め｣

と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
時
点
で
中
納
言
が
も
っ
と
も
恐
れ
て
い
る
の
は
、
吉
野
姫
君
を

永
遠
に
手
も
と
か
ら
失
う
こ
と
で
あ
る
。
姫
君
が
何
者
か
に
盗
み
出
さ
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れ
、
す
で
に
そ
の
男
と
男
女
の
契
り
を
結
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
中

納
言
も
認
め
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
ほ
か
の
男
の
掌
中
に
あ
る
こ

と
を
承
知
し
つ
つ
も
、
中
納
言
は
姫
君
を
失
い
た
く
な
い
の
だ
。
そ
の

た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
か
。
中
納
言
が
今
後
も
世
話
を

焼
く
こ
と
に
、
姫
君
が
難
色
を
示
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。｢

我
よ
り

ほ
か
に
し
る
人
も
な
き
御
み｣

だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
問
題
は
、

｢

見
ん
人｣

と
の
関
係
い
か
ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
。｢

見
ん
人｣

が
誰

で
あ
る
か
が
分
か
っ
て
も
、
か
れ
が
姫
君
を
匿
っ
た
ま
ま
中
納
言
に
会

わ
せ
る
こ
と
を
拒
否
す
れ
ば
、
姫
君
が
中
納
言
の
も
と
に
戻
っ
て
く
る

こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
中
納
言
が
考
え
つ
い
た
の
が
、｢

た
ゞ
、
見
ん

人
も
、
も
て
は
な
れ
ず
、
う
と
か
る
ま
じ
き
さ
ま
に
い
ひ
な
し
て
こ
そ

は
、
む
つ
び
よ｣

る
こ
と
、
な
の
で
あ
っ
た
。
中
納
言
と
姫
君
が

｢

も

て
は
な
れ｣

な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、｢

見
ん

人
も、｣

ま
た
自
分
と
疎
遠
で
は
な
い
関
係
で
あ
る
よ
う
に
言
い
做
し
て
、

中
納
言
と
の
間
に
親
交
が
成
立
す
れ
ば
、
ふ
た
り
へ
の
奉
仕
と
い
う
か

た
ち
で
、
姫
君
は
中
納
言
の
も
と
に
戻
っ
て
く
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、

｢

せ
め
て｣

す
る
奉
仕
で
あ
り
、｢

む
ね
い
た
き
お
も
ひ｣

の
絶
え
な
い

も
の
と
な
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
思
い
を
し
て
で
も
中
納
言
は
、

姫
君
を
取
り
戻
し
た
い
の
で
あ
る
。｢

む
ね
い
た
し｣

の
語
は
、
気
づ

け
ば
、
問
題
と
し
た
一
文
の
は
じ
め
に
も

｢

方
�

む、
ね、
い、
た、
う、
く
ち

お
し
う｣

と
見
え
、
こ
れ
が
中
納
言
の
思
い
で
あ
る
こ
と
に
、
疑
問
の

余
地
は
な
か
っ
た
。

四

｢

む
ね
い
た
き
お
も
ひ｣

の
意
味
す
る
も
の

こ
う
し
た
中
納
言
の
思
惟
は
、
い
か
に
も
異
様
な
も
の
に
映
る
。
だ

が
、『

浜
松』

最
終
巻
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
中
納
言
の
思
い
が
、

繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
吉
野
姫
君
の
失
踪
を
知
っ
た
直
後
、

中
納
言
は
早
速
、
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

た
れ
に
て
も
、
こ
の
人

(

＝
吉
野
姫
君)

を
う
ち
見
る
人
の
、
よ
ろ

し
う
思
ふ
べ
き

(

姫
君
の)

人
ざ
ま
な
ら
ね
ば
、
御
身
口
惜
し
う

て
は
お
は
せ
じ
。
わ
れ
こ
そ

(

姫
君
と)

契
り
な
き
こ
と
に
思
ひ

わ
び
、
涙
の
淵
に
浮
き
沈
み
つ
つ
も
、
…
…

(

姫
君
と
と
も
に
い
る

こ
と
で)

こ
よ
な
う
な
ぐ
さ
み
て
世
を
過
ご
し
つ
れ
。
女
は
、
い

み
じ
け
れ
ど
、(

男
と
の)

ま
こ
と
の
契
り
に
心
寄
り
果
て
て
思
ふ

こ
と
な
れ
ば
、
わ
れ
そ
ぞ
ろ
な
り
し
人
と
思
ひ
棄
て
て
、
…
…

(

三
八
四
頁)

誘
拐
さ
れ
た
姫
君
は
、
よ
も
や
男
か
ら
粗
略
に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
あ
る

ま
い
か
ら
、
男
と
の
愛
欲
に
溺
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
契
り
を
交
わ
す

こ
と
の
な
か
っ
た
自
分
の
こ
と
な
ど
、
思
い
出
そ
う
と
も
し
な
い
だ
ろ

う
、
と
想
像
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
吉
野
聖
の
警
告
に
従
い
、
姫
君
と

は
禁
欲
的
に
接
し
て
き
た
中
納
言
に
と
っ
て
、
今
回
の
事
件
は
、
い
か
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ば
か
り
の
痛
恨
事
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
こ
と
に
同
情
で
き
る
か
否
か
は
、

読
む
者
の
中
納
言
へ
の
共
感
や
思
い
入
れ
の
深
浅
に
か
か
っ
て
い
よ
う

(

さ
す
が
の

『
無
名
草
子』

も
、
こ
う
し
た
中
納
言
の
態
度
に
、
い
さ
さ
か
辟
易
の
気

味
が
感
じ
ら
れ
る
が
…
…)

。

こ
う
し
た
思
い
を
、
中
納
言
の
妄
想
と
一
笑
に
付
す
こ
と
は
た
や
す

い
。
し
か
し
、
か
れ
は
真
剣
で
あ
る
。
姫
君
を
誘
拐
し
た
男
へ
の
妬
ま

し
さ
を
募
ら
せ
な
が
ら
も
、｢
人
聞
き
は
も
の
ぐ
る
は
し
き
や
う
な
れ

ど
、
い
か
で
か
た
づ
ね
出
で
て
、
取
り
返
し
て
し
が
な｣
(

三
八
七
頁)

と
焦
慮
す
る
。

そ
の
後
も
中
納
言
は
、
吉
野
姫
君
が
残
し
た
手
習
を
見
な
が
ら
、

｢『

こ
れ
を
よ
そ
人
の
も
の
に
思
ひ
な
し
て
む
よ』
と
思
ふ
に
、
胸
苦
し

う
、
口
惜
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し｣

(

三
九
六
頁)
と
、
堪
え
難
い
思
い

を
噛
み
締
め
る
。
そ
し
て
、
今
宵
、
月
を
愛
で
た
り
す
る
こ
と
も
な
く
、

男
と

｢

す
き
ま
な
く
て
こ
そ
寝
給
ひ
ぬ
ら
め｣

と
想
像
し
、｢
心
や
ま

し
き
こ
と
か
ぎ
り
な｣

(

三
九
七
頁)

い
精
神
状
態
で
ま
ど
ろ
ん
だ
夢
に

現
れ
た
の
が
、
唐
后
で
あ
っ
た
。
問
題
に
し
た
一
節
は
、
そ
れ
に
続
く

も
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
読
者
は
、
ま
さ
に
中
納
言
の
独
り
相
撲
に
つ
き
合
わ
さ

れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
巻
四
巻
末
に
は
、
式
部�

宮
が
吉
野
姫
君
を
、

｢

今
宵
か
な
ら
ず
率
て
隠
し
て
む｣

と
画
策
し
て
い
る
こ
と
が
明
示
し

て
あ
り
、
読
者
に
と
っ
て
、
姫
君
を
盗
み
出
し
た
の
が
宮
で
あ
る
こ
と

を
疑
う
余
地
な
ど
、
ど
こ
に
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
納
言
は
、

｢

関
白
殿
の
君
達｣

(

三
八
四
頁)

や

｢

大
い
殿
の
三
位
の
中
将｣

(

三
八
六

頁)

と
い
っ
た
別
人
に
、
疑
い
の
目
を
向
け
る
。
も
ち
ろ
ん
、
式
部�

宮
も
犯
人
候
補
に
挙
が
っ
て
は
い
る
の
だ
が
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
、

巻
四
に
お
い
て
、
宮
へ
の
警
戒
を
あ
れ
ほ
ど
姫
君
に
促
し
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
最
終
巻
で
の
中
納
言
は
、
な
ぜ
か
宮
を
除
外
し
た
ま
ま
、

姫
君
誘
拐
の
犯
人
探
し
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
不
可
解
な
物
語
の
展
開
は
、
し
ば
ら
く
触
れ
ら
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
式
部�

宮
の
動
静
へ
と
話
題
が
転
じ
ら
れ
た
こ
と
で
、
よ

う
や
く
に
し
て
空
転
か
ら
脱
し
、
吉
野
姫
君
の
扱
い
を
め
ぐ
る
緊
迫
し

た
局
面
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
姫
君
は
、
中
納
言
の
あ
ら
ぬ
想
像
と

は
裏
腹
に
、
宮
の
も
と
に
隠
し
置
か
れ
た
の
ち
も
、
け
っ
し
て
宮
に
心

開
く
こ
と
な
く
、
衰
弱
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
心
配
し
つ
つ
も
な
す
す

べ
の
な
い
宮
は
、
姫
君
が
息
の
下
に
、
最
期
に
会
い
た
い
人
と
し
て

｢

中
納
言
に
告
げ
さ
せ
給
へ｣

(

四
一
〇
頁)

と
言
う
の
を
聞
い
て
、
中

納
言
に
非
常
を
知
ら
せ
る
文
を
遣
わ
し
た
。
そ
の
使
者
が
到
着
す
る
直

前
、
姫
君
と
過
ご
し
た
乳
母
の
家
で
物
思
い
に
耽
る
中
納
言
は
、
次
の

よ
う
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。

…
…

｢
(

吉
野
姫
君
が)

世
に
お
は
せ
ぬ
や
う
あ
ら
じ
。
聞
き
つ
け

て
は
、
ま
た

(

姫
君
が)

い
か
な
る
人
の
も
と
に
お
は
す
と
も
、

も
と
よ
り
離
れ
ぬ
ゆ
か
り
、
わ
れ
の
み
こ
そ
。
知
る
べ
き
人
な
ど
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た
づ
ね
寄
ら
む
も
、
吉
野
山
の
聖
よ
り
ほ
か
は
、
こ
の
人

(

＝
姫

君)

の
御
ゆ
く
へ
知
る
人
な
け
れ
ば
、
疑
ひ
お
き
て
思
ふ
人
、
た

れ
か
は
あ
ら
む
。
な
ほ
迎
へ
取
り
て
、
い
か
な
る
さ
ま
な
り
と
も
、

わ
れ
思
ひ
あ
つ
か
ひ
て
こ
そ
、
な
ほ
朝
夕
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ず
見

る
に
、
心
も
な
ぐ
さ
ま
め｣

と
思
ひ
つ
づ
く
る
に
、
な
ぐ
さ
む
を
、

｢

わ
れ
は
か
く
思
ふ
と
も
、
さ
す
が
な
る
心
の
鬼
添
ひ
、
ま
こ
と

の
け
近
き
契
り
の
か
た
に
心
寄
り
果
て
て
、『

(

中
納
言
は)

あ
ら

ぬ
そ
ぞ
ろ
な
る
人
ぞ』

な
ど
教
へ
た
て
ら
れ
む
こ
そ
、
い
み
じ
く

口
惜
し
う
心
憂
か
る
べ
け
れ
。(
姫
君
は)

心
う
つ
く
し
う
、
ら
う

た
げ
な
り
し
人
な
り
し
か
ば
、
さ
も
思
は
ず
や
あ
ら
む
。
か
く
誘

ひ
か
く
し
た
ら
む

(｢

か
く
し
た
ら
む｣

を

｢
全
集｣

本
で
は

｢

か
へ
し
た

ら
む｣

と
す
る

[｢

大
系｣

本
・
中
西
氏

『

全
注
釈』
も
同
様]

が
、
影
印
で

は

｢

か
く
し
た
ら
ん｣

と
判
読
で
き

[

四
九
頁
三
行
目]
、
そ
れ
に
従
う
。
小

松
氏

『

校
本』

で
も
、｢

か
く
し
た
ら
ん｣

と
翻
字

[

七
二
一
頁]
す
る)

人

も
、(

姫
君
と
は)

い
と
え
う
ち
と
け
ず
や
あ
ら
む

(

な
お
、
尾
上
本

は

｢

か
く
誘
ひ
か
く
し
た
ら
む
人
も
、
い
と
え
う
ち
と
け
ず
や
あ
ら
む｣
の
本

文
を
欠
く
。
目
移
り
に
よ
る
脱
落
で
あ
ろ
う)｣

な
ど
、
た
だ
こ
と
ご
と

な
う
、
明
け
暮
れ
過
ぐ
る
日
数
に
も
、
起
き
臥
し
思
ふ
よ
り
ほ
か

の
こ
と
な
く
て
、
…
…

(

四
一
三
〜
四
一
四
頁)

吉
野
姫
君
は
ど
こ
か
に
無
事
で
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
誰
が
盗
み
出
し
た

に
し
ろ
、
な
ん
と
か
そ
の
居
場
所
を
突
き
止
め
て
、
迎
え
取
り
た
い
。

姫
君
に
は
、
自
分
し
か
頼
る
人
は
い
な
い
の
だ
か
ら
。
姫
君
が
ど
の
よ

う
な
状
態
に
あ
ろ
う
と
、
迎
え
取
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
毎
日
そ
の
世

話
を
焼
き
な
が
ら
、
姫
君
の
こ
と
で
気
を
揉
む
こ
と
も
な
く
な
る
だ
ろ

う
。
も
っ
と
も
、
姫
君
が
、
盗
み
出
し
た
男
と
の
契
り
に
満
ち
足
り
て
、

自
分
の
こ
と
な
ど
歯
牙
に
も
か
け
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
と
情
け
な

い
が
、
姫
君
の
素
直
で
可
憐
な
人
柄
か
ら
し
て
、
相
手
の
男
も
、
い
ま

だ
契
り
も
交
わ
せ
ず
に
い
る
か
も
し
れ
な
い

こ
ん
な
こ
と
ば
か
り

を
中
納
言
が
考
え
て
い
る
と
、
…
…
。

一
見
し
て
、
さ
き
に
問
題
と
し
た
一
節
と
、
非
常
に
近
似
し
た
内
容

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
さ
き
に
は
、｢

た
ゞ
、
見
ん
人
も
、
も

て
は
な
れ
ず
、
う
と
か
る
ま
じ
き
さ
ま
に
い
ひ
な
し
て
こ
そ
は
、
む
つ

び
よ
り
て
、
む
ね
い
た
き
お
も
ひ
は
た
え
ず
と
も
、
せ
め
て
こ
そ
思、
あ、

つ、
か、
ひ、
聞
え
め｣

と
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、｢

聞
き
つ
け
て
は
、
ま

た
い
か
な
る
人
の
も
と
に
お
は
す
と
も
、
…
…
な
ほ
迎
へ
取
り
て
、
い

か
な
る
さ
ま
な
り
と
も
、
わ
れ
思、
ひ、
あ、
つ、
か、
ひ、
て
こ
そ
、
な
ほ
朝
夕
お

ぼ
つ
か
な
か
ら
ず
見
る
に
、
心
も
な
ぐ
さ
ま
め｣

と
あ
る
。
男
と
一
緒

で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
、
ど
ん
な
か
た
ち
で
も
よ
い
、
な
ん
と
し
て

で
も
吉
野
姫
君
を
取
り
戻
し
、
自
ら

｢

思
ひ
あ
つ
か
ひ｣

た
い

中

納
言
の
思
い
は
一
貫
し
て
い
て
、
ま
っ
た
く
ぶ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の

で
あ
る
。

そ
の
後
、
中
納
言
は
、
式
部�

宮
の
呼
び
出
し
に
応
じ
て
、
参
内
、
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衰
弱
し
き
っ
た
吉
野
姫
君
と
再
会
す
る
と
、
そ
の
場
で
采
配
を
揮
い
、

宮
の
承
諾
も
待
た
ず
、
姫
君
を
乳
母
の
家
へ
と
引
き
取
っ
た
。
ま
ず
は
、

中
納
言
の
望
ん
だ
と
お
り
に
こ
と
は
推
移
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

中
納
言
の｢
む
ね
い
た
き
お
も
ひ｣

な
る
も
の
も
、
こ
こ
ま
で
は
、
か

れ
の
想
像
と
し
て
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
が
、
仮

借
な
い
現
実
と
向
き
合
い
な
が
ら
、｢

む
ね
い
た
き
お
も
ひ｣

を
味
わ

い
尽
く
す
本
番
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
主
人
公
た
る
中
納
言
の
真

骨
頂
が
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。(

二
〇
一
一
年
五
月
稿)

[

注]

大
槻
修
編

『

平
安
後
期
物
語
選』

(
一
九
八
三
年
、
和
泉
書
院)

所
収

｢

浜
松
中
納
言
物
語｣

(

三
角
洋
一
校
注)

に
は
、｢

我
よ
り
ほ
か
に
し
る
人

も
な
き
御
み
な
れ
ば｣

以
下
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
頭
注
を
施
し
て
い

る
。

大
意
、
中
納
言
を
し
か
知
ら
な
い
姫
君
が
、
男
か
ら
今
ま
で
の
こ
と

を
聞
き
出
さ
れ
、
中
納
言
の
も
て
あ
つ
か
い
を
あ
げ
つ
ら
わ
れ
た
ら
、

ど
う
思
い
驚
く
だ
ろ
う
、
男
は
口
上
手
に
言
い
な
び
か
せ
た
こ
と
だ

ろ
う
、
姫
君
と
の
い
き
さ
つ
を
知
っ
た
男
の
口
封
じ
の
た
め
に
も
、

姫
君
を
大
切
に
お
世
話
し
よ
う
。(

三
一
〜
三
二
頁)

｢

男
の
口
封
じ｣

云
々
の
解
釈
が
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、｢

姫
君
を
大
切
に

お
世
話
し
よ
う｣

と
い
う
の
が

｢

せ
め
て
こ
そ
思
あ
つ
か
ひ
聞
え
め｣

の

訳
に
当
た
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
私
見
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。

(

か
ら
し
ま

ま
さ
お
・
本
学
教
授)
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