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は
じ
め
に

『
う
つ
ほ
物
語
』
は
従
来
琴
の
物
語
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。
音
楽
を

モ
チ
ー
フ
に
し
た
こ
の
物
語
に
お
い
て
は
、
様
々
な
楽
器
が
登
場
す
る
。

そ
の
中
で
も
琴
が
別
格
の
楽
器
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の

と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
く
に
俊
蔭
一
族
所
持
の
、
天
人
か
ら
授
け
ら
れ
た

琴
は
家
の
宝
器
で
あ
り
、
天
人
を
呼
び
下
ろ
す
霊
力
さ
え
あ
る
。「
天
の

下
に
琴
弾
き
て
族
立
つ
べ
き
人
に
な
む
あ
り
け
る
」
と
い
う
天
人
の
予

言
を
受
け
た
俊
蔭
一
族
は
、
四
代
に
わ
た
っ
て
琴
の
伝
授
を
行
い
、
琴

の
物
語
の
中
心
を
担
っ
て
い
く
。
琴
は
俊
蔭
一
族
に
と
っ
て
あ
ま
り
に

も
重
要
な
存
在
で
あ
る
た
め
、
そ
の
琴
を
容
易
に
披
露
す
る
こ
と
は
な

い
。
俊
蔭
が
他
界
し
た
後
、
こ
の
琴
の
神
秘
性
は
遺
言
に
よ
っ
て
受
け

継
が
れ
る
。
事
実
上
こ
う
し
て
秘
め
ら
れ
て
き
た
琴
は
、
一
族
の
運
命

に
関
わ
る
重
大
な
場
面
に
お
い
て
多
大
な
力
を
発
揮
し
、
彼
ら
に
至
上

の
栄
光
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
て
時
に
は
秘
匿
さ
れ
時
に
は
公
開
さ

れ
る
一
族
の
琴
に
は
、
独
自
の
論
理
が
含
ま
れ
て
い
る
。

天
人
の
予
言
と
「
琴
の
祖
」
の
遺
言
を
堅
守
し
て
き
た
一
族
の
姿
は
、

言
い
換
え
れ
ば
、
琴
の
霊
力
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

琴
を
習
得
す
る
た
め
、
一
族
は
辛
酸
を
嘗
め
尽
く
し
、
数
え
き
れ
ぬ
困

難
に
直
面
し
た
。
俊
蔭
は
父
母
か
ら
離
れ
て
一
人
で
異
郷
を
彷
徨
い
、

二
十
三
年
間
を
か
け
て
天
人
か
ら
琴
の
手
を
習
い
尽
く
し
た
。
父
が
亡

く
な
っ
た
後
、
俊
蔭
女
は
廃
れ
た
屋
敷
に
一
人
で
父
譲
り
の
琴
を
弾
い

て
虚
し
い
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
。
仲
忠
も
幼
い
頃
か
ら
母
と
と
も
に

北
山
の
う
つ
ほ
へ
移
住
し
、
母
か
ら
の
秘
琴
伝
授
も
こ
の
う
つ
ほ
で
行

わ
れ
た
。
こ
う
し
て
人
並
み
で
な
い
道
を
歩
ん
で
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
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一
族
の
人
々
は
超
人
的
な
意
志
を
も
っ
て
琴
を
相
伝
し
、
物
語
の
末
尾

に
は
琴
を
披
露
す
る
盛
大
な
宴
を
開
い
て
世
の
人
々
を
大
い
に
感
動
さ

せ
た
。
琴
の
芸
術
的
達
成
の
道
程
を
振
り
返
る
と
、
や
は
り
天
人
の
予

言
と
「
琴
の
祖
」
の
遺
言
の
力
が
甚
大
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

本
稿
で
は
、
超
自
然
的
な
霊
力
を
持
つ
琴
が
俊
蔭
一
族
に
も
た
ら
す

「
正プ

ラ
ス」
の
効
果
を
重
視
す
る
従
来
の
研
究
と
は
逆
の
視
点
か
ら
、
俊
蔭
か

ら
俊
蔭
女
へ
、
さ
ら
に
仲
忠
ま
で
の
一
族
の
琴
の
扱
い
方
に
ス
ポ
ッ
ト

ラ
イ
ト
を
当
て
て
、
琴
が
一
族
に
も
た
ら
し
た
試
練
に
注
目
す
る
こ
と

で
彼
ら
を
支
え
る
「
孝
」
と
「
家
」
の
論
理
を
解
明
し
、
最
終
的
に
琴

の
束
縛
か
ら
の
解
放
と
孝
の
達
成
と
い
う
物
語
の
内
面
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

一
、
琴
の
家
の
物
語
の
幕
開
け

幼
い
時
か
ら
学
才
に
優
れ
、
父
母
に
「
眼
だ
に
二
つ
あ
り
」
と
思
う

ほ
ど
大
事
に
育
て
ら
れ
た
俊
蔭
は
十
六
歳
の
時
に
遣
唐
使
に
選
ば
れ
る
。

だ
が
そ
の
渡
唐
中
に
船
が
難
破
し
、
俊
蔭
は
波
斯
国
や
仏
の
国
な
ど
を

遍
歴
し
た
後
、
天
人
か
ら
授
け
ら
れ
た
三
十
の
琴
を
持
っ
て
帰
国
す
る
。

こ
れ
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
幕
開
け
で
あ
り
、
俊
蔭
一
族
の
物
語
の
始

ま
り
で
も
あ
る
。
俊
蔭
は
故
国
を
離
れ
て
二
十
三
年
間
異
郷
を
流
浪
し

て
い
た
が
、
そ
こ
で
天
人
か
ら
琴
の
手
を
習
い
尽
く
し
、
仏
か
ら
前
世

の
因
縁
な
ど
を
告
げ
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
特
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、

俊
蔭
が
西
の
花
園
で
弾
琴
し
て
い
た
時
に
天
人
が
降
下
し
て
告
げ
た
予

言
で
あ
る
。

天
人
の
言
は
く
、「
さ
ら
ば
、
我
ら
が
思
ふ
所
あ
る
人
な
れ
ば
、
住

み
給
ふ
な
り
け
り
。
天
の
掟
あ
り
て
、
天
の
下
に
、
琴
弾
き
て
族

立
つ
べ
き
人
に
な
む
あ
り
け
る
。
我
は
、
昔
。
い
さ
さ
か
な
る
犯

し
あ
り
て
、
こ
こ
よ
り
西
、
仇
の
御
国
よ
り
は
東
、
中
な
る
所
に

下
り
て
、
七
年
あ
り
て
、
そ
こ
に
我
が
子
七
人
と
ま
り
に
き
。
そ

の
人
は
、
極
楽
浄
土
の
楽
に
琴
を
弾
き
合
は
せ
て
遊
ぶ
人
な
り
。

そ
こ
に
渡
り
て
、
そ
の
人
の
手
を
弾
き
取
り
て
、
日
本
国
へ
は
帰

り
給
へ
。
こ
の
三
十
の
琴
の
中
に
、
声
ま
さ
り
た
る
を
ば
、
我
名

づ
く
。
一
つ
を
ば
南
風
と
つ
く
。
一
つ
を
ば
波
斯
風
と
つ
く
。
こ

の
二
つ
の
琴
を
ば
、
か
の
山
の
人
の
前
に
て
ば
か
り
に
調
べ
て
、

ま
た
人
に
聞
か
す
な
」
と
の
た
ま
ふ
。「
こ
の
二
つ
の
琴
の
音
せ
む

所
に
は
、
娑
婆
世
界
な
り
と
も
、
必
ず
訪
は
む
」
と
の
た
ま
ふ
。

 

（
俊
蔭　

一
四
頁
（
注
１
））

こ
の
天
人
の
予
言
は
俊
蔭
を
琴
の
一
族
の
始
祖
と
し
て
規
定
し
、
こ
れ

か
ら
の
一
族
の
行
先
、
ひ
い
て
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
も
非
常

に
重
要
で
あ
り
、
以
降
の
物
語
の
展
開
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
で

は
、
こ
の
天
人
の
予
言
を
俊
蔭
は
ど
う
受
け
止
め
た
の
か
。
従
来
の
研

究
は
、
俊
蔭
巻
全
体
に
底
流
す
る
仏
教
思
想
に
重
点
を
置
き
、
こ
の
予
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言
も
仏
教
要
素
の
一
表
現
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

俊
蔭
巻
全
体
か
ら
見
れ
ば
、『
法
華
経
』
普
門
品
や
『
大
般
涅
槃
経
』
の

雪
山
童
子
「
施
身
聞
偈
譚
」
な
ど
の
影
響
が
確
認
さ
れ
、
加
え
て
阿
修

羅
、
仏
の
登
場
、
琴
の
「
三
十
」
と
い
う
数
が
法
華
三
部
経
を
意
味
し

て
い
る
な
ど
、
俊
蔭
巻
全
体
に
お
い
て
仏
教
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
こ

と
に
異
論
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
予
言
の
内
容
だ
け
に
注

目
し
て
み
る
と
、
肝
心
な
の
は
俊
蔭
が
こ
の
予
言
を
ど
の
よ
う
に
受
け

止
め
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
琴
弾
き
て
族
立
つ
べ
き

人
に
な
む
あ
り
け
る
」
の
「
族
立
つ
」、
つ
ま
り
一
族
を
立
て
る
こ
と
は

儒
教
の
徳
目
の
範
疇
に
も
属
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
一
旦
仏
教
か
ら
視

線
を
移
し
て
、
儒
教
の
面
か
ら
も
考
え
て
み
た
い
。

俊
蔭
は
清
原
王
と
一
世
の
源
氏
と
の
間
に
生
ま
れ
た
一
人
子
で
あ
り
、

し
か
し
幸
か
不
幸
か
、
遣
唐
使
に
選
ば
れ
て
父
母
の
も
と
を
離
れ
る
こ

と
に
な
る
。
肉
親
と
引
き
離
さ
れ
る
悲
し
み
は
、
物
語
の
描
写
か
ら
も

確
認
で
き
る
。

父
母
、
悲
し
む
こ
と
、
さ
ら
に
譬
ふ
べ
き
か
た
な
し
。
一
生
に
一

人
あ
る
子
な
り
。
か
た
ち
・
身
の
才
、
人
に
す
ぐ
れ
た
り
。
朝
に

見
て
夕
べ
の
遅
な
は
る
ほ
ど
だ
に
、
紅
の
涙
を
落
と
す
に
、
遥
か

な
る
ほ
ど
に
、
あ
ひ
見
む
こ
と
の
難
き
道
に
出
で
立
つ
。
父
母
・

俊
蔭
が
悲
し
び
思
ひ
や
る
べ
し
。 

（
俊
蔭　

九
〜
一
〇
頁
）

ま
た
、
こ
の
離
別
の
場
に
あ
た
っ
て
、
父
母
が
な
る
べ
く
早
く
帰
国

す
る
よ
う
に
と
俊
蔭
に
告
げ
た
こ
と
は
、
後
に
阿
修
羅
と
対
面
す
る
と

き
の
俊
蔭
の
言
葉
か
ら
分
か
る
。

親
の
顧
み
の
厚
く
、
慈
悲
の
深
か
り
し
を
捨
て
て
、
国
王
の
仰
せ

の
か
し
こ
か
り
し
に
よ
り
渡
れ
り
。
そ
の
父
母
、
紅
の
涙
を
流
し

て
の
た
ま
は
く
、『
汝
、
不
孝
の
子
な
ら
ば
、
親
に
長
き
嘆
き
あ
ら

せ
よ
。
孝
の
子
な
ら
ば
、
浅
き
思
ひ
の
浅
き
に
あ
ひ
む
か
へ
』
と

の
た
ま
ひ
き
。
さ
る
を
、
俊
蔭
、
仇
の
風
・
大
い
な
る
波
に
会
ひ

て
、
輩
を
滅
ぼ
し
て
、
一
人
、
知
ら
ぬ
世
界
に
漂
ひ
て
、
年
久
し

く
な
り
ぬ
。
し
か
あ
れ
ば
、
不
孝
の
人
な
り
。
こ
の
罪
を
免
れ
む

た
め
に
、
倒
さ
る
る
木
の
片
端
を
賜
り
て
、
年
ご
ろ
労
せ
る
父
母

に
琴
の
声
を
聞
か
せ
て
、
そ
の
め
い
と
な
さ
む
」
と
言
ふ
時
に
、

（
後
略
） 

（
俊
蔭　

一
二
頁
）

俊
蔭
は
仏
の
国
の
東
ま
で
行
き
、
そ
こ
で
大
木
を
切
っ
て
い
る
阿
修

羅
と
出
会
う
。
そ
の
阿
修
羅
に
喰
わ
れ
そ
う
な
と
き
、
父
母
へ
の
思
い

を
訴
え
、「
不
孝
の
人
」
だ
と
の
自
覚
の
も
と
、
桐
の
木
を
も
っ
て
琴
を

作
り
、
父
母
の
冥
福
を
祈
り
た
い
と
の
願
望
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
こ

に
お
い
て
は
じ
め
て
「
孝
」
と
「
不
孝
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
事
実

と
し
て
、
俊
蔭
は
何
年
も
流
浪
し
た
た
め
、
故
国
の
父
母
は
既
に
亡
く

な
っ
て
い
る
も
の
と
想
定
し
、
阿
修
羅
か
ら
譲
ら
れ
た
桐
の
木
を
も
っ

て
琴
を
造
り
、
そ
の
冥
福
を
祈
り
た
い
と
訴
え
た
と
理
解
さ
れ
る
。
俊

蔭
は
そ
の
後
幾
た
び
も
父
母
へ
の
愛
情
を
口
に
し
て
い
る
。
波
斯
国
か
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ら
帰
国
し
よ
う
と
す
る
俊
蔭
は
、
そ
の
国
の
王
か
ら
琴
を
弾
く
よ
う
に

留
め
ら
れ
た
際
に
も
、
す
で
に
亡
く
な
っ
た
両
親
の
骨
な
り
と
大
事
に

供
養
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

「
日
本
に
年
八
十
歳
な
る
父
母
侍
り
し
を
、
見
捨
て
て
ま
か
り
渡
り

に
き
。
今
は
、
塵
・
灰
に
も
な
り
侍
り
に
け
む
。『
白
き
屍
を
だ
に

見
給
へ
む
』
と
て
な
む
急
ぎ
ま
か
る
べ
き
」
と
申
す
。

 

（
俊
蔭　

一
九
頁
）

俊
蔭
の
遍
歴
期
間
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
琴
を
弾
き
、
書
を
誦
し
て
、
な
お
聞
く
に
、
三
年
、
こ
の
木
の
声

絶
え
ず
。（
俊
蔭　

一
○
頁
）

②
三
年
と
い
ふ
年
の
春
、
大
き
な
る
峰
に
上
り
て
見
巡
ら
せ
ば
、
頂

天
に
つ
き
て
険
し
き
山
、
遥
か
に
見
ゆ
。（
一
一
頁
）

③
俊
蔭
、
清
く
涼
し
き
林
に
一
人
眺
め
て
、
琴
の
音
の
あ
る
限
り
掻

き
立
て
て
遊
ぶ
に
、
三
年
と
い
ふ
年
の
春
、
こ
の
山
よ
り
西
に
あ

た
る
花
園
に
移
り
て
、（
後
略
）（
一
四
頁
）

④
俊
蔭
、
天
人
の
の
た
ま
ふ
に
従
ひ
て
、
花
園
よ
り
西
を
指
し
て
行

け
ば
、
大
い
な
る
河
あ
り
。（
一
五
頁
）

⑤
俊
蔭
、
三
年
住
み
し
山
に
至
り
て
、
こ
と
の
様
を
語
り
て
、
月
日

の
様
な
ど
く
は
し
く
言
ふ
ほ
ど
に
、（
後
略
）（
一
九
頁
）

⑥
か
く
て
、
俊
蔭
、
日
本
へ
帰
ら
む
と
て
、
波
斯
国
へ
渡
り
ぬ
。（
一

九
頁
）

⑦
交
易
の
船
に
つ
き
て
、
二
十
三
年
と
い
ふ
年
、
三
十
九
に
て
日
本

へ
帰
り
来
た
り
。（
一
九
頁
）

「
孝
の
子
な
ら
ば
、
浅
き
思
ひ
の
浅
き
に
あ
ひ
む
か
へ
」
と
の
別
れ
際
の

父
母
の
言
葉
を
前
に
し
て
も
、
俊
蔭
は
帰
国
を
急
が
な
い
様
子
で
あ
っ

た
。
度
々
父
母
へ
の
思
い
を
口
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
に
対
す
る

孝
心
を
抱
え
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
実
際
の
行
動
か
ら
見
る
と
、
ど

う
も
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
を
、
琴
を
習
得
す
る
た
め

と
い
う
芸
術
至
上
主
義
的
な
考
え

（
注
２
）か

ら
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
こ
の
矛
盾
を
完
全
に
解
消
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
で
は
、
俊
蔭
の
こ
う
い
っ
た
い
さ
さ
か
不
可
解
な
行
動
を
ど
の

よ
う
に
理
解
す
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

阿
修
羅
と
対
面
し
た
時
「
年
ご
ろ
労
せ
る
父
母
に
琴
の
声
を
聞
か
せ

て
、
そ
の
め
い
と
な
さ
む
」
と
の
言
葉
か
ら
、
俊
蔭
は
父
母
が
す
で
に

亡
く
な
っ
た
も
の
と
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
れ
を
前

提
に
し
て
考
え
る
と
、「
天
の
下
に
、
琴
弾
き
て
族
立
つ
べ
き
人
に
な
む

あ
り
け
る
」
と
い
う
天
人
の
予
言
は
俊
蔭
に
と
っ
て
は
さ
ら
な
る
深
い

意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
族
立
つ
」

こ
と
は
一
家
を
繁
栄
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
、
孝
の
観
念
か
ら
言

え
ば
、
こ
れ
は
親
に
対
し
て
の
「
死
後
の
孝
」
に
も
当
た
る
。
親
の
在

世
中
に
そ
ば
に
い
て
世
話
を
す
る
こ
と
が
「
生
前
の
孝
」
と
い
う
な
ら

ば
、
俊
蔭
は
十
六
歳
で
遣
唐
使
に
選
ば
れ
て
以
来
親
を
離
れ
て
、
父
母



― 5 ―

の
そ
ば
に
い
て
孝
を
尽
す
こ
と
は
当
然
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
な

の
か
、
俊
蔭
自
身
も
「
し
か
あ
れ
ば
、
不
孝
の
人
な
り
」
と
、
自
分
は

不
孝
の
人
だ
と
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
俊
蔭
の
不
孝
に
関
し
て
、
先
行

研
究
で
は
し
ば
し
ば
仲
忠
の
孝
と
合
わ
せ
て
考
え
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
大
東
沙
耶
香
・
岡
部
由
文
氏
は
「
秘
琴
を
よ
り
高
尚
に
、
神
秘

的
に
伝
え
て
い
く
事
を
第
一
義
と
し
た
秘
琴
一
族
は
、
俗
世
の
出
世
に

は
価
値
を
置
か
ず
、
俊
蔭
は
官
位
を
辞
退
し
、
俊
蔭
女
は
俗
世
と
の
関

わ
り
を
積
極
的
に
保
と
う
と
し
な
か
っ
た
様
子
か
ら
も
宇
津
保
物
語
で

の
『
秘
琴
一
族
に
お
け
る
栄
華
』
と
は
、
い
ぬ
宮
へ
の
秘
琴
伝
授
完
了
、

仲
忠
に
よ
る
秘
琴
一
族
の
必
要
犠
牲
で
あ
っ
た
『
不
孝
』
の
罪
の
清
算

に
伴
う
新
た
な
秘
琴
一
族
の
始
ま
り
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

（
注
３
）。」

と
指
摘
し
、
俊
蔭
の
不
孝
は
仲
忠
の
代
ま
で
待
た
な
い
と
清
算
し
き
れ

な
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
一
方
、「
不
孝
の
人
」
と
痛
感
し
た
俊
蔭
も
、
そ
の
罪
を
少
し

で
も
軽
減
す
る
た
め
に
何
も
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
際
に
俊
蔭
の
心
を
動
か
し
た
の
は
ほ
か
で
も
な
く
、
天
人
の
予
言
で

あ
っ
た
。「
琴
を
弾
い
て
一
族
を
立
て
る
」
こ
と
は
父
母
を
失
っ
た
俊
蔭

に
と
っ
て
の
最
後
の
孝
行
の
機
会
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
れ
ば
、

異
郷
を
二
十
三
年
流
浪
し
、
天
人
の
琴
を
習
い
尽
く
し
た
俊
蔭
の
中
に

は
、
一
族
繁
栄
の
悲
願
が
抱
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
帰
国
後

の
俊
蔭
は
す
ぐ
に
琴
の
技
を
披
露
す
る
こ
と
な
く
、
儒
官
と
し
て
出
仕

し
、
や
が
て
父
清
原
王
と
同
じ
官
位
に
就
い
た
。
し
か
し
あ
る
時
俊
蔭

が
御
前
で
そ
の
妙
技
を
披
露
し
て
奇
瑞
を
引
き
起
こ
し
た
後
、
帝
は
東

宮
の
琴
の
師
に
な
る
よ
う
に
命
じ
る
。
当
然
な
が
ら
、
俊
蔭
は
父
母
へ

の
孝
心
と
引
き
換
え
に
習
得
し
た
琴
を
、
一
族
以
外
の
人
間
に
教
え
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
俊
蔭
は
官
位
を
辞
し
て
家
に
籠
っ

て
畢
生
の
琴
の
技
を
一
人
娘
に
伝
授
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
一
連
の
行
動
か
ら
見
て
、
父
母
へ
の
思
い
、
あ
る
い
は
孝
の
観
念
が

俊
蔭
の
中
で
い
か
に
働
き
か
け
た
か
が
窺
え
る
。
琴
の
家
の
物
語
は
そ

の
最
初
か
ら
孝
の
達
成
を
目
指
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

二
、
琴
の
「
昔
」
と
「
今
」

官
位
を
辞
し
て
娘
へ
の
秘
琴
伝
授
に
一
筋
の
俊
蔭
だ
が
、
娘
が
十
五

歳
の
時
に
、
妻
の
あ
と
を
追
う
よ
う
に
他
界
す
る
。
亡
く
な
る
前
に
以

下
の
よ
う
な
遺
言
が
残
さ
れ
た
。

「
我
、
あ
り
つ
る
世
に
は
、『
わ
が
子
に
高
き
交
じ
ら
ひ
も
せ
さ
せ

む
』
と
思
ひ
つ
れ
ど
も
、
若
く
て
は
知
ら
ぬ
国
に
渡
り
、
こ①

の
国

に
帰
り
来
て
も
、
朝
廷
に
も
適
ひ
仕
う
ま
つ
ら
で
ほ
ど
経
に
け
れ

ば
、
貧
し
く
て
、
わ
が
子
の
行
く
先
の
掟
せ
ず
な
り
ぬ
。
天
道
に

任
せ
奉
る
。
わ
が
領
ず
る
荘
々
は
た
多
か
れ
ど
、
誰
か
は
言
ひ
分

く
人
あ
ら
む
。
あ
り
と
も
、
誰
か
言
ひ
ま
つ
は
し
知
ら
せ
む
。（
中
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略
）
そ②

の
琴
、『
わ
が
子
』
と
思
さ
ば
、
ゆ
め
、
た
ふ
た
ふ
に
、
人

に
見
せ
給
ふ
な
。
た
だ
そ
の
琴
を
ば
、
心
に
も
、
な
き
物
に
思
ひ

な
し
て
、
長
き
世
の
宝
な
り
、
幸③

ひ
あ
ら
ば
、
そ
の
幸
ひ
極
め
む

時
、
災
ひ
極
ま
る
身
な
ら
ば
、
そ
の
災
ひ
限
り
に
な
り
て
、
命
極

ま
り
、
ま
た
、
虎
・
狼
・
熊
、
獣
に
交
じ
り
さ
す
ら
へ
て
、
獣
に

身
を
施
し
つ
べ
く
お
ぼ
え
、
も
し
は
、
供
の
兵
に
身
を
与
へ
ぬ
べ

く
、
も
し
は
、
世
の
中
に
い
み
じ
き
目
見
給
ひ
ぬ
べ
か
ら
む
時
に
、

こ
の
琴
を
ば
掻
き
鳴
ら
し
給
へ
。
も④

し
は
、
子
あ
ら
ば
、
そ
の
子

十
歳
の
う
ち
に
、
見
給
は
む
に
、
聡
く
か
し
こ
く
、
魂
調
ほ
り
、

容
面
・
心
、
人
に
す
ぐ
れ
た
ら
ば
、
そ
れ
に
預
け
給
へ
」

 
（
俊
蔭　

二
二
〜
二
三
頁
）

俊
蔭
の
遺
言
は
一
族
に
と
っ
て
非
常
に
重
大
で
あ
り
、
琴
の
論
理
や
一

族
の
行
方
を
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
そ
の
内
容
と
は
、
ま

ず
自
身
の
身
を
沈
め
る
よ
う
な
行
動
に
つ
い
て
説
明
し
（
傍
線
部
①
）、

続
い
て
霊
琴
で
あ
る
南
風
、
波
斯
風
の
存
在
を
娘
に
知
ら
せ
、
そ
の
琴

を
安
易
に
人
に
見
せ
る
こ
と
を
禁
じ
て
（
傍
線
部
②
）、
ま
た
災
い
や
幸

い
が
極
ま
る
と
き
に
だ
け
そ
の
琴
を
弾
く
こ
と
（
傍
線
部
③
）
と
琴
を

次
世
代
へ
伝
授
す
る
こ
と
（
傍
線
部
④
）
を
託
し
て
い
る
。

俊
蔭
が
亡
く
な
っ
た
後
、
父
を
失
っ
た
俊
蔭
女
は
天
涯
孤
独
と
な
っ

て
、
廃
れ
た
邸
の
中
で
心
細
く
暮
ら
し
て
い
る
。
使
用
人
は
離
散
し
て

め
ぼ
し
い
も
の
は
持
ち
逃
げ
さ
れ
、
通
行
人
ま
で
が
家
を
こ
わ
し
て
逃

げ
て
い
く
始
末
で
あ
る
。
す
っ
か
り
零
落
し
た
俊
蔭
女
は
あ
る
日
、
当

時
若
小
君
と
呼
ば
れ
た
藤
原
兼
雅
に
垣
間
見
ら
れ
、
契
り
を
交
わ
し
て

懐
妊
し
た
。
時
間
が
経
っ
て
出
産
の
日
が
迫
っ
て
く
る
が
、
家
に
は
そ

の
備
え
が
何
も
な
い
状
態
で
あ
る
。

嫗
、「
何
に
ま
れ
、
何
に
ま
れ
、
あ
ら
む
も
の
を
、
い
か
に
も
い
か

に
も
し
な
し
て
、
多
く
は
、
こ
の
御
た
め
に
も
の
せ
む
か
し
」
と

言
ひ
て
、
い
と
う
つ
く
し
げ
に
調
じ
た
る
唐
鞍
を
取
り
出
だ
し
て
、

「
こ
れ
は
、
何
す
べ
き
も
の
ぞ
」
と
て
見
す
れ
ば
、「
さ
さ
、
こ
れ

し
て
い
と
よ
う
仕
う
ま
つ
る
べ
か
め
り
。
ま
た
、
物
は
な
し
や
」

と
問
へ
ば
、「
見
え
ざ
め
り
」
と
言
ふ
。 

（
俊
蔭　

三
三
頁
）

こ
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
も
、
俊
蔭
女
は
父
の
残
し
た
琴
を
取
り

出
す
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
仲
忠
が
生
ま
れ
た
後
、
嫗
も
な
く
な
り
、

生
活
に
苦
し
ん
で
い
る
日
々
が
続
く
中
、「
家
の
宝
」
で
あ
る
琴
を
大
事

に
守
っ
て
い
る
俊
蔭
女
で
あ
っ
た
。
つ
い
に
都
で
の
生
活
が
維
持
で
き

な
く
な
り
、
俊
蔭
女
と
仲
忠
は
北
山
の
う
つ
ほ
へ
移
住
す
る
。
木
の
実

な
ど
で
生
活
を
支
え
て
い
る
母
子
に
は
、
前
よ
り
暇
が
あ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
俊
蔭
女
は
「
今
は
暇
あ
め
る
を
、
お
の
が
親
の
、
か
し
こ

き
こ
と
に
思
ひ
て
教
へ
給
ひ
し
琴
、
習
は
し
聞
こ
え
む
」（
俊
蔭　

四
一

頁
）
と
考
え
、
仲
忠
へ
の
琴
の
伝
授
を
始
め
る
。
こ
れ
は
決
し
て
俊
蔭

女
の
思
い
つ
き
で
は
な
く
、
前
文
で
引
用
し
た
俊
蔭
の
遺
言
（
傍
線
部

④
）
を
想
起
し
た
い
。
子
供
が
十
歳
の
う
ち
に
そ
の
才
能
を
見
定
め
て
、
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琴
を
伝
授
す
る
よ
う
に
と
の
内
容
で
あ
っ
た
。
仲
忠
は
今
ち
ょ
う
ど
六

歳
で
あ
り
、
琴
を
伝
授
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
年
齢
と
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
仲
忠
が
生
ま
れ
て
か
ら
は
、
物
語
の
視
点
が
仲
忠
へ
と
変
わ
り
、

幼
い
子
が
い
か
に
孝
心
を
も
っ
て
母
親
を
養
お
う
と
し
た
か
に
読
者
の

心
は
引
か
れ
る
が
、
し
か
し
俊
蔭
女
も
ま
た
重
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

俊
蔭
女
は
一
族
の
中
で
唯
一
琴
の
祖
で
あ
る
俊
蔭
か
ら
直
接
遺
言
を

受
け
た
人
で
あ
り
、
俊
蔭
、
ひ
い
て
は
こ
の
一
族
の
過
去
を
つ
な
げ
る

人
物
で
も
あ
る
。
俊
蔭
の
残
し
た
遺
言
は
単
な
る
父
親
と
し
て
の
み
で

な
く
、
琴
の
一
族
の
当
主
と
し
て
の
側
面
も
強
い
と
見
受
け
ら
れ
る
。

同
様
に
、
俊
蔭
女
も
今
や
単
な
る
仲
忠
の
母
親
だ
け
で
は
な
く
、
一
族

の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
な
が
ら
遺
言
を
守
り
、
父
か
ら
譲
ら
れ

た
琴
を
次
世
代
へ
と
伝
授
す
る
こ
と
は
も
は
や
一
大
使
命
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
仲
忠
の
孝
子
と
い
う
造
型
は
俊
蔭
が

か
つ
て
犯
し
て
し
ま
っ
た
不
孝
の
罪
を
清
算
す
る
た
め
に
存
在
す
る
も

の
だ
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
る

（
注
４
）が

、
俊
蔭
女
も
ま
た
孝
を
実
践
し
て
い
る

こ
と
を
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
。
仲
忠
は
母
俊
蔭
女
経
由
で
祖
父
の
残

し
た
琴
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
祖
父
に
関
す
る
す
べ
て
の
情
報

の
源
は
母
親
で
あ
っ
た
。
仲
忠
に
と
っ
て
俊
蔭
は
過
去
、
あ
る
い
は
回

想
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
人
物
で
あ
り
、
こ
の
過
去
と
現
在
を
結
ぶ

人
物
は
俊
蔭
女
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
俊
蔭
女
と
同
じ
よ
う
に
、
過
去
を
回
想
す
る
人
が
も
う
一

人
い
る
。
そ
れ
が
嵯
峨
帝
で
あ
る
。
嵯
峨
帝
は
仲
忠
と
初
対
面
し
た
と

き
、
俊
蔭
女
の
息
子
だ
と
知
ら
さ
れ
て
大
変
驚
い
て
、
遣
唐
使
と
し
て

渡
唐
す
る
こ
と
や
天
人
か
ら
習
得
し
た
琴
の
技
や
琴
を
天
皇
家
に
伝
授

す
る
こ
と
を
辞
し
て
身
を
沈
め
る
こ
と
に
し
た
な
ど
、
俊
蔭
に
関
す
る

記
憶
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
（
俊
蔭　

五
四
頁
）。
帝
の
俊
蔭
一
族
の
琴
に

対
す
る
興
味
は
そ
の
後
の
御
前
で
の
秘
琴
披
露
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
、

か
つ
て
う
つ
ほ
で
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
仲
忠
も
そ
の
琴
の
演
奏
を
通

じ
て
初
め
て
都
で
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
琴

の
披
露
に
際
し
て
、
帝
に
よ
る
往
時
へ
の
回
想
は
必
要
不
可
欠
な
要
素

で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
回
想
の
場
面
は
「
内
侍
の
か
み
」
巻
に
も

見
ら
れ
、
俊
蔭
女
と
帝
と
が
共
通
す
る
記
憶
を
持
ち
、
そ
の
「
語
り
」

と
回
想
に
よ
り
、
俊
蔭
の
価
値
が
再
確
認
さ
れ
、
琴
の
一
族
の
権
威
づ

け
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
回
想
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
琴
の
栄
光

も
「
吹
上
」
巻
に
お
け
る
「
も
う
一
人
の
主
人
公
」
源
涼
の
登
場
に
よ
っ

て
輝
き
を
失
い
そ
う
に
な
る
。
同
じ
く
琴
の
名
手
と
し
て
登
場
し
て
き

た
涼
は
嵯
峨
帝
の
落
胤
で
も
あ
り
、
仲
忠
と
比
肩
す
る
妙
技
を
持
ち
、

容
貌
も
仲
忠
に
劣
ら
な
い
理
想
的
な
貴
公
子
で
あ
る
。

か
く
仕
ま
つ
り
あ
り
く
源
氏
の
君
の
お
は
し
ま
す
ほ
ど
に
、
こ
の

世
に
は
生
ま
れ
生
ひ
立
つ
人
も
あ
ら
ず
、
顔
か
た
ち
よ
り
は
じ
め
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奉
り
て
、
様
・
心
・
才
に
い
た
る
ま
で
、
相
手
な
し
。
書
を
読
み
、

遊
び
を
し
給
へ
ど
、
習
は
す
師
に
多
く
し
ま
し
給
ふ
。
都
の
物
の

師
と
い
ふ
限
り
は
、
迎
へ
取
り
つ
つ
、
か
れ
が
才
を
ば
習
ひ
取
り
、

わ
が
才
を
ば
か
れ
に
教
へ
つ
つ
、
か
し
こ
き
琴
の
上
手
、
朝
廷
を

恨
み
て
、
山
に
籠
れ
る
を
迎
へ
取
り
て
、
さ
な
が
ら
習
ひ
取
り
な

ど
し
て
経
給
ふ
ほ
ど
に
、
二
十
一
な
り
、（
後
略
）

 

（
吹
上
・
上　

二
四
四
頁
）

「
財
の
王
」
た
る
祖
父
を
持
つ
涼
は
幼
時
か
ら
富
裕
な
家
庭
で
育
て
ら

れ
、
美
貌
に
し
て
、
一
世
の
源
氏
と
い
う
高
貴
な
血
筋
を
持
ち
、
か
つ

琴
の
才
も
優
れ
て
お
り
、
仲
忠
は
今
最
強
の
競
争
者
を
迎
え
よ
う
と
し

て
い
る
。
こ
の
二
人
の
個
性
を
何
よ
り
も
鮮
明
に
し
た
の
は
神
泉
苑
紅

葉
の
賀
で
行
わ
れ
た
競
演
と
言
え
よ
う
。

か
し
こ
ま
り
て
奏
す
、「
異
男
ど
も
は
、
今
日
の
た
め
に
候
ふ
手
侍

る
を
、
仲
忠
は
、
た
ま
た
ま
仕
う
ま
つ
り
し
手
は
、
先
々
に
仕
う

ま
つ
り
尽
く
し
て
、
今
日
の
た
め
に
は
候
は
ず
な
む
あ
り
つ
る
」

と
奏
す
。
帝
、「
残
し
た
る
手
な
く
は
、
先
々
仕
う
ま
つ
り
し
手
を

仕
う
ま
つ
れ
。
身
の
才
は
、
人
聞
く
所
に
て
、
上
手
と
定
め
ら
る

る
な
む
よ
き
。
今
宵
仕
う
ま
つ
ら
ざ
ら
む
は
、
何
か
せ
む
。
早
う

仕
う
ま
つ
れ
」
と
の
た
ま
は
す
。（
中
略
）
仲
忠
、
か
ら
う
し
て
、

同
じ
拍
の
同
じ
□
を
、
は
つ
か
に
掻
き
合
は
せ
て
、
胡
笳
の
手
□

ま
つ
り
ぬ
。 

（
吹
上
・
下　

二
九
○
頁
）

ひ
た
す
ら
拒
否
し
続
け
る
仲
忠
と
は
対
照
的
に
、
積
極
的
に
己
の
才
能

を
披
露
す
る
涼
で
あ
る
が
、
こ
の
競
演
の
禄
と
し
て
、
帝
は
「
涼
に
は

あ
て
こ
そ
、
仲
忠
に
は
そ
こ
に
一
の
内
親
王
も
の
せ
ら
る
ら
む
、
そ
れ

を
賜
ふ
」
と
宣
旨
を
下
す
。
い
わ
ゆ
る
「
神
泉
苑
の
宣
旨
」
で
あ
る
。

二
人
と
も
あ
て
宮
に
心
を
魅
か
れ
る
な
か
、「
涼
に
あ
て
宮
を
」
と
い
う

宣
旨
は
涼
の
琴
の
技
へ
の
最
高
の
褒
美
で
あ
る
こ
と
は
理
解
し
難
く
な

い
。
琴
の
論
理
に
従
え
ば
、
一
族
の
琴
は
ひ
た
す
ら
「
秘
匿
」
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
琴
の
技
を
人
前
で
披
露
し
な
け

れ
ば
、
そ
の
霊
力
の
大
き
さ
も
人
の
知
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
い
。
涼

を
相
手
に
し
て
、
仲
忠
も
全
力
を
発
揮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
俊
蔭

の
よ
う
に
官
位
を
辞
し
て
拒
絶
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
、
宮
廷
社
会
で
生

き
る
仲
忠
の
限
界
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
琴
の
論
理
の
限
界
が
顕

在
化
し
た
目
下
、
仲
忠
は
余
儀
な
く
現
実
に
直
面
し
、
俊
蔭
の
代
表
し

た
往
時
を
ひ
た
す
ら
回
想
す
る
こ
と
を
通
じ
て
「
昔
」
を
生
き
る
母
俊

蔭
女
と
は
違
っ
て
、
仲
忠
は
「
今
」
を
生
き
る
こ
と
と
な
る
。

三
、
琴
の
解
放
と
孝
の
達
成

琴
の
一
族
を
論
じ
る
際
に
、
琴
の
祖
で
あ
る
俊
蔭
と
「
三
代
の
孫
」

た
る
仲
忠
の
二
人
に
目
が
向
け
ら
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
二

人
と
対
照
的
に
俊
蔭
女
は
、
う
つ
ほ
と
楼
の
上
で
行
わ
れ
た
琴
の
伝
授
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場
面
と
内
侍
の
か
み
に
就
任
す
る
こ
と
以
外
に
は
、
表
舞
台
に
出
る
機

会
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
俊
蔭
女
は
俊

蔭
の
遺
言
を
委
ね
ら
れ
た
存
在
と
し
て
、
一
族
の
過
去
と
現
在
と
を
繋

ぐ
人
物
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
俊
蔭
女
が
こ
の
一
族
の
中
で

欠
か
せ
な
い
重
要
な
人
物
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
だ
が
一
方
、

秘
琴
伝
授
が
終
り
、
遺
言
に
集
約
さ
れ
る
過
去
が
清
算
さ
れ
た
後
、
俊

蔭
女
の
行
方
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
そ
の
人
物
造
型
か
ら

考
え
て
み
よ
う
。

俊
蔭
女
の
造
型
と
「
か
ぐ
や
姫
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
最
初
に
論
じ

た
の
は
須
見
明
代
氏
で
あ
る
。
氏
は
「
内
侍
の
か
み
」
巻
で
帝
と
十
五

夜
の
再
会
を
約
す
場
面
に
お
い
て
直
接
か
ぐ
や
姫
に
触
れ
て
い
る
こ
と

や
、
い
ぬ
宮
の
秘
琴
伝
授
の
完
成
披
露
会
が
八
月
十
五
日
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、「
楼
の
上
」
巻
で
兼
雅
が
俊
蔭
女
を
見
初
め
た
と
き
の
こ
と
を
回

想
す
る
場
面
に
お
い
て
も
、「
月
の
光
」
を
明
記
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

俊
蔭
女
の
人
物
造
型
に
か
ぐ
や
姫
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と

指
摘
し
た

（
注
５
）。

ま
た
、
い
ぬ
宮
へ
の
秘
琴
伝
授
が
話
題
に
上
が
っ
た
と
き
、

俊
蔭
女
は
自
身
の
体
調
を
懸
念
す
る
様
子
で
あ
る
。

尚
侍
の
お
と
ど
、「
げ
に
、
そ
の
御
こ
と
（
＝
い
ぬ
宮
へ
の
秘
琴
伝

授
）
を
な
む
、
こ
こ
に
も
思
ひ
給
ふ
る
。
い
と
篤
し
く
も
な
り
に

た
る
を
、
さ
ら
ば
、
早
う
思
し
立
て
か
し
。」

 

（
楼
の
上
・
上　

八
五
○
頁
）

か
ぐ
や
姫
が
最
後
昇
天
し
た
よ
う
に
、
俊
蔭
女
も
秘
琴
伝
授
が
完
了
し

た
後
、
雲
隠
れ
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
俊
蔭
女
の
死
の
予
感
か
ら
、「
楼
の
上
」
で
の
秘
琴
公
開
が
大

団
円
で
は
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
武
藤
那
賀
子
氏

は
さ
ら
に
論
を
深
め
て
、「「
楼
の
上
」
で
の
秘
琴
公
開
が
大
団
円
で
は

な
い
と
す
る
見
解
の
理
由
と
し
て
、
俊
蔭
の
娘
の
死
を
思
わ
せ
る
記
述

と
は
別
に
、「
清
原
家
」
が
継
承
し
て
き
た
も
の
が
な
く
な
っ
て
ゆ
く
様

相
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た

（
注
６
）。

俊
蔭
女
の
行
く
末
に
関
し
て
、
研
究
者

の
間
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
が
行
わ
れ
、
い
ま
だ
に
定
説
を
見
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
が
、
た
だ
一
つ
言
え
る
の
は
、
俊
蔭
女
の
退
場
と
と
も

に
、
直
接
清
原
家
の
血
を
引
い
た
人
間
が
い
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

俊
蔭
女
の
死
の
予
感
と
同
時
に
、
い
ぬ
宮
の
将
来
の
入
内
が
視
野
に

入
っ
て
い
る
。
藤
壺
腹
の
皇
子
に
手
本
を
献
上
し
、
学
問
も
教
え
る
な

ど
、
仲
忠
は
と
き
お
り
藤
壺
の
皇
子
に
接
近
す
る
。
仲
忠
は
将
来
的
に

い
ぬ
宮
を
藤
壺
の
第
一
皇
子
へ
入
内
さ
せ
よ
う
と
い
う
考
え
を
持
ち
、

い
ぬ
宮
を
誰
に
も
見
せ
よ
う
と
し
な
い
。
後
日
、
藤
壺
の
若
宮
（
第
一

皇
子
）
に
見
ら
れ
て
し
ま
い
（
蔵
開
・
中
）、
さ
ら
に
、
実
は
そ
の
時
に

弟
宮
（
第
二
皇
子
）
が
い
ぬ
宮
を
抱
い
た
時
に
落
と
し
て
し
ま
っ
た
の

だ
が
、
そ
れ
を
聞
い
た
仲
忠
は
「
大
き
に
な
り
な
む
時
に
、
召
し
て
、

ら
う
た
く
し
て
使
は
せ
給
へ
」（
蔵
開
・
下　

六
○
七
頁
）
と
、
い
ず
れ
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い
ぬ
宮
を
も
ら
っ
て
く
れ
る
よ
う
若
宮
に
話
し
た
（
注
７
）。
直
接
い
ぬ
宮
の
入

内
ま
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
う
い
う
将
来
図
は
確
実
に
物

語
の
延
長
線
上
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
し
て
読
者
の
誰
し
も
そ
う
考
え

て
い
る
。
そ
し
て
、
い
ぬ
宮
の
入
内
と
と
も
に
、
俊
蔭
女
か
ら
伝
授
さ

れ
た
琴
の
技
は
天
皇
家
に
も
た
ら
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
皇
室
と
距
離
を
置

き
、
伝
授
を
拒
否
し
続
け
て
き
た
琴
も
最
終
的
に
は
天
皇
家
に
納
ま
る

こ
と
に
な
る
。
だ
が
こ
れ
も
、
も
と
よ
り
格
別
に
尊
重
さ
れ
て
き
た
琴

の
あ
る
べ
き
宿
命
だ
と
言
え
る
。
ま
た
、
琴
が
天
皇
家
に
吸
収
さ
れ
る

こ
と
と
引
き
替
え
に
、
仲
忠
は
皇
室
の
外
戚
と
い
う
身
分
を
手
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
仲
忠
一
門
が
い
か
に
栄
光
を
保
っ
て
い
く
か

も
当
然
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

一
族
の
琴
が
無
事
四
代
目
の
い
ぬ
宮
へ
と
伝
授
さ
れ
て
き
た
こ
と
が

「
明
」
の
部
分
に
当
た
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
背
後
に
潜
ん
で
い
る
「
暗
」

の
部
分
が
俊
蔭
女
の
死
の
予
感
で
あ
る
。
俊
蔭
女
の
自
身
の
体
調
に
抱

く
懸
念
が
一
族
の
今
後
を
不
穏
な
空
気
の
中
に
置
い
た
こ
と
は
確
か
な

の
だ
が
、
し
か
し
、
遺
言
に
集
約
さ
れ
る
琴
の
束
縛
の
解
放
と
い
う
視

点
か
ら
す
れ
ば
、
俊
蔭
女
の
死
の
予
感
を
楽
観
視
し
て
も
良
い
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
俊
蔭
女
の
死
は
必
ず
し
も
一
族
の
凋
落
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
く
、
先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
た
清
原
家
の
後
継
者
が
い
な

く
な
る
と
い
う
問
題
は
あ
る
と
し
て
も
、
仲
忠
と
い
う
両
義
的
な
存
在

に
よ
っ
て
、
清
原
家
の
琴
は
最
終
的
に
天
皇
家
と
融
合
し
、
琴
の
行
く

末
と
し
て
は
最
も
理
想
的
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

琴
の
流
入
だ
け
で
な
く
、
仲
忠
も
か
つ
て
の
正
頼
の
よ
う
に
、
い
や
、

そ
れ
以
上
に
理
想
的
な
為
政
者
と
な
っ
て
い
き
、
君
主
と
国
の
政
治
を

支
え
る
存
在
と
な
る
こ
と
を
予
想
す
る
の
は
、
決
し
て
無
根
拠
な
空
想

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

今
ま
で
一
族
の
人
々
は
琴
を
第
一
義
に
生
き
て
き
た
。
俊
蔭
も
俊
蔭

女
も
琴
に
生
涯
を
捧
げ
た
と
言
え
る
。
だ
が
仲
忠
の
代
と
な
る
と
、
琴

の
一
族
の
後
継
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
兼
雅
の
子
と
し
て
「
藤
原
」

の
姓
氏
を
も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
秘
琴
の
世
界
観
に
お
い
て
、

風
雅
を
解
せ
ぬ
世
俗
の
貴
公
子
で
あ
る
兼
雅
は
排
除
さ
れ
が
ち

（
注
８
）だ

が
、

し
か
し
仲
忠
の
身
分
の
昇
格
に
関
し
て
重
大
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
は
っ

き
り
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
堅
実
な
土
台
の
上
に
立
つ
仲

忠
に
は
、
祖
父
俊
蔭
と
も
母
俊
蔭
女
と
も
異
な
る
人
生
の
軌
跡
を
歩
む

予
感
が
す
る
。
そ
こ
で
、
仲
忠
が
自
分
な
り
の
生
き
方
を
選
ぶ
た
め
に

は
、
過
去
へ
の
清
算
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
祖
父
の
遺
言

と
母
親
の
孝
心
を
満
足
さ
せ
、「
琴
の
一
族
の
物
語
」
を
完
結
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

最
終
巻
に
お
い
て
琴
の
公
開
に
よ
っ
て
俊
蔭
は
中
納
言
の
位
を
追
贈

さ
れ
、
そ
し
て
俊
蔭
女
と
仲
忠
は
孝
の
達
成
を
成
し
遂
げ
る
と
と
も
に

琴
の
「
束
縛
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
一
歩
進
ん
で

物
語
の
先
を
予
測
し
て
み
る
と
、
俊
蔭
女
の
死
は
「
清
原
家
の
物
語
」
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の
終
わ
り
を
も
意
味
す
る
。
俊
蔭
の
遺
言
は
琴
の
論
理
を
規
定
し
、
一

族
の
将
来
に
指
針
を
与
え
た
も
の
の
、
時
に
は
一
種
の
束
縛
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
俊
蔭
女
の
退
場
に
よ
っ
て
遺
言
の
「
代
弁
者
」
が

不
在
に
な
る
こ
と
で
、
仲
忠
が
ど
こ
ま
で
も
琴
に
執
着
す
る
必
要
性
も

薄
く
な
り
、
自
己
流
の
生
き
方
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
実
際
、
仲
忠
の
こ
う
い
っ
た
琴
の
名
手
か
ら
政
治
家
へ
の
変
貌
は

「
蔵
開
」
巻
以
降
の
巻
々
に
す
で
に
伏
線
が
敷
か
れ
て
お
り
、
仲
忠
が
新

た
な
生
き
る
道
を
拓
く
予
感
が
強
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
先
行
研
究
は
「『
君
子
左
琴
』
の
抱
え
る
二
面
性
の
う
ち
、「
時

を
得
ず
隠
居
の
君
子
」
と
な
っ
た
者
の
琴
に
つ
い
て
は
俊
蔭
に
よ
っ
て

体
現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
時
を
え
た
為
政
者
」
の
琴
を
体
現
す
る
人

物
は
、
作
中
に
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
政
治
と
音
楽

は
両
立
し
得
な
い
の
で
あ
り
、（
中
略
）
俊
蔭
一
族
の
秘
琴
の
継
承
者
と

し
て
存
在
し
て
い
た
仲
忠
も
、
い
ぬ
宮
誕
生
後
、
為
政
者
の
側
面
を
強

め
て
い
く
に
従
い
、
自
身
が
芸
の
人
間
と
し
て
君
臨
す
る
場
を
失
っ
て

い
く

（
注
９
）。」

と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
琴

は
単
な
る
楽
器
（
芸
）
で
は
な
く
、
琴
の
帯
び
る
政
治
性
も
決
し
て
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
芸
の
人
間
と
し
て
君
臨
す
る
場
を
失
う
と
い
う
よ

り
、
い
ぬ
宮
へ
の
琴
の
伝
授
が
完
了
し
て
最
終
巻
で
盛
大
な
公
開
が
行

わ
れ
た
後
、
仲
忠
が
い
つ
ま
で
も
芸
の
人
間
と
し
て
君
臨
す
る
必
要
性

が
弱
ま
り
、
そ
の
代
わ
り
に
為
政
者
と
し
て
の
器
量
が
要
求
さ
れ
る
時

期
が
き
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

琴
の
公
開
場
面
は
「
内
侍
の
か
み
」
巻
や
「
楼
の
上
」
巻
な
ど
に
集

中
的
に
描
か
れ
、
し
か
も
こ
う
い
っ
た
大
事
な
場
に
は
必
ず
俊
蔭
が
登

場
し
て
く
る
こ
と
か
ら
、
琴
の
披
露
は
「
鎮
魂
」
の
意
味
合
い
が
大
き

い
と
思
わ
れ
る
。
西
本
香
子
氏
も
「
七
月
七
月
に
琴
を
捧
げ
、
本
当
に

俊
蔭
の
霊
を
招
い
て
し
ま
う
こ
の
弾
琴
場
面
は
、
我
国
で
乞
巧
奠
輸
入

以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
祖
霊
迎
え
の
祭
り
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
そ
し
て
こ
の
場
面
が
描
か
れ
る
べ
く
、
秘
琴
伝
授
で
は
俊
蔭
女

が
中
心
に
据
え
ら
れ
、
京
極
殿
を
思
い
出
の
縁
と
し
て
俊
蔭
の
生
き
て

い
た
過
去
の
世
界
を
手
繰
り
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る

）
（注

（
注

。」
と
指
摘
し
た
。

俊
蔭
一
族
の
琴
は
時
に
は
秘
匿
さ
れ
、
ま
た
時
に
は
大
々
的
に
披
露
さ

れ
、
琴
の
扱
い
方
は
一
定
し
な
い
。
し
か
し
秘
匿
に
せ
よ
公
開
に
せ
よ
、

そ
こ
に
底
流
す
る
も
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
孝
」
の
論
理
で
あ
る
。
琴
が

ひ
た
す
ら
秘
匿
さ
れ
た
の
は
俊
蔭
の
遺
言
の
制
約
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

最
終
的
に
盛
大
に
人
前
で
披
露
す
る
の
も
俊
蔭
の
祖
霊
祭
祀
を
意
味
す

る
と
考
え
れ
ば
、「
変
容
」
し
た
琴
の
イ
メ
ー
ジ
に
終
始
一
貫
し
て
い
る

の
は
ま
さ
に
「
孝
」
と
家
の
論
理
な
の
で
あ
ろ
う
。

終
わ
り
に

『
う
つ
ほ
物
語
』
は
俊
蔭
が
天
人
か
ら
授
け
ら
れ
た
霊
琴
を
将
来
す
る
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こ
と
を
そ
の
始
ま
り
と
し
て
、
以
降
俊
蔭
は
琴
の
伝
授
と
秘
蔵
に
す
べ

て
を
捧
げ
た
が
、
人
生
を
終
え
る
に
際
し
、
天
人
の
予
言
で
触
れ
た
「
族

立
つ
」
こ
と
を
実
現
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
悲
願
を
一
人
娘
に
託
し
て

他
界
し
た
。
残
さ
れ
た
俊
蔭
女
は
父
の
遺
言
を
堅
守
し
、
仲
忠
に
琴
を

伝
授
し
、
そ
の
琴
を
秘
匿
し
続
け
た
結
果
、
四
代
の
い
ぬ
宮
へ
伝
え
る

こ
と
が
で
き
た
。「
不
孝
の
罪
」
を
痛
感
し
た
俊
蔭
は
、
天
人
の
予
言
を

頼
り
に
一
族
を
繁
栄
の
道
へ
と
導
こ
う
と
し
た
が
、
そ
の
本
懐
を
遂
げ

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
、
俊
蔭
女
は
俊
蔭
の
遺
言
を
直
接
受

け
た
者
と
し
て
、
そ
の
過
去
と
現
在
と
を
結
び
つ
け
る
人
物
に
位
置
し
、

琴
を
三
代
目
の
仲
忠
へ
伝
授
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
て
い
た
。
仲
忠
は

祖
父
俊
蔭
と
異
な
る
道
を
歩
み
な
が
ら
も
、
琴
の
家
の
権
威
を
上
げ
る

こ
と
が
で
き
、
琴
の
祖
に
対
す
る
孝
の
達
成
も
つ
い
に
遂
げ
ら
れ
た
と

言
え
る
。

「
楼
の
上
」
巻
で
の
琴
の
披
露
に
伴
っ
て
「
俊
蔭
の
物
語
」
は
終
止
符

を
打
ち
、
琴
に
よ
る
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て
初
め
て
「
藤
原
仲
忠
の
物

語
」
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
一
族
は
琴
の
予
言
、
言
い
換
え
れ
ば
琴
の

霊
力
に
「
束
縛
」
さ
れ
つ
つ
、
長
年
に
わ
た
っ
て
琴
を
秘
匿
し
守
っ
て

き
た
。
だ
が
こ
れ
も
俊
蔭
一
族
の
宿
命
で
あ
り
、
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
孤
独
な
道
で
も
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
辛
抱
と
悲
願
は
「
楼
の
上
」
巻

に
な
っ
て
よ
う
や
く
報
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
物
語
の
展
望
と
し
て
、

将
来
い
ぬ
宮
が
入
内
し
、
次
期
東
宮
妃
に
な
れ
ば
、
一
族
の
琴
は
最
終

的
に
天
皇
家
に
納
ま
る
こ
と
と
な
り
、
仲
忠
の
代
か
ら
は
ほ
か
の
生
き

る
道
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
「
大
団
円
」
の
よ
う

に
見
え
る
琴
の
物
語
の
終
焉
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
俊
蔭
の
物
語
」
の

終
焉
で
あ
り
、
次
期
こ
の
一
族
を
担
う
者
は
仲
忠
を
除
い
て
他
に
い
な

い
。
清
原
家
と
藤
原
家
の
い
ず
れ
の
血
を
も
引
い
て
い
る
仲
忠
は
、
俊

蔭
と
は
異
な
る
生
き
道
を
歩
ん
で
一
族
の
将
来
の
さ
ら
な
る
栄
華
を
拓

き
、
新
た
な
「
仲
忠
の
物
語
」
を
作
り
出
す
の
だ
ろ
う
。

注

注
1　
『
う
つ
ほ
物
語
』
本
文
の
引
用
は
室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語　

全
』

（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
五
年
）
に
拠
る
。

注
2　

河
野
多
麻
「『
う
つ
ほ
物
語
』
は
実
に
純
然
た
る
芸
術
を
主
題
と
し
た
芸

術
至
上
主
義
の
文
芸
作
品
で
あ
る
」（『
御
茶
ノ
水
女
子
大
学
人
文
科
学
紀
要
』

第
八
巻
、
一
九
五
六
年
三
月
）、
吉
田
精
一
「
こ
の
物
語
は
学
問
芸
術
、
と

く
に
そ
の
中
で
七
弦
琴
を
中
心
に
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
全
編
を
貫
流
す

る
も
の
は
学
芸
尊
重
の
こ
こ
ろ
で
あ
る
。」（『
日
本
文
学
鑑
賞
辞
書
・
古
典

篇
』
七
二
頁
、
東
京
堂
、
一
九
六
〇
年
）

注
3　

大
東
沙
耶
香
・
岡
部
由
文
「
宇
津
保
物
語
の
研
究
―
仲
忠
の
栄
達
達
成

と
家
族
観
―
」（『
就
実
表
現
文
化
』
八
号
、
二
〇
一
四
年
一
月
）

注
4　

大
井
田
晴
彦
「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
言
葉
と
思
想
―
「
孝
・
不
孝
」「
才
」

を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
文
学
』
四
五
巻
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
一
年
八
月
）

注
5　

須
見
明
代
「「
宇
津
保
物
語
」
に
お
け
る
俊
蔭
女
」（『
東
京
女
子
大
学
日
本

文
学
』
三
九
号
、
一
九
七
三
年
三
月
）

注
6　

武
藤
那
賀
子
「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
〈
琴
〉・〈
学
問
〉・
手
本
―
全
て
を
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担
う
仲
忠
と
そ
れ
を
継
承
す
る
者
た
ち
―
」（『
物
語
研
究
』
第
十
三
号
、

二
○
一
三
年
三
月
）

注
7　
『
う
つ
ほ
物
語
大
事
典
』（
勉
誠
出
版
、
二
○
一
三
年
）
一
五
八
頁
「
い
ぬ

宮
」
の
項
（
伊
藤
禎
子
執
筆
）

注
8　

西
本
香
子
「『
宇
津
保
物
語
』
の
藤
氏
排
斥
」（『
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
』

二
九
集
、
一
九
九
二
年
二
月
）

注
9　

戸
田
瞳
「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
君
子
―
「
君
子
左
琴
」
の
思
想
お
よ
び
仲

忠
と
正
順
の
政
治
性
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語
国
文
研
究
』
第
一
四
八
号
、
二

○
一
五
年
三
月
）

注
10　

西
本
香
子
「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
女
性
弾
琴
」（『
年
刊
日
本
の
文
学
』
一
号
、

一
九
九
二
年
一
二
月
）

（
よ　

こ
う
え
ん
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）




