
堤
中
納
言
物
語
の
一
篇
で
あ
る
「
塁
め
づ
る
姫
君
」
の
物
語
梗
概
を
記
載
す

れ
ば
、蝶

を
可
愛
が
る
姫
君
の
隣
に
、
按
察
使
の
大
納
言
の
お
邸
が
あ
っ
た
。
こ
の

お
邸
の
姫
君
は
、
珍
し
い
色
左
な
虫
ば
か
り
を
取
り
集
め
て
、
年
頃
に
な
っ

て
も
化
粧
は
せ
ず
、
躍
如
の
中
で
も
、
姦
毛
が
特
に
奥
ゆ
か
し
い
と
云
ふ
の

で
、
ひ
と
り
喜
ん
で
ゐ
た
が
、
そ
れ
が
と
う
ｊ
、
世
間
の
評
判
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
噂
さ
を
耳
に
し
た
、
あ
る
上
達
部
の
婿
君
で
あ
る
右
馬
の
助

は
、
い
た
づ
ら
心
か
ら
帯
の
端
を
蛇
の
形
に
似
せ
て
、
そ
れ
を
動
く
よ
う
に

仕
掛
け
て
、
鱗
棋
様
の
懸
袋
に
入
れ
、
そ
の
上
、
歌
一
首
を
添
へ
て
姫
荊
の

と
こ
ろ
に
贈
っ
た
と
こ
ろ
、
患
を
愛
づ
る
姫
君
は
、
さ
す
が
に
怖
し
い
の
を

じ
っ
と
こ
ら
へ
、
ひ
ど
く
無
風
流
な
厚
紙
へ
ぎ
こ
ち
な
い
片
仮
名
で
返
歌
を

す
る
。

物
好
き
な
右
馬
の
助
は
、
こ
い
つ
は
面
白
い
と
思
ひ
込
ん
で
、
そ
の
後
、
女

堤
中
納
言
「
最
め
づ
る
姫
君
」
考

堤
中
納
言
「
患
め
づ
る
姫
君
」
考

ｌ
平
安
朝
成
立
説
の
再
検
討
Ｉ

勺

＄

の
婆
に
身
を
や
つ
し
て
、
立
蔀
の
か
げ
に
忍
ん
で
覗
い
た
が
、
う
ぶ
ら
し
い

と
こ
ろ
も
な
く
、
悟
り
す
ま
し
た
姫
君
の
振
舞
ひ
に
、
呆
れ
果
て
卦
、
「
か

は
む
し
に
ま
ぎ
る
Ｌ
ま
ゆ
の
け
の
す
ゑ
に
あ
た
る
ば
か
り
の
人
は
な
き
か

な
」
と
笑
ひ
な
が
ら
帰
っ
て
し
ま
ふ
。

と
い
ふ
筋
書
き
に
な
っ
て
ゐ
る
。

本
篇
は
、
堤
中
納
言
物
語
十
篇
中
で
も
、
甚
だ
特
色
の
あ
る
作
品
で
、
源
氏

物
語
の
英
訳
老
君
騨
辱
は
国
扁
冒
身
君
宮
冒
ぐ
＆
旨
の
の
ｇ
と
題
し
、
一

九
二
六
年
に
、
ロ
ン
ド
ン
で
訳
本
を
出
し
て
ゐ
る
程
で
あ
る
。
こ
の
「
塁
め
づ

る
姫
君
」
の
作
者
は
、
該
篇
の
冒
頭
に
、

蝶
め
づ
る
ひ
め
ぎ
象
の
住
桑
給
ふ
か
た
は
ら
に
、
按
察
使
の
大
納
言
の
御
む

す
め
心
に
く
く
な
く
て
な
ら
ぬ
さ
ま
に
、
親
た
ち
か
し
づ
き
給
ふ
こ
と
か
ぎ

り
な
し
。
こ
の
姫
君
の
基
給
ふ
こ
と
人
女
の
花
や
蝶
や
と
愛
づ
る
こ
そ
は
か

な
く
あ
や
し
け
れ
。
人
は
ま
こ
と
あ
り
、
本
地
に
た
づ
ね
た
る
こ
そ
心
ぱ
い

を
か
し
け
れ
、
・
と
て
ょ
ろ
づ
の
患
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
を
取
り
集
め
て
、
こ

れ
が
な
ら
む
さ
室
を
み
む
と
て
云
々

＄
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と
書
き
出
す
如
く
、
美
し
い
蝶
を
愛
す
る
姫
君
と
、
隣
に
住
む
気
味
の
悪
い
患

を
好
む
、
こ
の
姫
君
と
併
叙
し
て
、
異
常
な
主
人
公
（
録
め
づ
る
姫
君
）
の
性

格
を
大
胆
に
予
告
し
て
、
読
者
の
関
心
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
主

人
公
姫
君
の
口
を
借
り
て
、
こ
の
物
語
の
心
核
を
上
記
の
例
文
通
り
、
「
人
は

ま
こ
と
あ
り
、
本
地
た
づ
ね
た
る
こ
そ
心
ぱ
へ
を
か
し
け
れ
」
と
述
べ
て
、
中

世
的
な
人
間
の
理
想
を
明
瞭
に
言
ひ
切
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
、
作
者
を
支
え
て
ゐ

る
世
界
観
、
即
ち

華
胄
圏
の
階
級
（
按
察
使
大
納
言
の
御
む
す
め
云
々
）

刹
那
的
な
感
情
生
活
（
人
々
の
花
や
蝶
や
と
愛
づ
る
こ
そ
云
己

自
家
の
栄
誉
（
お
や
た
ち
「
い
と
あ
や
し
く
、
さ
ま
こ
と
に
お
は
す
る
こ
そ
。
」

と
お
ぽ
し
け
れ
ど
云
々
）

な
ど
の
王
朝
の
貴
族
意
識
、
朝
露
の
悩
み
か
ら
脱
却
し
た
、
つ
ま
り
浄
土
的
人

間
の
確
立
を
め
ざ
し
て
ゐ
る
と
も
言
へ
る
。
一
見
片
意
地
で
、
異
常
心
理
の
持

主
と
世
間
か
ら
、
と
か
く
風
評
さ
れ
る
姫
君
は
、

①
毛
鳥
患
の
心
ふ
か
き
さ
ま
し
た
る
こ
そ
心
に
く
げ
れ
と
て
あ
け
く
れ
は

耳
は
さ
み
を
し
て
、
手
の
う
ら
に
そ
へ
ふ
せ
て
ま
ぽ
り
給
ふ
。

②
す
べ
て
つ
く
ら
ふ
と
こ
ろ
あ
る
は
、
わ
る
し
と
て
、
眉
さ
ら
に
ぬ
き
給

と
し
る
は
ぐ
ろ
め
さ
ら
に
う
る
さ
し
、
き
た
な
し
と
て
、
つ
け
給
は
ず
。

い
ば
ず
、
ら
か
に
ゑ
魂
つ
塁
、
こ
の
患
ど
も
を
朝
夕
に
あ
ひ
し
給
ふ
。

と
云
ふ
。
こ
れ
は
世
俗
的
な
因
襲
へ
の
反
逆
の
態
度
と
い
ふ
よ
り
も
、
人
間
拘

束
の
通
念
性
の
無
価
値
を
排
し
て
、
理
想
の
本
地
に
徹
し
よ
う
と
す
る
結
果
、

髪
も
耳
ぱ
さ
み
の
ま
上
に
、
眉
毛
も
抜
か
ず
、
《
お
は
ぐ
ろ
も
つ
け
ぬ
態
度
で
、

隣
家
の
花
蝶
め
づ
る
姫
君
へ
は
勿
論
の
こ
と
、
自
分
の
行
動
を
嘆
く
両
親
や
召

ｒ
里

ゼ

使
ひ
の
童
達
、
ま
た
女
房
や
悪
戯
を
し
か
け
る
右
馬
の
助
な
ど
に
対
し
て
る
、

些
か
の
遠
慮
会
釈
も
な
く
、
姫
君
は
、
信
念
と
す
る
自
己
の
性
癖
趣
味
を
押
し

通
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
や
う
な
椛
想
を
意
図
す
る
作
者
は
、
単

に
姫
君
を
一
奇
人
と
し
て
描
く
と
観
る
よ
り
も
、
何
処
ま
で
も
姫
君
の
性
格
・

行
為
を
池
じ
て
、
純
粋
な
中
世
的
批
判
を
充
分
に
寓
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、

ま
た
姫
君
に
関
す
る
記
述
の
中
で
、

①
人
は
ま
こ
と
あ
り
本
地
た
づ
ね
た
る
こ
そ
心
ば
へ
を
か
し
け
れ
。

②
す
べ
て
つ
く
る
ふ
と
こ
ろ
あ
る
は
わ
る
し
。

③
よ
る
づ
の
事
ど
も
を
た
づ
ね
て
、
す
ゑ
を
見
れ
ば
こ
そ
こ
と
は
ゆ
え
あ
れ
。

㈱
人
は
ゆ
め
ま
ぼ
ろ
し
の
や
う
な
る
ょ
に
↑
た
れ
か
と
ま
り
て
あ
し
き
事
を
も
柔
、

よ
き
を
も
桑
思
ふ
く
き
・
ゞ

と
、
こ
の
主
人
公
を
性
格
づ
け
て
ゐ
る
。
実
は
右
の
用
例
文
は
、
作
者
の
尊
崇
の

経
典
で
あ
っ
て
、
作
者
は
、
「
願
望
の
成
否
は
宿
世
の
契
り
で
あ
る
」
と
い
ふ

仏
教
的
色
彩
（
十
二
因
縁
法
）
を
有
す
る
人
生
批
評
の
数
灸
を
整
理
し
て
、
そ

れ
を
丹
念
に
積
み
重
ね
て
ゆ
き
、
ま
た
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
全
体

の
志
向
的
印
象
を
明
確
化
し
、
こ
の
や
う
な
力
点
の
配
慨
に
よ
っ
て
、
物
語
を

類
型
化
さ
せ
ず
に
、
独
創
的
に
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
巧
み
な

手
法
は
、
一
切
作
者
の
主
観
的
な
感
情
を
挿
入
せ
ず
、
冷
徹
な
蓉
観
的
、
科
学

的
な
創
作
態
度
で
、
姫
君
の
行
動
・
性
格
を
本
物
語
へ
克
明
に
特
色
づ
け
て
ゐ

る
。
姫
君
は
人
々
の
瑚
笑
を
浴
び
な
が
ら
も
、

人
人
、
お
ぢ
わ
び
て
（
毛
鳥
識
を
）
に
ぐ
れ
ぱ
、
そ
の
御
か
た
は
、
い
と
あ

や
し
く
な
ん
の
坐
し
り
け
る
。
か
く
お
づ
る
人
を
ぱ
、
「
け
し
か
ら
ず
、
凡

俗
な
り
。
」
と
て
、
い
と
ま
ゆ
ぐ
ろ
に
て
な
ん
に
ら
桑
給
ひ
け
る
に
、
い
と

＄
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璽
心
ち
な
ん
ま
ど
ひ
け
る
。

な
ど
の
如
４
抗
弁
し
、
物
の
表
面
だ
け
に
眩
惑
さ
れ
て
、
そ
の
本
地
を
認
識
し

よ
う
と
し
な
い
世
間
の
凡
俗
を
ぱ
、
前
例
の
如
く
、
却
っ
て
訶
刺
を
も
混
え
て

対
決
す
る
の
で
あ
る
。
殊
に
姫
君
は
、
右
馬
の
助
の
悪
戯
に
よ
る
蛇
錘
“
に
向

っ
て
も
、

き
み
は
い
と
の
ど
か
に
、
「
な
も
あ
み
だ
仏
、
な
も
あ
承
ぞ
仏
。
」
と
て
、
「
さ

う
ぜ
ん
の
お
や
な
ら
ん
、
な
さ
わ
ぎ
そ
。
」
と
う
ち
わ
な
些
か
し
、
か
ほ
上

か
や
う
に
、
「
な
ま
め
か
し
き
う
ち
し
も
、
け
ち
え
ん
に
お
も
は
ん
ぞ
あ
や

し
き
心
な
る
や
。
」

と
眩
く
信
心
的
態
度
に
深
化
が
存
し
、
そ
こ
に
草
木
国
士
悉
皆
成
仏
の
中
世
思

想
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
共
に
、
毛
鳥
姦
に
仏
性
を
賦
与
す
る
作
者
の

一
貫
す
る
真
相
を
も
、
改
め
て
確
認
し
得
る
と
考
へ
る
。
従
来
こ
の
作
品
に
つ

い
て
、
「
主
人
公
の
異
常
性
・
異
嗜
性
の
み
を
明
瞭
に
す
る
」
と
評
価
す
る
旧

説
に
は
、
ど
う
し
て
も
前
述
の
観
点
か
ら
賛
意
を
表
し
難
く
感
ず
る
の
で
あ
る
。

本
物
語
に
於
け
る
滑
稽
・
異
常
の
趣
向
に
は
、
事
象
の
表
面
の
眩
惑
を
第
三
者

的
に
繰
る
作
者
の
冷
理
周
到
な
作
為
が
あ
り
、
こ
の
意
図
す
る
素
材
の
内
部
に
、

前
記
の
主
想
は
底
流
し
て
、
読
者
に
新
鮮
な
問
題
を
投
げ
か
け
る
。
こ
の
創
作

の
技
巧
は
、
勿
論
作
家
の
鋭
い
個
性
で
も
あ
ら
う
が
、
作
品
成
立
の
歴
史
的
環

境
よ
り
観
察
す
れ
ば
、
王
朝
成
立
の
笑
へ
を
有
す
る
作
品
と
は
、
そ
の
内
容
の

事
情
を
異
に
す
る
と
思
ふ
。
例
へ
ぱ
、
堤
中
納
言
物
語
十
篇
中
で
、
平
安
朝
成

立
と
推
測
さ
れ
る
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
物
語
後
半
に
見
え
る
、
以
外
な
滑
稽

を
招
く
事
件
的
構
想
も
、
全
く
源
氏
物
語
、
末
摘
花
の
巻
に
、
源
氏
君
が
故
常

陸
親
王
の
姫
君
未
摘
花
に
忍
ん
だ
場
面
と
同
じ
く
、
優
美
の
雰
囲
気
に
以
外
意

堤
中
納
言
「
録
め
づ
る
姫
」
君
考

で

喜
劇
が
登
場
し
、
そ
こ
に
読
者
の
爆
笑
を
待
期
す
る
趣
向
で
あ
り
、
ま
た
後
段

に
も
叙
述
す
る
如
く
、
平
安
朝
成
立
の
「
は
い
ず
み
」
物
語
後
半
の
所
謂
「
は

い
ず
み
壽
」
の
『
一
‐
土
」
ァ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
平
貞
女
の
一
‐
泣
き
ま
ね
篝
」
の

影
響
に
よ
る
換
骨
奪
胎
で
あ
っ
て
、
こ
の
物
語
構
想
も
伊
勢
物
語
二
十
二
段
一
‐
井

筒
」
の
思
は
い
滑
稽
を
招
く
説
話
に
符
合
す
る
や
う
で
あ
る
。
（
説
林
、
昭
和
二
五
、

七
・
八
月
号
収
載
拙
稲
「
は
い
ず
み
篇
の
典
拠
研
究
」
参
照
）
・
以
上
の
挙
示
す

る
「
花
桜
折
る
少
将
」
「
は
い
ず
み
」
な
ど
の
短
篇
物
語
に
は
、
い
づ
れ
も
物

語
前
半
の
環
境
・
事
件
・
人
物
の
情
緒
的
雰
囲
気
に
、
異
常
な
場
面
、
奇
抜
な

、
、

事
件
を
与
へ
て
、
滑
稽
に
物
語
を
展
開
さ
せ
る
趣
向
の
落
ち
の
み
が
主
体
と
な

っ
て
ゐ
る
の
に
反
し
、
本
物
語
の
そ
れ
は
、
よ
り
現
世
的
で
あ
り
、
よ
り
人
間

的
で
あ
り
、
見
方
に
よ
っ
て
ば
啓
蒙
性
を
具
有
し
て
ゐ
る
と
衿
云
へ
る
。
こ
の

や
う
な
趣
向
の
内
容
・
作
法
は
、
時
代
と
共
に
漸
次
成
長
独
立
を
し
て
、
そ
れ

が
中
世
の
庶
民
的
文
芸
成
立
の
機
運
に
温
醸
さ
れ
て
行
く
も
の
で
は
な
か
ら
う

か
。
た
だ
鎌
倉
初
期
成
立
と
推
定
す
る
本
物
語
に
於
い
て
は
、
深
遠
な
中
世
的

人
間
を
何
処
ま
で
も
内
容
の
基
調
と
す
る
構
想
の
も
と
に
、
作
者
は
姫
君
を
異

端
的
な
譜
誰
的
な
性
格
に
特
色
づ
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
作
者
は
ま
た
一
方

口
つ
き
も
あ
い
き
や
う
づ
き
て
き
よ
げ
な
れ
ど
も
…
…
け
さ
う
し
た
ら
ば
、

き
よ
げ
に
は
あ
り
ぬ
く
し
。

ま
こ
と
に
う
と
ま
し
か
る
べ
き
さ
ま
な
れ
ど
、
い
と
き
よ
げ
に
け
だ
か
う
：
。

□
・
ロ
Ｏ
」

な
ど
と
、
姫
君
の
本
来
の
美
貌
を
賞
讃
し
置
い
て
、
好
色
な
右
馬
の
助
と
の
事

件
を
後
段
に
登
場
さ
せ
る
伏
線
を
此
処
に
用
意
し
て
ゐ
る
。
美
し
い
姫
君
を
覗

い
て
、
「
…
菊
・
・
な
ど
か
い
と
む
く
つ
け
き
心
な
る
ら
ん
。
か
ば
か
り
な
る
さ
ま

ａ
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を
。
」
と
、
彼
女
の
容
貌
や
心
情
に
、
多
く
の
興
味
を
感
じ
な
が
ら
も
、
異
常

な
性
格
を
惜
し
む
と
い
ふ
個
所
や
、
或
は
姫
君
の
父
大
納
言
が
、
「
い
と
あ
さ

ま
し
く
、
む
く
つ
け
き
事
を
も
聞
く
わ
ざ
か
な
。
さ
る
物
の
あ
る
を
、
み
る

ｊ
、
み
な
立
ち
ぬ
ら
む
事
ぞ
あ
や
し
き
や
陣
確
唖
鋤
函
韓
睦
確
一
鰐
麺
窪
狐
郵
岬

は
「
ほ
ん
と
う
に
驚
き
呆
き
れ
た
気
味
の
悪
い
こ
と
を
聞
く
も
の
だ
。
そ
の
や

う
な
物
の
ゐ
る
の
を
見
な
が
ら
、
祷
逃
げ
て
し
ま
ふ
こ
と
は
げ
し
か
ら
ん
こ

栓
・
」
と
て
、
こ
と
の
ほ
か
の
不
興
で
、
い
き
な
り
刀
を
提
げ
て
、
姫
君
の
部
屋

に
駈
出
し
、
右
馬
の
助
か
ら
の
届
物
を
見
る
と
、
そ
れ
は
蛇
に
よ
く
似
せ
て
仕

掛
け
た
帯
で
あ
る
と
い
ふ
辺
の
描
写
ｌ
瞬
間
的
心
理
の
屈
折
な
ど
の
趣
向
に
よ

っ
て
洗
錬
さ
れ
、
誠
に
本
篇
は
独
自
な
創
新
の
工
夫
を
発
揮
し
て
ゐ
る
。

後
段
に
更
に
詳
述
す
る
が
、
十
訓
抄
な
ど
に
伝
へ
る
宗
輔
峰
飼
ひ
の
内
容
は
、

蜂
の
仏
性
を
具
へ
て
ゐ
る
と
い
ふ
、
草
木
国
士
悉
呰
成
仏
の
仏
教
的
倫
理
が
、

中
心
に
な
っ
て
ゐ
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
。
中
世
に
入
る
と
、
人
間
以
外
の
動

物
を
取
扱
ふ
作
品
が
多
く
現
れ
、
殊
に
禽
虫
を
看
て
速
か
に
仏
身
を
成
就
す
べ

き
信
心
的
教
理
の
説
話
が
、
本
論
の
場
合
特
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
例

へ
ぱ
、
釉
逼
後
年
の
随
筆
「
虫
の
記
紬
硫
冷
魂
達
岫
醒
春
儒
畦
去
群
理
摩
埋
誇

罎
匙
者
の
文
章
中
に
も
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ｌ
か
く
の
ご
と
く
の
ふ
し
ぎ
を
象
侍
る
に
つ
け
て
、
我
等
が
本
身
な
に
も
の

、
、

ぞ
や
、
地
水
火
風
か
り
に
集
合
し
て
有
侍
の
身
と
な
れ
る
と
巾
義
分
は
た

れ
も
さ
こ
そ
と
お
ぽ
ゆ
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

２
か
ひ
こ
を
わ
り
ぬ
れ
ば
、
親
と
ひ
と
し
き
こ
ゑ
と
成
て
虚
空
に
か
け
る
を

た
と
へ
に
ひ
き
給
ふ
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

３
も
と
よ
り
蟆
蟻
蚊
蛇
に
い
た
る
ま
で
、
仏
性
を
そ
な
へ
ず
と
い
ふ
↑
」
と
な

勺

亘

罰

い
。
．

と
見
え
、
こ
れ
ら
の
諸
事
項
は
、
本
物
語
「
墨
め
づ
る
姫
君
」
の
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

’
よ
ろ
づ
の
事
ど
も
を
た
づ
ね
て
、
す
ゑ
を
み
れ
ば
こ
そ
こ
と
ば
ゆ
ゑ
あ
れ
。

い
と
を
さ
な
き
こ
と
な
り
、
か
は
む
し
の
て
ふ
と
は
な
る
な
り
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

２
き
い
と
て
人
の
き
る
も
、
か
ひ
こ
の
ま
だ
は
ね
つ
か
ぬ
に
し
い
だ
し
、
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ふ
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
い
と
も
そ
で
に
て
、
あ
だ
に
な
り
ぬ
る
を
や
。

３
．
「
さ
う
ぜ
ん
の
お
や
な
ら
ん
、
な
さ
は
ぎ
そ
」
…
・
・
・
「
け
ち
え
ん
に
お
も

は
ん
ぞ
あ
や
し
き
心
な
る
や
。
」

と
伝
へ
る
個
所
、
ま
た
比
較
的
仏
語
・
漢
語
を
多
く
本
女
中
に
用
ひ
て
ゐ
る
点

な
ど
も
併
、
せ
考
へ
て
、
両
作
品
は
誠
に
近
似
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
換
言
す

れ
ば
、
内
容
、
も
文
体
も
共
辿
し
て
、
中
世
的
・
仏
教
的
で
あ
る
と
云
へ
る
の
で

は
産
か
ら
う
か
。
し
か
も
本
物
語
冒
頭
の
花
蝶
を
愛
づ
る
叙
確
認
喋
執
比
畷
そ

諦
額
紬
施
吋
丞
〕
藷
沖
準
艇
隣
家
の
姫
君
は
、
恰
も
優
美
艶
麗
な
王
朝
風
な
れ
ど

も
、
主
人
公
姫
君
だ
け
は
「
よ
ろ
づ
の
銀
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
を
取
り
集
め
て
、

こ
れ
が
な
ら
む
さ
ま
を
み
む
」
と
て
只
管
本
地
追
究
の
生
活
に
没
頭
す
る
の
で

あ
っ
て
、
此
処
に
も
作
者
の
企
図
す
る
中
世
的
な
思
想
が
窺
は
れ
る
。

物
語
の
祖
と
云
は
れ
る
竹
取
物
語
の
典
拠
は
、
聾
替
指
帰
・
睡
覚
記
・
三
教

指
帰
・
月
上
女
経
な
ど
に
伝
へ
る
滑
稽
談
・
失
敗
談
な
ど
の
説
話
に
拠
る
と
説

か
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
く
、
録
め
づ
る
姫
君
も
亦
、
宗
輔
蜂
飼
ひ
の
伝

来
説
話
が
典
拠
と
な
り
、
そ
れ
が
前
記
論
述
の
歴
史
的
・
個
性
的
構
想
の
下
に
、

し
か
も
単
式
的
説
話
か
ら
複
式
的
な
物
語
の
発
展
に
立
っ
て
、
こ
の
短
篇
物
語

が
創
作
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

＄
》

四
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以
上
の
特
質
を
有
す
る
「
墨
め
づ
る
姫
君
」
篇
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
既
に

江
戸
時
代
の
清
水
浜
臣
（
一
七
七
六
’
一
八
二
四
）
自
筆
本
評
癖
確
緬
の
書
入

に
も
京
極
大
臣
宗
輔
の
蜂
を
飼
育
す
る
説
話
に
基
因
す
る
も
の
と
解
か
れ
て
ゐ

る
．
宗
輔
は
公
卿
補
任
に
よ
る
と
、

二
条
（
応
保
二
年
）
藤
宗
輔
八
十
六
才

前
太
政
大
臣
正
月
廿
七
日
出
家
同
舟
日
入
滅
。
号
京
極
太
政
大
臣
。
世
云
蜂

飼
大
臣

と
伝
へ
る
が
、
こ
の
宗
輔
の
峰
を
育
て
る
話
は
、
今
鏡
「
か
ら
人
の
あ
そ
び
」
、

古
事
談
「
王
道
後
宮
」
及
び
十
訓
抄
「
可
し
定
二
心
操
振
舞
一
事
」
の
中
に
そ
れ

人
～
見
え
る
。
こ
れ
ら
三
書
に
伝
へ
る
宗
輔
の
「
蜂
飼
ひ
談
」
の
内
容
は
、
十

訓
抄
が
最
も
委
細
に
記
載
し
て
ゐ
る
の
で
、
い
ま
十
訓
抄
に
見
え
る
該
説
話
の

梗
概
を
左
に
挙
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

古
来
蜂
は
、
形
が
小
さ
い
け
れ
ど
も
、
人
の
恩
を
忘
れ
ず
、
誠
に
仁
智
の
心

が
厚
い
蜂
で
あ
る
。
京
極
大
臣
宗
輔
は
、
多
く
の
蜂
を
飼
っ
て
、
何
丸
彼
丸

と
名
前
を
つ
け
て
呼
ん
で
ゐ
る
の
で
、
人
灸
は
そ
の
さ
ま
を
誠
に
異
様
に
思

っ
た
。
い
つ
も
蜂
を
可
愛
が
る
宗
輔
の
心
を
知
っ
て
か
、
宗
輔
の
云
ふ
ま
島

に
良
く
仕
へ
る
の
で
、
人
有
は
い
つ
の
ま
に
か
、
宗
輔
を
蜂
飼
ひ
の
大
臣
と

名
づ
け
、
そ
の
徳
を
賞
讃
す
る
。

と
の
筋
書
き
や
用
語
の
字
句
は
、
「
患
め
づ
る
姫
君
」
の
作
品
と
頗
る
近
似
す

る
個
所
が
多
い
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
、
先
づ
両
作
品
の
用
語
上
の
近
似
す
る

諸
点
を
取
上
げ
て
左
に
比
較
対
照
し
て
見
る
。

堤
中
納
言
「
墨
め
づ
る
姫
君
」
考

二

専

＄

患
め
づ
る
姫
君
十
訓
抄
「
可
し
定
二
心
操
振
舞
一
事
‐
｜

Ｈ
こ
の
む
し
ど
も
を
と
ら
せ
、
名
を
㈲
蜂
を
い
く
ら
と
も
な
く
、
か
ひ
給

と
ひ
き
皇
、
い
室
あ
た
ら
し
き
に
て
、
何
丸
彼
丸
と
名
を
つ
げ
て
ょ

は
、
名
，
を
つ
け
て
興
じ
給
ふ
・
・
…
．
び
給
ひ
け
れ
ば

け
ら
を
、
ひ
き
ま
る
、
い
な
か
だ

ち
、
い
な
こ
ま
る
、
あ
ま
び
こ
な

ん
ど
つ
け
て

口
そ
の
た
て
じ
と
柔
の
つ
ら
に
、
い
目
召
し
に
し
た
が
ひ
て
、
格
勤
の
者

と
は
づ
か
し
げ
な
る
人
侍
る
な
る
な
ど
を
勘
当
し
給
ひ
け
る
に
は
、

を
、
お
く
に
て
御
覧
ぜ
ょ
と
い
へ
．
「
何
丸
、
某
さ
し
て
こ
」
と
の
給

ぱ
、
「
け
ら
を
、
か
し
こ
に
い
で
ひ
け
れ
ば

み
て
こ
」
と
の
た
ま
へ
ぱ

白
人
は
ま
こ
と
あ
り
ほ
ん
ぢ
た
づ
ね
㈲
す
べ
て
蜂
は
、
形
小
さ
き
も
の
な

た
る
こ
そ
心
ぱ
へ
を
か
し
け
れ
と

れ
ど
も
、
仁
智
の
心
あ
り
と
い
へ

て
、
ょ
ろ
づ
の
む
し
の
お
そ
る
し
り
。
さ
れ
ば
に
や
京
極
太
政
大
ば

げ
な
る
を
と
り
あ
つ
め
て
、
こ
れ
宗
輔
公
は
、
蜂
を
い
く
ら
と
も
な

が
な
ら
ん
さ
ま
を
承
ん
と
て
く
、
飼
ひ
給
ひ
て
、

四
む
く
つ
け
蟹
な
る
か
は
む
し
を
け
囚
此
の
殿
の
蜂
を
飼
ひ
給
ふ
を
、
世

う
ず
る
な
る
と
、
世
の
人
の
き
か
の
人
無
益
の
事
と
い
ひ
け
る

ん
も
い
と
あ
や
し
。

と
の
如
き
は
、
両
作
品
と
も
略
ど
符
合
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
患
め
づ
る
姫
君

篇
で
姫
君
が
、

こ
の
木
に
す
べ
て
い
く
ら
も
あ
り
く
は
、
い
と
を
か
し
き
物
か
な
。
こ
れ
を

間

1吟

四
五



】

御
覧
ぜ
よ
と
て
、
す
だ
れ
を
ひ
き
あ
げ
て
叶
い
と
お
も
し
ろ
き
か
は
む
し
こ

そ
候
へ
と
い
へ
ぱ
、
さ
か
し
き
声
に
て
、
い
と
け
ふ
あ
る
こ
と
か
な
、
こ
ち

も
て
こ

と
男
童
に
云
っ
て
、
木
に
一
ぱ
い
這
ひ
歩
い
て
ゐ
る
識
を
眺
め
て
ゐ
る
様
は
、

十
訓
抄
に

相
国
御
前
に
枇
杷
の
あ
り
け
る
を
一
房
と
り
て
、
琴
爪
に
て
皮
を
む
き
て
、

さ
し
あ
げ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
蜂
の
あ
る
限
り
と
り
付
き
て
、
ち
ら
ざ
り
け

る
を
、
つ
け
な
が
ら
供
人
を
め
し
て
や
を
ら
た
び
て
け
り
。

と
伝
へ
、
宗
輔
は
蜂
の
あ
る
限
り
を
、
枇
杷
の
一
房
に
と
り
つ
か
せ
て
喜
ぶ
文

面
や
趣
向
は
、
前
例
の
鳧
め
づ
る
姫
君
の
場
面
と
類
似
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
墨
め
づ
る
姫
君
‐
｜
の
主
人
公
で
あ
る
姫
君
は
、

か
わ
む
し
の
心
ふ
か
き
さ
ま
し
た
る
こ
そ
心
に
く
け
れ

と
述
懐
す
る
個
所
も
、
十
訓
抄
に
於
け
る
主
人
公
宗
輔
が
、
、

蜂
は
形
小
さ
き
物
な
れ
ど
も
仁
智
の
心
あ
り
、

と
云
っ
て
、
蜂
の
飼
育
に
専
念
す
る
個
所
と
、
同
種
の
筆
法
で
も
あ
る
し
、
し

か
も
上
記
の
両
作
品
の
本
文
は
、
そ
れ
人
、
該
作
品
の
主
想
を
表
明
す
る
こ
と

に
な
る
。

そ
の
他
十
訓
抄
で
は
、

蜂
の
巣
の
俄
に
お
ち
て
、
御
前
に
多
く
飛
び
ち
り
た
れ
ば
、
人
々
さ
上
れ
じ

と
て
、
に
げ
さ
わ
ぎ
け
る
に
、
相
国
御
前
に
枇
杷
の
あ
り
け
る
を
二
房
と
り

て
、
琴
爪
に
て
皮
を
む
き
て
、
さ
し
あ
げ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
云
為

の
場
面
は
、
「
墨
め
づ
る
姫
君
」
の

く
ち
な
は
く
び
，
を
も
た
げ
た
り
。
人
々
心
を
ま
ど
は
し
て
の
Ｌ
し
る
に
、
き

I

海
》

〃

み
ば
い
と
の
ど
や
か
に
て
、
な
も
あ
承
だ
仏
／
、
と
て
、
さ
う
ぜ
ん
の
お
や

な
ら
ん
、
な
さ
わ
ぎ
そ
・
・
…
・
」

と
の
内
容
に
も
似
通
ふ
も
の
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
本
篇
と
の
近
似
関
係
は
、
単
に
十
訓
抄
の
み
に
限
ら
ず
、
今
鏡
・

古
事
談
に
も
指
摘
し
得
ら
れ
る
。
例
へ
ぱ
「
識
め
づ
る
姫
君
」
と
「
今
鏡
」
と

の
そ
れ
を
比
較
す
れ
ば
、

患
め
づ
る
姫
君
今
鏡
「
か
ら
人
の
あ
そ
び
」

Ｈ
て
ふ
め
づ
る
ひ
め
ぎ
柔
の
す
桑
給
Ｈ
按
察
（
俊
、
こ
つ
の
御
子
に
て
、
備
中

ふ
か
た
は
ら
に
、
あ
ぜ
ち
の
大
納
守
実
綱
と
い
ひ
し
は
か
せ
腹
の

言
の
御
む
す
め
心
に
く
上
な
く
て
に
、
右
大
臣
宗
忠
の
お
と
ど
、
ま

な
ら
ぬ
さ
ま
に
た
堀
川
の
左
の
お
と
ど
（
誌
）
宗

輔
な
ど
近
く
ま
で
お
し
き
。

ロ
よ
る
づ
の
む
し
の
お
そ
ろ
し
げ
な
ロ
蜂
と
い
ひ
て
人
さ
す
墨
を
な
ん
好

る
を
、
と
り
あ
つ
め
、
こ
れ
が
な
翠
か
け
給
ひ
け
る
。

ら
ん
さ
ま
を
み
ん
と
て

白
こ
の
む
し
ど
も
を
と
ら
せ
、
名
を
㈲
あ
し
だ
か
、
つ
の
桑
じ
か
、
は
ね

と
ひ
き
上
、
い
ま
あ
た
ら
し
き
に
ま
だ
ら
な
ど
い
ふ
名
つ
け
て
呼
ぱ

は
、
名
を
つ
け
て
興
じ
給
ふ
…
…
れ
け
れ
ば
、

け
ら
を
、
ひ
き
ま
る
、
い
な
か
だ

ち
、
い
な
こ
ま
る
、
あ
ま
び
こ
な

ん
ど
つ
け
て
、

と
、
な
る
。
殊
に
「
墨
め
づ
る
姫
君
」
の
冒
頭
に
は
、
次
の
本
文
が
見
え
、
．

て
ふ
め
づ
る
ひ
め
ぎ
柔
の
す
ゑ
給
ふ
か
た
は
ら
に
、
あ
ぜ
ち
の
大
納
言
の
御

も

４
－

』

両
。
」
、
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矛

む
す
め
ゃ
心
に
く
Ｌ
な
く
て
な
ら
ぬ
さ
ま
に
諺
お
や
た
ち
か
し
づ
き
給
ふ
こ

と
か
ぎ
り
な
し
。

と
の
や
う
に
、
主
人
公
で
あ
る
姫
君
の
父
は
、
大
納
言
で
按
察
使
を
兼
ね
て
ゐ

る
方
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
鏡
に
も

按
察
（
饒
）
の
御
子
に
て
、
術
中
守
実
綱
と
い
ひ
し
は
か
せ
の
む
す
め
の
腹

に
、
右
大
臣
宗
忠
の
お
と
ど
、
ま
た
堀
河
の
左
の
お
と
堂
（
誰
）
の
御
む
す

め
の
は
ら
に
、
太
政
の
お
と
ど
宗
輔
な
ど
近
く
室
で
お
は
し
き
。

と
伝
へ
る
。
宗
俊
の
姓
は
藤
原
氏
で
、
公
卿
補
任
に
よ
る
と
、
「
権
大
納
言
正

二
位
兼
按
察
使
承
徳
元
年
五
月
五
日
莞
五
十
二
才
」
と
見
え
、
峰
飼
ひ
の
宗

輔
の
父
、
即
ち
宗
俊
の
官
職
名
と
、
錨
め
づ
る
姫
君
の
父
の
そ
れ
と
は
、
共
に

按
察
使
大
納
言
で
、
両
者
と
も
符
合
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
古
事
談
（
三
三
’
三
三
）
に
於
け
る
宗
輔
蜂
飼
ひ
談
は
、
十
訓
抄
、
今

鏡
の
そ
れ
に
比
較
す
れ
ば
、
頗
る
簡
略
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も

壷
め
づ
る
姫
君
の
作
品
と
の
近
似
点
証
取
上
げ
れ
ば
、

識
め
づ
る
姫
君
古
事
談
第
一

㈲
人
人
、
を
ぢ
わ
び
て
に
ぐ
れ
ぱ
、
Ｈ
御
前
多
飛
散
ケ
レ
ゞ
〈
、
人
々
モ
サ

そ
の
御
方
は
、
い
と
あ
や
し
く
な
、
レ
ジ
ト
テ
、
’
一
ゲ
サ
〈
ギ
ヶ
ル

ん
の
し
り
け
る
二
、
相
国
、
御
前
一
一
枇
杷
ノ
有
ケ

ル
ヲ
ー
総
ト
リ
テ
、
コ
ト
ヅ
メ
’
一

テ
カ
ハ
ヲ
ム
キ
テ
、
サ
シ
ア
ゲ
ラ

レ
・
タ
リ
ヶ
レ
バ
峰
ア
ル
カ
ギ
リ
ッ

キ
テ
、
チ
ラ
ザ
リ
ケ
レ
バ

と
の
一
個
所
の
類
似
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

堤
中
納
言
「
墨
め
づ
る
姫
君
」
考

●

一
湛
販

以
上
の
十
訓
抄
諺
今
鏡
聯
古
事
談
に
伝
へ
る
宗
輔
蜂
飼
談
の
説
話
の
記
事
に

は
、
本
に
よ
っ
て
多
少
の
多
寡
は
あ
っ
て
も
、
内
容
の
趣
向
は
い
づ
れ
も
同
型

で
あ
り
、
ま
た
錘
め
づ
る
姫
君
の
本
文
と
、
此
等
三
書
と
の
近
似
点
は
、
上
載

の
示
す
如
く
、
十
訓
抄
、
今
鏡
、
古
事
談
中
に
そ
れ
人
～
指
摘
さ
れ
る
も
の
で
、

一
概
に
宗
輔
の
事
実
説
話
を
委
細
に
記
す
十
訓
抄
の
み
に
、
直
接
の
典
拠
関
係

を
保
有
す
る
も
の
と
も
認
め
難
い
・

按
ず
る
に
、
こ
れ
は
宗
輔
蜂
飼
ひ
の
説
話
と
し
て
、
早
く
よ
り
古
事
談
・
十

訓
抄
成
立
の
鎌
倉
初
期
頃
世
に
伝
承
流
布
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
を
、
本
篇
の
作
者

は
、
壷
を
好
む
宗
輔
を
、
毛
患
を
好
む
女
性
（
姫
君
）
に
交
替
さ
せ
た
も
の
と

推
測
す
る
。
丁
度
、
堤
中
納
言
物
語
の
「
は
い
ず
み
」
篇
の
後
半
に
見
え
る
新

し
い
女
（
本
妻
に
対
し
て
）
が
、
突
然
相
手
の
男
の
訪
門
に
慌
て
当
化
粧
に
か

皇
り
、
遂
に
灰
墨
を
白
粉
と
間
連
へ
て
顔
に
塗
る
と
い
ふ
、
女
の
意
外
な
場
面

は
、
平
貞
女
が
、
女
の
前
で
硯
の
墨
水
を
誤
っ
て
顔
に
塗
る
「
泣
き
ま
ね
證
」
を

直
接
の
著
述
材
料
と
し
た
ス
タ
イ
ル
、
即
ち
男
性
（
平
仲
）
の
滑
稽
を
女
性
（
新

し
い
女
）
の
そ
れ
に
換
骨
奪
胎
さ
せ
た
も
の
で
、
患
め
づ
る
姫
君
の
典
拠
関
係

も
、
上
述
の
「
は
い
ず
み
」
の
著
述
材
料
の
そ
れ
と
、
全
く
同
性
格
だ
と
言
ひ
得
る
。

た
だ
、
塁
め
づ
る
姫
君
中
に
、
右
馬
の
助
が
立
蔀
の
も
と
に
忍
ん
で
、
姫
君

を
覗
く
場
面
に
、
次
の
文
章
が
あ
る
。

ち
ぎ
り
あ
ら
ぱ
よ
き
ご
く
ら
く
に
ゆ
き
あ
は
ん
ま
つ
は
れ
に
く
し
む
し
の

す
が
た
は

ふ
く
ち
の
そ
の
に
と
な
む
あ
る
。
む
ま
の
助
象
給
ひ
て
、
い
と
め
づ
ら
か
に
、

さ
ま
こ
と
な
る
ふ
柔
か
な
と
お
も
ひ
て
、
い
か
で
桑
て
し
が
な
と
忠
ひ
て
、

中
将
と
い
ひ
あ
は
せ
て
、
あ
や
し
き
女
ど
も
の
す
が
た
を
つ
く
り
て
、
あ
ぜ

▼
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ち
の
大
納
言
の
い
で
給
へ
る
ほ
ど
に
お
は
し
て
、
ひ
め
ぎ
ゑ
の
す
ふ
給
ふ
き

た
お
も
て
の
た
て
じ
と
桑
の
も
と
に
て
み
給
へ
ぱ
・
・
・
…
。

と
の
趣
向
は
、
源
氏
物
語
空
蝉
巻
の

さ
り
げ
な
き
姿
に
て
門
な
ど
さ
さ
ぬ
前
に
と
急
ぎ
お
は
す
、
人
見
ぬ
方
に
引

き
入
れ
て
、
お
ろ
し
た
て
ま
つ
る
。
わ
ら
は
な
れ
ば
宿
直
人
な
ど
も
、
殊
に

見
入
れ
追
従
せ
ず
、
心
や
す
し
、
東
の
妻
戸
に
立
て
ま
つ
り
て
、
我
は
南
の

隅
の
間
よ
り
、
格
子
叩
き
の
坐
し
り
て
入
り
ぬ
。
御
達
あ
ら
は
な
り
と
い
ふ

な
り
。
「
な
ど
か
う
暑
き
に
、
こ
の
格
子
は
下
さ
れ
た
る
」
と
問
へ
ぱ
、
「
昼

よ
り
西
の
御
方
の
わ
た
ら
せ
給
ひ
て
、
碁
打
た
せ
給
ふ
」
と
い
ふ
。
さ
て
む

か
ひ
い
た
ら
む
を
見
ば
や
と
思
ひ
て
、
や
を
ら
歩
承
出
で
て
、
す
だ
れ
の
は

ざ
ま
に
入
り
給
ひ
ぬ
。

と
の
光
源
氏
が
妻
戸
の
か
げ
か
ら
、
軒
端
萩
を
か
い
ま
見
る
事
件
に
酷
似
し
、

殊
に
塁
め
づ
る
姫
君
の
容
貌
を
「
髪
も
さ
が
り
ぱ
清
げ
に
あ
れ
」
「
口
つ
き
も

愛
敬
づ
き
て
清
げ
な
れ
ど
も
…
…
」
と
描
く
辺
は
、
上
例
の
源
氏
物
語
の
本
文

と
略
里
同
一
個
所
に

ま
象
口
つ
ぎ
い
と
愛
敬
づ
き
、
は
な
や
か
な
る
容
貌
な
り
。
髪
は
い
と
ふ
さ

や
か
に
て
、
長
く
は
あ
ら
ね
ど
、
さ
が
り
ぱ
肩
の
ほ
ど
い
と
情
げ
に
、
す
べ

て
ね
ぢ
け
た
る
所
な
く
、
を
か
し
げ
な
る
人
と
見
え
た
り
。

と
伝
へ
る
が
、
こ
の
「
髪
は
い
と
房
や
か
に
て
長
く
は
あ
ら
ね
ど
、
さ
が
り
ぱ

肩
の
ぼ
ど
い
と
情
げ
に
：
．
…
」
「
口
つ
き
い
と
愛
敬
づ
き
…
…
」
と
あ
る
軒
端

萩
の
面
影
に
、
決
し
て
没
交
渉
で
あ
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。

三

？
、

マ．

「
患
め
づ
る
姫
君
」
は
平
安
朝
の
作
品
で
あ
ら
う
と
の
推
定
説
は
、
従
来
よ

り
常
識
的
に
踏
襲
さ
れ
て
今
日
に
至
る
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
成
立
説
に
は
、
確

証
に
基
づ
く
資
料
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
私
意
に
な
る
推
定
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
た
だ
堤
中
納
言
物
語
評
解
誰
錨
酷
憾
塾
津
塞
雌
の
み
に
は
、

平
安
時
代
の
作
曲
た
る
点
は
、
疑
ふ
事
が
出
来
な
い
。
「
侍
る
」
な
ど
の
用

法
は
、
適
確
に
平
安
時
代
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
の
理
由
に
よ
っ
て
、
平
安
朝
成
立
説
を
保
持
し
て
を
ら
れ
る
。
右
の
評
解
の

「
侍
る
」
と
は
、
対
称
に
用
ゐ
る
「
侍
り
‐
｜
の
意
と
考
へ
る
が
、
こ
の
種
の

「
侍
り
」
は
、
右
の
評
解
の
解
説
通
り
「
塁
め
づ
る
姫
君
」
の
本
文
中
に
も
、

、
、

「
と
り
わ
か
つ
べ
き
も
侍
ら
ず
、
た
・
こ
坐
も
と
に
御
ら
む
ぜ
ょ
・
」
と
い
へ

ぱ
…
・
・
・
。

、
、

「
そ
の
た
て
じ
と
象
の
つ
ら
に
、
い
と
は
づ
か
し
げ
な
る
人
侍
る
な
る
、
を
、

お
く
に
て
御
覧
ぜ
よ
・
」
と
い
へ
ば
：
…
．
た
ち
は
し
り
て
い
き
て
「
ま
こ
と

、
、
〃

に
侍
↑
る
な
り
」
と
申
せ
ば
・
・
・
．
：
。

と
の
第
二
人
称
的
な
用
語
の
「
侍
り
」
は
、
本
物
語
中
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
第
二
人
称
的
用
法
の
「
侍
り
」
の
用
例
は
、
単
に
平
安
朝
成
立
の
作

品
に
限
ら
ず
、
鎌
倉
時
代
の
作
品
中
に
も
瘻
良
使
用
さ
れ
る
詞
で
あ
る
。
例
へ

ぱ
、
建
久
七
年
（
二
九
七
）
よ
り
建
仁
二
年
（
三
一
○
三
）
ま
で
の
成
立
と

推
定
さ
れ
る
無
名
抄
中
に
も
、

「
い
と
う
と
ま
し
げ
な
る
有
様
を
、
を
ち
に
て
見
な
ど
も
し
給
は
で
、
む
げ

に
芳
き
御
程
に
、
慈
悲
深
く
も
の
し
給
ひ
け
る
も
、
か
坐
る
仏
の
御
あ
た
り

、
、

に
も
の
せ
さ
せ
給
ふ
御
故
に
や
侍
ら
む
」

、
、

「
今
朝
と
く
出
で
侍
り
て
、
と
罪
く
ま
ど
ひ
侍
り
つ
る
ほ
ど
に
、
今
ま
で
す

品
］
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た
い
し
侍
り
に
け
る
」
と
て
・
・
◇
…
。

と
見
え
、
建
暦
二
年
（
二
二
二
）
三
月
に
成
立
す
る
と
伝
へ
る
方
丈
記
中
に

４
《
ロ
、

、
、

、
、

「
今
は
か
う
に
こ
そ
侍
る
め
れ
・
・
・
…
ゑ
づ
か
ら
浅
き
所
も
侍
ら
ん
」

と
伝
へ
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
成
立
の
十
訓
抄
諦
吹
雄
鶏
罐
帳
靹
唾
睡
や

お
の
づ
か
ら
暇
あ
き
心
簡
な
る
折
節
に
あ
た
り
つ
上
草
の
庵
を
東
山
の
麓
に
し

め
て
、
蓮
の
台
を
西
山
の
雲
に
望
翁
、
念
仏
の
ひ
ま
に
、
こ
れ
を
し
る
終
は
る

痙
甦
い
埜
靹
“
と
に
も

、
、

「
さ
り
と
も
菅
亟
相
の
仰
せ
ら
れ
し
こ
と
も
き
上
お
き
て
侍
る
あ
り
」
（
可
し

誠
二
人
上
多
言
等
一
事
）

、
、

「
こ
れ
お
と
し
て
侍
る
な
り
。
た
て
ま
つ
れ
。
」
と
て
も
て
き
た
り
け
れ
ば

（
可
レ
存
二
忠
信
廉
直
旨
一
事
）

、
、
《

「
い
づ
れ
の
行
ひ
か
、
か
な
ら
ず
往
生
の
業
と
な
り
侍
る
ゞ
へ
き
。
こ
の
こ
と

凡
夫
の
く
ら
き
心
に
、
は
か
ら
ひ
が
た
く
な
ん
侍
る
」
と
申
す
。
（
可
し
存
一
一

忠
信
廉
直
旨
一
事
）

と
あ
り
、
ま
た
建
長
六
年
（
一
二
五
二
）
成
立
の
古
今
著
聞
集
蓉
藝
一
〔
弄
時
に

９
公
Ｕ
、
毒

、
、

「
あ
は
れ
風
の
吹
ぎ
さ
ぶ
ら
へ
ぱ
、
動
く
に
侍
り
」
と
申
し
た
り
け
る
に
満

座
笑
ひ
け
り
。

と
伝
へ
、
こ
れ
ら
の
鎌
倉
時
代
成
立
の
作
品
中
に
も
第
二
人
称
的
用
法
の
「
侍

る
」
の
用
例
が
あ
る
の
で
、
「
識
め
づ
る
姫
君
」
の
成
立
を
、
直
ち
に
こ
の
種

の
「
侍
り
」
の
み
を
も
っ
て
、
平
安
朝
成
立
と
確
認
す
る
こ
と
は
、
適
当
と
考

へ
ら
れ
ぬ
。

堤
中
納
言
「
患
め
づ
る
姫
君
」
考

ザ

心

元
来
、
録
め
づ
る
姫
君
の
文
章
中
に
は
、
「
本
地
」
「
凡
俗
」
「
几
帳
」
「
愛

敬
」
「
生
前
」
「
結
縁
」
｜
ｉ
極
楽
」
｜
‐
福
地
」
「
化
粧
」
な
ど
の
漢
語
が
多
く

使
用
さ
れ
て
ゐ
る
点
に
も
、
堤
中
納
言
物
語
中
の
他
作
品
に
比
較
し
て
本
文
の

特
徴
を
存
し
て
ゐ
る
と
云
へ
る
。
本
物
語
の
冒
頭
に

人
は
実
あ
り
、
本
地
た
づ
ね
た
る
こ
そ
心
ぱ
へ
を
か
し
け
れ

と
見
え
る
本
文
中
の
「
本
地
」
は
、
平
安
朝
の
物
語
作
品
中
に
は
、
殆
ど
見
え

難
く
、
中
世
以
後
の
作
品
に
な
っ
て
、
こ
の
仏
語
が
発
見
さ
れ
る
や
う
で
あ
る
。

例
へ
ぱ、

、

○
本
地
千
手
観
音
（
平
家
物
語
）

、
、

○
本
地
一
体
に
し
て
、
衆
生
を
済
度
し
給
ふ
（
平
家
物
語
）

Ｔ
、
、

○
本
地
阿
弥
陀
如
来
に
て
ま
し
ま
す
（
平
家
物
語
）

、
、

○
直
ち
に
本
地
の
風
光
を
尋
ね
て
、
出
離
の
道
に
入
り
た
ま
ふ
く
し
（
源
平

盛
衰
記
）

○
源
空
本
地
身
、
大
勢
至
菩
薩
（
古
今
著
聞
集
）

な
ど
の
「
本
地
」
は
、
そ
の
一
例
に
過
ぎ
な
く
て
耐
中
世
は
盛
に
「
本
地
」
と

い
ふ
仏
語
を
川
ゐ
た
時
代
で
も
あ
る
。

清
水
泰
先
生
は
、
雑
誌
「
国
語
国
交
の
研
究
」
の
昭
和
四
年
十
一
月
号
所
収

「
堤
中
納
言
物
語
私
考
」
で
、

「
最
め
づ
る
姫
君
」
の
中
に
「
こ
の
木
に
す
べ
て
い
く
ら
も
歩
く
は
」
の
語

が
あ
る
が
、
「
い
く
ら
も
」
と
云
ふ
話
を
数
多
く
の
意
に
川
る
の
は
、
鎌
倉

時
代
の
用
法
に
恩
ふ
。
尤
も
こ
れ
は
自
分
の
寛
見
を
以
っ
て
の
考
へ
で
或
は

誤
り
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
。
又
「
過
め
づ
る
姫
君
」
の
中
に
瞠
螂
を
い

狂
し
り
と
い
ふ
。
岡
田
希
雄
君
よ
り
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
「
い
ぼ
し
り
」
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と
云
ふ
言
葉
は
鎌
倉
時
代
に
生
じ
た
言
葉
ら
し
く
思
は
れ
る
。
…
・
・
又
「
あ
だ
」

と
か
「
な
か
ノ
ー
」
の
語
、
も
平
安
朝
時
代
と
は
異
っ
た
用
法
で
あ
る
こ
と
を

発
見
す
る
。

と
の
通
り
、
数
多
く
の
鎌
倉
時
代
の
語
彙
を
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
右
の
岡
田
希

雄
氏
云
倉
の
「
い
ぼ
し
り
」
と
は
、
「
い
ぼ
じ
り
、
か
た
っ
ぶ
り
な
ど
を
と
り
あ

つ
め
て
…
…
・
」
と
の
本
女
中
に
見
え
る
も
の
で
、
こ
の
当
該
本
文
の
異
同
は
諸

本
に
な
く
、
す
べ
て
一
‐
い
ぼ
じ
り
」
と
な
っ
て
ゐ
る
。
岡
田
希
雄
氏
の
「
い
ぼ

じ
り
と
云
ふ
言
葉
は
鎌
倉
時
代
に
生
じ
た
言
葉
ら
し
く
思
は
れ
る
」
と
云
は
れ

る
証
左
の
内
容
は
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
解
ら
ぬ
が
、
こ
の
「
い
ぼ
じ

り
」
の
訓
に
つ
い
て
倭
名
抄
十
九
「
以
利
無
之
利
」
、
名
義
抄
「
イ
ヒ
ホ
ム
シ

リ
」
「
イ
ホ
ム
シ
リ
」
、
新
撰
字
鏡
六
の
十
八
「
伊
比
保
牟
志
利
」
と
見
え
、
鎌

倉
期
の
字
類
抄
「
イ
兼
ウ
ジ
リ
」
と
伝
へ
る
。
こ
の
呼
名
は
、
平
安
朝
後
期
頃

か
ら
あ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
、
散
木
奇
歌
集
、
雑
下
に
も

人
を
あ
ま
た
ぐ
し
て
、
観
音
寺
の
か
た
へ
ま
か
り
け
る
に
、
ひ
き
か
へ
の
う

、
、
、
、
、

し
の
こ
と
の
外
に
ち
い
さ
く
や
せ
て
、
え
ひ
か
ざ
り
し
か
ぱ
い
ぽ
う
じ
り
と

つ
け
て
わ
ら
ふ
ほ
ど
に
、
か
た
は
し
ぎ
ま
に
た
ふ
れ
ぬ
べ
く
ょ
ろ
ぼ
へ
ぱ
、

う
し
ろ
ざ
ま
に
あ
ゆ
は
せ
て
た
ふ
す
な
ど
人
々
あ
る
を
間
て
、

く
び
ほ
そ
く
い
ぼ
じ
り
し
て
た
ち
な
ほ
れ

と
の
通
り
「
い
ぼ
う
じ
り
」
と
見
え
る
。
節
用
集
に
は
、
「
蟷
娘
耀
峠
」
に
「
イ

、

、

ポ
ジ
リ
」
「
イ
モ
ジ
リ
」
左
ど
の
振
仮
名
が
見
え
、
圏
点
の
異
同
も
存
す
る
が
、

中
世
に
は
「
父
母
」
の
訓
は
－
１
ブ
ポ
」
「
ブ
モ
」
な
ど
と
混
用
し
て
あ
る
の
で
、

当
時
は
「
イ
ポ
ジ
リ
」
「
イ
ニ
》
ジ
リ
」
と
両
用
に
発
音
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

少
く
と
も
瞠
娘
の
呼
名
は
平
安
朝
の
「
イ
ヒ
ホ
ム
シ
リ
」
「
イ
ホ
ム
シ
リ
」
は
、

'2
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一

中
世
に
は
「
イ
ポ
ウ
ジ
リ
」
「
イ
ポ
シ
リ
」
な
ど
と
変
っ
て
来
て
ゐ
る
こ
と
に

イ
ボ
ジ
リ

な
る
。
群
書
類
従
本
の
新
猿
楽
記
に
も
一
‐
蟷
娘
舞
之
頭
筋
」
と
の
傍
註
を
伝
へ

》
わ
。

ま
た
「
患
め
づ
る
姫
君
」
に

、
、
、
、

糸
る
き
鍬
た
ち
も
、
あ
さ
ま
し
う
さ
へ
な
ん
あ
る
わ
た
り
に
、
こ
よ
な
く
も

あ
る
か
な
、
と
思
ひ
て
云
含

と
見
え
、
右
の
「
さ
へ
な
ん
」
の
本
文
は
、
副
助
詞
「
さ
へ
」
と
、
係
助
詞
「
な

む
」
の
二
助
詞
の
複
合
語
よ
り
成
る
も
の
で
あ
る
が
郷
需
鏥
纒
坤
郵
帳
旧
説

で
は
、
こ
の
「
さ
へ
な
ん
」
に
漢
語
の
「
災
難
」
を
当
て
て
ゐ
る
。
も
し
仮
り

に
「
災
難
」
の
本
文
が
原
文
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
災
難
」
の
川
例
は
、
平
安

朝
作
品
中
に
は
見
え
難
い
の
で
あ
る
。

更
に
本
編
の

か
い
こ
の
ま
だ
は
ね
つ
か
ぬ
に
し
い
だ
し
、
て
ふ
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
い
と
も

、
、
、
、

そ
で
に
て
云
友

の
「
袖
に
て
」
な
ど
も
中
世
以
降
の
語
で
あ
ら
う
、
そ
の
用
例
は
、
後
年
の
も

の
な
が
ら
狂
言
の
「
大
江
山
」
の
間
の
一
節
に

、
、
、

其
方
の
子
供
も
杣
に
し
て
悪
う
そ
だ
つ
に
よ
っ
て
、
こ
と
の
外
疲
れ
て
…
…

と
あ
る
圏
点
の
語
と
同
意
に
考
へ
る
。

従
っ
て
、
以
上
の
内
部
的
・
外
部
的
な
考
察
か
ら
推
定
し
て
、
本
物
語
は
前

述
の
如
く
宗
輔
峰
飼
ひ
の
説
話
が
興
味
深
く
、
十
訓
抄
、
古
事
談
な
ど
に
取
上

げ
ら
れ
た
前
後
の
鎌
倉
初
期
頃
成
立
せ
る
も
の
で
あ
ら
う
．

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
九
日
稿

昭
和
三
十
二
年
三
月
十
八
日
補

と
｝

番
奇』

五
○


