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一　

は
じ
め
に　

私
の
名
を
、
ど
う
か
聞
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
な
。

成
仏
出
来
ぬ
ま
ま
、
こ
う
し
て
漆
黒
の
闇
の
中
を
漂
っ
て
い
る
私
の
魂
を
、
ど

う
か
嘲
笑
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
な
。

林
真
理
子
氏
の
小
説
『
六
条
御
息
所　

源
氏
が
た
り①
』
は
こ
の
哀
切
に
満
ち
た
語

り
で
始
ま
る
。
作
品
の
連
載
が
始
ま
っ
た
二
〇
〇
八
年
は
「
源
氏
物
語
千
年
紀
」
の

効
果
も
あ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
世
間
の
注
目
を
集
め
た
年
で
あ

る
。
林
氏
の
連
載
も
掲
載
誌
の
予
告
に
よ
れ
ば
「
源
氏
物
語
千
年
紀
、
お
よ
び
、
創

刊
七
周
年
記
念
企
画
と
し
て
」
開
始
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

一
〇
〇
八
（
寛
弘
五
）
年
、
左
衛
門
の
督
（
藤
原
公
任
か
）
の
「
あ
な
か
し
こ
、
こ
の

わ
た
り
に
、
わ
か
む
ら
さ
き
や
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
紫
式
部
が
「
源
氏

に
似
る
べ
き
人
も
見
え
た
ま
は
ぬ
に
、
か
の
上
（
紫
の
上
）
は
、
ま
い
て
い
か
で
も
の

し
た
ま
は
む
」
と
受
け
流
し
て
千
年
の
後
、
六
条
御
息
所
と
い
う
一
女
性
の
視
点
か

ら
描
か
れ
た
新
し
い
『
源
氏
物
語
』
が
世
に
出
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

注
釈
や
解
釈
の
対
象
と
な
り
、
学
校
教
育
の
現
場
で
教
材
と
し
て
採
択
さ
れ
る
テ

ク
ス
ト
は
「
古
典
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
ん
な
古
典
の
中
で
も
、『
源
氏
物
語
』
ほ
ど
現

代
語
訳
や
創
作
を
通
し
て
一
般
に
広
く
受
容
さ
れ
る
作
品
も
め
ず
ら
し
い
。
与
謝
野

晶
子
や
谷
崎
潤
一
郎
の
現
代
語
訳
が
読
者
の
す
そ
野
を
広
げ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
今
日
で
は
原
典
を
知
ら
な
く
て
も
読
め
る
関
連
書
や
マ
ン
ガ
本
な
ど
も
次
々

出
版
さ
れ
、
こ
の
国
に
は
気
軽
に
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
を
鑑
賞
し
う
る
環
境
が
あ

る
。
前
出
の
『
六
条
御
息
所　

源
氏
が
た
り
』
に
し
て
も
、
連
載
の
場
は
文
芸
誌
で

は
な
く
い
わ
ゆ
る
女
性
誌
（
小
学
館
発
行
『
和
樂
』）
で
、旅
行
・
美
食
・
服
飾
・
芸
術

な
ど
の
特
集
に
混
じ
っ
て
、
毎
号
一
〇
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
「
物
語
」
が
語
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
現
象
が
人
々
に
古
典
文
学
と
の
接
点
を
も
う
け
、
架
空
の
い
に
し
え
人
に
思

い
を
は
せ
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
、
教
育
現
場
で
の
「
古
典
ば
な
れ
」
や
「
古
典

ぎ
ら
い
」
が
加
速
す
る
な
か
、
日
本
文
学
を
後
世
に
伝
え
る
ひ
と
つ
の
あ
り
方
を
示

す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
多
く
の
女
性
た
ち
の
中
で
、
な
ぜ
六

条
御
息
所
は
時
代
を
や
す
や
す
と
越
え
て
、
現
代
に
甦
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
三
島
由
紀
夫
が
『
近
代
能
楽
集
』
所
収
の
『
葵
上
』
で
「
六
条
康
子
」
を
登

場
さ
せ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
に
も
後
人
が
六
条
御
息
所
を
甦
ら
せ
た
例
は
あ
る
。

能
や
歌
舞
伎
に
は
六
条
御
息
所
が
ス
ピ
ン
・
オ
フ
し
た
作
品
も
あ
り
、『
源
氏
が
た

り
』
の
登
場
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
の
女
性
に
魅
力
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
加
え
て
、
も
と
も
と
高
貴
な
女
性
が
年
下
の
男
に
翻
弄
さ
れ
る
物
語
は
洋
の
東

西
を
問
わ
ず
時
代
を
超
え
て
再
生
産
さ
れ
て
お
り
、
聡
明
な
女
性
が
知
性
だ
け
で
は

解
決
で
き
な
い
「
恋
愛
」
と
い
う
難
題
に
直
面
し
、
や
が
て
破
滅
の
道
を
た
ど
る
姿

は
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ど
の
時
代
で
も
現
実
に
起
こ
り
う
る
こ
と

で
、
読
者
に
不
幸
な
恋
愛
経
験
が
あ
れ
ば
六
条
御
息
所
は
「
も
う
ひ
と
り
の
自
分
」

で
あ
り
、
物
の
怪
と
化
し
て
自
分
を
棄
て
た
男
に
不
幸
の
影
を
落
と
す
様
子
に
さ
さ
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や
か
な
慰
め
を
見
出
す
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
に
六
条
御
息
所
の
人
気

の
理
由
を
求
め
、
千
年
前
の
読
み
手
に
も
現
代
人
と
同
じ
思
い
が
あ
っ
た
の
だ
と
想

像
し
て
も
、そ
れ
ほ
ど
見
当
違
い
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
と
い

う
長
編
物
語
の
生
成
に
読
み
手
の
存
在
や
そ
の
時
代
の
「
現
実
」
が
無
関
係
だ
っ
た

と
は
考
え
に
く
く
、座
の
文
芸
で
あ
る
和
歌
が
「
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
」
に
意
味
が
あ
っ

た
よ
う
に
、物
語
も
ま
た
「
読
ま
れ
る
こ
と
」
で
育
っ
て
い
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
わ
が
身
の
不
幸
を
嘆
く
女
性
た
ち
の
代
弁
者
」「
不
幸
な
恋
愛

の
犠
牲
者
」
と
い
う
の
は
六
条
御
息
所
の
表
面
を
語
る
こ
と
ば
に
過
ぎ
な
い
。
六
条

御
息
所
の
生
涯
は
死
後
の
時
間
も
含
め
て
非
常
に
長
く
、
そ
の
苦
悩
に
満
ち
た
道
の

り
に
は
謎
と
曖
昧
さ
が
満
ち
て
い
る
。
そ
し
て
、
御
息
所
が
他
の
女
性
に
打
ち
勝
っ

て
源
氏
の
愛
情
を
独
占
す
る
場
面
は
な
い
の
に
、
御
息
所
が
登
場
す
れ
ば
不
思
議
と

源
氏
の
人
生
が
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
物
語
が
前
に
進
む
と
い
う
こ
と
も
看
過
で
き

な
い
現
象
で
あ
る
。

本
稿
で
は
そ
う
し
た
点
に
注
目
し
、
先
行
研
究
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
あ
ら

た
め
て
六
条
御
息
所
の
「
機
能
」
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
六
条
御
息

所
と
い
う
女
が
、
源
氏
の
人
生
な
ら
び
に
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
作
品
全
体
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
物
語
を
構
築
す
る
た
め

に
作
者
が
用
い
た
「
仕
掛
け
」
を
見
出
し
た
い
と
思
う
。

な
お
、
本
稿
で
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集②
』
か
ら
本
文
を
引
用
し
た
。

二　

 

夕
顔
と
六
条
わ
た
り

　

〜　
「
夕
顔
巻
」
に
お
け
る
六
条
わ
た
り
の
機
能

は
じ
め
に
、
正
道
寺
康
子
氏
が
ま
と
め
た
「
年
譜
『
六
条
御
息
所③
』」
を
参
考
に
、

六
条
御
息
所
の
生
涯
を
死
後
も
含
め
て
整
理
し
て
お
く
。                                                                             

　

十
六
歳 

前
坊
（
前
東
宮
）
に
参
内 

賢
木
巻　

　

二
十
歳 

前
坊
と
死
別 

賢
木
巻　

二
十
四
歳
（
源
氏
十
七
歳
） 

 

六
条
京
極
に
住
ん
で
い
た
頃
、 

夕
顔
巻　

源
氏
が
通
っ
て
く
る
。

二
十
九
歳
（
源
氏
二
十
二
歳
） 

新
斎
院
御
禊
の
日
に
葵
の
上
一
行 

葵
巻　
　

 

と
車
争
い

 
 

生
霊
と
な
っ
て
懐
妊
中
の
葵
の
上

を
苦
し
め
、
死
に
追
い
や
る
。            

　

三
十
歳
（
源
氏
二
十
三
歳
） 

斎
宮
に
選
ば
れ
た
娘
（
の
ち
の
秋
好 

賢
木
巻　

 

中
宮
）
と
伊
勢
へ
下
向

三
十
三
歳
（
源
氏
二
十
六
歳
） 

須
磨
に
い
る
源
氏
に
文
を
お
く
る
。 

須
磨
巻　

三
十
六
歳
（
源
氏
二
十
九
歳
）  

娘
と
と
も
に
帰
郷
し
、
六
条
の
旧 

澪
標
巻　

邸
に
住
む
。

 

発
病
し
て
出
家
、
娘
を
源
氏
に
託

 

し
て
逝
去               

　
　

死
後
（
源
氏
四
十
七
歳
）  

死
霊
と
な
っ
て
紫
の
上
に
取
り
憑 

若
菜
下
巻

く
。

 

自
分
の
罪
を
軽
く
す
る
た
め
の
供

 

養
を
源
氏
に
願
う
。       

　
　

死
後
（
源
氏
四
十
八
歳
） 

女
三
の
宮
受
戒
の
際
、
死
霊
と
し 

柏
木
巻　

 

て
出
現

　
　

死
後
（
源
氏
五
十
歳
） 

娘
の
秋
好
中
宮
に
よ
っ
て
追
善
供 

鈴
虫
巻　

 

養
が
営
ま
れ
る
。

 

注
・「
巻
」
は
そ
の
で
き
ご
と
が
記
述
さ
れ
た
巻
を
示
す
。
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源
氏
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
、
五
十
数
年
の
時
を
経
て
出
家
を
決
意
す
る
ま
で
の

過
程
は
、
四
十
一
の
巻
（「
桐
壺
巻
」
〜
「
幻
巻
」）
で
描
か
れ
る
。
そ
の
う
ち
六
条
御

息
所
が
姿
を
見
せ
る
の
は
、正
道
寺
氏
の
フ
ァ
イ
ル
に
よ
れ
ば
「
夕
顔
巻
」（「
六
条
わ

た
り
」
と
し
て
）
か
ら
「
鈴
虫
巻
」
ま
で
、
時
間
に
し
て
三
十
三
年
間
で
あ
る
。
こ
れ

は
源
氏
の
青
年
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
の
時
間
と
重
な
る
。

六
条
御
息
所
が
「
六
条
御
息
所
」
と
し
て
物
語
に
加
わ
る
の
は
「
葵
巻
」
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
「
六
条
わ
た
り
」
と
し
て
実
際
の
登
場
が
な
い
ま
ま
、
そ
の
存

在
と
人
柄
だ
け
が
語
ら
れ
る
。

・ 

御
心
ざ
し
の
所
に
は
、
木
立
、
前
栽
な
ど
な
べ
て
の
所
に
似
ず
、
い
と
の
ど
か

に
心
に
く
く
住
み
な
し
た
ま
へ
り④
。

・ 

六
条
わ
た
り
も
、
と
け
が
た
か
り
し
御
気
色
を
、
お
も
む
け
き
こ
え
た
ま
ひ
て

後
、
ひ
き
返
し
な
の
め
な
ら
ん
は
い
と
ほ
し
か
し
。
さ
れ
ど
、
よ
そ
な
り
し
御

心
ま
ど
ひ
の
や
う
に
、
あ
な
が
ち
な
る
こ
と
は
な
き
も
、
い
か
な
る
こ
と
に
か

と
見
え
た
り
。
女
は
、
い
と
も
の
を
あ
ま
り
な
る
ま
で
思
し
し
め
た
る
御
心
ざ

ま
に
て
、
齢
の
ほ
ど
も
似
げ
な
く
、
人
の
漏
り
聞
か
む
に
、
い
と
ど
か
く
つ
ら

き
御
夜
離
れ
の
寝
ざ
め
寝
ざ
め
、
思
し
し
を
る
る
こ
と
い
と
さ
ま
ざ
ま
な
り⑤
。

右
は
「
夕
顔
巻
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
正
体
が
判
然
と

し
な
い
な
が
ら
も
六
条
わ
た
り
の
女
が
洗
練
さ
れ
た
趣
味
の
持
ち
主
で
あ
り
、
複
雑

な
内
面
を
抱
え
た
女
性
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
す
で
に
源
氏
の
愛
情
を
失
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、「
夕
顔
巻
」
で
描
か
れ
た
の
は
謎
に
み
ち
た
「
あ
や
し
」
の
世
界
で

あ
っ
た
。
こ
の
巻
の
女
主
人
公
夕
顔
は
中
国
の
伝
奇
小
説
『
任
氏
伝
』
の
影
響
も
指

摘
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
、「
ら
う
た
げ
」
で
「
も
の
お
ぢ
」
す
る
性
格
で
あ
り
な
が

ら
、
自
ら
す
す
ん
で
源
氏
に
歌
を
詠
み
か
け
る
大
胆
さ
を
持
つ
女
で
あ
る
。
そ
こ
に

廃
院
と
い
う
舞
台
装
置
や
物
の
怪
の
存
在
、
さ
ら
に
は
三
輪
山
神
婚
説
話
の
話
型
も

取
り
込
ま
れ
て
、
非
日
常
的
と
も
い
え
る
恋
愛
が
こ
の
巻
で
は
展
開
す
る
。
こ
う
し

た
幻
想
的
な
雰
囲
気
の
中
で
、
六
条
わ
た
り
が
は
じ
め
て
物
語
に
顔
を
出
し
、
そ
の

輪
郭
が
具
体
的
な
こ
と
ば
と
と
も
に
示
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

先
行
研
究
に
は
廃
院
の
物
の
怪
を
六
条
御
息
所
と
結
び
つ
け
な
い
考
え
方
が
多
く

み
ら
れ
る⑥
。
本
稿
で
も
廃
院
の
物
の
怪
と
「
葵
巻
」
の
物
の
怪
は
区
別
し
て
お
き
た

い
。
な
ぜ
な
ら
、
苦
悩
の
果
て
に
登
場
し
、
な
か
な
か
退
場
し
な
い
「
葵
巻
」
の
物

の
怪
が
源
氏
だ
け
に
目
撃
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
夕
顔
巻
」
の
物
の

怪
は
ふ
い
に
姿
を
現
す
と
、
次
の
瞬
間
あ
っ
さ
り
退
場
し
、
源
氏
以
外
の
人
間
に
も

目
撃
さ
れ
る
。
こ
の
違
い
を
無
視
し
て
「
同
じ
も
の
」
だ
と
判
断
す
る
の
は
や
は
り

無
理
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
廃
院
の
物
の
怪
は
た
だ
夕
顔
の
命
を
奪
う
た
め
に
必
要

な
存
在
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
物
の
怪
が
現
れ
る
の
は
「
六
条
わ
た
り
に
も
い
か
に

思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
ら
ん
、
恨
み
ら
れ
ん
に
苦
し
う
こ
と
わ
り
な
り
」
と
い
う
思
い
が

源
氏
の
心
に
よ
ぎ
り
、
夕
顔
を
目
の
前
に
し
て
「
あ
ま
り
心
深
く
、
見
る
人
も
苦
し

き
御
あ
り
さ
ま
を
す
こ
し
取
り
捨
て
ば
や
」と
そ
の
人
柄
を
否
定
的
に
と
ら
え
て「
思

ひ
く
ら
べ
ら
れ
た
ま
ひ
け
る
」
す
ぐ
後
の
こ
と
な
の
で
あ
る⑦
。
つ
ま
り
読
者
に
六
条

わ
た
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
残
し
た
状
態
で
物
の
怪
を
登
場
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ

は
ま
る
で
混
同
を
期
待
す
る
か
の
よ
う
な
運
び
方
で
あ
る
。
廃
院
の
物
の
怪
が
六
条

わ
た
り
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
作
者
は
こ
の
よ
う
な
展
開
を
用
意
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

「
葵
巻
」
以
降
の
六
条
御
息
所
を
み
る
と
、こ
の
人
物
が
源
氏
と
一
対
一
の
差
し
向

か
い
で
ド
ラ
マ
を
作
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
他
の
女
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
て
ド
ラ

マ
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
葵
巻
」
に
先
立
つ
「
夕
顔
巻
」
で
も
そ
れ
は

同
じ
で
、
源
氏
が
六
条
わ
た
り
を
思
っ
た
す
ぐ
後
に
、
夕
顔
が
物
の
怪
に
命
を
奪
わ

れ
る
と
い
う
流
れ
を
注
視
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
展
開
は
、の
ち
に
「
若
菜
下
巻
」

で
源
氏
が
紫
の
上
を
相
手
に
過
去
の
女
た
ち
を
回
想
し
、
あ
れ
こ
れ
評
し
た
後
に
ひ
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き
続
い
て
死
霊
が
紫
の
上
を
苦
し
め
る
展
開
と
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。
源
氏
が
そ
の

と
き
最
も
大
事
に
思
う
女
Ａ
の
前
で
別
の
女
Ｂ
を
思
い
浮
か
べ
、
Ｂ
に
対
す
る
物
足

り
な
さ
を
意
識
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
通
し
て
眼
前
の
Ａ
に
対
す
る
思
い
を
深
め
れ

ば
、
災
い
は
Ａ
に
ふ
り
か
か
る
。
実
は
そ
の
災
い
が
源
氏
を
次
の
段
階
に
押
し
出
す

の
で
あ
る
。

廃
院
で
謎
の
女
に
耽
溺
す
る
源
氏
に
は
本
来
の
居
場
所
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
自
分

の
果
た
す
べ
き
役
目
と
自
覚
す
べ
き
社
会
的
地
位
が
あ
っ
た
。
こ
の
源
氏
が
身
を
お

く
べ
き
世
界
の
象
徴
的
存
在
が
、
疎
略
に
扱
う
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
高
貴
な
年
上
の

女
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
六
条
わ
た
り
は
源
氏
の
恋
に
終
止
符
が
打
た
れ

る
こ
と
を
予
告
し
、
現
実
の
世
界
に
引
き
戻
す
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
こ
に
本

来
な
ら
源
氏
の
世
界
に
は
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
夕
顔
と
の
「
対
比
」
の
意
味

が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

廃
院
の
物
の
怪
は
夕
顔
の
命
を
奪
う
た
め
に
必
要
な
存
在
と
し
て
機
能
し
た
。
そ

れ
に
対
し
て
、
六
条
わ
た
り
は
源
氏
が
青
年
時
代
に
別
れ
を
告
げ
、
次
の
一
歩
へ
踏

み
出
す
た
め
に
必
要
な
存
在
で
あ
っ
た

―
こ
の
よ
う
な
読
み
方
は
次
に
取
り
上
げ

る
「
葵
巻
」
で
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三　

作
者
の
仕
掛
け　

〜　
「
葵
巻
」
の
六
条
御
息
所

「
葵
巻
」
以
後
の
六
条
御
息
所
を
考
え
る
上
で
、「
物
の
怪
」
が
重
要
な
要
素
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
文
献
に
記
さ
れ
た
物
の
怪
に
つ
い
て
は

様
々
な
解
釈
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
医
学
的
見
地
か
ら
物
の
怪
を
分
析
し
、
そ
の
憑

依
現
象
を
女
性
特
有
の
問
題
と
絡
め
て
と
ら
え
た
服
部
敏
良
氏
の
意
見
に
注
目
し
て

み
た
い
。
服
部
氏
は
『
平
安
時
代
醫
學
の
研
究⑧
』
で
、平
安
時
代
の
「
も
の
の
け
」
を
、

「
今
日
の
醫
學
の
説
く
變
質
性
精
神
病
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
し
、
そ
の
考
察
の
過
程

で
、
物
の
怪
の
背
景
に
当
時
の
女
性
が
抱
え
た
心
の
悩
み
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て

物
の
怪
の
憑
依
が
妊
娠
・
出
産
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る⑨
。『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
物
の
怪
現
象
と
当
時
の
記
録
に
残
さ
れ
た
憑
依
の
実
態
と
は
必

ず
し
も
一
致
し
な
い⑩
。
し
か
し
、
憑
依
が
妊
娠
中
の
女
性
に
起
こ
り
や
す
い
と
い
う

共
通
の
認
識
が
あ
れ
ば
、
葵
の
上
の
思
い
が
け
な
い
妊
娠
は
、
続
く
「
物
の
怪
の
憑

依
↓ 

死
」
と
い
う
展
開
に
む
け
て
の
伏
線
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、巻
名
「
葵
」

「
賢
木
（
＝
榊
）」
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
葵
巻
」
に
は
神
事
に
関
わ
る
事
象

が
多
く
、
そ
こ
に
物
の
怪
の
出
現
と
の
関
連
性
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。

西
郷
信
綱
氏
が
『
詩
の
発
生
』
で
六
条
御
息
所
を
「
当
時
の
概
念
か
ら
す
れ
ば
異

教
の
世
界
に
棲
む
罪
せ
ら
れ
る
べ
き
宿
世
を
負
っ
た
女
」
と
評
し
た
よ
う
に⑪
、
神
事

の
世
界
は
異
教
の
世
界
に
他
な
ら
ず
、
の
ち
に
六
条
御
息
所
が
娘
と
下
っ
て
い
く
伊

勢
は
罪
深
き
所
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
感
覚
は
「
澪
標
巻
」
の
一
節
か
ら
も
う
か

が
え
る
。

・ 

心
や
れ
る
さ
ま
に
て
経
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、に
は
か
に
重
く
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、

も
の
の
い
と
心
細
く
思
さ
れ
け
れ
ば
、
罪
深
き
所
に
年
経
つ
る
も
い
み
じ
う
思

し
て
、
尼
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ⑫
。

こ
れ
は
重
い
病
を
得
た
六
条
御
息
所
が
斎
宮
に
い
た
こ
と
を
不
安
に
感
じ
て
出
家

し
た
と
い
う
い
き
さ
つ
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

通
常
憑
霊
現
象
に
は
加
持
・
祈
祷
と
い
っ
た
仏
事
に
よ
る
調
伏
が
図
ら
れ
る
。
し

か
し
神
事
が
執
り
行
わ
れ
る
期
間
は
仏
事
が
一
切
控
え
ら
れ
、
た
と
え
天
皇
が
病
に

罹
ろ
う
と
も
平
癒
の
た
め
の
修
法
は
行
わ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
神
事
の
時
期
は
物
の

怪
が
跳
梁
し
や
す
い
時
期
で
あ
っ
た
。
悲
劇
の
発
端
と
な
る
「
車
争
い
」
も
新
斎
院

御
禊
の
日
に
起
こ
っ
て
い
る
。
妊
娠
、
神
事
最
中
の
車
争
い
、
そ
し
て
出
産
。
こ
の

御
息
所
生
霊
化
・
葵
の
上
逝
去
へ
の
道
筋
か
ら
、
作
者
が
物
語
の
進
行
に
物
の
怪
現

象
を
含
む
当
時
の
社
会
通
念
を
巧
み
に
利
用
し
、
結
果
と
し
て
そ
の
時
代
な
ら
で
は
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の
現
実
感
が
物
語
に
加
味
さ
れ
た
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
池
田
亀
鑑
氏
の
「
藤
壺
と
そ
れ
か
ら
小
さ
な
藤
壺
と
し
て
の
紫
の
上

と
を
二
重
う
つ
し
に
す
る
た
め
に
、
葵
上
を
強
い
て
排
除
す
る
と
い
う
不
幸
な
宿
命

を
負
わ
さ
れ
て
登
場
す
る⑬
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
六
条
御
息
所
に
紫
の
上
の
存
在
を

浮
上
さ
せ
る
役
割
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
、
先
行
研
究
の
中
で
は
共
通

理
解
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
六
条
御
息
所
は
源
氏
の
正
妻
を
物
語
か
ら
退
場

さ
せ
る
。
そ
し
て
、式
部
卿
宮
の
息
女
朝
顔
に
「
あ
の
人
（
御
息
所
）
の
よ
う
に
は
な

り
た
く
な
い
」
と
思
わ
せ
て
源
氏
を
拒
む
方
向
に
導
き
、
自
ら
も
斎
宮
に
卜
定
さ
れ

た
娘
と
伊
勢
へ
下
向
す
る
。
こ
の
一
連
の
流
れ
が
紫
の
上
を
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
押

し
上
げ
た
こ
と
は
確
実
で
、
六
条
御
息
所
は
自
身
も
含
め
て
紫
の
上
に
と
っ
て
ラ
イ

バ
ル
に
な
り
う
る
女
性
を
一
掃
し
、
源
氏
の
人
生
に
あ
ら
た
な
局
面
を
開
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
葵
巻
」「
賢
木
巻
」
ま
で
の
御
息
所
が
紫
の
上
の
た
め
の
「
刺

客
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
物

語
の
後
半
で
紫
の
上
も
ま
た
命
を
脅
か
さ
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
御
息
所
の
機
能
が

「
守
護
神
」と
し
て
紫
の
上
に
寄
り
添
う
こ
と
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、「
葵

巻
」
の
葵
の
上
を
み
る
と
き
、
六
条
御
息
所
の
影
響
が
そ
の
命
を
無
惨
に
奪
う
こ
と

だ
け
だ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

・ （
源
氏
）「
あ
な
い
み
じ
。
心
憂
き
め
を
見
せ
た
ま
ふ
か
な
」
と
て
、も
の
も
聞
こ

え
た
ま
は
ず
泣
き
た
ま
へ
ば
、
例
は
い
と
わ
づ
ら
は
し
う
恥
づ
か
し
げ
な
る
御

ま
み
を
、
い
と
た
ゆ
げ
に
見
上
げ
て
う
ち
ま
も
り
き
こ
え
た
ま
ふ
に
、
涙
の
こ

ぼ
る
る
さ
ま
を
見
た
ま
ふ
は
、
い
か
が
あ
は
れ
の
浅
か
ら
む⑭
。

こ
れ
は
物
の
怪
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
出
産
の
苦
し
み
に
耐
え
る
葵
の
上
を
見
舞
う

源
氏
の
姿
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
い
か
が
あ
は
れ
の
浅
か
ら
む
」
と
、
葵
の
上
に
気

持
ち
が
傾
く
源
氏
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
葵
の
上
が
亡
く
な
る
と
、
源

氏
は
次
の
よ
う
に
嘆
く
。

・ 

な
ど
て
、つ
ひ
に
は
お
の
づ
か
ら
見
な
ほ
し
た
ま
ひ
て
む
と
の
ど
か
に
思
ひ
て
、

な
ほ
ざ
り
の
す
さ
び
に
つ
け
て
も
、
つ
ら
し
と
お
ぼ
え
ら
れ
た
て
ま
つ
り
け
む
、

世
を
経
て
疎
く
恥
づ
か
し
き
も
の
に
思
ひ
て
過
ぎ
は
て
た
ま
ひ
ぬ
る
、
な
ど
悔

し
き
こ
と
多
く
思
し
つ
づ
け
ら
る
れ
ど
、
か
ひ
な
し⑮
。

自
分
の
気
ま
ぐ
れ
な
浮
気
で
つ
ら
い
思
い
を
さ
せ
た
と
悔
や
み
、
葵
の
上
を
「
う

ち
と
け
ら
れ
な
い
人
」
と
思
い
続
け
た
こ
と
を
嘆
く
源
氏
の
こ
と
ば
は
「
あ
な
い
み

じ
・
・
・
」
の
場
面
と
も
響
き
合
い
、
最
後
の
最
後
で
心
が
通
い
合
っ
た
夫
婦
の
悲

し
い
別
れ
と
残
さ
れ
た
者
の
無
念
を
し
み
じ
み
と
描
き
出
す
。し
か
し
そ
の
一
方
で
、

作
者
は
「
か
ひ
な
し
」
と
し
め
く
く
っ
て
余
韻
を
奪
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

斎
藤
正
昭
氏
は
『
源
氏
物
語　

展
開
の
方
法⑯
』
で
、「
葵
巻
」
ま
で
の
源
氏
の
成
長

を
四
段
階
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
葵
の
上
が
藤
壺
・
空
蝉
・
若
紫
と
比
較
さ

れ
、
源
氏
に
別
の
女
性
と
の
恋
に
向
か
わ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
こ
の
損
な
役
回
り
を
担
っ
た
葵
の
上
が
、
死
の
代
償
と
し
て
よ
う
や
く
源

氏
の
愛
情
と
関
心
を
得
ら
れ
た
の
は
源
氏
と
の
関
係
に
六
条
御
息
所
と
の
対
立
が
加

わ
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
葵
の
上
の
死
を
通
し
て
、
源
氏
に
は
己
を
顧
み

る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。
他
に
も
「
何
か
を
犠
牲
に
し
て
別
の
何
か
を
代
償
と
し
て

得
る
」
と
い
う
仕
組
み
が
六
条
御
息
所
の
周
辺
に
は
あ
る
。
六
条
御
息
所
を
間
接
的

な
要
因
に
し
て
源
氏
の
求
愛
を
拒
み
続
け
た
朝
顔
は
、
そ
の
態
度
が
逆
に
源
氏
の
思

い
を
掻
き
立
て
、
そ
の
後
も
長
き
に
わ
た
っ
て
特
別
な
存
在
で
あ
り
続
け
る
。
御
息

所
の
不
幸
を
土
台
に
幸
運
を
得
た
の
は
娘
の
秋
好
中
宮
で
、
源
氏
の
尽
力
で
冷
泉
帝

に
入
内
し
た
後
の
栄
耀
は
、
母
の
人
生
で
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
六
条
御
息
所
が
源
氏
の
愛
情
を
独
占
し
、
物
語
の
ど
こ
か
で

幸
福
な
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
輝
く
瞬
間
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
六
条
御
息
所
が
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動
け
ば
そ
の
周
囲
の
女
性
た
ち
の
人
生
も
な
ん
ら
か
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
変
遷
を

通
し
て
源
氏
の
人
生
に
次
の
局
面
が
準
備
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

四　
「
若
菜
下
巻
」
に
お
け
る
六
条
御
息
所
の
役
割

再
び
先
行
研
究
を
み
る
と
、
六
条
御
息
所
の
「
し
た
こ
と
」
お
よ
び
そ
の
意
味
に

つ
い
て
は
、「
物
語
の
表
面
に
は
夕
顔
や
葵
上
や
紫
上
が
い
て
、
そ
の
裏
面
或
い
は
側

面
か
ら
物
語
世
界
に
入
り
こ
ん
で
、
そ
の
存
在
を
脅
か
す
、
と
い
う
の
が
御
息
所
に

与
え
ら
れ
た
役
割
で
あ
る⑰
。」と
い
う
意
見
が
共
通
の
見
解
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
六
条
御
息
所
と
い
う
人
物
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
池
田
氏
の
「
葵

の
上
を
死
に
い
た
ら
し
め
る
こ
と
、
そ
の
斎
宮
の
将
来
を
源
氏
に
託
す
こ
と
、
斎
宮

が
中
宮
と
な
っ
て
、
紫
の
上
と
接
近
す
る
と
い
う
宿
世
の
中
の
存
在
と
し
て
生
き
る

以
外
に
は
、何
の
長
篇
的
意
味
も
な
い
存
在
で
あ
る⑱
。」
と
い
う
否
定
的
な
見
方
も
あ

り
、
評
価
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

確
か
に
、
一
度
は
ヒ
ロ
イ
ン
に
浮
上
さ
せ
た
紫
の
上
も
別
の
機
会
で
は
命
を
脅
か

さ
れ
る
の
な
ら
、
六
条
御
息
所
は
必
要
な
と
き
に
駆
り
出
さ
れ
、
そ
の
と
き
ど
き
の

要
請
に
応
じ
た
姿
に
身
を
変
え
て
一
仕
事
す
る
「
刺
客
」
と
み
て
も
不
自
然
は
な
い
。

し
か
し
、「
六
条
御
息
所
が
源
氏
物
語
の
中
に
し
め
る
役
割
は
、
光
源
氏
の
女
性
遍
歴

に
お
け
る
罪
障
意
識
を
主
題
と
す
る
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る⑲
。」
や
「
こ
の
物
の
怪
の

存
在
は
、
源
氏
の
人
生
を
相
対
的
に
と
ら
え
直
し
て
み
せ
る
物
語
の
目
で
も
あ
る⑳
。」

と
い
う
見
解
が
あ
る
よ
う
に
、
六
条
御
息
所
を
作
品
の
主
題
と
結
び
つ
け
て
と
ら
え

る
こ
と
ば
は
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
六
条
御
息
所
が
死
霊
と
し
て
登
場
す
る
「
若
菜

下
巻
」「
柏
木
」
に
注
目
し
、そ
の
時
期
か
ら
過
去
に
遡
っ
て
源
氏
と
御
息
所
の
人
生

を
見
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
こ
の
二
巻
か
ら
六
条
御
息
所
に
関
係
し
た
部

分
を
ま
と
め
て
お
く
。

朱
雀
院
五
十
の
賀
に
先
立
ち
、
六
条
院
で
女
楽
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
が
終
わ
っ
た

後
、源
氏
は
紫
の
上
を
相
手
に
①
過
去
の
女
性
関
係
を
回
想
し
て
論
評
す
る
。 

翌
日
、

紫
の
上
は
発
病
。
源
氏
は
回
復
の
兆
し
が
な
い
紫
の
上
を
二
条
院
へ
移
し
、
自
身
も

看
病
の
た
め
六
条
院
を
離
れ
が
ち
に
な
る
。
紫
の
上
が
危
篤
状
態
に
陥
っ
た
と
き
、

②
加
持
に
調
伏
さ
れ
て
六
条
息
所
の
死
霊
が
出
現
す
る
が
、
紫
の
上
は
五
戒
を
受
け

て
蘇
生
す
る
。（
注
・
こ
の
と
き
、
紫
の
上
は
三
七
歳
で
女
の
厄
年
を
迎
え
て
い
た
。）

二
条
院
で
紫
の
上
の
命
が
脅
か
さ
れ
て
い
た
頃
、
以
前
か
ら
女
三
の
宮
を
思
っ
て

い
た
柏
木
は
六
条
院
が
人
少
な
の
状
態
だ
っ
た
の
に
乗
じ
、
小
侍
従
の
手
引
で
女
三

の
宮
と
通
じ
る
。（
注
・
そ
の
日
は
葵
祭
御
禊
の
日
の
前
日
で
あ
っ
た
。）
の
ち
に
源
氏
は

女
三
の
宮
の
懐
妊
と
「
事
の
真
相
」
を
知
る
。
女
三
の
宮
は
男
児
出
産
後
に
出
家
し
、

そ
の
受
戒
の
際
、
③
六
条
御
息
所
の
死
霊
が
現
れ
る
。
柏
木
は
重
い
病
を
得
て
世
を

去
る
。

①
の
場
面
（「
若
菜
下
巻
」）
で
、源
氏
は
六
条
御
息
所
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

・ 

中
宮
の
御
母
御
息
所
な
む
、
さ
ま
こ
と
に
心
深
く
な
ま
め
か
し
き
例
に
は
ま
づ

思
ひ
出
で
ら
る
れ
ど
、人
見
え
に
く
く
、苦
し
か
り
し
さ
ま
に
な
む
あ
り
し
。
恨

む
べ
き
ふ
し
ぞ
、
げ
に
こ
と
わ
り
と
お
ぼ
ゆ
る
ふ
し
を
、
や
が
て
長
く
思
ひ
つ

め
て
深
く
怨
ぜ
ら
れ
し
こ
そ
、
い
と
苦
し
か
り
し
か
。
心
ゆ
る
び
な
く
恥
づ
か

し
く
て
、
我
も
人
も
う
ち
た
ゆ
み
、
朝
夕
の
睦
び
を
か
は
さ
む
に
は
、
い
と
つ

つ
ま
し
き
と
こ
ろ
の
あ
り
し
か
ば
、
う
ち
と
け
て
は
見
お
と
さ
る
る
こ
と
や
な

ど
、
あ
ま
り
つ
く
ろ
ひ
し
ほ
ど
に
、
や
が
て
隔
た
り
し
仲
ぞ
か
し
。
い
と
あ
る

ま
じ
き
名
を
立
ち
て
、
身
の
あ
は
あ
は
し
く
な
り
ぬ
る
嘆
き
を
、
い
み
じ
く
思

ひ
し
め
た
ま
へ
り
が
い
と
ほ
し
く
、
げ
に
、
人
柄
を
思
ひ
し
も
、
我
罪
あ
る
心

地
し
て
や
み
に
し
慰
め
に
、
中
宮
を
、
か
く
、
さ
る
べ
き
御
契
り
と
は
い
い
な
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が
ら
、
と
り
た
て
て
、
世
の
譏
り
、
人
の
恨
み
を
も
知
ら
ず
心
寄
せ
た
て
ま
つ

る
を
、
か
の
世
な
が
ら
も
見
な
ほ
さ
れ
ぬ
ら
ん
。
な
ほ
ざ
り
な
る
心
の
す
さ
び

に
、
い
と
ほ
し
く
悔
し
き
こ
と
も
多
く
な
む㉑
。

こ
の
部
分
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

御
息
所
は
並
々
な
ら
ぬ
特
別
な
人
、
奥
ゆ
か
し
く
て
優
雅
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

付
き
合
い
に
く
く
、
逢
う
の
が
苦
痛
で
あ
っ
た
。
気
詰
ま
り
で
心
が
休
ま
る
こ
と
は

な
く
、
油
断
す
れ
ば
見
下
さ
れ
そ
う
な
気
が
し
た
。
ふ
た
り
の
関
係
が
立
ち
消
え
に

な
っ
た
の
は
私
（
源
氏
）
の
罪
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、そ
の
償
い
の
た
め
に

娘
の
秋
好
中
宮
に
精
一
杯
の
お
力
添
え
を
し
て
い
る
。
今
で
は
き
っ
と
あ
の
世
か
ら

私
の
こ
と
を
見
直
し
て
く
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、「
夕
顔
巻
」
で
源
氏
が
六
条
わ
た
り
に
思
い
を
は
せ

た
場
面
で
あ
る
。
物
の
怪
が
出
る
少
し
前
の
源
氏
の
胸
の
内
を
も
う
一
度
引
用
し
て

お
く
。

・ 

六
条
わ
た
り
に
も
い
か
に
思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
ら
ん
、
恨
み
ら
れ
ん
に
苦
し
う
こ

と
わ
り
な
り
と
、
い
と
ほ
し
き
筋
は
ま
づ
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
何
心
も
な
き

さ
し
向
か
ひ
を
あ
は
れ
と
思
す
ま
ま
に
、
あ
ま
り
心
深
く
、
見
る
人
も
苦
し
き

御
あ
り
さ
ま
を
す
こ
し
取
り
捨
て
ば
や
と
、
思
ひ
く
ら
べ
ら
れ
た
ま
ひ
け
る㉒
。

「
中
宮
の
御
母
御
息
所
な
む
・
・
・
」
は
紫
の
上
に
直
接
語
っ
た
こ
と
ば
で
あ
り
、

「
六
条
わ
た
り
に
も
・
・
・
」
は
夕
顔
（「
何
心
の
な
き
さ
し
向
か
ひ
」
と
表
現
さ
れ
る
）

を
見
な
が
ら
心
に
浮
か
ん
だ
こ
と
ば
で
あ
る
。
夕
顔
巻
で
の
源
氏
は
十
七
歳
、
若
菜

下
巻
で
女
楽
を
催
し
た
頃
の
源
氏
は
四
十
七
歳
。
こ
の
間
の
三
十
年
と
い
う
月
日
を

経
て
も
、
源
氏
の
六
条
御
息
所
に
対
す
る
気
持
ち
に
は
さ
し
た
る
変
化
が
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
六
条
御
息
所
の
苦
悩
の
原
因
を
作
っ
て
い
る
の
は
自
分
だ

と
い
う
自
覚
は
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
す
ま
な
い
と
も
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
御
息

所
の
人
柄
を
理
由
に
、
自
分
だ
け
が
悪
い
の
で
は
な
い
と
い
う
自
己
弁
護
も
行
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
、そ
れ
が
源
氏
の
本
音
な
の
で
あ
る
。「
若
菜
下
巻
」
で
は
秋
好
中

宮
へ
の
厚
遇
で
す
べ
て
に
決
着
が
つ
い
た
か
の
よ
う
な
物
言
い
す
ら
み
ら
れ
る
。
し

か
し
、
源
氏
の
こ
の
発
言
を
契
機
に
、
六
条
御
息
所
は
死
霊
と
な
っ
て
紫
の
上
に
取

り
憑
く
の
で
あ
る
。

「
若
菜
下
巻
」で
は
調
伏
さ
れ
た
死
霊
が
源
氏
に
一
対
一
の
対
話
を
懇
願
す
る
場
面

②
が
描
か
れ
る
が
、
そ
の
と
き
の
発
言
の
一
部
を
引
用
す
る
。

「（
1
）
中
宮
の
御
事
に
て
も
、
い
と
う
れ
し
く
か
た
じ
け
な
し
と
な
む
、
天
翔
り

て
も
見
た
て
ま
つ
れ
ど
、
道
異
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
子
の
上
ま
で
も
深
く
お
ぼ
え
ぬ
に

や
あ
ら
ん
、（
2
）
な
ほ
み
づ
か
ら
つ
ら
し
と
思
ひ
き
こ
え
し
心
の
執
な
む
と
ま
る
も

の
な
り
け
る
。
そ
の
中
に
も
、
生
き
て
の
世
に
、
人
よ
り
お
と
し
て
思
し
棄
て
し
よ

り
も
、（
3
）
思
ふ
ど
ち
の
御
物
語
の
つ
い
で
に
、
心
よ
か
ら
ず
憎
か
り
し
あ
り
さ
ま

を
の
た
ま
ひ
出
で
た
り
し
な
む
、
い
と
恨
め
し
く
。
今
は
た
だ
亡
き
に
思
し
ゆ
る
し

て
、
他
人
の
言
ひ
お
と
し
め
む
を
だ
に
省
き
隠
し
た
ま
へ
と
こ
そ
思
へ
、
と
う
ち
思

ひ
し
ば
か
り
に
、
か
く
い
み
じ
き
身
の
け
は
ひ
な
れ
ば
、
か
く
と
こ
ろ
せ
き
な
り
。

（
4
）
こ
の
人
を
、
深
く
憎
し
と
思
ひ
き
こ
ゆ
る
こ
と
は
な
け
れ
ど
、
ま
も
り
強
く
、

い
と
御
あ
た
り
遠
き
心
地
し
て
え
近
づ
き
参
ら
ず
、
御
声
を
だ
に
ほ
の
か
に
な
む
聞

き
は
べ
る
。（
5
）
よ
し
、
今
は
、
こ
の
罪
軽
む
ば
か
り
の
わ
ざ
を
せ
さ
せ
た
ま
へ
。

修
法
、
読
経
と
の
の
し
る
こ
と
も
、
身
に
は
苦
し
く
わ
び
し
き
炎
と
の
み
ま
つ
は
れ

て
、
さ
ら
に
尊
き
こ
と
も
聞
こ
え
ね
ば
、
い
と
悲
し
く
な
む
。
中
宮
に
も
、
こ
の
よ

し
を
伝
へ
き
こ
え
た
ま
へ
。
ゆ
め
御
宮
仕
の
ほ
ど
に
、
人
と
き
し
ろ
ひ
そ
ね
む
心
つ

か
ひ
た
ま
ふ
な
。（
6
）斎
宮
に
お
は
し
ま
し
し
こ
ろ
ほ
ひ
の
御
罪
軽
む
べ
か
ら
む
功

徳
の
こ
と
を
、
か
な
ら
ず
せ
さ
せ
た
ま
へ
。
い
と
悔
し
き
こ
と
に
な
む
あ
り
け
る㉓
。」
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六
条
御
息
所
が
訴
え
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

（
1
）　

 

娘
の
秋
好
中
宮
に
対
す
る
配
慮
は
あ
り
が
た
い
が
、
死
ん
だ
私
に
は
子
ど

も
の
こ
と
を
深
く
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

（
2
）　

源
氏
に
対
す
る
執
着
心
（
心
の
執
）
が
残
る
。

（
3
）　

 

思
い
合
っ
て
い
る
仲
（
思
ふ
ど
ち
）
な
ら
で
は
の
話
の
中
で
、つ
い
で
の
よ

う
に
自
分
の
悪
口
を
言
わ
れ
た
こ
と
が
う
ら
め
し
い
。

（
4
）　

 

紫
の
上
を
憎
く
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
仏
神
の
ご
加
護
が
強
く
て

源
氏
に
は
取
り
憑
け
な
か
っ
た
の
だ
。

（
5
）　

こ
う
な
っ
た
今
は
私
の
罪
を
軽
く
す
る
た
め
に
供
養
し
て
ほ
し
い
。

（
6
）　

 

斎
宮
時
代
の
罪
が
軽
く
な
る
よ
う
な
功
徳
を
せ
よ
と
、
娘
に
伝
え
て
ほ
し

い
。

死
霊
の
こ
と
ば
に
は
源
氏
に
対
す
る
強
い
執
着
が
率
直
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
執
着
が
成
仏
を
妨
げ
、
源
氏
の
「
思
ふ
ど
ち
」
と
い
う
こ
と
ば
に
反
応
し
て
紫
の

上
へ
の
憑
依
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
執
着
の
前
で
は
、
源
氏
の
「
中
宮
を
と

り
た
て
て
」
と
い
う
考
え
な
ど
何
の
意
味
も
な
く
、
六
条
御
息
所
に
は
「
子
の
上
ま

で
も
深
く
お
ぼ
え
ぬ
に
や
あ
ら
ん
」
と
返
さ
れ
て
し
ま
う
。

御
息
所
が
斎
宮
と
な
っ
た
娘
に
と
と
も
に
伊
勢
へ
下
向
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ

た
。
こ
の
決
断
か
ら
今
後
の
人
生
を
「
母
」
と
し
て
生
き
る
覚
悟
を
読
み
取
る
こ
と

も
で
き
る
が
、
実
際
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。「
葵
巻
」
で
、
六
条
御
息
所
の
心

情
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

・ 

幼
き
御
あ
り
さ
ま
の
う
し
ろ
め
た
さ
に
こ
と
つ
け
て
下
り
や
し
な
ま
し
、
と
か

ね
て
よ
り
思
し
け
り㉔
。

こ
こ
で
の
「
こ
と
つ
け
て
」
は
、
伊
勢
下
向
の
真
の
目
的
と
御
息
所
の
本
音
を
暴

露
す
る
。
娘
に
対
す
る
愛
情
に
嘘
は
な
い
に
せ
よ
、
葵
の
上
亡
き
後
も
自
分
を
迎
え

入
れ
よ
う
と
し
な
い
源
氏
の
「
あ
さ
ま
し
き
御
も
て
な
し
」
に
接
し
、
そ
し
て
そ
れ

を
怪
訝
に
思
う
世
間
を
目
の
当
た
り
に
す
れ
ば
、
誇
り
高
き
六
条
御
息
所
が
取
る
べ

き
道
は
他
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
命
の
絶
え
た
今
と
な
っ
て
は
、
貴
婦
人

で
あ
り
つ
づ
け
る
意
味
も
、「
母
」
で
あ
り
続
け
る
必
要
も
な
い
。
死
霊
が
生
前
に
は

自
制
心
や
自
尊
心
で
封
印
し
て
き
た
思
い
を
無
遠
慮
な
ま
で
に
さ
ら
け
出
せ
た
の

は
、「
死
ん
だ
」
と
い
う
事
実
が
強
い
立
場
を
与
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
生
き
て
い
れ

ば
、
た
と
え
そ
の
身
が
俗
世
に
あ
ろ
う
と
仏
門
に
あ
ろ
う
と
、
源
氏
へ
の
「
心
の
執
」

は
自
制
し
、封
印
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
葵
巻
」
の
物
の
怪
出
現
は
そ
の
自

制
が
き
か
な
く
な
っ
た
結
果
と
し
て
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
御
息
所
の
意

志
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、「
若
菜
下
巻
」
で
の
出
現
は
明
ら
か
に
御
息
所
の
意
志

が
働
い
た
結
果
で
あ
る
。

も
と
も
と
六
条
御
息
所
の
娘
の
入
内
は
源
氏
の
誠
意
の
結
果
と
呼
べ
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
後
見
役
を
任
さ
れ
た
源
氏
は
こ
の
美
し
い
娘
に
大
い
な
る
関
心
を
示
し

て
お
り
、
御
息
所
の
「
男
女
の
関
係
抜
き
で
」
と
い
う
遺
言
が
足
枷
と
な
ら
な
け
れ

ば
、
ま
た
天
皇
の
代
替
わ
り
と
い
う
事
態
が
な
け
れ
ば
、
彼
女
も
源
氏
の
「
色
好
み
」

の
対
象
と
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
秋
好
中
宮

と
い
う
女
性
は
不
幸
な
母
に
生
き
る
道
を
残
し
、
母
亡
き
後
は
「
源
氏
の
も
の
に
な

ら
な
い
」
と
い
う
運
命
を
た
ど
り
な
が
ら
、
立
后
す
る
こ
と
で
源
氏
の
栄
華
を
支
え

る
な
ど
、
多
様
な
役
割
を
担
っ
た
登
場
人
物
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
御
息

所
が
人
間
と
し
て
の
死
を
迎
え
た
「
澪
標
巻
」
か
ら
、
死
霊
と
し
て
復
活
す
る
「
若

菜
下
巻
」
ま
で
の
期
間
は
、
御
息
所
の
忘
れ
形
見
と
い
う
形
で
母
の
存
在
を
物
語
に

残
す
役
割
も
担
っ
て
い
た
。

「
若
菜
下
巻
」
で
出
現
し
た
死
霊
は
、女
三
の
宮
出
家
の
折
に
一
層
す
さ
ま
じ
い
様

子
を
み
せ
る
。
次
に
「
柏
木
巻
」
か
ら
調
伏
さ
れ
た
物
の
怪
が
源
氏
に
語
っ
た
こ
と
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ば
を
引
用
す
る
。

・ 「
か
う
ぞ
あ
る
よ
。い
と
か
し
こ
う
取
り
返
し
つ
と
、一
人
を
ば
思
し
た
り
し
が
、

い
と
ね
た
か
り
し
か
ば
、
こ
の
わ
た
り
さ
り
げ
な
く
て
な
む
日
ご
ろ
さ
ぶ
ら
ひ

つ
る
。
今
は
帰
り
な
む
」
と
て
う
ち
笑
ふ㉕
。

「
か
う
ぞ
あ
る
よ
」
は
「
こ
う
で
な
く
て
は
」
あ
る
い
は
「
そ
ら
、
ご
ら
ん
」
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
死
霊
は
「
日
ご
ろ
さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
」
と
、
女

三
の
宮
に
取
り
憑
い
て
出
家
を
後
押
し
し
て
い
た
と
告
げ
て
い
る
。
確
か
に
、
柏
木

と
の
密
通
が
葵
祭
御
禊
前
日
だ
っ
た
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
そ
の
後
に
妊
娠
・
出
産

が
続
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
葵
巻
」
と
同
じ
く
、
こ
の
時
期
に
物
の
怪
が

暗
躍
し
て
い
た
と
い
う
解
釈
は
ご
く
自
然
で
、『
新
編
古
典
文
学
全
集
』
の
頭
注
が
説

明
す
る
よ
う
に
、「（
憑
依
は
）
女
三
の
宮
出
家
の
経
緯
の
種
明
か
し
で
も
あ
る㉖
」
と
い

う
見
方
も
納
得
で
き
る
。
し
か
し
、こ
こ
で
の
死
霊
の
登
場
は
あ
ま
り
に
も
唐
突
で
、

物
語
の
流
れ
を
不
用
意
に
断
ち
切
る
も
の
だ
と
い
う
印
象
は
拭
え
な
い
。
そ
の
せ
い

か
、「
若
菜
下
巻
」「
柏
木
」
に
お
け
る
死
霊
・
六
条
御
息
所
の
登
場
に
つ
い
て
は
、

「
紫
上
の
病
は
死
霊
の
出
現
の
時
ま
で
独
自
の
重
要
な
意
味
を
担
っ
て
描
か
れ
て
い

た
。
物
怪
の
力
を
借
り
る
ま
で
も
な
く
、
紫
上
が
発
病
し
て
何
の
不
思
議
も
な
い
よ

う
な
物
語
の
局
面
が
細
密
に
辿
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る㉗
。」と
い
う
見
解
も

あ
る
よ
う
に
、
紫
の
上
の
病
も
含
め
て
、
女
三
の
宮
が
出
家
に
至
る
ま
で
の
道
筋
は

六
条
御
息
所
の
死
霊
に
関
係
な
く
十
分
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
見
は
多
い
。
も

ち
ろ
ん
、
筋
書
き
に
は
必
要
の
な
い
登
場
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
死

霊
は
「
う
ち
笑
ふ
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恨
み
言
を
切
々
と
並
べ
、
娘
の
今
後
や
自

分
へ
の
供
養
を
頼
み
込
ん
だ
と
き
と
は
違
う
振
舞
い
で
あ
り
、
秋
好
中
宮
を
入
内
さ

せ
た
こ
と
で
過
去
を
清
算
し
た
と
踏
ん
で
い
た
源
氏
の
心
に
、
さ
ら
な
る
一
撃
が
加

え
ら
れ
た
と
も
読
め
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
か
つ
て
葵
の
上
と
死
別
し
て
後

悔
す
る
源
氏
を
、
作
者
が
「
か
ひ
な
し
」
と
言
い
切
っ
た
時
の
よ
う
に
、
情
け
容
赦

な
い
仕
打
ち
で
は
な
い
か
。

「
六
条
御
息
所
は
な
ぜ
死
霊
と
な
っ
て
現
れ
た
か
」と
い
う
謎
に
つ
い
て
は
す
で
に

多
く
の
指
摘
が
あ
る
。
代
表
的
な
の
は
源
氏
の
絶
対
性
の
限
界
を
露
呈
す
る
た
め
と

い
う
内
容
の
も
の
で
、
こ
れ
は
源
氏
が
築
き
あ
げ
た
華
や
か
で
充
実
し
た
世
界
に
綻

び
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
死
霊
が
登
場
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
ま
た
、
過
去

と
の
関
係
か
ら
こ
の
問
題
を
論
じ
、
源
氏
に
与
え
た
「
女
三
の
宮
の
出
家
」
と
い
う

打
撃
が
、
過
去
か
ら
の
宿
縁
に
溯
っ
て
問
い
直
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
多
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
若
菜
下
巻
」
で
の
死
霊
登
場
は
四
十
七
歳
に
な
っ
た
源
氏
に
過

去
を
振
り
返
ら
せ
、
晩
年
を
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
問
題
を
正
面
か
ら
突
き
つ
け
た

の
だ
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五　

結
語

六
条
御
息
所
の
生
涯
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
源
氏
の
生
涯
そ
の
も
の
を
考
え

る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
御
息
所
は
夕
顔
・
葵
の
上
・
朝
顔
・
紫
の
上
な
ど
『
源
氏
物

語
』
の
主
要
な
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
の
運
命
を
左
右
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
源
氏
自
身
の

生
き
方
に
も
影
響
を
与
え
、
と
き
に
は
そ
の
人
生
を
左
右
す
る
役
目
も
担
う
か
ら
で

あ
る
。
思
え
ば
、
六
条
御
息
所
の
源
氏
に
対
す
る
思
い
は
ほ
と
ん
ど
報
わ
れ
る
こ
と

が
な
い
。そ
れ
ど
こ
ろ
か
物
語
に
姿
を
み
せ
た
段
階
で
源
氏
の
愛
情
は
す
で
に
な
く
、

義
務
感
や
世
間
体
へ
の
慮
り
だ
け
で
か
ろ
う
じ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
痛
ま
し

い
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
条
御
息
所
は
源
氏
の
人
生
に
接
点

を
持
ち
続
け
、
人
間
・
生
霊
・
死
霊
と
姿
を
変
え
な
が
ら
、
も
っ
ぱ
ら
源
氏
の
人
生

の
重
要
な
局
面
に
姿
を
み
せ
て
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
。
そ
し
て
、
そ
の
御
息
所
の
視

線
の
先
で
源
氏
は
栄
華
を
き
わ
め
、
過
去
の
あ
や
ま
ち
の
因
果
に
苦
悩
し
続
け
る
。

と
り
わ
け
死
霊
は
過
去
と
現
在
を
結
び
つ
け
る
媒
介
と
し
て
機
能
し
た
も
の
と
考
え
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ら
れ
る
。
人
生
も
そ
ろ
そ
ろ
終
盤
と
い
う
時
期
に
、
死
霊
は
過
去
を
振
り
返
る
源
氏

の
前
に
現
れ
、「
す
べ
て
が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
思
い
知
ら
せ
る
。
そ
し

て
、
思
い
知
ら
さ
れ
る
側
の
源
氏
は
未
熟
だ
っ
た
過
去
の
自
分
と
対
峙
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
る
。
源
氏
が
須
磨
か
ら
帰
京
し
て
以
来
十
八
年
も
の
間
、
物
語
の
奥
に
隠
し

て
お
い
た
六
条
御
息
所
を
登
場
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
も
、
六
条
御
息
所
こ
そ
青

年
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
の
源
氏
を
知
り
尽
く
し
た
存
在
で
あ
り
、
生
前
に
は
物

の
怪
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
経
緯
が
あ
る
こ
と
で
、
死
霊
と
し
て
の
再
登
場

に
も
違
和
感
が
生
じ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

源
氏
の
人
生
と
六
条
御
息
所
の
存
在　

―　
愛
情
は
紫
の
上
に
、
正
妻
と
し
て

の
地
位
は
葵
の
上
や
女
三
の
宮
に
奪
わ
れ
、「
気
づ
ま
り
な
女
」
と
い
う
冷
た
い
こ
と

ば
を
投
げ
続
け
ら
れ
た
女
が
、
実
は
源
氏
の
人
生
に
ひ
そ
か
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、

そ
の
人
生
を
陰
で
揺
さ
ぶ
っ
て
い
た
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、
こ
う
し
た

皮
肉
に
物
語
の
奥
行
き
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
、「
愛
し
す
ぎ
る

苦
悩
」
を
知
る
登
場
人
物
に
、
愛
情
を
存
分
に
受
け
た
女
た
ち
よ
り
も
輝
け
る
場
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
読
者
の
心
の
中
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
時
代
を
越
え

て
「
六
条
御
息
所
物
語
」
の
再
生
を
促
し
続
け
て
き
た
の
だ
と
言
え
る
。

注①　
林
真
理
子
『
六
条
御
息
所　

源
氏
が
た
り
』（
一
、
光
の
章
）
二
〇
一
〇
年　

小
学

館
②　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
20
源
氏
物
語
①
』
一
九
九
四
年
、『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
21
源
氏
物
語
②
』
一
九
九
五
年
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
23
源
氏
物
語
④
』

一
九
九
六
年
、
い
ず
れ
も
校
注
・
訳　

阿
部
秋
生　

秋
山
虔　

今
井
源
衛　

鈴
木
日
出

男
、
小
学
館

③　

こ
の
「
年
譜
」
は
『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語　

六
条
御
息
所
』（
二
〇
〇
五
年　

勉

誠
出
版
）
所
収
の
「
人
物
フ
ァ
イ
ル
―
六
条
御
息
所
」
の
一
部
で
あ
る
。
一
五
二
〜
三

頁

④　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
20
源
氏
物
語
①
』「
夕
顔
」
一
四
二
頁
三
〜
五
行
目

⑤　

同
右　

一
四
七
頁
一
〜
七
行
目

⑥　

た
と
え
ば
、
黒
須
重
彦
氏
は
『
源
氏
物
語
私
論
―
夕
顔
の
巻
を
中
心
と
し
て
―
』

（
一
九
九
〇
年　

笠
間
書
院
）
の
第
九
章
「
夕
顔
を
と
り
殺
し
た
物
の
怪
に
つ
い
て
」

で
「
そ
も
そ
も
、
六
条
御
息
所
は
夕
顔
を
知
ら
な
い
の
で
あ
り
、
夕
顔
を
呪
詛
す
る
必

然
性
を
持
た
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。（
一
六
一
頁
六
行
目
）
ま
た
、藤
本
勝
義
氏
は

『
源
氏
物
語
の
人 

こ
と
ば 

文
化
』（
一
九
九
九
年　

新
典
社
）
の
「
第
一
章　

夕
顔
造

型　

―
そ
の
性
情
と
死
―
」
で
「
夕
顔
物
語
は
、
三
輪
山
伝
説
・
古
代
神
婚
説
話
・
葛

城
神
話
・
妖
狐
の
投
影
そ
し
て
河
原
院
怨
霊
説
話
な
ど
を
下
敷
き
に
し
た
伝
奇
的
、
幻

想
的
色
彩
さ
え
感
じ
ら
れ
る
展
開
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
こ
の
中
に
、現
実
の
六
条
わ

た
り
の
女
の
生
霊
を
持
ち
込
む
必
要
は
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。

⑦　

こ
の
く
だ
り
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
21
源
氏
物
語
①
』「
夕
顔
」
の
一
六
三

頁
一
一
〜
一
五
行
目
に
あ
る
。

⑧　

服
部
敏
良
『
平
安
時
代
醫
學
の
研
究
』（
復
刻
版
）
一
九
八
〇
年　

科
学
書
院　
（
初

版
は
一
九
五
五
年　

桑
名
文
星
堂
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
）

⑨　

⑧
の
「
第
二
章　

文
学
及
び
其
の
他
の
文
献
に
現
れ
た
疾
病
の
解
説
」
に
お
い
て
、

服
部
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
平
安
時
代
に
於
け
る
『
も
の
の
け
』
の
出
現

に
更
に
大
き
な
原
動
力
と
な
つ
た
も
の
に
当
時
の
女
性
が
あ
つ
た
。（
中
略
）
女
の
不

安
と
焦
燥
、
種
々
の
感
情
の
交
錯
、
誰
れ
に
語
る
こ
と
も
で
き
ず
身
一
つ
に
秘
め
た
苦

し
み
、
憂
愁
の
鬱
積
は
、
や
が
て
精
神
に
変
調
を
来
し
、
僅
か
の
肉
体
的
、
精
神
的
変

動
に
よ
つ
て
も
病
的
症
状
を
発
現
し
て
、
幻
視
・
幻
聴
な
ど
の
錯
覚
を
生
じ
、
之
が
怨

霊
と
な
り
「
も
の
の
け
」
と
な
つ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
「
も
の
の
け
」

が
女
性
に
多
く
現
わ
れ
、
し
か
も
、
妊
娠
・
出
産
・
病
気
等
の
如
き
肉
体
的
変
化
に
伴

つ
て
出
現
す
る
こ
と
が
多
い
の
も
、よ
く
此
の
間
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。」（
七
〇
頁
四
行
目
〜
一
三
行
目
）
な
お
こ
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
漢
字
を
一

部
新
字
体
に
改
め
た
。

⑩　

藤
本
勝
義
氏
は
『
源
氏
物
語
の
〈
物
の
怪
〉
文
学
と
記
録
の
狭
間
』（
一
九
九
四
年

笠
間
書
院
）
の
序
（
ⅶ
頁
）
で
「『
源
氏
物
語
」
や
『
栄
花
物
語
』
に
は
、
多
く
の
物

の
怪
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
大
半
は
、憑
依
現
象
と
か
け
離
れ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。
虚
構
化
さ
れ
た
物
の
怪
の
物
語
な
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

⑪　

西
郷
信
綱
『
詩
の
発
生
』「
源
氏
物
語
の
『
も
の
の
け
』
に
つ
い
て　

二　

游
離
魂
」
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一
九
六
〇
年　

未
来
社  

三
〇
三
頁
一
〜
二
行
目

⑫　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
21
源
氏
物
語
②
』「
澪
標
」
三
〇
九
頁
一
四
行
目
〜

三
一
〇
頁
三
行
目

⑬　

池
田
亀
鑑
『
物
語
文
学
Ⅰ
』「
長
篇
的
各
説
話
の
諸
相
と
そ
の
成
立　

24　

六
条
御

息
所
物
語
」
一
九
六
八
年　

至
文
堂　

一
五
四
頁
一
八
行
目
〜
一
五
五
頁
一
行
目

⑭　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
21
源
氏
物
語
②
』「
葵
」
三
九
頁
四
行
目

⑮　

同
右　

四
八
頁
一
一
行
目

⑯　

斎
藤
正
昭
『
源
氏
物
語　

展
開
の
方
法
』「
第
三
章　

人
物
造
型
を
め
ぐ
っ
て　

第

二
節　

葵
の
上
」
一
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