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「
今
め
か
し
」
小
考

―
―
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
類
型
の
摂
取
に
つ
い
て
―
―
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『
栄
花
物
語
』
巻
三
に
お
い
て
、
中
関
白
家
の
家
風
の
一
つ
と
し
て
、「
今
め
か
し
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
作
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
他
の
作
品
を
確
認
し
て
も
、

中
関
白
家
の
家
風
が
「
今
め
か
し
」
で
あ
る
と
す
る
資
料
は
な
い
。
作
者
は
何
を
根
拠
に
中
関
白
家
の
家
風
を
「
今
め
か
し
」
と
し
た
の
か
。
家
風
に
つ
い
て
は
伝
聞
に
よ
っ

て
得
た
情
報
（
加
納
重
文
「
記
述
の
誤
り
を
め
ぐ
っ
て
」（『
歴
史
物
語
の
思
想
』
所
収
、
平
成
四
年
十
二
月
刊
。
初
出
は
「
栄
花
物
語
の
記
述
の
誤
り
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
語
国

文
』
四
〇
巻
九
号
、昭
和
四
十
六
年
九
月
刊
）
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、中
関
白
家
が
活
躍
し
た
平
安
中
期
の
「
今
め
か
し
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
、肯
定
的
な
意
味
の
み
な
ら
ず
、

時
に
否
定
的
な
表
現
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
的
な
意
義
を
念
頭
に
置
く
と
、
中
関
白
家
が
実
際
に
「
今
め
か
し
」

き
こ
と
を
家
風
に
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

先
行
す
る
文
学
作
品
の
用
例
を
調
べ
る
と
、
非
常
に
興
味
深
い
事
実
が
明
ら
か
と
な
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
光
源
氏
と
対
立
す
る
一
家
の
右
大
臣
家
に
連
な
る
人
々

に
「
今
め
か
し
」
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
は
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
が
『
源
氏
』
以
前
の
用
例
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、『
宇
津
保
物
語
』
や
『
落
窪
物
語
』
に

も
同
様
に
主
人
公
と
対
立
す
る
一
家
に
対
し
て
「
今
め
か
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
作
者
が
物
語
を
執
筆
す
る
際
、
先
行
す
る
物
語
作
品
に
見
ら

れ
る
類
型
を
『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
主
人
公
と
対
立
的
構
図
を
持
つ
中
関
白
家
に
用
い
た
の
は
、
か
な
り
意
図
的
で
あ
っ
た
と
み
て
良
い
。

論
証
の
手
順
と
し
て
、
本
稿
で
は
ま
ず
『
宇
津
保
物
語
』
か
ら
『
夜
の
寝
覚
』
ま
で
の
用
例
を
検
討
し
た
。
そ
の
検
討
で
得
ら
れ
た
結
果
を
も
と
に
、『
栄
花
物
語
』
の
中

関
白
家
の
家
風
と
し
て
用
い
ら
れ
た
理
由
を
考
察
し
て
い
く
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：『
栄
花
物
語
』　

中
関
白
家　

今
め
か
し　
『
源
氏
物
語
』　
『
宇
津
保
物
語
』
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は
じ
め
に

中
関
白
家
は
、
平
安
中
期
の
貴
族
で
あ
る
藤
原
道
隆
一
家
の
総
称
で
あ
る
（
１
）。

彼
ら
の
動
静
は
、『
枕
草
子
』
や
『
栄
花
物
語
』
に
詳
し
く
、
中
で
も
後
者
に
お
い

て
は
、
主
人
公
の
道
長
一
家
と
対
立
す
る
一
家
と
し
て
の
描
写
が
物
語
に
精
彩
を
加

え
て
い
る
。
道
長
が
栄
華
に
到
達
す
る
前
段
階
に
お
い
て
、
中
関
白
家
は
看
過
す
る

こ
と
の
出
来
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
の
中
関
白
家
と
は
、
ど
の
よ
う
な
一
家
で
あ
っ

た
の
か
。『
栄
花
物
語
』
巻
三
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

ａ
二
月
に
は
内
大
臣
殿
の
大
姫
君
内
へ
参
ら
せ
た
ま
ふ
有
様
、
い
み
じ
う
の
の
し

ら
せ
た
ま
へ
り
。
殿
の
有
様
、
北
の
方
な
ど
宮
仕
に
な
ら
ひ
た
ま
へ
れ
ば
、
い

た
う
奥
深
な
る
こ
と
を
ば
い
と
わ
ろ
き
も
の
に
思
し
て
、
今
め
か
し
う
気
近

き
御
有
様
な
り
。
姫
君
十
六
ば
か
り
に
お
は
し
ま
す
。
や
が
て
そ
の
夜
の
内
に

女
御
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。 

（「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」、
①
、
一
六
八
頁
）

正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
二
月
（
２
）、
道
隆
女
の
定
子
が
入
内
し
た
場
面
で
あ
る
。

ま
た
、
道
隆
没
後
に
は
次
の
よ
う
な
描
写
も
み
ら
れ
る
。

ｂ
故
関
白
殿
の
御
有
様
は
、
い
と
も
の
は
な
や
か
に
今
め
か
し
う
愛
敬
づ
き
て
気

近
う
ぞ
あ
り
し
か
ば
、
中
宮
の
御
方
は
、
殿
上
人
も
、
細
殿
つ
ね
に
ゆ
か
し
う

あ
ら
ま
ほ
し
げ
に
ぞ
思
ひ
た
り
し
。 

（「
か
か
や
く
藤
壺
」、
①
、
三
〇
二
頁
）

ａ
の
記
述
を
確
認
す
る
。
道
隆
の
父
の
兼
家
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
道
隆
も
自
身

の
娘
を
天
皇
に
入
内
さ
せ
る
こ
と
で
天
皇
の
外
戚
と
し
て
の
地
位
の
確
保
を
狙
っ

た
。「
北
の
方
」
は
高
階
貴
子
を
指
す
。
貴
子
は
円
融
朝
の
折
、
内
侍
と
し
て
出
仕

し
宮
廷
生
活
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
の
経
験
に
従
い
、
後
宮
で
の
生
活
を
順
調
に
送

る
た
め
に
も
、
道
隆
ら
が
重
視
し
た
の
は
「
奥
深
」
さ
で
は
な
く
、「
今
め
か
し
」

く
「
気
近
」
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
家
風
と
し
て
、
そ
の
後
も
道
隆
ら
は
子
女

に
教
育
を
施
し
た
。
そ
し
て
そ
の
道
隆
没
後
、
貴
族
ら
が
そ
の
家
風
を
懐
か
し
む
様

子
が
ｂ
の
記
述
と
な
る
。
ａ
と
同
様
に
、
か
つ
て
の
中
関
白
家
の
様
子
が
語
ら
れ
、

道
隆
の
威
光
を
受
け
た
定
子
の
後
宮
が
、
い
か
に
理
想
的
な
場
所
で

あ
っ
た
か
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
追
想
の
際
に
も
「
今
め
か
し
」
さ
と
「
気
近
」

さ
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
両
語
が
特
に
中
関
白
家
の
家
風
で
あ
っ
た
こ
と
が

示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
定
子
入
内
記
事
の
後
、
道
隆
二
女
の
原
子
入
内
記
事
に
は
、

原
子
の
様
子
（
３
）
が
「
今
め
か
し
」
い
と
繰
り
返
し
評
さ
れ
、
夫
妻
の
子
女
教
育
の

徹
底
ぶ
り
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
確
認
す
る
と
、両
語
の
う
ち
、ま
ず
、

「
今
め
か
し
」
が
『
栄
花
物
語
』
の
中
関
白
家
を
理
解
す
る
際
に
、
重
要
な
語
と
し

て
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
４
）。

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
平
安
時
代
に
お
い
て
、「
今
め
か
し
」
と
は
ど
の
よ
う
な

意
味
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。「
今
め
か
し
」
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』
の
用
例
の

多
さ
と
そ
の
内
包
す
る
意
味
の
複
雑
さ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
少
な
か
ら
ず
研
究
の
蓄
積

が
あ
る
。
語
義
に
つ
い
て
は
、
新
間
進
一
氏
（
５
）
が
『
栄
花
物
語
』
の
用
例
を
考
察

さ
れ
た
の
を
皮
切
り
と
し
て
（
６
）、
平
安
中
期
頃
に
成
立
し
た
仮
名
作
品
の
「
今
め

か
し
」
に
は
、
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、「
は
な
や
か
さ
」
に
代
表
さ
れ
る
肯
定

的
意
味
と
、「
軽
薄
さ
」
等
を
示
す
否
定
的
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か

は
じ
め
に

一
．「
今
め
か
し
」
の
用
例
―
人
物
表
現
と
し
て

二
．
否
定
さ
れ
る
「
今
め
か
し
」

三
．
先
行
す
る
作
品
の
類
型
の
摂
取
（
一
）

　
　

―
『
宇
津
保
物
語
』
源
正
頼
一
族
の
例

三
．
先
行
す
る
作
品
の
類
型
の
摂
取
（
二
）

　
　

―
『
源
氏
物
語
』
右
大
臣
一
家

お
わ
り
に
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に
な
っ
て
い
る
。

新
間
氏
以
降
の
研
究
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
犬
塚
旦
氏
（
７
）
や
湯
本
な
ぎ
さ
氏
（
８
）

の
指
摘
で
あ
ろ
う
。
両
氏
は
、「
今
め
か
し
」
に
は
伝
統
を
超
え
、
創
造
に
よ
っ
て

伝
統
美
を
脱
す
る
力
が
あ
る
と
す
る
。
物
語
作
品
以
外
に
つ
い
て
は
、『
紫
式
部
日
記
』

の
用
例
を
村
井
幹
子
氏
（
９
）
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
村
井
氏
に
よ
る
と
、『
紫
式
部

日
記
』
の
用
例
は
、「
賛
美
表
現
（
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
語
）
と
し
て
使
わ
れ
て
い

な
が
ら
、
近
接
語
彙
な
い
し
他
の
文
脈
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
マ

イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
も
併
せ
持
つ
と
い
う
二
重
構
造
的
機
能
を
持
」
つ
と
い
う
。
つ

ま
り
、
平
安
中
期
頃
の
人
々
に
と
っ
て
、「
今
め
か
し
」
と
は
賞
賛
す
べ
き
語
で
あ

り
な
が
ら
、
一
方
で
は
否
定
さ
れ
る
語
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
点
は
、
物
語
を
読

む
上
で
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

後
述
す
る
が
、
実
際
に
用
例
を
確
認
す
る
と
、
平
安
時
代
に
お
い
て
、「
今
め
か
し
」

は
、
は
な
や
か
さ
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
一
方
で
、
軽
薄
さ
に
転
じ
る
危
う
さ
の
あ

る
語
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
動
か
な
い
。
こ
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
る
と
、

そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
が
あ
り
な
が
ら
、「
今
め
か
し
」
き
こ
と
を
家
風
と
す
る
と

い
う
の
は
や
や
軽
薄
な
感
が
残
る
上
、
危
う
さ
を
は
ら
む
語
を
家
風
と
す
る
と
い
う

こ
と
が
容
易
に
は
理
解
出
来
な
い
（
10
）。『
栄
花
物
語
』
の
表
現
に
限
れ
ば
、「
今
め

か
し
」
は
肯
定
的
表
現
の
み
し
か
な
く
、
こ
の
語
を
家
風
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

は
、
何
ら
問
題
が
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、『
栄
花
物
語
』
は
史
実
に
基

づ
く
歴
史
物
語
で
あ
る
か
ら
、定
子
入
内
の
折
、中
関
白
家
の
「
有
様
」
と
し
た
「
今

め
か
し
」
の
、
平
安
中
期
の
語
義
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
や
は
り
疑
問
は
残
る
。

ま
た
、家
風
や
性
格
と
し
て
中
関
白
家
を
「
今
め
か
し
」
と
す
る
記
述
も
『
栄
花
物
語
』

以
外
に
は
み
ら
れ
な
い
。
作
者
は
、ど
の
よ
う
な
典
拠
を
以
て
こ
の
語
を
家
風
で
あ
っ

た
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

加
納
重
文
氏
や
、
中
村
康
夫
氏
（
11
）
が
、『
栄
花
物
語
』
を
書
く
際
、
作
者
は
紙

資
料
の
他
に
伝
聞
に
よ
る
口
承
資
料
も
用
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
が
、「
今
め
か

し
」
を
家
風
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま

で
、
中
関
白
家
の
家
風
に
「
今
め
か
し
」
が
用
い
ら
れ
る
根
拠
が
提
示
さ
れ
る
先
行

研
究
は
管
見
の
限
り
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
『
栄
花
物
語
』
の
作
者
が
中
関

白
家
の
家
風
を
「
今
め
か
し
」
と
し
た
こ
と
の
意
図
を
考
察
し
て
い
く
。
多
く
の
形

容
表
現
が
あ
る
中
で
、
な
ぜ
作
者
は
こ
の
語
を
用
い
た
の
か
。
加
納
氏
ら
の
指
摘
に

当
て
は
め
、
実
際
に
作
者
が
見
聞
き
し
た
情
報
に
基
づ
い
て
家
風
を
「
今
め
か
し
」

と
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
資
料
に
家

風
と
し
て
の
「
今
め
か
し
」
と
い
う
記
述
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
別
の
理
由
、
も

し
く
は
作
者
の
意
図
に
よ
っ
て
「
今
め
か
し
」
と
し
た
可
能
性
を
探
る
こ
と
も
、『
栄

花
物
語
』
を
理
解
す
る
上
で
必
要
な
作
業
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
作
者
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
特
に
、
ど
の

よ
う
な
人
物
に
対
し
て
「
今
め
か
し
」
を
用
い
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
先
行
研

究
で
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
人
物
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
単
純
に
「
今
め
か
し
」
が
肯
定
的
意
義
で
用
い
ら
れ
る
、
と
す

る
の
で
は
な
く
、
作
中
に
お
け
る
「
今
め
か
し
」
の
意
義
を
明
確
に
し
た
い
。

他
の
物
語
作
品
に
目
を
向
け
、『
源
氏
物
語
』
を
含
め
た
平
安
時
代
の
「
今
め
か
し
」

を
通
観
し
、ど
の
よ
う
な
人
物
に「
今
め
か
し
」が
使
わ
れ
て
い
る
か
検
討
し
て
い
く
。

そ
の
上
で
、
中
関
白
家
の
家
風
と
し
て
の
用
例
に
立
ち
返
り
、
作
者
が
な
ぜ
こ
の
語

を
家
風
と
し
て
用
い
た
の
か
と
い
う
作
者
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
ま
た
、

本
稿
で
は
契
沖
以
来
の
巻
三
十
を
以
て
作
者
が
変
更
さ
れ
る
と
い
う
説
を
と
り
、
ひ

と
ま
ず
正
編
の
「
今
め
か
し
」
に
着
目
し
た
い
た
め
、
論
述
の
際
に
は
巻
三
十
ま
で

の
用
例
を
特
に
扱
う
（
12
）。

な
お
、『
栄
花
物
語
』
の
本
文
は
、新
編
日
本
文
学
全
集
『
栄
花
物
語
』
①
〜
③
（
山

中
裕
ほ
か
編
、平
成
七
年
八
月
〜
十
年
三
月
、小
学
館
刊
）
に
拠
っ
た
。『
栄
花
物
語
』

に
限
ら
ず
本
稿
に
引
用
し
た
作
品
お
よ
び
先
行
研
究
の
本
文
に
付
し
て
い
る
傍
線
等

は
論
者
に
よ
る
。
ま
た
、本
稿
で
「
作
者
」
と
単
に
記
述
し
た
も
の
は
、『
栄
花
物
語
』

の
作
者
を
示
す
。
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一
．「
今
め
か
し
」
の
用
例
―
人
物
表
現
と
し
て

作
中
の
用
例
を
確
認
す
る
と
、「
今
め
か
し
」
四
十
八
例
（
13
）、「
今
め
く
」
二
例

の
用
例
が
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
の
「
今
め
か
し
」
が
、
常
に
肯
定
的
表
現
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
新
間
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

新
間
氏
の
論
文
で
は
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
用
例
の
中
で
、
人
物
表
現
に
つ
い
て

の
詳
細
な
論
考
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
「
今
め
か
し
」
が
人
物
表
現
に
用

い
ら
れ
る
際
、
ど
の
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
い
く
。

四
十
八
例
の
用
例
の
う
ち
、
正
編
に
お
け
る
「
今
め
か
し
」
の
用
例
数
は
四
十
例

（「
今
め
く
」
は
二
例
）
と
な
り
、
各
用
例
の
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
《
表
１
》。

表
１対

象

用
例
数

特
記
事
項

人
物

９

藤
原
登
子
（
容
貌
、
心
様
）・・・
一
例
、
藤
原
兼
通
男
ら
（
様

子
に
対
し
て
）・
・
・
一
例
、
中
関
白
家
（
家
風
）・
・
・
一
例
、

藤
原
道
隆
（
有
様
）・・・
一
例
、藤
原
原
子
（
心
様
、様
子
）・・・

二
例
、
藤
原
元
子
（
何
事
に
も
い
ま
一
際
）・
・
・
一
例
、

妍
子
と
威
子
の
女
房
（
有
様
）・
・
・
一
例
、
三
条
天
皇
（
心

様
）・
・
・
一
例
、
藤
原
彰
子
、
妍
子
、
威
子
の
様
子
（
心
様
、

有
様
）・
・
・
一
例

楽
の
音

１

藤
原
娍
子
（
筝
の
琴
）

行
事
・
儀
式
・

政
治
・
祭
祀

14

婚
儀
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
（
為
平
親
王
と
源
高
明
女
、
藤
原

頼
通
と
隆
姫
、
小
一
条
院
と
藤
原
寛
子
、
教
通
と
禖
子
内
親
王
）

邸
宅
・
道
具
・

風
物

３

特
記
事
項
な
し

後
宮
の
様
子
・

生
活
の
様
子

15

※
「
今
め
く
」
の
用
例
を
二
例
含
む
（
う
ち
一
例
は
否
定
的

表
現
）

「
今
め
か
し
」
が
用
い
ら
れ
る
対
象
は
、『
源
氏
物
語
』
同
様
多
岐
に
亘
る
が
、
人

物
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
人
物
表

現
に
用
い
ら
れ
る
際
、
ど
の
よ
う
な
人
物
に
「
今
め
か
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

か
を
確
認
し
た
い
。

【
女
性
】

ｃ
藤
原
登
子

か
の
宮
の
北
の
方
は
、
御
か
た
ち
も
心
も
を
か
し
う
今
め
か
し
う
お
は
し
け
る
、

色
め
か
し
う
さ
へ
お
は
し
け
れ
ば
、
か
か
る
こ
と
は
あ
る
な
る
べ
し
。

 

（「
月
の
宴
」、
①
、
三
六
頁
）

ｄ
藤
原
原
子

女
御
の
御
心
ざ
ま
も
は
な
や
か
に
今
め
か
し
う
、
さ
ま
あ
し
き
御
有
様
な
り
。

年
ご
ろ
宣
耀
殿
を
見
た
て
ま
つ
り
た
る
心
地
に
、
こ
れ
は
事
に
ふ
れ
今
め
か
し

う
思
さ
る
。 

（「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」、
①
、
一
九
八
〜
一
九
九
頁
）

ｅ
藤
原
元
子

公
季
の
中
納
言
、
な
ど
か
劣
ら
ん
と
思
し
て
、
さ
し
つ
づ
き
参
ら
せ
た
て
ま
つ

り
た
ま
ふ
。
弘
徽
殿
に
ぞ
住
み
た
ま
ふ
。
こ
れ
は
何
ご
と
に
も
い
ま
一
際
は
今

め
か
し
う
さ
ま
ざ
ま
に
し
た
て
ま
つ
る
こ
と
さ
ら
な
り
。

 

（「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」、
①
、
二
二
七
頁
）

ｆ
彰
子
・
妍
子
・
威
子

こ
の
御
前
た
ち
は
、
御
か
た
ち
こ
そ
さ
も
お
は
し
ま
さ
め
、
御
心
掟
、
有
様
な

ど
は
、
い
か
で
か
く
こ
た
い
な
ら
ず
今
め
か
し
う
、
さ
り
と
て
端
近
に
や
は
お

は
し
ま
す
、
い
か
で
か
う
さ
ま
ざ
ま
め
で
た
く
お
は
し
ま
す
に
か
と
、
見
え
さ

せ
た
ま
ふ
。 

（「
あ
さ
み
ど
り
」、
②
、
一
三
八
〜
一
三
九
頁
）

各
用
例
の
対
象
者
を
見
た
時
、
気
が
つ
く
の
は
藤
原
娍
子
を
除
く
す
べ
て
の
人
物

が
藤
原
師
輔
の
血
脈
、つ
ま
り
九
条
流
に
連
な
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
《
図
１
》。「
今

め
か
し
」
の
人
物
表
現
と
し
て
最
も
早
く
用
い
ら
れ
る
の
は
ｃ
の
藤
原
登
子
の
例
と
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な
り
、
村
上
朝
か
ら
一
条
朝
ま
で
、
主
に
天
皇
の
妃
と
な
っ
た
人
物
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。「
今
め
か
し
」
と
と
も
に
ｃ
「
を
か
し
」、ｄ
「
は
な
や
か
」、ｆ
「
め
で
た
し
」

が
併
用
さ
れ
、
賛
美
的
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
女
性
に
対
し
て
は
そ
の

入
内
の
際
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。「
今
め
か
し
」
き
心

様
は
天
皇
や
東
宮
の
心
を
惹
き
、
そ
れ
ゆ
え
に
寵
愛
さ
れ
る
と
い
う
形
は
『
栄
花
物

語
』
の
語
り
の
特
性
と
言
え
る
。
人
物
に
直
接
使
わ
れ
る
表
現
で
は
な
い
が
、
次
の

よ
う
な
例
も
見
ら
れ
る
。

ｇ　

ま
た
先
帝
の
、
御
箏
の
琴
を
宣
耀
殿
女
御
に
も
教
へ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
、

こ
の
大
将
に
も
教
へ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
を
、
こ
の
姫
君
に
殿
教
へ
き
こ
え
た
ま

へ
り
け
れ
ば
、
ま
さ
ざ
ま
に
今
す
こ
し
今
め
か
し
さ
添
ひ
て
弾
か
せ
た
ま
ふ
、

い
み
じ
う
め
で
た
し
。 

（「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」、
①
、
一
八
五
頁
）

東
宮
時
代
の
三
条
天
皇
に
入
内
し
た
藤
原
娍
子
の
記
事
で
あ
る
（
14
）。
ｄ
の
用
例
に

お
い
て
、
後
の
三
条
天
皇
に
入
内
し
た
藤
原
原
子
の
「
今
め
か
し
」
さ
に
圧
倒
さ
れ

た
娍
子
で
あ
っ
た
が
、
入
内
当
時
は
箏
の
琴
の
名
手
と
さ
れ
、
そ
の
音
色
は
「
今
め

か
し
」
さ
も
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
今
め
か
し
」
さ
が
最
大
限
評
価
さ
れ

る
の
は
、
や
は
り
評
さ
れ
る
当
人
の
心
様
や
姿
形
に
あ
る
だ
ろ
う
。
心
様
も
容
貌
も

現
代
風
に
優
れ
た
原
子
が
入
内
し
た
後
、三
条
天
皇
は
目
新
し
さ
も
あ
る
原
子
を
「
さ

ま
あ
し
き
」
ほ
ど
に
寵
愛
し
た
。
定
子
に
続
き
、
原
子
を
も
入
内
さ
せ
た
道
隆
の
狙

い
通
り
に
二
人
の
娘
は
寵
愛
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ｅ
も
他
の
用
例
と
同
じ
く
、
入
内
記
事
で
あ
る
。
藤
原
道
隆
没
後
、
定
子
不
在
の

一
条
天
皇
の
後
宮
に
は
外
戚
と
し
て
の
地
位
の
確
立
を
狙
っ
た
藤
原
顕
光
と
藤
原
公

季
が
珠
玉
の
娘
を
こ
ぞ
っ
て
入
内
さ
せ
た
。

ｈ　

さ
て
広
幡
の
姫
君
参
り
た
ま
ひ
て
、
承
香
殿
に
住
み
た
ま
ふ
。
世
の
お
ぼ
え
、

い
で
や
、
け
し
う
は
あ
ら
む
、
あ
な
こ
た
い
と
聞
ゆ
め
れ
ど
、
さ
し
も
あ
ら
ず

図
１
　
藤
原
氏
系
図 

 

は
「
今
め
か
し
」
が
使
用
さ
れ
る
人
物
。

※
1　

娍
子
の
筝
の
琴
の
音
色
が
「
今
め
か
し
」
と
評
価
さ
れ
る
。
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め
や
す
く
も
て
な
し
思
し
め
し
た
り
。

 

（「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」、
①
、
二
二
七
頁
）

先
に
入
内
し
た
顕
光
女
の
義
子
も
世
間
の
予
想
に
反
し
て
一
条
天
皇
の
寵
愛
を
受
け

た
が
、
そ
の
義
子
に
も
何
事
に
も
増
し
て
「
い
ま
少
し
今
め
か
し
」
さ
を
感
じ
さ
せ

る
元
子
の
方
が
、
よ
り
一
条
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
た
と
さ
れ
る
。

ｆ
は
後
の
後
一
条
天
皇
に
入
内
す
る
際
の
威
子
を
含
め
た
彰
子
、
妍
子
ら
三
人
の

女
性
を
称
賛
す
る
記
事
で
あ
る
。
道
長
女
に
使
わ
れ
る
「
今
め
か
し
」
は
こ
の
一
例

の
み
で
、
す
で
に
入
内
し
て
い
た
彰
子
と
妍
子
に
対
し
て
「
今
め
か
し
」
が
用
い
ら

れ
る
の
は
こ
の
例
が
初
例
で
あ
り
、
作
中
で
は
唯
一
の
例
と
な
る
。

【
男
性
】

ｉ
藤
原
兼
通
男
ら

そ
の
御
男
君
達
四
五
人
お
は
し
て
、
い
と
今
め
か
し
う
、
世
に
あ
ひ
め
で
た
げ

に
思
し
た
り
。 

（「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」、
①
、
九
〇
頁
）

ｊ
藤
原
道
隆

故
関
白
殿
の
御
有
様
は
、
い
と
も
の
は
な
や
か
に
今
め
か
し
う
愛
敬
づ
き
て
気

近
う
ぞ
あ
り
し
か
ば
、
中
宮
の
御
方
は
、
殿
上
人
も
、
細
殿
つ
ね
に
ゆ
か
し
う

あ
ら
ま
ほ
し
げ
に
ぞ
思
ひ
た
り
し
。 

（「
か
か
や
く
藤
壺
」、
①
、
三
〇
二
頁
）

ｋ
三
条
天
皇

帝
の
御
心
い
と
を
か
し
う
、
今
め
か
し
う
ら
う
ら
う
じ
う
お
は
し
ま
す
、
何
ご

と
も
も
の
の
栄
え
あ
る
さ
ま
に
お
は
し
ま
せ
ば
、
よ
ろ
づ
も
て
は
や
し
思
し
め

し
た
り
。 

（「
い
は
か
げ
」、
①
、
四
八
〇
頁
）

男
性
に
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
男
性
の
例
と
し
て
は
、
兼

通
男
ら
、
三
条
天
皇
そ
し
て
道
隆
の
例
が
あ
る
。
ｉ
は
、
兼
通
が
関
白
に
任
ぜ
ら
れ

た
後
、
父
の
威
光
に
よ
っ
て
そ
の
息
子
ら
も
は
な
ば
な
し
く
過
ご
し
て
い
る
こ
と
が

語
ら
れ
る
記
事
で
あ
る
。
ｋ
は
、
藤
原
道
長
女
の
妍
子
が
三
条
天
皇
に
入
内
す
る
際
、

天
皇
が
「
今
め
か
し
」
い
人
物
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
。
三
条
天
皇
に
は
、
藤
原
娍
子

と
原
子
が
入
内
し
て
お
り
、
引
用
ｄ
お
よ
び
ｇ
で
今
め
か
し
さ
に
魅
か
れ
る
三
条
天

皇
の
姿
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
自
身
も
今
め
か
し
い
人
物
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

ｊ
は
、
藤
原
道
隆
没
後
に
、
道
隆
の
人
と
な
り
が
追
想
さ
れ
る
と
い
う
場
面
で
あ

る
。「
今
め
か
し
」
き
こ
と
を
選
ん
だ
中
関
白
家
の
家
風
は
、
そ
の
ま
ま
道
隆
の
性

格
と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
の
「
今
め
か
し
」
さ
が
貴
族
社
会
に
お
い
て
は
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
道
隆
没
後
も
懐
か
し
ま
れ
る
。「
今
め
か
し
」
が
用
い
ら
れ

る
男
性
を
見
る
と
、
天
皇
と
臣
下
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
性
急
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
の
人
物
に
つ
い
て
も
、
政
権
を
得
る
可
能
性
を
秘
め
な
が
ら
、
権
力
を
手
中
に
お

さ
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
人
物
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
言
え
る
。
兼
通
男
ら
は
兼

家
男
ら
に
お
さ
れ
、
権
勢
を
得
る
こ
と
を
逃
し
た
。
中
関
白
家
は
道
隆
没
後
、
子
息

の
伊
周
・
隆
家
兄
弟
が
起
こ
し
た
い
わ
ゆ
る
長
徳
の
変
以
降
そ
の
威
勢
は
失
速
し
、

や
が
て
没
落
の
一
途
を
た
ど
る
。
三
条
天
皇
に
つ
い
て
は
、『
栄
花
物
語
』
の
論
理

で
は
、
道
長
と
の
折
り
合
い
の
悪
さ
か
ら
退
位
し
、
子
の
小
一
条
院
も
帝
位
に
つ
く

こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。

こ
こ
ま
で
、
人
物
表
現
を
確
認
し
た
。
人
物
表
現
の
「
今
め
か
し
」
は
作
者
の
視

点
か
ら
の
評
価
で
あ
り
、
そ
れ
は
客
観
的
な
評
価
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の

中
で
、
道
隆
が
家
風
と
し
て
積
極
的
に
今
め
か
し
さ
を
求
め
た
こ
と
は
他
の
表
現
と

は
一
線
を
画
す
と
言
え
よ
う
。
用
例
数
は
中
関
白
家
の
も
の
が
突
出
し
て
多
い
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
ら
「
今
め
か
し
」
さ
を
求
め
る
と
い
う
、
こ
れ
ゆ

え
に
、
中
関
白
家
は
現
在
に
お
い
て
も
「
今
め
か
し
」
き
一
家
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
人
物
表
現
と
し
て
の
「
今
め
か
し
」
は
、
村
上
朝
か
ら
後
一
条

朝
ま
で
の
九
条
流
の
人
物
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
男
性
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
権

勢
の
中
心
に
最
も
近
づ
き
な
が
ら
も
、
権
勢
を
得
続
け
る
こ
と
は
出
来
ず
、「
今
め

か
し
」
い
状
態
を
保
つ
こ
と
が
出
来
な
い
と
言
え
る
。
女
性
に
つ
い
て
は
、
天
皇
や
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東
宮
の
寵
愛
を
受
け
な
が
ら
も
、
次
代
の
天
皇
や
東
宮
と
な
る
べ
き
御
子
を
授
か
る

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
人
物
に
用
い
ら
れ
る
。
後
見
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
る
『
栄

花
物
語
』
に
お
い
て
、
天
皇
の
皇
子
を
産
む
こ
と
は
天
皇
の
外
戚
と
し
て
、
権
勢
を

得
る
た
め
に
は
必
須
の
条
件
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
の
「
今
め
か
し
」
の
特
色
の

一
つ
と
し
て
、「
今
め
か
し
」
い
こ
と
と
政
治
に
お
け
る
権
力
と
は
密
接
な
関
わ
り

が
あ
る
こ
と
が
言
え
る
。
後
宮
に
お
い
て
は
、「
今
め
か
し
」
い
者
が
寵
愛
を
受
け
、

天
皇
の
皇
子
を
産
む
可
能
性
が
高
く
な
る
。
こ
れ
は
天
皇
の
外
戚
と
な
り
、
ゆ
く
ゆ

く
は
天
皇
の
祖
父
と
し
て
権
勢
の
中
枢
に
位
置
す
る
可
能
性
を
も
は
ら
む
こ
と
と
な

る
。こ

の
よ
う
な
使
わ
れ
方
が
な
さ
れ
る
中
で
、
人
物
表
現
と
し
て
の
「
今
め
か
し
」

は
ｆ
の
用
例
を
最
後
に
特
定
の
人
物
を
指
す
表
現
と
し
て
は
用
い
ら
れ
な
く
な
る
。

威
子
の
入
内
に
よ
っ
て
、
道
長
が
志
す
天
皇
の
外
戚
と
な
る
準
備
は
ほ
ぼ
整
っ
た
こ

と
に
な
る
。
威
子
入
内
後
、
道
長
は
間
も
な
く
本
格
的
に
遁
世
を
志
す
よ
う
に
な
る
。

そ
の
様
子
は
巻
十
五
以
降
に
詳
し
い
。
道
長
の
三
人
の
娘
に
最
後
に
「
今
め
か
し
」

を
用
い
る
こ
と
で
、
作
者
は
そ
こ
に
普
遍
的
な
意
味
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
作
者
は
道
長
前
史
と
し
て
様
々
な
人
物
に
「
今
め
か
し
」

さ
を
付
与
し
た
。
村
上
朝
以
降
、各
天
皇
ご
と
の
在
位
中
、そ
の
時
代
、つ
ま
り
「
今
」

最
も
は
な
や
ぐ
人
物
と
し
て
目
さ
れ
る
人
物
を
「
今
め
か
し
」
と
評
価
す
る
こ
と
で

時
代
に
小
さ
な
区
切
り
を
つ
け
て
き
た
。
そ
の
最
も
大
き
な
存
在
は
中
関
白
家
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
時
代
は
移
り
、
か
つ
て
今
め
か
し
い
存
在
で
あ
っ
た

中
関
白
家
は
す
で
に
な
く
、
次
の
時
代
は
確
実
に
訪
れ
て
い
る
。
先
行
す
る
作
品
に

も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
こ
の
語
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
前
代
を
摂
取
し
つ
つ
も
慎

重
な
姿
勢
で
「
今
め
か
し
」
を
表
現
し
、『
栄
花
物
語
』
の
作
者
は
以
降
、
特
定
の

人
物
に
対
し
て
「
今
め
か
し
」
を
用
い
る
こ
と
を
や
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

九
条
流
の
主
だ
っ
た
人
物
に
は
万
遍
な
く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、

物
語
の
軸
と
な
る
道
長
・
頼
通
親
子
に
直
接
人
物
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
は
見

ら
れ
な
い
。『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、
儀
式
や
邸
宅
等
、
道
長
・
頼
通
親
子
に
関

連
す
る
事
柄
を「
今
め
か
し
」と
す
る
用
例
は
あ
る
の
だ
が
、直
接
的
に
道
長
ら
を「
今

め
か
し
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
て
の
こ

と
だ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
要
因
の
一
つ
に
、「
今
め
か
し
」
さ
の
持
つ
否
定
的
側

面
が
関
わ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
．
否
定
さ
れ
る
「
今
め
か
し
」

冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、新
間
氏
ら
の
論
考
に
よ
っ
て
、「
今
め
か
し
」
に
は
肯
定
・

否
定
の
両
面
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、用
例
の
確
認
が
『
源

氏
物
語
』
の
も
の
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
、『
栄
花
物
語
』
に
先
行
す
る
作

品
の
状
況
は
十
分
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
平
安
中
期
以
降
の
用
例
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、『
栄
花
物
語
』
を
除
い
た
『
源
氏

物
語
』
以
降
に
成
立
し
た
作
品
の
状
況
に
つ
い
て
は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
も
の

も
あ
る
。「
今
め
か
し
」
を
家
風
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
理
解
を
す
る
た
め
に
も
、

他
の
作
品
の
状
況
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、新
間
氏
に
よ
っ
て『
栄
花
物
語
』

で
の
否
定
的
表
現
は
花
山
院
に
用
い
ら
れ
る
「
今
め
く
」
の
一
例
の
み
と
、
圧
倒
的

に
肯
定
的
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
す
で
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

重
松
紀
彦
氏
に
よ
る
と
『
源
氏
物
語
』
に
限
れ
ば
、「
今
め
か
し
」
の
意
義
の
内
、

八
パ
ー
セ
ン
ト
が
否
定
的
表
現
と
な
る
（
15
）。『
源
氏
物
語
』
の
用
例
は
、
場
面
に

つ
い
て
は
は
な
や
か
さ
や
目
新
し
さ
を
表
現
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
だ
が
、

人
の
性
質
や
振
る
舞
い
に
対
し
て
は
否
定
の
意
で
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な

る
の
は
、「
今
め
か
し
」
の
否
定
的
表
現
は
『
源
氏
物
語
』
特
有
の
も
の
か
否
か
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
通
り
、『
栄
花
物
語
』
の
用
例
は
肯
定
的
意
義
に
限

定
さ
れ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、「
今
め
か
し
」
は
「
中
世
に
な
る
と
浅
薄

な
面
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
物
語
作
品
に
お
い
て「
今

め
か
し
」
さ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
否
定
的
側
面
を
明
確
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
「
今
め
か
し
」
の
特
性
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
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「
今
め
か
し
」
の
否
定
的
語
義
は
、
は
や
く
は
『
宇
津
保
物
語
』（
16
）
で
見
ら
れ
る
。

『
宇
津
保
物
語
』
の
用
例
は
六
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
否
定
的
意
義
と
な
る
の
は
三
例

と
な
る
。

ｌ　

い
と
心
強
く
、
今
め
か
し
き
人
々
の
を
の
み
ふ
さ
ひ
た
ま
ふ
、
心
づ
き
な
し
。

 

（「
楼
の
上
下
」、
③
、
五
一
八
頁
）

藤
壺
が
、
父
の
左
大
臣
正
頼
に
東
宮
の
性
格
の
危
う
さ
を
訴
え
る
場
面
で
あ
る
。
東

宮
は
当
世
風
な
人
々
を
自
分
に
相
応
し
い
と
考
え
伺
候
さ
せ
、
伝
統
を
軽
視
す
る
姿

勢
を
見
せ
る
。
伝
統
を
軽
ん
じ
、
東
宮
学
士
の
進
講
に
も
耳
を
傾
け
な
い
と
い
う
東

宮
の
有
様
に
対
し
、
藤
壺
は
苦
言
を
呈
す
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
対
立
的
立

場
と
も
い
え
る
梨
壺
方
の
御
子
た
ち
が
伝
統
的
な
素
養
を
重
ん
じ
る
姿
勢
に
対
し

て
、
自
身
の
子
で
あ
る
東
宮
は
伝
統
を
軽
視
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
藤
壺
の

危
機
感
が
あ
る
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
湯
本
氏
（
17
）
が
、
藤
壺
の
言
葉
に
は
、

学
問
や
芸
術
に
お
い
て
、
そ
の
伝
統
を
尊
ぶ
「
古
め
か
し
」
の
精
神
性
が
必
須
で
あ

る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
梨
壺
方
の
御
子
た
ち
は
、
伝
統
を

受
け
継
ぐ
こ
と
の
出
来
る
用
意
が
あ
る
の
に
対
し
、
東
宮
は
伝
統
や
学
問
を
重
ん
じ

る
こ
と
も
な
く
当
世
風
の
人
々
を
好
む
。
そ
の
今
め
か
し
さ
へ
の
傾
倒
を
藤
壺
は
非

難
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、
好
色
の
意
で
あ
る
が
、『
宇
津
保
物
語
』
に
は
次
の

よ
う
な
今
め
か
し
さ
の
否
定
が
述
べ
ら
れ
る
場
面
が
あ
る
。

ｍ　

ま
め
や
か
な
る
こ
と
ど
も
、
あ
り
が
た
う
覚
え
た
ま
ふ
さ
ま
な
れ
ば
、
あ
は
れ

に
ま
め
ま
め
し
う
の
た
ま
ふ
を
、
御
い
ら
へ
、
今
め
か
し
か
ら
ず
、
心
恥
づ
か

し
き
ほ
ど
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。 

（「
楼
の
上
下
」、
③
、
六
二
〇
頁
）

朱
雀
院
が
、
長
年
追
い
続
け
た
俊
陰
女
に
対
し
、
最
後
ま
で
色
め
い
た
こ
と
を
述
べ

る
の
に
対
し
て
、
俊
陰
女
は
「
今
め
か
し
」
さ
を
匂
わ
す
こ
と
も
な
く
、
毅
然
と
し

た
態
度
で
院
に
返
答
す
る
場
面
で
あ
る
。『
宇
津
保
物
語
』
を
含
め
、
若
々
し
い
男

女
の
仲
を
「
今
め
か
し
」
と
表
現
（
18
）
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
転
じ
て
、
好

色
め
い
た
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
を
良

し
と
せ
ず
毅
然
と
し
た
態
度
は
評
価
さ
れ
る
。
こ
の
表
現
の
根
底
に
は
、
年
齢
や
身

分
を
考
慮
せ
ず
、
い
つ
ま
で
も
「
今
め
か
し
」
さ
を
求
め
る
こ
と
に
対
す
る
否
定
的

な
見
方
が
あ
る
。「
今
め
か
し
」
さ
が
、
と
も
す
れ
ば
好
色
と
い
う
状
態
に
変
化
す

る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ｎ　

権
中
納
言
聞
き
た
ま
ひ
て
、
あ
く
ま
で
か
ど
か
ど
し
く
い
ま
め
き
た
ま
へ
る
御

心
に
て
、
我
人
に
劣
り
な
む
や
と
思
し
は
げ
み
て
、
す
ぐ
れ
た
る
上
手
ど
も
を

召
し
取
り
て
、
い
み
じ
く
い
ま
し
め
て
、
ま
た
な
き
さ
ま
な
る
絵
ど
も
を
、
二

な
き
紙
ど
も
に
描
き
集
め
さ
せ
た
ま
ふ
。 

（「
絵
合
」
巻
、
②
、
三
七
六
頁
）

「
今
め
か
し
」
の
用
例
で
は
な
い
が
、
語
幹
を
同
じ
く
す
る
「
今
め
く
」
が
『
源

氏
物
語
』（
19
）
の
権
中
納
言
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
、
源
氏
は
冷
泉
帝
の
後

宮
に
養
女
の
斎
宮
女
御
を
入
内
さ
せ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
す
で
に
冷
泉
帝
に
は
権
中

納
言
の
娘
で
あ
る
弘
徽
殿
女
御
が
入
内
し
て
お
り
、
二
人
は
冷
泉
帝
の
寵
愛
を
得
る

た
め
熾
烈
な
争
い
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
寵
愛
の
優
劣
は
、
そ
の
ま
ま
双
方
の
父
親

の
政
権
の
行
方
に
も
つ
な
が
る
。
そ
の
争
い
の
一
つ
と
し
て
、
帝
の
御
前
で
二
人
の

女
御
が
持
つ
秘
蔵
の
物
語
絵
の
優
劣
を
競
う
こ
と
に
な
る
。「
絵
合
」
巻
の
権
中
納

言
の
「
今
め
か
し
」
さ
を
好
む
傾
向
は
、
源
氏
の
「
名
高
き
ゆ
ゑ
」
を
求
め
る
姿
と

対
比
的
な
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
で
は
し
ば
し
ば
触
れ
ら
れ
て
い
る
。「
今
め
」
く

権
中
納
言
の
性
格
は
、
す
ぐ
に
源
氏
に
よ
っ
て
「
御
心
ば
へ
の
若
々
し
さ
こ
そ
あ
ら

た
ま
り
が
た
か
め
れ
」（「
絵
合
」
巻
、
②
、
三
七
七
頁
）
と
弱
く
は
あ
る
が
、
や
や

否
定
よ
り
の
姿
勢
が
示
さ
れ
る
。
先
に
触
れ
た
通
り
、「
今
め
く
」
に
つ
い
て
は
『
栄

花
物
語
』
に
お
け
る
花
山
院
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
や
や
否
定
的
な
視
点
で
以
て

描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。
そ
の
用
例
は
次
の
通
り
。
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ｏ　

三
月
ば
か
り
、
花
山
院
に
は
、
五
、六
の
宮
を
も
て
は
や
し
き
こ
え
さ
せ
た
ま

ふ
と
て
、
鶏
合
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
見
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。（
中
略
）
か

か
る
ほ
ど
に
、
世
の
中
の
京
童
べ
方
分
き
て
、
と
り
ど
り
の
の
し
り
、
人
の
国

ま
で
ゆ
き
て
い
さ
か
ひ
の
の
し
り
け
り
。
か
か
る
今
め
く
事
ど
も
を
、
殿
聞
し

め
し
て
、
か
い
ひ
そ
め
て
お
は
し
ま
す
こ
そ
よ
け
れ
、
い
で
や
と
思
し
き
き
て

ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
院
の
内
の
有
様
、
掟
て
さ
せ
た
ま
ふ
事
ど
も
、
い

と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
い
み
じ
。 （「
は
つ
は
な
」、
①
、
三
七
七
〜
三
七
八
頁
）

『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、
こ
の
一
例
の
み
が
否
定
的
表
現
と
な
る
。
鶏
合
を
行
い
、

騒
ぐ
花
山
院
を
見
て
道
長
は
心
密
か
に
そ
の
身
分
に
不
似
合
い
な
行
動
を
批
難
す

る
。
似
た
例
と
し
て
は
、
時
代
は
降
る
が
『
夜
の
寝
覚
』（
20
）
に
も
次
の
よ
う
な
場

面
が
あ
る
。

ｐ　
「
明
日
の
夜
は
ま
か
で
な
む
と
す
る
を
、
心
の
ど
か
に
き
こ
え
さ
す
べ
き
こ
と

も
は
べ
り
、
か
な
ら
ず
渡
り
た
ま
へ
」
と
、
の
た
ま
は
せ
た
る
を
、
あ
ま
り
今

め
か
し
く
ま
つ
は
し
た
て
さ
せ
た
ま
ふ
も
、
い
と
心
に
つ
か
ず
お
ぼ
さ
る
れ
ば
、

（
後
略
） 

（
巻
三
、二
六
七
頁
）

寝
覚
の
上
が
、
彼
女
を
恋
慕
す
る
東
宮
の
母
で
あ
る
太
皇
の
宮
の
、
若
々
し
く
親
し

げ
に
接
す
る
こ
と
に
対
し
て
批
判
を
行
う
場
面
で
あ
る
。
過
剰
な
「
今
め
か
し
」
さ

は
時
に
批
難
の
対
象
と
な
る
。
主
人
公
ら
を
通
し
て
作
者
の
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
各
作
品
の
用
例
に
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ

は
作
者
の
み
の
意
識
の
表
れ
で
は
な
く
、
貴
族
社
会
に
お
け
る
意
識
の
表
れ
で
あ
っ

た
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
主
人
公
ら
が
敬
遠
し
、
否
定
的
意
義
を
常
に
持
ち

続
け
る
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。
物
語
で
は
な
い
が
、『
枕
草
子
』（
21
）
に
も
次
の

用
例
が
あ
る
。

ｑ　
「
人
を
と
ら
へ
て
立
て
は
べ
ら
ぬ
な
り
」
と
の
た
ま
ふ
も
、
い
と
今
め
か
し
く
、

身
の
ほ
ど
に
合
は
ず
、
か
た
は
ら
い
た
し
。

 

（
第
一
七
七
段
、
三
一
一
〜
三
一
二
頁
）

中
宮
定
子
に
出
仕
し
た
新
参
の
女
房
で
あ
る
清
少
納
言
を
、
定
子
の
兄
の
伊
周
が
か

ら
か
う
場
面
で
あ
る
。『
新
編
全
集
』
の
頭
注
に
よ
る
と
、「
女
が
高
貴
な
男
を
つ
か

ま
え
て
立
た
せ
な
い
と
い
う
よ
う
な
行
動
は
、
古
風
な
、
年
輩
の
女
性
に
は
考
え
ら

れ
な
い
こ
と
」
と
解
し
、
清
少
納
言
の
身
分
や
年
齢
に
相
応
し
く
な
い
伊
周
の
現
代

風
な
行
動
と
の
訳
が
付
さ
れ
て
い
る
。
湯
本
氏
は
、「
中
宮
の
御
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

砕
け
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」（
二
五
一
頁
）
と
解
さ
れ
る
。
大
納
言
と
い
う
身

分
に
不
釣
り
合
い
な
行
動
を
す
る
伊
周
の
、
立
場
や
場
を
わ
き
ま
え
な
い
幼
稚
と
も

取
れ
る
行
動
は
そ
の
身
分
に
も
、
中
宮
の
御
前
で
あ
る
と
い
う
場
に
も
不
似
合
な
こ

と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
軽
々
し
い
伊
周
の
態
度
を
作
者
は
「
今
め
か
し
」
と
し
て

批
難
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、「
今
め
か
し
」
は
は
な
や
か
さ
を
象
徴
す
る
語
と
し
て
の
意
味
を
持

ち
な
が
ら
、
否
定
的
な
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
各
作
品
に
見
ら
れ
る
こ
と
が

分
か
る
。『
宇
津
保
物
語
』
以
降
、
こ
の
語
は
正
負
両
面
を
持
ち
、
人
々
の
意
識
の

根
底
で
認
識
さ
れ
て
い
た
語
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
最
高
の
美
を
表
現
す

る
語
と
し
て
古
橋
信
孝
氏
（
22
）
は
と
ら
え
て
お
ら
れ
る
が
、
最
高
と
い
う
に
は
危
う

さ
の
残
る
語
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
否
定
的
側
面
を
も
持
つ
と
い
う
意
義
を
踏
ま
え
る
と
、
や
は
り

史
実
と
し
て
中
関
白
家
が
「
今
め
か
し
」
を
家
風
と
し
た
と
い
う
の
は
か
な
り
無
理

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
作
者
は
ど
の
よ
う
な
意
図
に
よ
っ
て
中
関
白

家
の
家
風
を
記
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
先
行
す
る
作
品
に
お
い
て

ど
の
よ
う
な
人
物
に
「
今
め
か
し
」
が
用
い
ら
れ
る
の
か
を
確
認
す
る
。
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三
．
先
行
す
る
作
品
の
類
型
の
摂
取
（
一
） 

　
　

―
『
宇
津
保
物
語
』
源
正
頼
一
族
の
例

各
作
品
で
「
今
め
か
し
」
と
さ
れ
る
の
は
次
の
人
物
と
な
る
《
表
２
》。
男
女
と

も
多
く
使
わ
れ
る
が
、
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
主
人
公
と
対
立
的
立
場
に
あ
る
人
物

の
形
容
表
現
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
各
用
例
を
検

討
す
る
。

『
宇
津
保
物
語
』
に
お
い
て
、
長
ら
く
俊
蔭
一
族
と
対
立
的
構
図
を
持
ち
続
け
る

源
氏
の
左
大
臣
正
頼
の
性
格
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ｒ　
「
い
で
や
。
そ
の
お
と
ど
こ
そ
、
目
に
つ
き
て
覚
え
た
ま
ふ
ら
む
な
。
身
の
上

め
で
た
く
、
今
め
か
し
く
お
は
し
ま
す
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
後
こ
そ
、

お
の
れ
を
も
思
ひ
落
と
し
て
、
か
く
恥
の
限
り
の
た
ま
ひ
出
だ
せ
」

 

（「
楼
の
上
上
」、
③
、
四
二
七
頁
）

左
大
臣
正
頼
は
、
藤
原
仲
忠
と
並
ん
で
「
万
全
の
人
」（
23
）
と
し
て
語
ら
れ
る
。
主

人
公
ら
の
対
立
的
存
在
で
あ
る
正
頼
に
、「
今
め
か
し
」
さ
を
見
出
す
こ
と
が
出
来

る
の
は
興
味
深
い
。
兼
雅
に
よ
っ
て
そ
の
今
め
か
し
さ
が
指
摘
さ
れ
る
正
頼
で
あ
る

が
、
先
に
引
用
し
た
東
宮
が
「
今
め
か
し
」
き
人
々
を
集
め
る
と
い
う
傾
向
も
、
正

頼
の
血
脈
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
正
頼
女
の
あ
て
宮
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。

ｓ　

あ
て
宮
は
、
御
年
十
二
と
申
し
け
る
如
月
に
、
御
裳
た
て
ま
つ
る
、
ほ
ど
も
な

く
大
人
に
な
り
出
で
た
ま
ふ
。
あ
る
が
中
に
か
た
ち
清
ら
に
、
御
心
ら
う
ら
う

じ
く
、今
め
き
た
る
御
心
に
あ
り
、も
の
の
心
も
思
し
知
り
た
れ
ば
、父
お
と
ど
、

母
宮
、
限
り
な
く
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、（
後
略
）

 

（「
藤
原
の
君
」、
①
、
一
三
五
〜
一
三
六
頁
）

藤
壺
が
東
宮
に
入
内
前
、
あ
て
宮
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
、
そ
の
容
貌
も
内
面
も
秀
で

て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
父
の
正
頼
も
「
今
め
か
し
」
い
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、

あ
て
宮
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
女
子
の
成
人
式
を
す
ま
せ
た
ば
か
り
の
年
若
い
存

在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
心
映
え
も
良
く
、
分
別
も
あ
る
理
想
的
な
女
性
と
し
て
描

か
れ
る
。
こ
の
後
も
、
あ
て
宮
の
琴
が
「
今
め
か
し
」
い
こ
と
が
仲
忠
の
評
と
し
て

表
２作

品
名

使
わ
れ
る
人
物

竹
取
物
語

宇
津
保
物
語

あ
て
宮
、
源
正
頼
、
東
宮
（
藤
壺
腹
）、
仁
寿
殿
の
女
御
、

兼
雅

落
窪
物
語

《
継
母
方
》

源
氏
物
語

玉
鬘
、
紫
の
上
、
頭
中
将
、
右
大
臣
、
東
宮
（
朱
雀
院
御
子
、
承

香
殿
女
御
腹
）、
光
源
氏
、
夕
霧
、
柏
木
、
近
江
の
君
、
式
部
卿
宮

（
紫
の
上
父
）、
一
条
御
息
所
、
藤
壺
中
宮
、
六
条
御
息
所
、
軒
端

の
荻
、
女
三
の
宮
、
冷
泉
院
、
真
木
柱
、
蛍
兵
部
卿
宮
、
大
君
（
玉

鬘
女
）、
匂
宮

狭
衣
物
語

狭
衣
の
君

浜
松
中
納
言
物
語

東
宮

夜
の
寝
覚

寝
覚
の
上

と
り
か
へ
ば
や
物
語

宰
相
中
将

栄
花
物
語

登
子
、
兼
通
男
ら
、
中
関
白
家
、
娍
子
、
原
子
、
義
子
、
繁
子
、

公
達
、
女
房
、
女
童
、
三
条
帝
、
小
一
条
院
、
三
后
（
彰
子
、
妍
子
、

威
子
）

大
鏡

枕
草
子

藤
原
伊
周
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あ
り
、
あ
て
宮
の
「
今
め
か
し
」
さ
が
再
度
語
ら
れ
る
（「
嵯
峨
の
院
」、
①
、

三
四
三
頁
）。
こ
の
他
に
注
意
す
る
べ
き
用
例
は
、「
内
侍
の
か
み
」
巻
に
見
ら
れ
る

昔
の
人
で
あ
る
嵯
峨
院
の
頃
の
承
香
殿
の
御
息
所
と
、
今
の
人
で
あ
る
仁
寿
殿
の
女

御
の
筆
跡
を
比
べ
る
場
面
に
あ
る
。

ｔ　
「
仁
寿
殿
は
う
る
せ
き
人
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
む
か
し
よ
り
後
の
世
ま
で
の
い

は
ゆ
る
嵯
峨
の
御
時
の
女
御
ぞ
か
し
。
今
そ
れ
に
殊
に
劣
ら
ぬ
手
な
ど
走
り
書

き
け
り
。
な
ど
正
頼
が
も
と
に
お
こ
す
る
文
、
こ
れ
に
お
ぼ
え
た
る
筋
の
思
ほ

え
ぬ
」
と
の
た
ま
ふ
。
右
大
将
、「
か
へ
り
て
こ
の
御
文
は
、
今
め
き
た
る
筋

な
ど
ま
さ
り
た
り
け
り
。
持
な
り
」
と
定
め
ら
れ
て
、（
後
略
）

 
（「
内
侍
の
か
み
」、
②
、
一
八
三
頁
）

正
頼
が
若
年
の
頃
、
偶
然
に
垣
間
見
た
嵯
峨
院
の
頃
の
承
香
殿
の
御
息
所
は
容
貌
も

素
晴
ら
し
く
、「
魂
の
行
く
ら
む
方
も
知
ら
」
ぬ
ほ
ど
心
を
奪
わ
れ
た
こ
と
を
正
頼

自
ら
語
る
。
あ
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
女
性
は
今
も
い
な
い
と
言
う
正
頼
に
対
し
て
、

右
大
将
の
兼
雅
は
「
仁
寿
殿
の
女
御
こ
そ
お
は
し
ま
す
ら
め
」（「
内
侍
の
か
み
」、②
、

一
八
一
頁
）
と
返
す
。
仁
寿
殿
の
女
御
と
は
正
頼
の
実
娘
を
指
す
。
い
ず
れ
の
女
性

が
勝
っ
て
い
る
か
と
い
う
二
人
の
論
議
は
進
み
、
や
が
て
両
女
性
の
筆
跡
を
見
て
、

互
い
の
子
女
を
一
人
ず
つ
賭
物
に
し
て
勝
負
を
決
め
る
。
仁
寿
殿
の
女
御
の
筆
跡
は
、

父
の
正
頼
も
驚
く
ほ
ど
の
書
き
ぶ
り
で
、
正
頼
が
理
想
と
し
て
文
を
持
ち
歩
く
ほ
ど

心
酔
す
る
、
承
香
殿
の
御
息
所
の
筆
跡
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
。
甲
乙
つ
け
が
た
い

二
人
の
筆
跡
は
「
持
」
と
な
っ
た
。
仁
寿
殿
の
女
御
も
正
頼
の
血
筋
ら
し
い
「
今
め

か
し
」
さ
を
持
つ
女
御
で
あ
っ
た
。
こ
の
正
頼
一
族
に
対
し
、
仲
忠
ら
は
「
古
め
き

の
族
」
と
さ
れ
、
両
者
は
対
比
さ
れ
る
（
24
）。

こ
の
よ
う
に
、『
宇
津
保
物
語
』
に
お
い
て
は
主
に
源
正
頼
の
一
族
に
「
今
め
か
し
」

さ
が
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
作
品
は
変
わ
る
が
、『
落
窪
物
語
』

で
は
男
君
が
女
君
の
継
母
ら
を
「
今
め
か
し
」
と
暗
に
指
摘
し
た
よ
う
に
（
25
）、「
今

め
か
し
」
は
し
ば
し
ば
主
人
公
と
対
立
す
る
側
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。『
落

窪
物
語
』
で
は
作
者
が
積
極
的
に
継
母
方
を
「
今
め
か
し
」
と
表
現
す
る
訳
で
は
な

い
が
、
男
君
正
頼
の
言
葉
と
し
て
対
比
表
現
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で

あ
る
。
両
作
で
は
用
例
が
少
な
い
が
、「
今
め
か
し
」
さ
を
好
む
好
敵
手
と
い
う
の

で
見
逃
せ
な
い
の
は
『
源
氏
物
語
』
の
人
物
造
型
に
あ
ろ
う
。

三
．
先
行
す
る
作
品
の
類
型
の
摂
取
（
二
） 

　
　

―
『
源
氏
物
語
』
右
大
臣
一
家

『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、山
中
裕
氏
（
26
）
が
『
源

氏
物
語
』
の
「
須
磨
・
明
石
」
巻
と
、『
栄
花
物
語
』
巻
五
の
類
似
性
を
指
摘
し
て

以
来
、多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
題
材
が
歴
史
で
あ
る
と
は
い
え
、『
栄
花
物
語
』
も
『
源

氏
物
語
』
以
降
の
仮
名
作
品
と
し
て
他
の
作
品
同
様
、
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
て

い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』の
表
現
で
し
ば
し
ば
注
目
を
浴
び
る
の
は
、

長
ら
く
源
氏
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
右
大
臣
一
家
の
存
在
で
あ
る
。
各
用
例
を
確

認
す
る
。

ｕ　

そ
ら
だ
き
も
の
い
と
け
ぶ
た
う
く
ゆ
り
て
、
衣
の
音
な
ひ
い
と
は
な
や
か
に
ふ

る
ま
ひ
な
し
て
、
心
に
く
く
奥
ま
り
た
る
け
は
ひ
は
立
ち
お
く
れ
、
い
ま
め

か
し
き
こ
と
を
好
み
た
る
わ
た
り
に
て
、
や
む
ご
と
な
き
御
方
々
物
見
た
ま
ふ

と
て
、
こ
の
戸
口
は
占
め
た
ま
へ
る
な
る
べ
し
。

 

（「
花
宴
」
巻
、
①
、
三
六
五
頁
）

か
つ
て
、
源
氏
の
母
・
桐
壺
更
衣
と
対
立
し
た
弘
徽
殿
女
御
を
擁
す
る
右
大
臣
方
は
、

古
き
物
や
奥
ゆ
か
し
さ
を
好
ま
ず
、
あ
く
ま
で
は
や
か
な
当
世
風
を
好
む
人
物
と
さ

れ
た
。「
今
め
か
し
」
さ
を
重
ん
じ
る
右
大
臣
方
の
有
様
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ

き
は
「
奥
ま
り
た
る
け
は
ひ
」
が
「
立
ち
お
く
れ
」
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
栄

花
物
語
』
に
立
ち
返
る
と
、
中
関
白
家
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。
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再
び
冒
頭
の
引
用
を
示
す
。

‘
ａ 
い
た
う
奥
深
な
る
こ
と
を
ば
い
と
わ
ろ
き
も
の
に
思
し
て
、
今
め
か
し
う
気

近
き
御
有
様
な
り
。 

（「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」、
①
、
一
六
八
頁
）

道
隆
室
の
貴
子
が
宮
廷
生
活
を
経
て
そ
こ
で
得
た
経
験
か
ら
、
中
関
白
家
は
家
風
と

し
て
「
今
め
か
し
」
さ
を
求
め
た
こ
と
を
、
冒
頭
で
述
べ
た
。
中
関
白
家
は
、
右
大

臣
よ
り
も
さ
ら
に
進
ん
で
「
奥
深
」
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
否
定
す
る
形
を
取

る
た
め
、明
確
に
両
描
写
が
合
致
す
る
こ
と
は
な
い
が
、奥
深
さ
よ
り
も
「
今
め
か
し
」

さ
を
尊
重
す
る
両
者
の
姿
勢
は
描
写
の
点
に
お
い
て
近
接
す
る
。「
今
め
か
し
」
い

の
は
右
大
臣
だ
け
で
は
な
い
。
前
段
に
引
用
し
た
権
中
納
言
の
「
か
ど
か
ど
し
く
い

ま
め
き
た
ま
へ
る
御
心
」
と
書
か
れ
る
そ
の
性
格
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
娘
の
玉
鬘

に
も
用
い
ら
れ
る
。

ｖ　
「
人
柄
は
、
宮
の
御
人
に
て
い
と
よ
か
る
べ
し
。
い
ま
め
か
し
く
い
と
な
ま
め

き
た
る
さ
ま
し
て
、
さ
す
が
に
賢
く
、
過
ち
す
ま
じ
く
な
ど
し
て
、
あ
は
ひ

は
め
や
す
か
ら
む
。」 

（「
藤
袴
」
巻
、
③
、
三
三
五
〜
三
三
六
頁
）

筑
紫
か
ら
出
て
き
た
玉
鬘
は
、
最
初
こ
そ
田
舎
ら
し
い
娘
で
あ
っ
た
が
、
源
氏
に
生

育
さ
れ
る
に
つ
れ
、「
今
め
か
し
」
く
な
る
。
嶋
谷
惇
子
氏
（
27
）
は
、
玉
鬘
の
「
今

め
か
し
」
さ
は
源
氏
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
嶋

谷
氏
の
指
摘
は
首
肯
す
べ
き
点
も
あ
る
が
、
完
全
に
は
同
意
出
来
な
い
。
そ
れ
は
、

付
与
さ
れ
た
後
、「
今
め
か
し
」
さ
を
自
身
の
も
の
と
し
た
の
は
玉
鬘
自
身
の
美
に

対
す
る
鋭
い
感
性
と
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
単
純
に
「
今
め
か
し
」

い
も
の
を
付
与
さ
れ
た
だ
け
で
は
、
自
身
も
「
今
め
か
し
」
く
な
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。
田
舎
と
い
う
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
た
玉
鬘
に
は
、
都
の
華
や

か
さ
は
新
鮮
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
自
身
も
都
に
住
む
王
朝
人
と
し
て
の
薫
陶

を
源
氏
よ
り
受
け
、
そ
れ
を
我
が
物
に
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
玉
鬘
の
功
績
で
あ
る
。

玉
鬘
も
ま
た
、
右
大
臣
方
の
血
筋
を
受
け
継
ぐ
一
人
と
し
て
源
氏
の
世
界
に
貢
献
し

て
い
く
の
で
あ
る
（
28
）。

前
段
と
本
段
で
確
認
し
た
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』
に
先
行
す
る
作
品
に
お
い
て
は
、

「
今
め
か
し
」
は
主
人
公
と
対
立
的
立
場
に
あ
る
人
々
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
。
そ

れ
は
ひ
と
つ
の
類
型
と
な
り
、『
宇
津
保
物
語
』
以
来
使
わ
れ
て
き
た
構
図
で
あ
る
。

『
栄
花
物
語
』
の
中
関
白
家
の
用
例
に
再
度
立
ち
返
る
と
、
冒
頭
の
引
用
の
よ
う
に
、

そ
の
家
風
は
「
今
め
か
し
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
の
物
語
作
品
に
お
い
て
も
必
ず
し
も

「
今
め
か
し
」
や
「
今
め
く
」
が
中
関
白
家
を
含
め
、
物
語
で
主
人
公
に
対
立
す
る

一
族
に
の
み
使
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
多
く
は
対
立
す
る
側
の
人
々
の
性

質
と
し
て
使
わ
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
物
語
に
お
い
て
は
『
宇
津
保
物
語
』
以
来
、
対
立
す
る
側

の
性
質
を
表
現
す
る
類
型
と
し
て
、「
今
め
か
し
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』

に
も
、『
栄
花
物
語
』
に
も
同
様
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
出
来
よ
う
。
作
者
は

闇
雲
に
歴
史
を
叙
述
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
現
在
と
違
い
、
書
く
と
い
う
こ

と
に
か
な
り
の
制
約
が
あ
る
中
で
、『
栄
花
物
語
』
の
作
者
は
起
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、

あ
る
程
度
人
物
の
造
型
を
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
作
者
に
よ
っ
て
「
今
め
か
し
」

き
こ
と
を
家
風
と
さ
れ
た
中
関
白
家
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
史
実
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
物
語
の
流
れ
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
ま
た
、
長
ら
く
道
長
の
栄
華
を
阻

む
一
族
と
し
て
作
者
に
目
さ
れ
た
た
め
、
先
行
す
る
作
品
の
類
型
を
中
関
白
家
に
あ

て
は
め
た
た
め
に
、
中
関
白
家
の
家
風
と
し
て
「
今
め
か
し
」
が
用
い
ら
れ
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
読
者
も
、『
宇
津
保
物
語
』
の
正
頼
方
や
、『
源
氏
物
語
』

の
右
大
臣
方
を
想
起
し
な
が
ら
二
重
三
重
に
物
語
世
界
を
膨
ら
ま
せ
読
ん
で
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
こ
の
「
今
め
か
し
」
さ
の
面
白
さ
と
、
人
物
表
現
と

し
て
「
今
め
か
し
」
を
用
い
た
作
者
の
巧
妙
な
手
法
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ

う
。
作
者
は
、
か
な
り
慎
重
な
姿
勢
で
、
計
算
を
し
な
が
ら
こ
の
「
今
め
か
し
」
を

用
い
た
と
考
え
る
。
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お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、『
栄
花
物
語
』
と
そ
れ
以
前
に
成
立
し
た
作
品
の
用
例
を
確
認
し
、

中
関
白
家
の
家
風
と
し
て
の
「
今
め
か
し
」
は
、
先
行
す
る
作
品
か
ら
の
類
型
の
継

承
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
今
め
か
し
」
と
い
う
語
の
み
で
、

先
行
す
る
作
品
の
類
型
の
継
承
を
指
摘
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、『
栄
花
物
語
』

を
解
釈
す
る
際
に
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
語
と
し
て
、
ま
ず
「
今
め
か
し
」
に
つ
い
て

考
察
を
行
っ
た
。
少
し
触
れ
た
が
、
九
条
流
の
人
々
に
「
今
め
か
し
」
が
用
い
ら
れ

る
の
と
同
じ
く
、
例
え
ば
「
気
近
」
や
「
奥
深
」
の
よ
う
に
、
特
定
の
家
に
し
ば
し

ば
用
い
ら
れ
る
語
は
他
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
包
括
的
に
検
討
し
た
上
で
、
先

行
す
る
物
語
作
品
の
影
響
が
ど
こ
ま
で
読
み
取
れ
る
の
か
、『
栄
花
物
語
』
の
独
自

性
と
は
何
か
を
検
討
し
、『
栄
花
物
語
』
の
作
者
が
ど
の
よ
う
に
歴
史
を
表
現
し
よ

う
と
し
た
の
か
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
、『
栄

花
物
語
』
に
お
け
る
「
今
め
か
し
」
の
語
義
や
用
法
に
つ
い
て
は
検
討
が
必
要
な
部

分
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
続
編
の
用
例
の
検
討
も
行
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
こ
の

後
に
続
く
作
品
に
つ
い
て
も
、「
今
め
か
し
」
に
つ
い
て
は
同
様
の
類
型
が
見
ら
れ
る
。

前
代
の
流
れ
を
汲
み
つ
つ
、
一
つ
の
類
型
を
さ
ら
に
後
代
へ
と
継
承
さ
せ
た
作
品
の

一
つ
と
し
て
、『
栄
花
物
語
』
も
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
、

論
考
を
終
え
た
い
（
29
）。

注（
１
） 『
国
史
大
事
典　

第
十
巻
』（
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
、
昭
和
六
十
四
年
一

月
、
吉
川
弘
文
館
刊
）
の
「
中
関
白
家
」
に
は
、「
平
安
時
代
中
期
の
関
白
、
藤

原
道
隆
の
一
家
の
呼
称
。
道
隆
が
、
摂
関
の
権
威
を
確
立
し
た
父
兼
家
と
、
摂

関
家
の
最
盛
期
を
築
い
た
弟
道
長
と
の
中
間
に
位
置
す
る
た
め
の
呼
称
と
い
わ

れ
、『
大
鏡
』
に
道
隆
を
「
中
関
白
殿
」
と
書
き
、『
中
右
記
』
永
久
元
（
一
一
一
三
）

年
五
月
四
日
条
に
「
中
関
白
子
孫
氏
人
」
と
み
え
る
の
は
そ
の
早
い
用
例
で
あ

ろ
う
。（
橋
本
義
彦
）」
と
あ
る
。

（
２
） 『
日
本
紀
略
』
に
よ
る
と
、
定
子
入
内
は
二
月
で
は
な
く
正
月
二
十
五
日
で
あ
っ

た
。
な
お
、
同
書
の
二
月
十
一
日
、
定
子
に
女
御
宣
下
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
る
。
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
例
に
限
ら
ず
、『
栄

花
物
語
』
に
は
し
ば
し
ば
史
実
と
合
致
し
な
い
記
述
が
み
ら
れ
る
。
本
稿
で
は

論
考
に
問
題
が
生
じ
る
場
合
を
除
き
、
論
述
の
際
に
は
基
本
的
に
『
栄
花
物
語
』

の
記
述
に
従
う
。

（
３
） 

原
子
入
内
記
事
は
次
の
通
り
。

 

女
御
の
御
心
ざ
ま
も
は
な
や
か
に
今
め
か
し
う
、
さ
ま
あ
し
き
御
有
様
な
り
。

年
ご
ろ
宣
耀
殿
を
見
た
て
ま
つ
り
た
る
心
地
に
、
こ
れ
は
事
に
ふ
れ
今
め
か
し

う
思
さ
る
。 

 

（「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」、
①
、
一
九
八
〜
一
九
九
頁
）

 

内
面
も
外
面
も
「
今
め
か
し
」
い
原
子
の
有
様
で
あ
る
。
な
お
、「
さ
ま
あ
し
き
」

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
見
る
の
が
恥
ず
か
し
い
ほ
ど
寵
愛
さ
れ
る
様
と
解
べ
き

で
あ
ろ
う
。
同
様
の
用
例
は
、
巻
二
に
花
山
院
が
寵
愛
す
る
語
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。

（
４
） 

作
中
の
「
気
近
」
の
用
例
は
九
例
あ
り
、
人
物
に
対
し
て
は
女
院
詮
子
と
藤
原

道
隆
に
そ
れ
ぞ
れ
二
例
ず
つ
、ほ
か
に
は
保
子
内
親
王
（
巻
一
）、綏
子
（
巻
四
）、

伊
周
女
（
大
姫
君
。
巻
八
）
と
敦
成
親
王
（
巻
八
）
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
残

る
一
例
は
場
面
に
対
す
る
表
現
）。
一
条
天
皇
の
母
と
な
っ
た
詮
子
の
有
様
は
、

『
栄
花
物
語
』
で
は
一
つ
の
成
功
例
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
詮
子
の
「
気
近
」

さ
を
踏
ま
え
、
道
隆
が
家
風
と
し
た
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
気

近
」
に
つ
い
て
は
増
田
繁
夫
氏
の
論
考
が
す
で
に
あ
る
（「『
栄
花
物
語
』
の
描

く
中
宮
定
子
と
彰
子
の
後
宮
―
「
気
近
さ
」
と
「
奥
深
さ
」
―
」（『
栄
花
物
語

の
新
研
究
』
平
成
十
九
年
五
月
刊
）。

（
５
） 

新
間
進
一
「
栄
華
物
語
の
「
今
め
か
し
」
に
就
い
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
昭

和
二
十
一
年
十
二
月
号
、
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
刊
）。
な
お
、
新
間
氏
は
花

山
院
に
用
い
ら
れ
る
用
例
（
巻
八
、
①
、
三
七
九
頁
）
を
挙
げ
、「
今
め
く
」
の

用
例
に
つ
い
て
は
否
定
的
意
義
を
見
出
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。

 

　

な
お
、『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
一
巻
〔
第
二
版
〕』（
平
成
十
二
年
十
一
月
、

小
学
館
刊
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。「（
１
）
当
世
風
で
り
っ

ぱ
だ
。
目
新
し
く
て
す
ぐ
れ
て
い
る
。
気
が
き
い
て
し
ゃ
れ
て
い
る
。
現
代
風

で
若
々
し
い
。（
２
）
現
代
風
で
、
は
な
や
か
で
あ
る
。
に
ぎ
わ
わ
し
。
陽
気

で
あ
る
。（
３
）
現
代
風
で
軽
薄
で
あ
る
。
は
な
や
か
過
ぎ
て
感
心
し
な
い
。
き

ざ
っ
ぽ
い
。（
４
）
い
ま
さ
ら
め
い
て
い
る
。
わ
ざ
と
ら
し
い
。
改
ま
っ
て
い

て
変
で
あ
る
。」
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（
６
） 

新
間
氏
以
降
の
主
な
論
考
は
次
の
通
り
。
犬
塚
旦「
今
め
か
し
考
」（『
国
語
国
文
』

第
二
十
巻
第
三
号
、
昭
和
二
十
六
年
二
月
刊
）、
河
添
房
江
「
六
条
院
王
権
の

聖
性
の
維
持
を
め
ぐ
っ
て
―
玉
鬘
十
帖
の
年
中
行
事
と
「
い
ま
め
か
し
」
―
」

（『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
六
十
三
年
十
月
号
）、
上
坂
信
男
「
今
め
か
し
・
古

め
か
し
（
一
）
―
調
和
の
美
学
―
」（『『
源
氏
物
語
』
の
思
惟
―
そ
の
〝
こ
と
ば
〞

に
読
む
―
』
平
成
五
年
十
月
、
右
文
書
院
刊
）、
池
田
節
子
「「
い
ま
め
か
し
」

考
―
玉
鬘
十
帖
の
光
源
氏
―
」（『
新　

物
語
研
究
』
平
成
七
年
十
一
月
、
有
精

堂
刊
）、内
藤
聡
子
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
い
ま
め
か
し
」
に
つ
い
て
」（『
愛

知
大
学
国
文
学
』
第
三
十
六
号
、
平
成
八
年
十
月
刊
）、
助
川
幸
逸
郎
「〈
今
め

か
し
〉
と
い
う
方
法
―
光
源
氏
世
界
の
栄
華
と
衰
頽
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
文

学
研
究
』
第
百
十
三
集
、
平
成
九
年
六
月
刊
）
な
ど
。

（
７
） 

犬
塚
旦
「
再
び
「
今
め
か
し
」
に
つ
い
て
」（『
平
安
文
学
研
究
』
第
十
九
輯
、

昭
和
三
十
一
年
十
二
月
刊
）。

（
８
） 

湯
本
な
ぎ
さ
「
今
め
か
し
・
古
め
か
し
（
二
）
―
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
―
」

（『『
源
氏
物
語
』
の
思
惟
―
そ
の
〝
こ
と
ば
〞
に
読
む
―
』
平
成
五
年
十
月
、
右

文
書
院
刊
）。

（
９
） 

村
井
幹
子
「『
紫
式
部
日
記
』
の
表
現
「
い
ま
め
か
し
」
を
め
ぐ
っ
て
（
2
）
―

中
宮
女
房
批
評
に
お
け
る
「
い
ま
め
か
し
」
の
場
合
」（『
中
古
文
学
論
攷
』
第

十
九
号
、
平
成
十
年
十
二
月
刊
）、「『
紫
式
部
日
記
』
の
表
現
―「
い
ま
め
か
し
」

を
め
ぐ
っ
て
（
1
）
―
」（『
源
氏
物
語
と
王
朝
世
界
―
中
古
文
学
論
攷
第
二
十

号
―
』、
平
成
十
二
年
三
月
刊
）

（
10
） 

消
極
的
理
由
で
は
あ
る
が
、
高
階
家
の
存
在
を
指
摘
し
た
い
。
道
隆
室
の
貴
子

は
学
問
に
秀
で
た
高
階
家
の
出
で
あ
り
、
貴
子
自
身
も
そ
の
豊
か
な
学
才
は
当

時
か
ら
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
貴
子
の
教
育
に
よ
る
道
隆
の
子
ら
の
学
識
の
高

さ
は
現
在
で
も
理
解
さ
れ
る
が
、
貴
子
を
含
め
た
高
階
家
が
外
戚
に
い
る
以
上
、

道
隆
の
立
場
が
強
く
て
も
、
こ
の
よ
う
な
語
を
家
風
と
す
る
こ
と
は
考
え
に
く

い
。
さ
ら
に
、『
大
鏡
』
に
貴
子
が
「
古
体
」
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
貴
子
の
「
古
体
」
な
側
面
は
、『
栄
花
物
語
』

で
は
見
ら
れ
な
い
。
本
稿
で
は
「
今
め
か
し
」
の
語
義
で
は
な
く
作
品
に
お
け

る
用
法
を
着
眼
点
と
す
る
た
め
、
他
の
語
と
比
較
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
「
古
体
」
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
九
条
流
以
外
の
人
物
に
用
い

ら
れ
る
が
、
例
外
的
に
藤
原
顕
光
に
用
い
ら
れ
る
例
も
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
語

義
も
好
悪
両
義
に
分
か
れ
、
複
雑
な
語
で
あ
る
と
述
べ
る
に
留
め
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
「
今
め
か
し
」
の
語
義
と
と
も
に
別
稿
に
記
す
。

（
11
） 

加
納
重
文
「
記
述
の
誤
り
を
め
ぐ
っ
て
」（『
歴
史
物
語
の
思
想
』
平
成
四
年

十
二
月
刊
。
初
出
は
「
栄
花
物
語
の
記
述
の
誤
り
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
語
国
文
』

四
十
巻
九
号
、
昭
和
四
十
六
年
九
月
刊
）。
中
村
康
夫
「『
栄
花
物
語
』
と
史
実
」

（『
王
朝
歴
史
物
語
の
世
界
』
平
成
三
年
六
月
、
吉
川
弘
文
館
刊
）。

（
12
） 

な
お
、
続
篇
以
降
の
用
例
は
改
め
て
検
討
を
行
う
予
定
が
あ
る
。

（
13
） 

新
間
氏
（
注
五
、
前
掲
論
文
）、
池
田
氏
（
注
六
、
前
掲
論
文
）
に
よ
る
と
、『
栄

花
物
語
』
の
用
例
は
五
十
例
（
内
藤
氏
（
注
六
、
前
掲
論
文
）
は
四
十
四
例
と

す
る
）
で
あ
る
そ
う
だ
が
、
稿
者
の
確
認
で
は
四
十
八
例
の
み
で
あ
っ
た
（「
今

め
か
し
」
四
十
七
例
、「
い
ま
め
か
し
」
一
例
）。
な
お
、写
本
に
よ
っ
て
違
う
が
、

「
今
め
か
し
」
を
「
い
か
め
し
き
」
と
す
る
用
例
も
あ
る
。
文
脈
か
ら
は
い
ず

れ
に
も
取
れ
る
が
、場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
本
稿
で
は
底
本
に
従
い
「
今

め
か
し
」
の
用
例
数
か
ら
除
外
し
た
。

（
14
） 

藤
原
娍
子
に
つ
い
て
は
慎
重
に
取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
。
娍
子
は
藤
原
済
時
女

で
、
三
条
天
皇
の
皇
后
で
あ
る
。
娍
子
の
性
格
に
つ
い
て
は
、「
奥
深
」
で
あ

る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
は
古
体
な
性
質
を
持
ち

な
が
ら
も
音
楽
に
つ
い
て
は
「
今
め
か
し
」
さ
を
も
併
せ
持
つ
女
性
と
さ
れ
る
。

「
古
体
」
は
主
に
源
氏
や
皇
族
に
、「
奥
深
」
は
小
野
宮
流
に
連
な
る
人
物
や
皇

族
に
用
い
ら
れ
る
語
で
、
作
中
に
お
い
て
は
「
今
め
か
し
」
と
同
じ
く
好
悪
両

面
を
持
つ
複
雑
な
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
両
語
に

つ
い
て
は
別
稿
に
記
し
た
い
。

（
15
） 

重
松
紀
彦
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
今
め
か
し
」
に
つ
い
て
」（『
源
氏
こ
ぼ
れ
草
』

巻
十
六
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
刊
）。

（
16
） 『
宇
津
保
物
語
』
の
本
文
は
、新
編
日
本
文
学
全
集
『
宇
津
保
物
語
』
①
〜
③
（
中

野
幸
一
編
、
平
成
十
一
年
五
月
〜
十
四
年
七
月
、
小
学
館
刊
）
に
拠
っ
た
。

（
17
） 

湯
本
氏
、
注
八
論
文
。

（
18
） 

同
様
の
例
は
、『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
や
夕
霧
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
年
齢
を
重
ね
て
か
ら
の
若
々
し
い
振
る
舞
い
に
つ
い
て

は
、古
橋
信
孝
氏
の
指
摘
が
あ
る
（「
中
年
男
の
恋
―
い
ま
め
か
し
く
な
り
返
る
」

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
十
三
月
報
』
平
成
六
年
十
月
、
小
学
館
刊
）。

（
19
） 『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
①
〜
⑥
（
阿

部
秋
生
、
今
井
源
衛
、
秋
山
虔
、
鈴
木
日
出
男
編
、
平
成
六
年
三
月
〜
平
成
十

年
三
月
、
小
学
館
刊
）
に
拠
っ
た
。
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（
20
） 『
夜
の
寝
覚
』
の
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
夜
の
寝
覚
』（
鈴
木
一

雄
編
、
平
成
八
年
九
月
、
小
学
館
刊
）。

（
21
） 『
枕
草
子
』
の
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』（
松
尾
聡
、
永

井
和
子
編
、
平
成
十
四
年
四
月
、
小
学
館
刊
）
に
拠
っ
た
。

（
22
） 
古
橋
信
孝
「
短
歌
定
型
の
成
立　

文
化
の
〈
型
〉
の
生
成
と
変
容
」（『
日
本
の

美
学
』
第
十
三
号
、
平
成
元
年
一
月
刊
）。

（
23
） 

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

学
篇
）』
第
二
十
九
集
、
平
成
四
年
二
月
刊
）。

（
24
） 

湯
本
氏
、
注
８
論
文
。

（
25
） 『
宇
津
保
物
語
』
の
他
に
は
、『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
も
非
常
に
興
味
深
い
用

例
が
あ
る
。

「
古
め
か
し
き
心
な
れ
ば
に
や
あ
ら
む
、
今
め
か
し
く
好
も
し
き
こ
と
も

欲
し
か
ら
ず
、
覚
え
も
欲
し
か
ら
ず
、
父
母
具
し
た
ら
む
を
と
も
お
ぼ
え

ず
。（
中
略
）」
志
た
が
は
ず
花
や
か
な
る
方
に
や
り
た
て
ま
つ
り
て
、

御
徳
見
む
と
お
も
う
し
た
る
か
。 

（
巻
二
、一
六
二
頁
）

 

主
人
公
の
道
頼
が
、
落
窪
の
君
と
結
婚
を
望
む
こ
と
を
乳
母
に
切
々
と
訴
え
る

場
面
で
あ
る
。
道
頼
は
自
身
を
「
古
め
か
し
」
い
人
間
で
あ
る
と
切
り
出
し
、「
今

め
か
し
」
き
こ
と
、
つ
ま
り
「
花
や
か
な
る
方
」
の
継
母
方
と
の
縁
談
を
欲
す

る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
意
中
の
人
で
あ
る
落
窪
の
君
と
の
結
婚
を
望
む
と
す
る
。

明
確
な
今
め
か
し
さ
の
否
定
で
は
な
い
が
、
主
人
公
が
今
め
か
し
さ
の
象
徴
で

あ
る
継
母
の
娘
を
望
ま
な
い
と
い
う
姿
勢
に
注
目
し
た
い
。
継
母
ら
が
「
今
め

か
し
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、今
め
か
し
さ
は
継
母
ら
の
暗
喩
と
な
っ

て
い
る
。

（
26
） 

山
中
裕
『
歴
史
物
語
研
究
序
説
』（
昭
和
三
十
七
年
八
月
、東
京
大
学
出
版
会
刊
）。

（
27
） 

嶋
谷
惇
子
、
吉
海
直
人
「『
源
氏
物
語
』「
い
ま
め
か
し
」
再
考
―
演
出
さ
れ
た

美
―
」（『
日
本
語
日
本
文
学
』
第
十
八
号
、
平
成
十
八
年
六
月
刊
）。

（
28
） 

河
添
氏
、
注
６
論
文
。

（
29
） 

本
稿
の
表
2
の
内
容
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
用
例

を
示
し
、
別
稿
に
記
す
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
第
14
回
日
本
語
日
本
文
学
会
に
お
け

る
口
頭
発
表
を
基
に
執
筆
し
た
。
当
日
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
に
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
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The Term “imamekashi” in Eiga monogatari  

and the Tradition of  naka no kanpaku-ke

YOSHIDA Sayuri

The Graduate University of  Advanced Studies,  

School of  Cultural and Social Studies,  

Department of  Japanese Literature

The family of  Fujiwara no Michitaka has been called the naka no kanpaku-ke till now. The court lady 

Akazome Emon, the author of  the Eiga monogatari (The Tale of  Eiga, trans. as A Tale of  Flowering Fortunes) 

presents in volume three the tradition of  the naka no kanpaku-ke as “imamekashi.” However, if  one checks other 

tales, there is nothing to support this characterization. Although Dr. Kanō Shigefumi indicated in 1971 that a 

family tradition is considered to be information acquired by hearsay, it may point the way in this case to 

understanding the discrepancy.

Beginning with the work of  Dr. Shinma Shinichi, many researchers have tried to make clear the meaning of  

“imamekashi” and suggest that it is a “hanayaka” (a flowery expression) that refers to “keihaku” (frivolity). But 

what remains unclear is the reason why the tradition of  naka no kanpaku-ke is said to be “imamekashi.”

This paper examines the use of  imamekashi in previous tales written in the Heian period. In The Tale of  

Utsuho, The Tale of  Ochikubo, and The Tale of  Genji, all written before Eiga monogatari, imamekashi refers to a 

rival family. It seems that when the latter tale was written, Akazome Emon did not consult previous writings 

about naka no kanpakuke nor the tradition connected with them. She used this word imamekashi for naka no 

kanpaku-ke with her own intention. This understanding became the family tradition. As a result of  my inquiry, I 

try to clarify this process.

Key words: naka no kanpaku-ke, imamekashi, The Tale of  Eiga, The Tale of  Genji, The Tale of  Ochikibo,  

The Tale of  Utsuho


