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は
じ
め
に

『
木
幡
の
時
雨
』
は
、
全
一
巻
の
中
世
王
朝
物
語
で
あ
る
。
成
立
年
代
・
作

者
共
に
不
明
だ
が
、
作
中
の
『
源
氏
物
語
』（
以
下
、『
源
氏
』）
摂
取
が
、
梗

概
書
で
あ
る
『
源
氏
小
鏡
』
に
よ
る
理
解
と
推
定
さ
れ
、
室
町
期
の
『
源
氏
』

享
受
の
実
態
と
合
致
す
る
点
、
不
遇
な
女
性
が
幸
福
に
至
る
と
い
う
女
性
の
理

想
を
描
い
た
内
容
で
あ
る
点
か
ら
、
現
在
は
室
町
期
成
立
の
擬
古
物
語
か
ら
御

伽
草
子
へ
の
過
渡
的
作
品⑴
か
つ
、
女
房
の
手
に
よ
る
創
作
と
の
見
方
に
落
ち
着

い
て
い
る⑵
。

本
作
は
、
父
親
の
死
後
、
母
と
妹
と
共
に
暮
ら
す
中
の
君
が
、
実
母
か
ら
の

迫
害
や
中
納
言
と
の
す
れ
違
い
に
苦
悩
し
一
時
は
入
水
を
決
意
す
る
も
、
姉
妹

交
換
に
よ
っ
て
幸
福
を
掴
み
、
最
終
的
に
一
族
の
繁
栄
を
成
し
遂
げ
る
物
語
で

あ
る
。

『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』
に
お
い
て
、「
継
子
い
じ
め
の
話
型
に
従
い
な
が
ら
、

〈
中
略
〉「
は
か
な
げ
な
女
君
の
悲
恋
の
物
語
」
を
語
」
り
、「
後
半
生
に
は
女

の
幸
せ
を
獲
得
す
る
と
い
う
新
傾
向
を
示
す⑶
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、『
住

吉
物
語
』
な
ど
先
行
作
品
か
ら
様
々
な
要
素
・
構
想
を
摂
取
し
、
主
題
に
沿
っ

て
組
み
立
て
直
し
た
作
品
と
言
え
る
。

本
作
の
大
き
な
特
徴
は
、
結
末
に
お
い
て
登
場
人
物
全
員
が
幸
福
を
掴
む
点

で
あ
り
、
主
題
に
関
し
て
は
、
既
に
「
女
主
人
公
の
幸
福
と
繁
栄
を
最
大
限
に

物
語
」
る
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る⑷
。
安
達
敬
子
氏
は
こ
の
主

題
に
お
い
て
、『
無
名
草
子
』
の
、「
そ
の
人
と
な
き
者
の
、
身
に
余
る
ば
か
り

の
幸
ひ
を
書
き
あ
ら
は
さ
む
と
し
た
る
も
の
」
と
い
う
『
朝
倉
』
評
を
引
き
、

『
木
幡
の
時
雨
』
と
の
本
質
的
な
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。

『
木
幡
の
時
雨
』
を
幸
福
に
導
く
独
自
要
素

―
入
水
譚
の
視
座
か
ら

―

高
　
　
倉
　
　
　
　
　
実

【
人
物
関
係
図
一
】
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主
題
か
ら
し
て
女
性
の
願
望
を
叶
え
る
と
い
う
執
筆
意
図
が
窺
え
、
作
中
中

の
君
本
人
が
自
発
的
に
幸
福
を
掴
ん
で
い
く
本
作
は
、
従
来
女
性
像
の
変
貌
を

捉
え
る
う
え
で
注
目
さ
れ
、
先
行
研
究
も
実
子
い
じ
め
の
構
造
や
双
生
児
の
出

産
、
姉
妹
の
類
似
性
描
写
と
交
換
の
展
開
な
ど
、
中
の
君
の
家
族
間
で
の
問
題

に
着
目
し
た
論
が
多
い
。

し
か
し
、
主
題
を
踏
ま
え
て
作
品
全
体
を
見
直
す
と
ま
だ
考
察
の
行
き
届
い

て
い
な
い
部
分
が
見
受
け
ら
れ
、
特
に
入
水
場
面
は
主
題
達
成
の
た
め
に
重
要

な
働
き
を
持
っ
て
い
な
が
ら
も
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
更
な

る
考
察
が
必
要
と
考
え
る
。

本
稿
は
、『
木
幡
の
時
雨
』
と
他
作
品
と
の
比
較
を
通
し
て
入
水
譚
と
し
て

の
本
作
の
独
自
性
を
検
討
し
、「
女
主
人
公
の
幸
福
」
と
い
う
主
題
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
独
自
の
要
素
が
ど
の
よ
う
に
幸
福
な
結
末
を
導
き
得
た
の
か
改
め

て
検
討
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
木
幡
の
時
雨
』
独
自
の
工
夫
を
読

み
解
く
こ
と
で
、
作
品
の
再
評
価
を
提
案
し
て
い
き
た
い
。

一　

入
水
譚
の
系
譜

ま
ず
、
森
下
純
昭
氏
と
安
道
百
合
子
氏
の
論⑸
を
参
考
に
『
木
幡
の
時
雨
』
以

前
の
入
水
譚
の
系
譜
を
辿
り
、
従
来
入
水
譚
と
し
て
の
『
木
幡
の
時
雨
』
が
ど

う
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
か
を
整
理
す
る
。

入
水
の
モ
チ
ー
フ
は
上
代
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
物
語
と
し
て
は
『
大
和
物
語
』

に
記
載
さ
れ
る
「
生
田
川
」
と
「
猿
沢
の
池
」
が
源
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

お
お
ま
か
に
展
開
を
述
べ
る
と
、「
生
田
川
」
は
二
人
の
男
に
挟
ま
れ
た
女
性

が
片
方
を
選
べ
ず
に
死
を
選
び
、「
猿
沢
の
池
」
は
帝
へ
の
思
慕
が
叶
わ
ず
に

死
を
選
ん
で
い
る
。

入
水
譚
と
し
て
は
、
ま
ず
「
猿
沢
の
池
」
型
が
発
展
し
、
一
人
の
男
性
と
の

関
係
で
想
い
が
叶
わ
ず
に
入
水
に
至
る
女
君
が
描
か
れ
る
。
そ
の
後
『
源
氏
』

「
浮
舟
」
巻
で
「
生
田
川
」
型
が
改
め
て
物
語
に
摂
取
さ
れ
、
薫
と
匂
宮
と
い

う
二
人
の
男
性
の
間
で
揺
れ
る
浮
舟
が
、
悩
ん
だ
末
に
宇
治
川
に
入
水
す
る
展

開
が
描
か
れ
て
い
く
。

貴
公
子
二
人
の
間
で
揺
れ
る
女
君
と
い
う
構
想
に
強
い
影
響
を
受
け
た
作
品

に
『
朝
倉
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

『
朝
倉
』
は
、「
浮
舟
」
を
う
け
て
即
座
に
創
作
さ
れ
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る

平
安
後
期
の
散
逸
物
語
で
あ
り
、
残
存
和
歌
か
ら
内
容
の
推
定
が
な
さ
れ
て
い

る
。
作
者
に
つ
い
て
は
、『
更
級
日
記
』
の
藤
原
定
家
筆
本
の
奥
書
に

ひ
た
ち
の
か
み
す
が
は
ら
の
た
か
す
ゑ
の
む
す
め
の
日
記
也
。
博
の
と

の
ゝ
は
ゝ
う
へ
の
め
ひ
也
。
よ
は
の
ね
ざ
め
・
み
つ
の
は
ま
ゝ
つ
・
み
づ

か
ら
く
ゆ
る
・
あ
さ
く
ら
な
ど
は
、
こ
の
日
記
の
人
の
つ
く
ら
れ
た
る
と

ぞ
。

と
い
っ
た
記
述
が
あ
る
。
内
容
に
関
し
て
詳
細
は
未
だ
不
明
な
箇
所
も
多
い
が
、

樋
口
芳
麻
呂
氏
の
推
測
資
料
を
参
考
に
梗
概
を
捉
え
る⑹
と
、
女
主
人
公
が
不
在

の
父
親
を
偲
ん
で
暮
ら
す
冒
頭
、
男
君
が
関
白
の
息
子
で
あ
り
恋
敵
が
式
部
卿

宮
で
あ
る
設
定
、
女
君
が
素
性
を
知
ら
せ
ず
失
踪
す
る
展
開
、
男
君
に
北
の
方

が
い
る
点
、
石
山
が
舞
台
に
登
場
す
る
点
、
女
君
が
式
部
卿
宮
と
の
子
を
懐
妊

す
る
点
、
二
人
の
男
の
間
で
悩
み
入
水
す
る
展
開
や
、
そ
の
後
助
か
り
宮
中
で

再
会
す
る
こ
と
、
親
子
と
も
ど
も
栄
華
を
掴
み
再
会
を
果
た
す
結
末
部
な
ど
が

確
認
で
き
、
お
よ
そ
『
木
幡
の
時
雨
』
と
大
き
く
重
な
る
構
想
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
な
に
よ
り
、
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
主
題
の
一
致
と
い
う
点
で
『
木
幡

の
時
雨
』
へ
の
影
響
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
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樋
口
氏
は
『
朝
倉
』
の
入
水
に
つ
い
て
、

薫
大
将
が
浮
舟
を
宇
治
に
隠
し
据
え
た
よ
う
に
、
三
位
中
将
―
薫
的
な
人

物
で
あ
る
―
に
白
河
に
忍
び
住
ま
せ
ら
れ
、
匂
宮
的
な
人
物
と
お
ぼ
し
い

式
部
卿
宮
と
山
里
で
契
り
を
結
び
、
さ
ら
に
は
入
水
し
助
け
ら
れ
る
朝
倉

君
は
、
浮
舟
に
似
た
恋
を
体
験
し
て
お
り
、『
更
級
日
記
』
中
で
浮
舟
の

女
君
に
心
を
寄
せ
、
夢
み
て
い
る
孝
標
女
の
記
述
と
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
、
さ
ら
に
「
浮
舟
的
な
恋
を
し
、
し
か
も
明
石
君
に
似
て
皇
后
宮
に
ま

で
昇
る
娘
を
持
ち
、
誠
実
な
男
主
人
公
と
の
間
に
は
若
君
と
姫
君
を
も
う
け
、

幸
福
な
結
末
に
終
る
」
と
評
し
、
作
者
に
菅
原
孝
標
女
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と

か
ら
も
、『
源
氏
』
の
影
響
の
強
さ
を
指
摘
し
て
い
る⑺
。

『
木
幡
の
時
雨
』
の
構
想
と
、
物
語
後
半
部
の
幸
福
獲
得
に
強
い
影
響
を
与

え
た
『
朝
倉
』
だ
が
、『
朝
倉
』
で
の
入
水
は
『
源
氏
』「
浮
舟
」
か
ら
、
幸
福

獲
得
は
『
源
氏
』「
明
石
」
か
ら
の
発
想
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
朝
倉
』
の
後
、『
狭
衣
物
語
』（
以
降
、『
狭
衣
』）
で
は
主
人
公
で
あ
る
狭

衣
大
将
が
前
半
に
出
会
う
飛
鳥
井
の
姫
君
と
の
物
語
に
お
い
て
入
水
譚
の
話
型

が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。

両
親
が
不
在
で
乳
母
や
女
房
と
共
に
暮
ら
す
飛
鳥
井
の
姫
君
は
、
狭
衣
と
契

り
を
結
ぶ
も
、
身
分
の
差
を
気
に
し
て
想
い
を
告
げ
ら
れ
な
い
う
ち
に
乳
母
の

策
略
に
よ
り
攫
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
船
上
に
て
、
自
分
を
攫
っ
た
男
が
想

い
人
で
あ
る
狭
衣
の
乳
母
子
に
あ
た
る
人
物
で
あ
っ
た
と
知
り
、
逃
れ
る
た
め

懐
妊
し
た
ま
ま
入
水
を
選
ぶ
。
狭
衣
は
入
水
を
伝
聞
で
知
る
も
、
再
会
し
な
い

う
ち
に
飛
鳥
井
の
姫
君
は
死
亡
し
て
し
ま
う
。

飛
鳥
井
の
姫
君
が
入
水
に
至
る
描
写
に
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

も
し
、
命
、
心
に
叶
は
で
長
ら
へ
ば
、
行
く
末
に
聞
き
さ
せ
た
ま
ひ
て
、

さ
て
こ
そ
あ
ん
な
れ
、
と
聞
こ
え
た
て
ま
つ
ら
ん
も
、
い
ま
心
憂
か
り
な

ん
か
し
、
な
ど
て
、
た
だ
さ
し
離
れ
た
る
賤
の
男
に
て
だ
に
あ
ら
で
、
親

し
く
、
よ
ろ
づ
聞
き
合
せ
た
ま
ふ
べ
き
、
ゆ
か
り
に
し
も
あ
り
け
ん
、
遠

き
ほ
ど
ま
で
行
き
着
き
て
、
こ
の
あ
り
さ
ま
を
見
扱
は
れ
ぬ
前
に
、
た
だ

い
か
に
し
て
も
死
ぬ
る
わ
ざ
も
が
な
と
思
へ
ば
、
か
く
て
、
五
日
に
な
れ

ぬ
れ
ど
、
水
な
ど
を
だ
に
取
り
寄
せ
ず
。�

（
巻
一
・
一
四
三
頁
）

こ
の
心
情
に
つ
い
て
、
後
藤
祥
子
氏
は

女
の
入
水
譚
は
古
代
か
ら
数
多
い
が
、
貴
種
の
相
手
に
操
を
立
て
て
、
卑

位
の
男
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
意
識
が
文
学
化
さ
れ
た
の
は
珍
し
い
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
、「
操
を
立
て
て
」
と
い
う
近
世

的
言
い
方
は
ふ
さ
わ
し
く
な
く
（
つ
ま
り
倫
理
道
徳
的
な
意
味
で
は
な

く
）、
後
で
事
実
を
知
っ
た
恋
す
る
人
か
ら
「
あ
ん
な
手
合
い
を
相
手
に

す
る
女
だ
っ
た
か
」
と
蔑
ま
れ
た
く
な
い
一
心
の
な
せ
る
わ
ざ
な
の
で

あ
っ
た
。〈
中
略
〉
命
を
か
け
て
貞
操
を
守
ろ
う
と
す
る
、
行
動
す
る
女

の
片
鱗
が
見
て
取
れ
る
。

と
述
べ
る⑻
。
こ
こ
で
は
、
二
人
の
男
性
の
間
に
い
な
が
ら
も
一
人
の
男
性
へ
の

想
い
を
貫
く
た
め
の
入
水
が
描
か
れ
て
お
り
、「
生
田
川
」
型
と
「
猿
沢
の
池
」

型
が
合
成
し
た
入
水
譚
と
し
て
大
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
飛
鳥
井
の

姫
君
が
苦
悩
を
吐
露
し
な
が
ら
も
自
ら
の
意
志
で
死
を
選
ん
だ
よ
う
に
、
入
水

譚
は
当
事
者
で
あ
る
女
性
を
主
体
と
し
て
、
そ
の
悲
嘆
と
決
意
が
描
か
れ
る
物

語
と
し
て
変
遷
し
て
い
っ
た
。

入
水
譚
は
『
狭
衣
』
に
お
い
て
集
約
を
見
せ
、
以
降
の
多
く
の
作
品
に
そ
の

影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
安
道
氏
は
「
中
世
王
朝
物
語
の
入
水
譚
は
、

圧
倒
的
に
、『
狭
衣
物
語
』
の
飛
鳥
井
女
君
の
入
水
譚
の
影
響
下
に
あ
る
」
と
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述
べ⑼
、『
木
幡
の
時
雨
』
も
『
狭
衣
』
以
降
の
作
品
群
と
い
う
括
り
に
位
置
し

て
い
る
と
言
え
る
。

二　

従
来
の
『
木
幡
の
時
雨
』

本
作
に
お
け
る
入
水
譚
の
兆
し
は
、
中
の
君
が
出
産
を
経
た
後
に
訪
れ
る
。

式
部
卿
宮
と
の
子
を
出
産
し
た
後
、
周
囲
の
勧
め
に
よ
り
、
中
の
君
は
子
供
や

親
し
く
し
て
い
た
女
房
と
別
れ
津
に
移
動
す
る
。
そ
の
際
「「
い
で
や
、
世
を

ひ
た
す
ら
に
背
き
果
て
む
」
と
ぞ
思
し
な
り
ぬ
る
。」（
四
八
頁
）
と
既
に
将
来

へ
の
希
望
な
ど
も
持
っ
て
い
な
い
様
子
の
中
の
君
だ
が
、
そ
こ
で
望
ま
ぬ
結
婚

を
強
行
さ
れ
か
け
、
と
ん
で
も
な
い
と
思
う
も
の
の
逃
れ
る
術
も
な
い
た
め
、

つ
い
に
入
水
を
決
意
す
る
。

Ａ
ま
こ
と
や
、
中
納
言
の
御
乳
母
子
に
蔵
人
の
兵
衛
の
佐
と
い
ふ
人
、
こ
の

津
の
守
の
所
に
、
若
き
人
（
中
の
君
）
の
つ
く
づ
く
と
お
は
す
る
と
ま
ね

ぶ
人
あ
り
し
か
ば
、
志
こ
と
に
聞
こ
え
い
で
ぬ
。
津
の
守
の
上
も
、
よ
き

こ
と
に
こ
そ
と
て
か
く
の
給
へ
ど
、
中
の
君
は
、「
か
け
て
も
あ
る
ま
じ

く
、（
蔵
人
の
兵
衛
の
佐
は
、
中
納
言
の
）
よ
そ
人
に
て
さ
へ
あ
ら
ず
、

宮
た
ち
の
大
人
び
給
ひ
て
、
聞
き
あ
は
せ
給
は
ん
こ
と
口
惜
し
か
る
べ
し
。

こ
と
に
し
も
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
〈
中
略
〉（
中
の
君
は
）
い
ま
は
の

が
る
べ
き
や
う
も
な
し
。
た
だ
身
を
な
き
も
の
に
こ
そ
は
な
し
果
て
め
」

と
思
ひ
取
り
給
ひ
ぬ
。�

（
五
三
頁
）

津
の
女
房
達
は
自
分
ら
が
都
へ
行
く
た
め
と
、
蔵
人
の
兵
衛
の
佐
と
中
の
君

の
間
を
取
り
持
つ
こ
と
に
積
極
的
で
あ
り
、
こ
の
夕
方
に
も
話
が
進
ん
で
し
ま

い
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
で
か
え
っ
て
決
意
の
固
ま
っ
た
中
の
君
は
、
そ
の

日
の
う
ち
に
川
に
向
か
う
も
、
川
辺
に
座
っ
て
泣
い
て
い
る
う
ち
に
時
間
が
過

ぎ
て
い
く
。
月
が
明
る
く
中
の
君
を
照
ら
す
そ
の
日
は
、
丁
度
七
夕
の
夜
で

あ
っ
た
。

【
人
物
関
係
図
二
】

Ｂ
「
た
だ
夕
さ
り
」
な
ど
い
ふ
も
い
と
心
憂
し
。
人
知
れ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
思

し
乱
れ
な
が
ら
、
な
か
な
か
に
一
筋
に
思
し
た
ち
ぬ
。
女
郎
花
の
生
絹
の

単
に
袴
ば
か
り
着
給
ひ
て
、
歩
み
い
で
給
ふ
心
の
う
ち
い
と
か
な
し
。「
宮

た
ち
の
御
行
く
末
も
、
我
さ
へ
亡
く
な
り
な
ば
、
た
だ
人
に
て
や
果
て
給

は
し
」
と
思
す
が
い
と
か
な
し
。

　
　

月
は
夕
月
に
て
は
な
や
か
に
さ
し
い
で
た
る
に
、
川
端
に
つ
い
ゐ
給
ひ

て
、
岸
う
つ
波
に
投
げ
ん
身
の
さ
す
が
な
れ
ば
、
袖
に
顔
を
お
し
当
て
て
、

雫
も
よ
よ
と
泣
き
給
ふ
。
今
宵
は
こ
と
に
七
月
七
日
な
れ
ば
、
七
夕
の
契

り
も
か
つ
は
羨
ま
し
く
て
、

七
夕
の
逢
ふ
瀬
は
よ
そ
に
な
し
果
て
て
底
の
藻
屑
と
な
る
ぞ
か
な
し
き

と
思
ひ
続
け
て
、
月
の
傾
く
ま
で
泣
き
お
は
す
る
に
…
…�

（
五
三
頁
）
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Ａ
の
引
用
か
ら
中
の
君
は
、「
よ
そ
人
に
て
さ
へ
あ
ら
ず
」、
す
な
わ
ち
蔵
人

の
兵
衛
の
佐
が
中
納
言
と
関
係
の
近
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
一
因
と
し
て
入
水

を
決
意
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
入
水
理
由
は
明
ら
か
に
『
狭
衣
』

の
摂
取
で
あ
り
、「
浮
舟
」
に
影
響
を
受
け
た
『
朝
倉
』
の
入
水
と
は
異
な
る

性
質
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｂ
に
お
け
る
傍
線
部
の
表
現
も
、
安
道
氏
が

入
水
に
到
る
展
開
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
入
水
の
覚
悟
が
「
単
に
袴
ば
か

り
」
で
「
髪
か
き
お
こ
し
て
」
と
い
っ
た
姫
君
の
装
い
や
姿
態
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
点
や
、「
袖
に
顔
を
お
し
あ
て
て
」
泣
く
仕
草
な
ど
は
、
明
ら

か
に
『
狭
衣
』
の
章
句
を
引
用
し
て
い
る
と
思
し
い
。
七
夕
の
逢
瀬
の
連

想
は
『
源
氏
』
以
来
の
常
套
的
表
現
で
は
あ
る
が
、
姫
君
の
歌
は
飛
鳥
井

の
姫
君
の
歌
を
な
ぞ
っ
て
、
い
っ
そ
う
の
悲
哀
を
そ
そ
る
。
い
わ
ば
、『
狭

衣
』
あ
り
き
で
楽
し
ま
れ
た
物
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
指
摘
す
る
通
り
、
非
常
に
類
似
し
た
記
述
と
な
っ
て
お
り
、
入
水
前
の
場
面

か
ら
は
強
く
『
狭
衣
』
の
影
響
が
窺
え
る
。
こ
れ
を
受
け
て
安
道
氏
は
、「『
木

幡
の
時
雨
』
の
『
狭
衣
』
取
り
は
、
模
倣
と
す
ら
さ
れ
か
ね
な
い
忠
実
な
踏
襲

に
お
さ
ま
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
見
解
を
示
し
て
お
り⑽
、
現
状
『
木
幡
の
時
雨
』

は
そ
の
評
価
か
ら
抜
け
出
し
て
い
な
い
。

入
水
譚
と
し
て
分
類
す
る
と
、『
朝
倉
』
と
本
作
は
そ
の
心
情
も
舞
台
も
異

な
る
た
め
、
入
水
場
面
に
お
け
る
影
響
関
係
は
強
い
と
は
言
え
な
い
。
先
述
し

た
よ
う
に
、『
朝
倉
』
は
む
し
ろ
結
末
部
の
一
家
繁
栄
や
主
題
と
の
関
連
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
見
て
き
た
通
り
、
入
水
譚
と
し
て
は
『
狭
衣
』
あ
り
き
で
楽
し

ま
れ
た
物
語
と
い
っ
た
評
価
に
繋
が
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

『
木
幡
の
時
雨
』
以
前
の
入
水
譚
の
多
く
に
お
い
て
入
水
は
は
か
な
げ
な
女
君

の
悲
恋
の
末
路
に
位
置
し
て
お
り
、
入
水
後
は
出
家
や
死
別
に
至
る
こ
と
が
多

い
と
い
う
点
で
あ
る
。

『
狭
衣
』
に
描
か
れ
た
よ
う
な
、
成
就
し
な
い
恋
の
な
か
で
せ
め
て
も
の
抵

抗
と
し
て
自
ら
死
を
選
ぶ
姿
勢
は
、
誇
り
高
い
女
性
の
姿
や
一
途
な
思
い
を
貫

く
健
気
な
印
象
を
与
え
、
感
動
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

当
事
者
の
女
君
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
た
時
、
入
水
す
る
こ
と
が
彼
女
の
幸
せ

に
な
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
以
上
の
特
徴
を
持
つ
先
行
作
品
に

対
し
て
、「
女
主
人
公
の
幸
福
と
繁
栄
を
最
大
限
に
物
語
」
っ
て
い
く
『
木
幡

の
時
雨
』
で
描
か
れ
る
入
水
譚
は
、
影
響
下
に
あ
る
と
だ
け
の
評
価
で
は
充
分

な
認
識
と
は
言
え
な
い
の
だ
。

三　
『
木
幡
の
時
雨
』
の
独
自
性

『
狭
衣
』
と
『
朝
倉
』
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、『
木
幡
の
時
雨
』
に
し
か

見
ら
れ
な
い
特
徴
と
し
て
、
ま
ず
入
水
理
由
に
中
納
言
と
式
部
卿
宮
が
関
係
し

な
い
点
が
あ
る
。

前
述
の
通
り
、『
朝
倉
』
は
『
源
氏
』「
浮
舟
」
を
継
い
で
二
人
の
男
性
の
間

で
悩
ん
だ
末
の
入
水
を
描
き
、『
狭
衣
』
は
女
君
が
一
人
の
男
性
へ
の
想
い
を

貫
く
た
め
の
入
水
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
先
に
引
用
し
た
『
木
幡
の

時
雨
』
本
文
を
見
る
と
、
入
水
時
、
周
囲
に
親
し
い
女
房
な
ど
が
お
ら
ず
孤
立

無
援
で
あ
っ
た
中
の
君
は
、
求
婚
し
て
き
た
蔵
人
の
兵
衛
の
佐
が
中
納
言
の
乳

母
子
で
あ
る
こ
と
、
子
供
に
知
ら
れ
た
く
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
入
水
に
思
い
が

及
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
中
の
君
は
中
納
言
と
式
部
卿
宮

と
い
う
二
人
の
男
性
の
間
に
い
な
が
ら
も
、
入
水
に
至
る
理
由
は
「
浮
舟
」
や

『
朝
倉
』
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
極
め
て
『
狭
衣
』
的
理
由
で
あ
り
、

中
納
言
と
式
部
卿
宮
と
の
関
係
は
入
水
理
由
に
全
く
関
係
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
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入
水
時
の
女
君
と
男
君
の
関
係
を
次
の
表
に
示
し
た
。
Ａ
は
女
君
に
と
っ
て

の
想
い
人
、
Ｂ
は
女
君
が
子
を
儲
け
る
相
手
、
Ｃ
は
女
君
が
入
水
す
る
理
由
と

な
る
人
物
で
あ
る
。

こ
の
表
か
ら
、『
木
幡
の
時
雨
』
が
入
水
時
理
由
を
『
狭
衣
』
か
ら
摂
取
す

る
一
方
、
人
物
配
置
は
『
狭
衣
』
か
ら
の
変
容
を
見
せ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
よ
う
。
む
し
ろ
こ
の
形
は
、『
朝
倉
』
か
ら
女
君
に
対
し
て
二
人
の
男
君
が

関
係
を
持
つ
（
Ａ
と
Ｂ
が
別
に
存
在
す
る
）
と
い
う
構
図
を
摂
取
し
た
う
え
で
、

そ
こ
に
『
狭
衣
』
的
入
水
理
由
と
な
る
新
た
な
第
三
者
（
Ｃ
に
当
た
る
人
物
）

を
設
け
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

男
君
の
役
割
を
分
け
る
こ
と
で
、
主
役
と
な
る
男
君
二
人
は
女
君
を
苦
し
め

る
直
接
の
加
害
者
に
な
ら
ず
、
再
会
後
ス
ム
ー
ズ
に
幸
福
へ
の
転
換
を
図
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
、
読
者
も
素
直
に
そ
の
再
会
を
祝
福
で
き
る
よ
う
に
な
る
の

だ
。

さ
ら
に
入
水
時
の
違
い
と
し
て
、
表
の
Ｂ
の
通
り
女
君
は
い
ず
れ
か
の
男
君

と
子
を
儲
け
る
が
、
入
水
時
『
狭
衣
』『
朝
倉
』
で
は
懐
妊
中
で
あ
る
の
に
対
し
、

『
木
幡
の
時
雨
』
で
は
出
産
後
の
入
水
と
い
う
差
異
が
あ
る
。『
狭
衣
』『
朝
倉
』

同
様
懐
妊
状
態
で
の
入
水
の
例
に
、『
平
家
物
語
』
巻
第
九
「
小
宰
相
身
投
」

が
挙
げ
ら
れ
る⑾
。
そ
こ
で
は
、
愛
す
る
夫
を
戦
で
失
い
入
水
へ
の
思
い
を
語
る

小
宰
相
に
対
し
、
乳
母
の
女
房
が

さ
れ
ば
御
身
一
つ
の
こ
と
と
お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら
ず
。
し
づ
か
に
身
々
と

な
ら
せ
給
ひ
て
の
ち
、
を
さ
な
き
人
を
も
そ
だ
て
参
ら
せ
、〈
中
略
〉
な

き
人
の
御
菩
提
を
も
と
ぶ
ら
ひ
参
ら
せ
給
へ
か
し
。�

（
二
四
七
頁
）

と
思
い
留
ま
る
よ
う
説
得
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
。「
御
身
一
つ
の
こ
と
と
お

ぼ
し
め
す
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
妊
娠
状
態
で
の
入
水
は
禁
忌
で
あ
り
、

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
入
水
す
る
こ
と
で
激
し
い
悲
し
み
が
表
れ
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
注
釈
に
は
「
夫
の
死
を
深
く
悲
し
み
、
つ
い
に
身
投
げ
す
る
が
、
身
投

げ
は
他
の
遁
世
と
は
違
っ
た
烈
し
さ
が
認
め
ら
れ
る
。」
と
あ
り
、
入
水
は
そ

れ
ほ
ど
ま
で
の
女
君
の
激
し
さ
、
強
い
悲
壮
感
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
描
か

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

他
作
品
に
見
ら
れ
る
入
水
時
の
状
況
や
思
い
詰
め
た
心
情
を
踏
ま
え
て
『
木

幡
の
時
雨
』
に
目
を
向
け
る
と
、
入
水
に
至
る
中
の
君
は
少
々
軽
々
し
く
も
受

け
取
れ
る
。
逆
に
捉
え
る
と
、『
狭
衣
』
以
降
多
く
語
ら
れ
て
い
た
女
君
の
辛

く
苦
し
い
入
水
譚
に
対
し
、
反
抗
す
る
姿
勢
を
示
し
た
の
が
『
木
幡
の
時
雨
』

で
あ
り
出
産
後
の
入
水
で
あ
る
と
解
せ
よ
う
。
悲
恋
の
物
語
の
魅
力
は
勿
論
あ

る
も
の
の
、
世
の
中
に
不
遇
な
女
君
の
物
語
が
溢
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
女
性

の
立
場
と
し
て
は
同
性
の
女
主
人
公
が
苦
し
む
ば
か
り
の
展
開
に
辟
易
し
て
く

【
表　

入
水
前
の
女
君
―
男
君
の
関
係
】
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る
も
の
で
あ
ろ
う
。
出
産
後
の
設
定
に
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
入
水
譚
に
描
か

れ
た
よ
う
な
女
君
の
深
刻
さ
を
意
識
的
に
弱
め
た
も
の
と
考
え
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
、『
木
幡
の
時
雨
』
独
自
の
展
開
に
、
入
水
直
前
に
女
君

が
男
君
本
人
に
救
出
さ
れ
る
と
い
う
趣
向
が
挙
げ
ら
れ
る
。

…
…
（
中
の
君
が
）
月
の
傾
く
ま
で
泣
き
お
は
す
る
に
、
こ
こ
に
舟
に
て

漁
す
る
人
な
ん
舟
さ
し
の
ぼ
る
。

「
い
と
か
た
は
ら
い
た
し
や
。
こ
こ
に
て
落
ち
入
り
て
見
捜
さ
れ
ん
と
い

と
つ
つ
ま
し
」
と
思
し
て
、
髪
か
き
こ
し
て
岩
の
は
ざ
ま
に
か
い
そ
ひ
て

お
は
す
る
に
、
人
し
も
こ
そ
あ
れ
、
中
納
言
の
つ
れ
づ
れ
の
紛
ら
は
し
に
、

漁
さ
せ
て
見
給
ふ
な
る
べ
し
、
い
と
ま
ば
ゆ
し
。〈
中
略
〉
月
の
影
さ
へ

恥
づ
か
し
き
に
、
松
明
に
て
見
捜
さ
れ
ん
こ
と
、
と
つ
つ
ま
し
け
れ
ば
、

お
ぼ
め
く
も
こ
と
わ
り
な
り
や
木
幡
山
時
雨
の
宿
の
仮
り
の
契
り
は

と
の
給
ふ
御
声
に
、（
中
納
言
は
）
ふ
と
心
騒
ぎ
し
て
、
御
手
を
と
ら
へ
て
、

木
幡
山
時
雨
の
宿
の
契
り
お
き
て
幾
歳
濡
ら
す
袖
の
涙
ぞ

と
の
給
ひ
つ
つ
、
御
み
づ
か
ら
御
舟
に
抱
き
乗
せ
奉
り
給
ひ
て
、
急
ぎ
急

ぎ
御
宿
へ
お
は
し
て
、
…
…�
（
五
四
頁
）

入
水
を
決
意
し
た
中
の
君
が
、「
月
の
傾
く
ま
で
泣
き
お
は
」
し
て
い
る
と
、

唐
突
に
「
こ
こ
に
舟
に
て
漁
す
る
人
な
ん
舟
さ
し
の
ぼ
る
」
と
舟
が
登
場
す
る
。

こ
の
舟
こ
そ
、「
中
納
言
の
つ
れ
づ
れ
の
紛
ら
は
し
に
、
漁
さ
せ
て
見
給
ふ
な

る
」
舟
な
の
で
あ
り
、
入
水
に
臨
も
う
と
し
た
ま
さ
に
そ
の
場
所
で
感
動
の
再

会
を
果
た
し
た
二
人
は
、
出
会
い
を
想
起
し
た
和
歌
を
詠
み
交
わ
し
、
中
納
言

が
「
御
み
づ
か
ら
御
舟
に
抱
き
乗
せ
奉
り
給
ひ
て
」
直
接
救
出
し
、
そ
の
後
は

行
動
を
共
に
し
て
い
く
。

従
来
の
入
水
譚
は
、
想
い
人
に
あ
た
る
男
君
は
女
君
の
入
水
を
伝
聞
で
知
る

こ
と
が
多
く
、
直
接
救
出
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ひ
ど
く
思

い
つ
め
た
末
に
入
水
に
臨
ん
だ
女
君
は
、
命
が
助
か
っ
た
と
し
て
も
男
君
に
会

お
う
と
は
せ
ず
、
入
水
後
に
男
女
が
幸
福
な
再
会
を
迎
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ

う
い
っ
た
従
来
の
展
開
に
対
し
『
木
幡
の
時
雨
』
は
、
入
水
の
直
前
に
男
君
か

ら
直
接
救
出
さ
れ
る
と
い
う
新
し
い
展
開
を
描
い
た
。

明
確
な
『
狭
衣
』
引
用
は
、
読
者
に
『
狭
衣
』
の
内
容
を
想
起
さ
せ
展
開
を

予
想
さ
せ
る
働
き
が
あ
る
。
そ
し
て
い
ざ
入
水
直
前
と
い
う
時
、
読
者
は
女
君

の
悲
し
い
運
命
を
想
起
す
る
が
、
予
想
外
の
中
納
言
の
登
場
に
よ
り
登
場
人
物

た
ち
は
テ
ン
ポ
良
く
再
会
を
迎
え
、
物
語
は
一
気
に
幸
福
へ
の
転
換
を
見
せ
る
。

読
者
の
予
想
を
裏
切
り
、
使
い
古
さ
れ
た
展
開
か
ら
の
脱
却
を
図
り
、
直
接
的

な
救
出
で
女
主
人
公
を
幸
福
に
導
い
て
い
く
工
夫
だ
と
指
摘
で
き
る
。

四　

七
夕
と
い
う
設
定

入
水
場
所
で
再
会
を
果
た
し
た
二
人
だ
が
、
そ
の
再
会
に
は
重
要
な
舞
台
装

置
が
働
い
て
い
た
。『
木
幡
の
時
雨
』
に
描
か
れ
る
入
水
譚
の
最
も
顕
著
な
独

自
性
と
し
て
、
七
夕
と
い
う
場
面
設
定
が
あ
る
。
作
中
で
七
夕
の
記
述
が
あ
る

の
は
中
の
君
と
中
納
言
の
再
会
前
後
と
な
る
二
箇
所
で
あ
る
。

①
今
宵
は
こ
と
に
七
月
七
日
な
れ
ば
、
七
夕
の
契
り
も
か
つ
は
羨
ま
し
く
て
、

七
夕
の
逢
ふ
瀬
は
よ
そ
に
な
し
果
て
て
底
の
藻
屑
と
な
る
ぞ
か
な
し
き

と
思
ひ
続
け
て
、
月
の
傾
く
ま
で
泣
き
お
は
す
る
に
…
…�

（
五
四
頁
）

②
「
な
ほ
い
と
あ
さ
ま
し
き
や
。
今
宵
は
こ
と
に
七
月
七
日
な
れ
ば
、
長
生

殿
の
言
の
葉
に
よ
そ
え
、
比
翼
・
連
理
の
契
り
を
こ
そ
は
」
と
よ
ろ
こ
び
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給
ふ
こ
と
限
り
な
し
。�

（
五
十
五
頁
）

①
は
入
水
前
の
中
の
君
が
悲
し
み
を
訴
え
る
場
面
、
②
は
入
水
直
後
の
中
納

言
が
喜
び
を
表
す
発
言
で
あ
る
。
一
見
し
て
分
か
る
通
り
、
両
者
の
「
今
宵
は

こ
と
に
七
月
七
日
な
れ
ば
」
と
い
う
文
言
は
明
ら
か
に
意
図
的
な
反
復
で
あ
り
、

同
一
の
表
現
を
用
い
な
が
ら
も
悲
し
み
と
嬉
し
さ
と
い
う
真
逆
の
働
き
を
な
し

て
い
る
。
用
法
の
違
い
に
は
「
今
宵
は
こ
と
に
七
月
七
日
な
れ
ば
」
の
後
に
続

く
言
葉
が
重
要
と
な
る
。

周
知
の
通
り
七
月
七
日
は
織
姫
と
彦
星
が
一
年
に
一
度
だ
け
会
え
る
日
で
あ

り
、
①
に
あ
る
「
七
夕
の
契
り
」
と
は
、
こ
の
再
会
の
約
束
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
約
束
を
①
の
場
面
に
お
い
て
中
の
君
は
「
か
つ
は
羨
ま
し
」
い
も
の
と
し

て
捉
え
て
お
り
、
同
様
の
用
例
は
他
の
文
学
作
品
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
中
世

の
物
語
に
お
け
る
登
場
例
と
し
て
は
、『
苔
の
衣⑿
』
が
あ
り
、

七
月
七
日
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
た
え
ぬ
ち
ぎ
り
の
ほ
ど
も
う
ら
や
ま
し
く
て
、

七
夕
の
あ
ふ
せ
を
見
て
も
か
な
し
き
は
か
ぎ
り
も
し
ら
ぬ
別
な
り
け
り

�

（
一
七
二
頁
）

と
記
さ
れ
る
。
ま
た
、『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集⒀
』
の
「
七
夕
群
歌
」
で
は
、

多
く
は
一
年
に
一
度
し
か
会
え
な
い
織
姫
と
彦
星
へ
の
同
情
を
詠
ん
で
い
る
が
、

彦
星
の
行
き
合
ひ
の
空
を
な
が
め
て
も
待
つ
こ
と
も
な
き
我
ぞ
か
な
し
き

�

（
二
八
二
）

な
に
ご
と
も
変
り
は
て
ぬ
る
世
の
中
に
契
り
た
が
は
ぬ
星
合
の
空

�

（
二
九
三
）

の
よ
う
に
、
彦
星
と
織
姫
の
逢
瀬
に
対
し
て
恋
人
を
待
つ
こ
と
も
な
い
我
が
身

を
嘆
く
歌
や
、
世
の
中
は
変
わ
る
が
七
夕
の
約
束
は
変
わ
ら
な
い
と
普
遍
さ
を

詠
む
歌
な
ど
も
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
、「
七
夕
の
契
り
」
は
一
年
に
一
度
は
必
ず
会
え
る
確
か

な
約
束
と
い
う
認
識
が
あ
り
、
転
じ
て
、
変
わ
ら
な
い
約
束
へ
の
羨
望
や
会
え

な
い
我
が
身
へ
の
嘆
き
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
常
套
句
で
あ
る
こ
と
が
理
解

で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
再
会
後
の
②
で
は
、
七
月
七
日
か
ら
『
白
氏
文
集
』「
長
恨
歌⒁
」

を
導
い
て
い
る
。
次
の
引
用
の
通
り
、「
比
翼
・
連
理
の
契
り
」
は
七
月
七
日

に
交
わ
さ
れ
た
約
束
で
あ
る
た
め
だ
。

七
月
七
日　

長
生
殿

夜
半
に
人
無
く　

私
語
せ
し
時

天
に
在
り
て
は
願
わ
く
は
比
翼
の
鳥
と
作
り

地
に
在
り
て
は
願
わ
く
は
連
理
の
枝
と
為
ら
ん

「
比
翼
・
連
理
の
契
り
」
も
ま
た
未
来
に
続
く
愛
を
約
束
す
る
文
言
と
し
て

物
語
に
頻
出
す
る
常
套
句
で
あ
る
が
、
②
に
お
け
る
そ
の
働
き
は
表
面
的
に
愛

を
誓
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
引
用
に
よ
っ
て
、
物
語
内
部
に
お

い
て
先
ほ
ど
ま
で
悲
哀
を
演
出
し
て
い
た
七
月
七
日
と
い
う
時
期
設
定
が
、
二

人
の
未
来
を
約
束
す
る
舞
台
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
の
君
が
「
今
宵

は
こ
と
に
」
会
え
な
い
こ
と
が
悲
し
く
会
え
る
約
束
が
羨
ま
し
い
と
嘆
く
様
子

と
、
中
納
言
が
「
今
宵
は
こ
と
に
」
末
永
く
共
に
過
ご
す
約
束
を
し
よ
う
と
語

る
様
子
は
、
両
者
と
も
七
夕
と
い
う
舞
台
と
心
情
に
沿
う
常
套
句
を
用
い
な
が

ら
も
、
入
水
直
前
の
絶
望
か
ら
再
会
の
希
望
に
物
語
を
大
き
く
転
換
さ
せ
て
い
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る
の
だ
。

七
夕
の
効
果
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
七
夕
を
詠
む
和
歌
は
「
そ
の
恋
情
の

は
げ
し
さ
を
訴
え
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
ほ
と
ん
ど
は
彦

星
が
舟
で
川
を
渡
っ
て
逢
い
に
行
く
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
る⒂
。
実

際
、『
万
葉
集
』
に
「
彦
星
し
妻
迎
え
舟
漕
ぎ
出
ら
し
天
の
川
原
に
霧
の
立
て

る
は
（
巻
第
八
・
秋
雑
歌
・
一
五
二
七
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
七
夕

と
い
う
歌
語
に
こ
の
よ
う
な
場
面
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
歌
語
の
イ
メ
ー
ジ
と
『
木
幡
の
時
雨
』
の
場
面
設
定
の

関
係
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
中
の
君
（
織
姫
）
が
待
つ
川
辺
に
中
納
言
（
彦

星
）
が
舟
に
乗
っ
て
や
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
構
造
が
見
事
に
重
な
る
の
だ
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
場
面
で
の
七
月
七
日
は
常
套
句
と
し
て
の
働
き

に
留
ま
ら
ず
、
七
夕
と
い
う
歌
語
か
ら
連
想
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
登
場
人
物
た

ち
の
状
況
の
二
重
構
造
に
よ
っ
て
物
語
に
奥
行
き
を
出
す
装
置
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。
中
の
君
に
と
っ
て
悲
哀
を
演
出
し
て
い
た
七
月
七
日
と
い
う
時
期
設

定
は
、
中
納
言
と
の
再
会
を
経
て
二
人
の
未
来
を
約
束
す
る
舞
台
に
変
化
し
、

女
君
の
悲
壮
の
入
水
場
所
で
あ
っ
た
川
も
、
男
女
の
再
会
の
地
で
あ
る
天
の
川

に
見
立
て
直
さ
れ
て
い
く
。
七
夕
と
い
う
設
定
の
付
与
は
天
の
川
で
の
逢
瀬
を

想
起
さ
せ
、
二
人
の
再
会
が
約
束
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
と
よ
り
一
層
感
動
的
に

演
出
す
る
工
夫
と
し
て
働
い
て
い
る
の
だ
。

お
わ
り
に

以
上
、
入
水
譚
と
し
て
の
『
木
幡
の
時
雨
』
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
て
き

た
。本

作
は
、「
浮
舟
」
的
で
あ
る
『
朝
倉
』
の
人
物
関
係
と
『
狭
衣
』
の
女
君

の
心
情
を
摂
取
し
、
男
君
の
役
割
を
分
け
た
こ
と
で
、
再
会
を
素
直
に
喜
び
受

け
入
れ
ら
れ
る
入
水
譚
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
出
産
後
の
入
水
と
設
定
す
る
こ

と
で
意
識
的
に
悲
壮
感
を
弱
め
、
女
君
の
不
遇
を
控
え
め
に
留
め
て
い
く
。
こ

れ
ら
は
、『
狭
衣
』
以
降
隆
盛
を
見
せ
た
入
水
譚
が
、
あ
ま
り
に
も
女
君
に
と
っ

て
不
幸
な
展
開
が
多
く
描
か
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

従
来
の
在
り
方
に
反
発
を
見
せ
な
が
ら
も
、『
狭
衣
』
の
入
水
が
読
者
層
に

共
通
認
識
と
し
て
流
布
し
て
い
る
こ
と
を
利
用
し
、『
狭
衣
』
の
章
句
を
明
確

に
引
用
し
た
後
で
男
君
と
の
再
会
と
直
接
の
救
出
を
描
く
こ
と
で
、『
狭
衣
』

同
様
の
顛
末
を
想
起
し
た
読
者
の
予
想
を
裏
切
り
テ
ン
ポ
良
く
事
態
の
好
転
を

描
き
あ
げ
た
。
さ
ら
に
、
七
夕
と
い
う
舞
台
設
定
を
絡
め
る
こ
と
で
物
語
に
奥

行
き
を
も
た
ら
し
、
七
夕
を
効
果
的
に
用
い
た
こ
と
で
入
水
直
前
の
絶
望
か
ら

再
会
の
喜
び
に
物
語
は
大
き
く
転
換
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
独
自
性
に
よ
っ
て
、

本
作
は
従
来
の
入
水
譚
の
構
造
を
摂
取
し
な
が
ら
も
女
主
人
公
の
不
幸
ま
で
は

継
承
せ
ず
、
意
外
性
と
し
て
の
演
出
に
変
換
し
、
従
来
か
ら
一
歩
進
ん
だ
新
し

い
入
水
譚
の
姿
を
見
せ
て
く
れ
て
い
る
の
だ
。

『
源
氏
』「
浮
舟
」
や
『
狭
衣
』
の
時
点
で
入
水
譚
は
読
者
層
に
大
い
に
受
け

入
れ
ら
れ
流
行
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
の
発
展
は
全
て
の
読
者
に
よ
る
希
求
と

ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
無
名
草
子⒃
』
に
よ
る
と
、

「『
狭
衣
』
こ
そ
、『
源
氏
』
に
次
ぎ
て
世
覚
え
は
べ
れ
。」
の
よ
う
に
『
狭
衣
』

自
体
に
は
高
い
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
一
方
、
飛
鳥
井
の
姫
君
に
対
し
て
は

「
あ
は
れ
も
冷
め
て
、
口
惜
し
き
人
の
宿
世
な
り
。」「
し
ば
し
の
命
だ
に
あ
り

て
、
志
の
ほ
ど
を
見
果
て
よ
か
し
。
か
た
が
た
、
い
と
口
惜
し
き
契
り
な
り
か

し
。」
の
よ
う
に
、
愛
の
強
さ
へ
の
感
銘
よ
り
、
短
い
命
に
対
す
る
残
念
さ
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
飛
鳥
井
の
姫
君
は
自
分
を
守
る
た
め
に
行
動
で
き
る
新
し

い
女
性
の
姿
で
あ
っ
た
が
、
行
動
し
た
結
果
命
を
落
と
す
こ
と
が
「
残
念
な
運
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命
」
と
評
価
さ
れ
て
き
た
の
も
確
か
で
あ
り
、
読
者
の
中
か
ら
、
女
君
を
助
け

て
幸
せ
に
し
た
い
と
い
う
新
た
な
創
作
へ
の
欲
求
が
生
ま
れ
る
の
は
自
然
な
流

れ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
読
者
層
の
う
ち
の
一
人
が
、『
木
幡
の
時

雨
』
の
作
者
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
作
が
「
女
主
人
公
の
幸
福
と
繁
栄
を
最
大
限
に
物
語
」
る
た
め
に
中
の
君

と
中
納
言
の
再
会
は
必
須
で
あ
り
、
そ
の
再
会
場
面
を
最
大
限
効
果
的
に
盛
り

上
げ
る
働
き
を
な
し
た
の
が
入
水
と
い
う
趣
向
な
の
で
あ
る
。

本
文
の
引
用
は
、
全
て
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
６　

木
幡
の
時
雨
・
風
に
つ

れ
な
き
』
に
依
り
、
私
に
傍
線
や
記
号
を
付
し
た
。

注
⑴　

玉
上
琢
彌
「
こ
は
た
の
時
雨
論
攷
」（『
国
語
国
文
』
七
・
一
九
三
七
年
一
〇
月
）・

大
槻
修
「
物
語
『
こ
わ
た
の
時
雨
』
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」（『
甲
南
女
子
大
学
研
究
紀
要
』

二
〇
・
一
九
八
四
年
三
月
）・
辛
島
正
雄
「
中
世
物
語
史
私
注
：『
木
幡
の
時
雨
』『
源

氏
小
鏡
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
獻
探
究
』
二
〇
・
一
九
八
七
年
九
月
）

⑵　

寺
畑
祐
子
「「
木
幡
の
時
雨
」
に
お
け
る
式
部
卿
宮
像
」（『
二
松
学
舎
大
学
人
文

論
叢
』
四
三
・
一
九
九
〇
年
一
月

⑶　

大
槻
修
・
田
淵
福
子
・
森
下
純
昭
校
訂
・
訳
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
６　

木
幡
の

時
雨　

風
に
つ
れ
な
き
』（
笠
間
書
院
・
一
九
九
七
年
六
月
）

⑷　

小
木
喬
『
鎌
倉
時
代
物
語
の
研
究
』（
有
精
堂
出
版
・
一
九
八
四
年
六
月
）・
安
達

敬
子
「
擬
古
物
語
と
源
氏
物
語
―
『
苔
の
衣
』・『
木
幡
の
時
雨
』
の
場
合
―
」（『
源

氏
物
語
研
究
集
成
第
十
四
巻　

源
氏
物
語
享
受
史
』・
風
間
書
房
・
二
〇
〇
〇
年
六

月
）

⑸　

森
下
純
昭
「
入
水
譚
の
系
譜
―
狭
衣
物
語
を
中
心
に
―
」（『
中
古
文
学
』
一
〇
・

一
九
七
二
年
十
一
月
）・
安
道
百
合
子
「
中
世
王
朝
物
語
に
お
け
る
「
底
の
水
屑
」

表
現
の
検
討
―
入
水
譚
の
変
容
を
た
ど
り
つ
つ
―
」（『
国
語
の
研
究
』
四
四
・
二
〇

一
九
年
三
月
）

⑹　

樋
口
芳
麻
呂
『
平
安
・
鎌
倉
時
代
散
逸
物
語
の
研
究
』（
ひ
た
く
書
房
・
一
九
八

二
年
二
月
）

同
論
を
参
考
に
『
朝
倉
』
を
私
的
に
要
約
し
、
梗
概
を
以
下
の
よ
う
に
捉
え
る
。

　

父
が
出
家
し
て
行
方
知
れ
ず
に
な
り
、
女
主
人
公
の
朝
倉
君
は
父
を
偲
ん
で
暮
ら

し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
偶
然
の
こ
と
で
朝
倉
君
と
三
位
の
中
将
が
出
会
い
契
る
も
、

中
将
は
朝
倉
君
の
素
性
を
知
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
後
中
将
は
朝
倉
君
を
引
き

取
り
白
河
に
住
ま
せ
る
。
し
か
し
、
中
将
の
北
の
方
で
あ
る
堀
河
殿
か
ら
の
脅
迫

（
く
も
で
と
い
う
卑
位
の
男
を
用
い
る
）
を
受
け
、
朝
倉
君
は
里
帰
り
を
す
る
。
道

中
中
将
の
牛
車
と
す
れ
違
う
が
、
中
将
は
気
付
か
ず
、
白
河
に
戻
っ
た
中
将
は
朝
倉

君
の
行
方
不
明
を
嘆
く
。

　

中
将
の
元
か
ら
去
っ
た
朝
倉
君
は
、
式
部
卿
宮
と
出
会
い
契
る
。
そ
の
後
朝
倉
君

は
陸
奥
へ
下
る
途
中
の
粟
津
に
滞
在
し
、
父
を
想
っ
て
嘆
く
。
朝
倉
君
は
式
部
卿
宮

と
の
子
を
懐
妊
し
た
ま
ま
粟
津
の
浜
辺
で
琵
琶
湖
に
投
身
し
、
後
に
そ
の
入
水
を
伝

聞
し
た
中
将
は
石
山
寺
に
参
詣
す
る
。
何
者
か
に
救
助
さ
れ
た
朝
倉
君
は
出
産
を
迎

え
、
丁
度
中
将
と
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
石
山
寺
に
参
篭
。
そ
の
際
中
将
に
気
付
く
も
、

会
お
う
と
は
し
な
い
。

　

式
部
卿
宮
と
朝
倉
君
は
歌
の
贈
答
が
続
い
て
お
り
、
生
ま
れ
た
子
（
姫
君
）
は
都

へ
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
頃
堀
河
殿
が
く
も
で
の
子
を
生
み
中
将
に
疎
ま

れ
る
場
面
が
挟
ま
る
。
し
ば
ら
く
し
て
朝
倉
君
も
姫
君
の
縁
で
皇
太
后
宮
に
出
仕
し
、

宮
中
で
中
将
と
再
会
す
る
。
無
事
に
結
ば
れ
た
後
、
中
将
と
の
子
（
男
君
）
も
出
産
。

皇
后
宮
と
な
っ
た
姫
君
か
ら
贈
物
、
懐
旧
の
贈
答
歌
を
賜
り
、
一
族
は
栄
華
を
遂
げ

る
。

　

入
水
前
後
の
和
歌
は
『
風
葉
和
歌
集
』
掲
載
の
以
下
二
首
が
あ
り
、
傍
線
部
に
『
更

級
日
記
』・『
源
氏
』
と
の
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
。
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◎
み
ち
の
く
に
ゝ
く
だ
ら
ん
と
て
あ
は
づ
と
い
ふ
所
に
と
ゞ
ま
り
て
侍
け
る
に
、
水

う
み
の
お
も
て
に
月
の
い
み
じ
う
あ
か
き
を
見
て
も
、
思
ひ
い
づ
る
こ
と
お
ほ
く

て

　

あ
さ
く
ら
の
皇
太
后
宮
大
納
言

　
　

し
ら
じ
か
し
お
き
よ
り
を
ち
に
か
け
は
な
れ
み
し
有
明
の
月
を
こ
ふ
と
は

�

（
巻
八
・
羇
旅
・
五
七
三
）

◎
あ
は
れ
と
思
ひ
け
る
女
の
、
あ
は
づ
の
は
ま
の
ほ
と
り
に
て
身
を
な
げ
に
け
り
と

聞
て
、
石
山
に
ま
う
で
侍
り
け
る
に
、
う
ち
い
で
の
ほ
ど
す
ぐ
と
て
よ
み
は
べ
り

け
る

　

あ
さ
く
ら
の
関
白

　
　

恋
わ
び
ぬ
我
も
な
ぎ
さ
に
身
を
す
て
ゝ
同
じ
も
く
づ
と
成
や
し
な
ま
し

�

（
巻
十
四
・
恋
四
・
一
〇
四
七
）

⑺　

⑹
に
同
じ

⑻　

小
町
谷
照
彦
・
後
藤
祥
子
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
29　

狭
衣
物

語
』（
小
学
館
・
一
九
九
九
年
）

⑼　

⑸
安
道
氏
論
に
同
じ

⑽　

⑼
に
同
じ

⑾　

市
古
貞
次
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
46　

平
家
物
語
』（
小
学
館
・
一
九
九
四

年
）

⑿　

今
井
源
衛
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
７　

苔
の
衣
』（
笠
間
書
院
・
一
九
九
六
年
）

⒀　

久
保
田
淳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
47　

建
礼
門
院
右
京
大
夫
集　

と
は
ず
が

た
り
』（
小
学
館
・
一
九
九
九
年
）

⒁　

内
田
泉
之
助
『
白
氏
文
集
』（
明
徳
出
版
社
・
一
九
六
八
年
）

⒂　

久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
・
一
九
九

五
年
）

⒃　

樋
口
芳
麻
呂
・
久
保
木
哲
夫
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
40　

松
浦
宮

物
語
・
無
名
草
子
』（
小
学
館
・
一
九
九
九
年
）

受　

贈　

雑　

誌
（
四
）

實
踐
國
文
學�

實
踐
國
文
學
会

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ　

Ｒ
ｅ
ｖ
ｉ
ｅ
ｗ�

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

斯
道
文
庫
論
集�

慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫

上
越
教
育
大
学
国
語
研
究�

上
越
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会

上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要�

上
智
大
学
文
学
部
国
文
学
科

上
智
大
学
国
文
学
論
集�

上
智
大
学
国
文
学
会

昭
和
女
子
大
学
大
学
院
日
本
文
学
紀�

昭
和
女
子
大
学

要叙
説�

奈
良
女
子
大
学
日
本
ア
ジ
ア
言
語
文

�

化
学
科

神
女
大
国
文�

神
戸
女
子
大
学
国
文
学
会

人
文
学
報�

東
京
都
立
大
学
人
文
科
学
研
究
科

�

人
文
学
報
編
集
委
員
会

成
蹊
國
文�

成
蹊
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科

成
城
国
文
学�

成
城
国
文
学
会

成
城
國
文
學
論
集�

成
城
大
學
大
學
院
文
學
研
究
科

清
心
語
文�

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
日
本

�

語
日
本
文
学
会

全
国
文
学
館
協
議
会
紀
要�

全
国
文
学
館
協
議
会

専
修
国
文�

専
修
大
学
日
本
語
日
本
文
学
文
化
学
会

高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要�

高
岡
市
万
葉
歴
史
館


