
同
凶

「
護
身
ま
ゐ
ら
せ
給
ふ
」

↑
 

源
氏
物
語
「
若
紫
」
の
巻
K

明
け
ゆ
く
空
は
、
い
と
い
た
う
霞
み
て
、
山
の
烏
ど
も
、
そ
こ

は
か
と
な
う
噌
り
あ
ひ
た
り
。
名
も
知
ら
ぬ
木
草
の
花
ど
も
も
、

い
ろ
い
ろ
に
散
り
ま
じ
り
、
錦
を
敷
け
る
と
見
ゆ
る

K
、
鹿
の
た

た
ず
み
歩
く
も
め
づ
ら
し
く
見
た
ま
ふ
に
、
な
や
ま
し
さ
も
紛
れ

は
て
ぬ
。
聖
、
動
き
も
え
せ
ね
ど
、
と
か
う
し
て
護
身
ま
ゐ
ら

せ
た
ま
ふ
。
か
れ
た
る
声
の
、
い
と
い
た
う
す
き
ひ
が
め
る
も
、

あ
は
れ
に
功
づ
き
て
、
陀
羅
尼
読
み
た
り
。
〈
日
本
古
典
文
学
金

集
本
二
九
四
頁
）

と
い
う
文
章
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

K
対
す
る
口
語
訳
と
し
て
、
日

本
古
典
文
学
全
集
に
は

明
け
ゆ
く
空
は
、
ほ
ん
と

K
た
い
へ
ん
霞
ん
で
、
山
の
烏
た
ち
も
、

ど
こ
で
と
い
う
こ
と
な
し

K
さ
え
ず
り
合
っ
て
い
る
。
名
も
わ
か

ら
ぬ
木
や
草
の
花
々
も
、
と
り
ど
り
に
入
り
乱
れ
て
散
り
、
錦
を

敷
い
て
あ
る
か
と
見
え
る
所
を
、
鹿
が
さ
ま
よ
い
歩
く
の
も
珍
し

い
と
ご
ら
ん
に
な
っ
て
い
る
と
、
ご
気
分
の
わ
る
い
の
も
す
っ
か

り
ま
ぎ
れ
て
し
ま
う
。
聖
は
身
動
き
も
で
き
な
い
の
だ
が
、
ど
う

仁＼

·~ 

の
解
釈

江

口

正

弘

に
か
し
て
護
身
の
修
法
を
し
て
さ
し
あ
げ
な
さ
る
。
し
わ
が
れ
声

の
、
じ
つ
に
ひ

E
く
歯
の
間
が
す
い
て
尋
常
で
な
い
の
も
、
し
み

じ
み
修
行
の
功
あ
り
げ
K
聞
こ
え
、
そ
の
声
で
陀
羅
尼
を
読
ん
で

い
る
。

と
な
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
K
し
よ
う
と
思
う
の

は
「
型
、
動
き
も
え
せ
ね
ど
、
と
か
う
し
て
護
身
ま
ゐ
ら
せ
給
ふ
」

と
い
う
部
分
の
解
釈
で
あ
る
。
右
の
古
典
文
学
金
集
は
、
阿
部
秋
生
、

秋
山
鹿
、
今
井
源
衛
の
三
氏
K
よ
り
、
校
注
や
口
語
訳
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
三
氏
に
よ
る
こ
の
部
分
の
解
釈
は
「
聖
は
身
動
き
も

で
き
な
い
が
、
護
身
の
修
法
を
し
て
き
し
あ
げ
な
さ
る
」
と
い
う
口

語
訳
か
ら
み
る
と
、
「
護
身
ま
ゐ
ら
せ
給
ふ
」
の
主
語
は
聖
で
あ
り
、

「
給
ふ
」
（
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
「
せ
給
ふ
」
）
の
尊
敬
表
現

は
、
聖
K
対
す
る
敬
意
の
表
現
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。

た
だ
「
ま
ゐ
ら
せ
給
ふ
」
を
「
参
ら
・
せ
・
給
ふ
」
の
よ
う
に
三
語

K
解
さ
れ
た
の
か
、
「
参
ら
せ
・
給
ふ
」
の
よ
う
に
ニ
語
に
解
釈
さ

れ
た
の
か
は
、
右
の
口
語
訳
か
ら
大
体
の
推
定
ぽ
で
き
る
が
、
な
お

そ
の
点
で
後
で
ふ
れ
る
こ
と

K
す
る
。

又
、
山
岸
徳
平
氏
佼
注
の
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
、
本
文
は
、

。
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聖
、
動
き
も
え
せ
ね
ど
、
と
か
う
し
て
、

ら
せ
給
ふ
。

と
し
て
、
「
聖
は
動
く
事
も
ょ
う
し
な
い
け
れ
ど
も
、
何
と
か
し
て

僧
都
の
坊

K
来
て
、
源
氏
K
被
甲
護
身
法
を
奉
仕
な
さ
る
」
と
注
を

つ
け
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
大
系
の
解
釈
も
、
古
典
文
学
金
集
と
同
じ

く
「
ま
ゐ
ら
せ
給
ふ
」
の
主
語
は
聖
で
、
「
給
ふ
」
の
敬
意
は
聖
K

対
す
る
も
の
と
み
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
以
外
K
も

こ
の
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
、
例
え
ば
麻
生
磯

次
氏
著
「
註
釈
源
氏
物
語
」
で
も
「
聖
は
身
動
き
も
よ
く
出
来
な
い

程
だ
が
、
ど
う
や
ら
し
て
護
身
法
を
行
っ
て
差
上
げ
ら
れ
る
」
と
い

う
口
語
訳
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

現
在
、
古
典
文
学
大
系
と
古
典
文
学
全
集
と

K
、
同
じ
解
釈
が
な

さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
一
応
の
定
説
あ
る
い
は
通
説
と
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
の
解
釈
K
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ

る
。
そ
の
第
一
は
「
ま
ゐ
ら
せ
給
ふ
」
の
主
語
は
聖
で
、
そ
の
敬
意

は
果
し
て
聖
に
対
し
て
は
ら
わ
れ
た
表
現
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
次

K
聖
に
対
す
る
敬
意
表
現
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
せ
給
ふ
」

と
い
う
二
重
尊
敬
は
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
「
ま
ゐ
ら
せ

給
ふ
」
は
「
参
ら
せ
・
給
ふ
」
の
よ
う

K
考
え
て
「
参
ら
せ
」
は
下

二
段
活
用
の
動
詞
の
連
用
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
果
し

て
そ
う
考
え
て
よ
い
か
と
い
う
の
が
第
二
の
問
題
で
あ
る
。

と
に
か
く
こ
の
よ
う
な
検
討
を
試
み
た
う
え
で
、
右
の
よ
う
K

「
聖
が
源
氏
に
護
身
法
の
修
法
を
し
て
き
し
あ
げ
な
さ
る
」
と
い
う

よ
う
な
口
語
訳
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る

の
が
小
稿
の
目
的
で
あ
る
。

〔
源
ニ
〕
護
身
ま
ゐ

〈

h
 

a

‘
 

1

、
ti 

口

「
ま
ゐ
ら
せ
給
ふ
」
の
「
給
ふ
」
が
、
聖
K
対
す
る
敬
意
と
考
え

て
よ
い
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、
主
義
の
巻
の
地
の
文
で
、
作
者

紫
式
部
が
聖
K
対
し
ど
の
よ
う
な
待
遇
を
し
て
い
る
か
を
調
べ
て
み

る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
聖
を
主
語
と
す
る
述
語
を
中
心
K
抜
き
出
し

て
み
る
と
、

O

峰
高
く
深
き
岩
の
中
に
ぞ
聖
ん
ト
か
わ
ト
ゆ
か
。

。
「
あ
な
か
し
こ
や
。
一
日
召
し
は
べ
り
し
に
や
お
は
し
ま
す
ら

む
O

i
－
－
－
い
か
で
か
う
お
は
し
ま
し
つ
ら
む
」
と
勝
争
掛
軒
、

う
ち
笑
み
つ
つ
見
わ
ち
ま
っ
か
。

0

い
と
た
ふ
と
き
大
徳
な
り
け
り
。
さ
る
べ
き
も
の
作
ト
ち
、
わ

が
や
か
も
ト
ん

f

小
、
加
持
な
ど
ト
か
か
ほ
ど
、
日
高
く
さ
し
あ

が
り
ぬ
。

。
聖
、
御
ま
も
り

K
、
独
鈷
奉
る
。

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
み
て
聖
K
対
し
て
は
、
全
然
敬

語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
み
る
べ
き
ょ
う
で
あ
る
。
最
初

K
掲
げ

た
「
聖
、
動
き
も
え
せ
ね
ど
」
や
「
陀
羅
尼
読
み
た
り
」

K
も
敬
語

は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

平
安
時
代
は
い
わ
ゆ
る
尊
敬
語
全
盛
時
代
と
も
い
わ
れ
る
時
代
で

あ
る
が
、
源
氏
物
語
を
み
る
と
、
「
せ
給
ふ
」
「
さ
せ
給
ふ
」
「
賜

わ
す
」
「
宣
は
す
」
の
よ
う
な
二
重
の
最
高
敬
語
で
待
遇
さ
れ
て
い

る
帝
や
院
な
ど
と
、
普
通
敬
語
の
「
給
ふ
」
で
待
遇
さ
れ
て
い
る
階

級
と
、
全
く
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
階
級
が
あ
る
こ
と
に
気
づ

く
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
む
し
ろ
我
々
は
そ
の
敬
語
の
表
現
K
よ
っ

て
主
語
を
想
定
し
て
読
ん
で
ゆ
く
場
合
が
多
い
。
こ
う
い
う
見
方
か
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ら
み
る
と
、
前
記
の
解
釈
は
、
こ
の
「
ま
ゐ
ら
せ
給
ふ
」
だ
け
が
聖

K
対
し
て
普
通
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
点
が

ま
ず
主
語
を
聖
と
す
る
こ
と
の
疑
義
の
第
一
で
あ
る
。

日

次
に
「
ま
ゐ
ら
せ
」
が
下
二
段
動
詞
「
参
ら
す
」
の
連
用
形
で
あ

る
の
か
。
「
参
る
」
の
未
然
形
「
ま
ゐ
ら
」

K
助
動
調
「
す
」
の
連

用
形
が
つ
い
た
も
の
か
、

K
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と

K
す
る
。
前

記
の
「
護
身
の
修
法
を
し
て
き
し
上
げ
な
さ
る
」
と
い
う
口
語
訳
を

さ
れ
て
い
る
解
釈
は
、
「
参
ら
・
す
」
の
二
語
と
考
え
る
な
ら
ば
、

「
す
」
は
尊
敬
か
使
役
を
表
わ
す
は
ず
で
、
最
高
敬
語
「
せ
給
ふ
」

を
聖
に
用
い
る
と
の
解
釈
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
「
さ

し
上
げ
な
さ
る
」
で
は
使
役
の
意
味
は
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、

お
そ
ら
く
「
参
ら
す
」
の
一
語
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
も
の
と
思
う
。

す
な
わ
ち
「
護
身
参
ら
す
」
で
「
護
身
の
修
法
を
し
て
さ
し
上
げ
る
」

と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
の
口
語
訳
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

「
参
ら
す
」
と
い
う
謙
譲
の
動
詞
は
、
発
生
的
に
は
「
参
る
」
に

「
す
」
が
つ
い
て
で
き
た
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
語
構
成
の
対
比
が

よ
く
似
て
い
る
「
開
ゆ
l
聞
え
さ
す
」
「
の
た
ま
ふ
ー
の
た
ま
は
す
」

な
ど
は
、
敬
意
の
差
だ
け
で
、
実
質
的
意
味
は
同
じ
で
あ
る
の
に
対

し
、
「
参
る

l
l参
ら
す
」
は
必
ず
し
も
そ
の
意
味
、
用
法
は
同
じ

で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
「
参
る
」
と
「
参
ら
す
」
の
意
味
の
分
野
を
検
討
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
問
題
の
中
心
点
は
「
護
身
」
は
「
参
る
」
も
の

か
、
「
参
ら
す
」
も
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
護
身
」

（ 
4「

と
い
う
語
の
あ
る
表
現
を
さ
が
す
こ
と
か
ら
始
め
る
と
、
源
氏
物
語

は
こ
の
若
紫
の
例
の
ほ
か
に
、

こ
の
律
師
K
必
ず
一
一
－
一
一
回
ふ
べ
き
事
の
あ
る
を
、
護
身
な
ど
に
暇
な
げ

な
め
る
、
唯
今
は
う
ち
休
む
ら
む
（
夕
霧
）

の
ち
K
な
む
、
か
の
坂
本
K
み
づ
か
ら
下
り
待
り
て
、
護
身
な
ど

仕
う
ま
つ
り
し
に
、
ゃ
う
や
う
息
出
で
て
人
と
な
り
給
へ
り
け
れ

ど
（
夢
の
浮
橋
）

の
ニ
例
だ
け
で
、
後
の
例
で
は
、
僧
都
の
万
か
ら
護
身
を
「
っ
か

う
ま
つ
る
」
と
は
言
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
、
問
題
の
核
心
に
は

触
れ
え
な
い
。
枕
草
子
（
一
二
巻
本
〉

K
は
適
当
な
用
例
が
な
く
、
浜

松
中
納
言
物
語
K
は
一
例
だ
け
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

か
れ
よ
り
て
、
護
身
ま
ゐ
り
給
へ
〈
大
系
本
三
三
三
頁
）

と
「
護
身
闘
参
る
」
と
い
う
よ
う

K
述
べ
た
例
が
あ
る
。
崎
蛤
日
記

K
は
「
山
簡
り
し
た
る
禅
師
よ
び
て
護
身
せ
き
す
」
（
天
禄
二
年
六

月
〉
と
使
役
の
形
に
し
た
例
が
あ
り
、
宇
津
保
物
語
に
も
「
参
り
来

ば
護
身
せ
さ
せ
奉
ら
ん
」
（
閏
譲
中
）
と
い
う
例
が
あ
り
、
栄
祐
物

語
に
は
「
護
身
に
は
浄
土
寺
僧
都
候
ひ
給
」
（
巻
八
）
、
紫
式
部
日

記
K
は
「
へ
ん
ち
じ
の
僧
都
護
身
K
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
」
と
い
う
例

が
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
み
る
と
「
護
身
」
は
、
一
方
で
は
「
せ
き
す
」
あ
る

い
は
「
せ
さ
せ
奉
る
」
も
の
で
あ
り
、
一
方
僧
都
や
律
師
の
方
か
ら

は
「
っ
か
う
ま
つ
り
」
「
ま
ゐ
る
」
も
の
で
あ
り
、
又
「
護
身
に
さ

ぶ
ら
ふ
」
と
い
う
言
い
方
も
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
浜
松
中
納
言
物
語
の
「
護
身
ま
ゐ
り
給
ふ
」
の
用
例
は
、

謹
身
を
し
て
き
し
上
げ
る
こ
と
を
「
ま
ゐ
る
」
と
表
現
す
る
と
い
う

。
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こ
と
を
示
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

で
は
「
ま
ゐ
る
」
は
ど
う
理
解
さ
れ
る
語
で
あ
る
か
を
調
べ
て
み

る
こ
と
に
す
る
。
「
ま
ゐ
る
」
は
上
代
K
上
一
段
活
用
と
思
わ
れ
る

「
ま
ゐ
る
」
の
連
用
形
「
ま
ゐ
」
に
「
い
る
」
が
添
っ
た
「
ま
ゐ
い

る
」
か
ら
で
き
た
語
と
さ
れ
る
。
そ
の
「
ま
ゐ
」
と
い
う
の
は
、

岩
根
踏
み
山
越
え
野
行
き
都
ベ
に
末
為
之
和
我
世
乎
（
ま
ゐ
し

我
が
背
冶
〉
あ
ら
た
ま
の
年
往
き
還
り
月
か
さ
ね
見
ぬ
日
さ
ま
ね

み
・
：
・
：
（
万
四
一
一
六
）

の
例
で
は
「
参
ゐ
し
わ
が
背
」
は
「
都
K
お
う
か
が
い
し
た
わ
が

君
」
の
意
で
、
「
ま
ゐ
」
は
「
行
く
」
の
謙
譲
語
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
例
は

霜
の
上
に
霞
た
ば
し
り
い
や
ま
し
に
安
礼
波
麻
為
許
牟
（
吾
は

参
来
む
）
年
の
緒
長
く
（
万
四
二
九
八
）

父
母
に
わ
れ
は
愛
子
ぞ
母
万
自
K
わ
れ
は
愛
子
ぞ
参
昇
（
ま
ゐ

上
る
）
八
十
氏
人
の
手
向
け
す
る
恐
の
坂
K
幣
ま
つ
り
わ
れ
は
ぞ

退
る
遠
き
土
佐
道
を
（
万
一

O
二
二
）

の
よ
う
な
例
に
み
ら
れ
る
「
ま
ゐ
」
も
同
じ
で
あ
る
う
。
こ
れ
ら

か
ら
み
る
と
、
「
ま
ゐ
」
は
連
用
形
の
用
例
だ
け
で
あ
る
の
で
、
上

一
段
「
ま
ゐ
る
」
と
考
え
る
ほ
か
に
、
あ
る
い
は
ワ
行
上
二
段
活
用

「
ま
う
」
の
連
用
形
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
一
応
上
一

段
活
用
と
見
ら
れ
て
い
る
。
万
葉
集
に
は
、
こ
れ
ら
の
外
「
麻
為
泥

許
之
登
吉
」
（
ま
ゐ
で
来
し
時
）
（
四
一
一
一
）
「
麻
為
呂
棋
が
之

乎
」
（
ま
ゐ
て
来
K
し
を
）
（
四
三
九
三
〉
の
用
例
も
あ
る
。
又
仏

足
石
歌
な
ど
に
み
ら
れ
る
「
ま
ゐ
た
る
」
と
い
う
語
も
「
参
ゐ
l
到
る
」

の
約
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
で
い
る
。
「
ま
ゐ
る
」
は
こ
の
よ
う
に

「
ま
ゐ
」
に
「
入
る
」
が
添
っ
て
で
き
た
語
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で

「
（
賢
人
の
も
と
や
貴
い
所
へ
）
お
う
か
・
か
い
す
る
・
参
上
す
る
」

意
で
あ
る
・
か
、
「
ま
ゐ
出
づ
↓
ま
う
づ
」
が
屋
外
K
出
て
〈
神
社
仏

閣
な
ど
尊
い
所
へ
）
行
く
」
の

K
対
し
、
「
（
貴
人
の
い
る
）
屋
内

に
入
っ
て
ゆ
く
」
の
が
「
ま
ゐ
る
」
の
原
義
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。

（法
1
）

こ
の
よ
う
な
語
で
あ
る
た
め
平
安
時
代
K
な
っ
て
の
「
ま
ゐ
る
」

も
「
参
上
・
出
仕
」
な
ど
の
意
を
表
わ
す
自
動
調
の
謙
譲
語
と
し
て

の
用
法
が
最
も
多
い
。

「
夜
い
た
う
更
け
ぬ
れ
ば
、
今
熔
円
過
さ
ず
、
御
返
奏
せ
む
」
と

急
ぎ
b
p
か
（
源
氏
・
桐
蜜
）

宮
に
は
じ
め
て
参
り
た
る
頃
、
も
の
は
づ
か
し
き
こ
と
数
し
ら

ず
、
涙
も
落
ち
ぬ
ベ
け
れ
ば
、
夜
々
参
り
て
、
三
尺
の
御
凡
幌

の
う
し
ろ
に
さ
ぶ
ら
う

K
（
枕
草
子
）

こ
れ
ら
自
動
詞
の
用
法
は
他
に
例
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
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「
ま
ゐ
る
」

K
は
こ
の
自
動
調
の
用
法
め
ほ
か
、
他
動
詞
と
し
て

も
用
い
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
他
動
調
は
謙
譲
語
と
し
て
用
い
ら
れ

る
ほ
か
、
尊
敬
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
源
氏
物
語
で
そ
れ

ら
他
動
調
が
ど
の
よ
う
K
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
細
か
く
調
べ
て
み

る
こ
と

K
す
る
。

他
動
詞
「
ま
ゐ
る
」
の
対
象
が
何
で
あ
る
か
、

「
ま
ゐ
る
」
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
で
、

す
な
わ
ち

’
何
を
，

そ
の
対
象
を
源
氏
物
語



の
す
べ
て
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
対
象
と
度
数
を
調
べ
て
み
る
と
、
次

の
よ
う
で
あ
る
。
（
）
内
の
数
字
は
度
数
を
示
す
。

朝
顔
1
、
巽
1
、
大
殿
油
1
、
御
座
（
お
ま
し
）

2
、
大
御
酒
6
、

か
が
り
火
、
か
ざ
し
2
、
加
持
2
、
か
は
ら
け
口
、
粥
2
、
果
物

6
、
雰
6
、
強
飯
2
、
精
進
物
1
、
盃
1
、
祷
2
、
脱
1
、
台
7
、

手
水
4
、
手
水
・
粥
3
、
手
水
・
強
飯
l
、
鉢
2
、
余
1
、
ま
じ

な
ひ
・
加
持
2
、
御
格
子
山
、
御
髪
l
、
餅
1
、
物
灯
、
湯
8
、

1
、
湯
漬
1
、
若
菜
2
、
破
龍
2

問
題
の
「
護
身
」
は
別
と
す
る
と
、
他
動
詞
用
法
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
「
ま
ゐ
る
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
右
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
簡
単
K
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
す

る
。
「
朝
顔
折
り
て
が
加
」
（
夕
顔
）
で
は
「
ま
ゐ
る
」
は
「
が
い

b
小
か
」
こ
と
、
「
若
葉
の
御
奨
h
r
h
v
h
v
」
（
若
菜
上
）
で
は
、
源

氏
が
若
葉
の
葵
を
1
v
h
怖
か
と
い
う
尊
敬
表
現
。
「
大
殿
油
か
か
加
」

と
い
う
の
は
「
火
を
h
w
b
か
い
恥
レ
ド
ム
小
b
」
こ
と
で
あ
り
、
「
御

簾
の
前
に
御
座
が
か
hw
て
」
（
須
磨
）
と
は
、
お
席
を
掛
ゆ
恥
い

b

ゆ
か
」
こ
と
で
、
こ
れ
ら
は
と
も
に
謙
譲
語
で
あ
る
。
次
に
「
人
々

．
 

大
御
酒
な
ど
お
か
初
ほ
ど
」
（
桐
壷
）
の
「
ま
ゐ
る
」
は
「
召
し
上
が

る
」
の
尊
敬
表
現
で
あ
る
が
、
「
『
御
送
り
に
も
え
参
り
侍
る
ま
じ

き
こ
と
。
な
か
な
か

K
も
思
ひ
た
ま
へ
ら
る
べ
き
か
な
』
な
ど
問
え

た
ま
ひ
て
、
大
御
酒

p
m
v
w給
ふ
」
（
若
紫
）
の
「
ま
ゐ
る
」
は
、

謙
譲
表
現
で
、
僧
都
が
源
氏
に
、
お
酒
を
さ
し
上
げ
な
さ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
「
お
と
ど
の
君
K
、
同
じ
か
ざ
し
を
p
h
v
w
給
ふ
」

〈
胡
蝶
）
で
は
、
宮
と
同
じ
厳
の
花
を
、
源
氏
に
さ
し
上
げ
な
さ
る

の
で
あ
る
。
「
加
持
な
ど
が
伊
程
」
（
若
紫
〉
の
「
参
る
」
は
、
加

〔
'11「

持
を
し
て
さ
し
上
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
「
岩
隠
れ
の
苔
の
上
K
並
み

ゐ
て
、
か
は
ち
け
が
か
加
」
（
若
紫
）
は
、
お
溜
を
か
い

b
eが
か
こ

と
で
あ
る
。

以
上
他
動
詞
の
「
ま
ゐ
る
」
の
用
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
大
体

三
種
類
K
分
け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
付
は
、
「
朝
顔
」

「
か
ざ
し
」
「
大
御
酒
」
な
ど
「
ま
ゐ
る
」
場
合
の
謙
譲
表
現
の
例

が
、
こ
れ

K
あ
た
る
も
の
で
、
「
物
を
上
位
者
に
と
り
進
め
、
さ
し

上
げ
る
」
動
作
で
あ
り
、
そ
の
白
は
「
加
持
ま
ゐ
る
」
「
御
格
子
ま

ゐ
る
」
の
よ
う
な
謙
譲
語
で
「
あ
る
こ
と
を
上
位
者
の
た
め
に
い
と

な
み
、
奉
仕
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
「
御
髪
」
な
ど
も
こ
の
口
に
入

れ
る
べ
き
で
あ
る
う
。
そ
の
臼
は
、
「
御
奨
」
「
ホ
御
酒
」
「
土
器
」

を
「
ま
ゐ
る
」
場
合
で
、
こ
れ
ら
は
謙
譲
語
か
ら
「
（
あ
ら
か
じ
め

卑
者
に
よ
っ
て
奉
仕
さ
れ
た
も
の
を
用
い
て
、
尊
者
が
）
飲
食
す
る
・

あ
る
動
作
を
す
る
」
意
の
尊
敬
語
K
転
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
付
、
口
、
日
の
用
例
を
数
例
示
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

コ
0

0

付
人
々
御
硯
な
ど
・
が
か
り
て
、
御
返
と
く
と
開
ゆ
れ
ば
（
胡
蝶
）

等
の
御
琴
駒
山
戸
た
れ
ば
、
す
こ
し
弾
き
給
ふ
（
明
石
）

守
出
で
き
て
、
：
：
：
御
く
だ
も
の
ば
か
り
が
加
り
。
（
帯
木
）

口
御
髪
が
か
初
程
を
だ
に
（
髪
・
を
結
っ
て
さ
し
上
げ
る
聞
き
え
〉

も
の
憂
く
せ
さ
せ
給
ふ
（
紅
葉
賀
）

四
面
に
は
御
格
子
が
か
加
た
れ
ど
（
朝
顔
）

臼
御
粥
な
ど
が
加
て
（
召
し
上
が
っ
て
）
（
タ
霧
）

。。

あ
や
し
さ
K
御
ゆ
す
る
ま
ゐ
り
（
御
洗
髪
の
水
を
お
っ
か
い

K

な
り
）
御
衣
箸
か
へ
な
ど
し
給
ひ
て
（
笑
）

「
御
湯
h
p
h
山
」
（
薬
湯
を
召
し
上
が
れ
）
な
ど
さ
へ
あ
つ
か
ひ

。
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問
え
給
ふ
を
（
葵
）

以
上
「
ま
ゐ
る
」
の
意
味
用
法
を
わ
か
り
や
す
い
よ
う
K
分
類
し

ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
K
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

自
動
詞
：
・
・
：
謙
譲
：
：
：
参
上
す
る
、
出
仕
す
る
な
ど
の
意

「
付
物
を
上
位
者

K
、
と
り
進
め
、

謙

譲

ム

さ

し

上

げ

る

意

「
口
上
位
者
の
た
め
、
あ
る
事
を
い
と

と
な
み
、
奉
仕
す
る
意

参
る

他
動
詞

,---JI』ーーーーーー司、

（
卑
者
の
奉
仕
に
よ
り
、
尊
者
が
）

飲
食
す
る
、
あ
る
事
を
す
る
意

尊
敬
：
：
：

目

次
に
「
参
ら
す
」
に
つ
い
て
細
か
く
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
与

え
ら
れ
た
紙
数
も
オ
ー
バ
ー
し
そ
う
で
あ
る
し
、
一
応
「
参
る
」
の

検
討
に
よ
っ
て
本
摘
の
結
論
は
見
出
さ
れ
そ
う
で
あ
る
の
で
、
「
参

ら
す
」

K
つ
い
て
一
応
の
調
査
は
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
ふ
れ
る
こ

と
は
避
け
て
さ
ら
に
「
参
る
」
の
用
法
か
ら
結
論
に
せ
ま
る
こ
と

K

す
る
。前

記
の
他
動
詞
用
法
の
口
、
上
位
者
の
た
め
、
あ
る
事
を
い
と
な

み
、
奉
仕
す
る
意
の
「
参
る
」
の
対
象
と
な
る
も
の
を
、
源
氏
の
用

例
か
ら
整
理
す
る
と
、
「
加
持
」
「
御
格
子
」
「
御
髪
」
「
ま
じ
な

ひ
・
加
持
」
な
ど
で
、
そ
の
外
、
名
調
的
用
法
と
し
て
「
右
近
を
御

脚
が
か
加

K
め
す
〕
（
玉
か
づ
ら
）
と
い
う
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
右

近
を
お
脚
を
さ
す
ら
ぜ

K
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
源
氏

K
は
用
例
を

0

0

0

、

見
出
し
得
な
か
っ
た
が
、
「
御
前
ま

b
る
」
な
ど
も
、
こ
れ
と
同
じ

仁

用
法
で
前
駆
に
奉
仕
す
る
こ
と

K
い
う
。

と
こ
ろ
で
「
護
身
」
と
は
、
「
護
身
法
」
の
こ
と
で
、
「
密
教
で
、

い
っ
さ
い
の
魔
障
を
除
き
、
身
心
を
守
り
固
め
る
た
め

K
、
修
法
の

は
じ
め

K
す
る
加
持
の
法
」
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
加
持
K
「参

る
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
は
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
「
加

持
ま
ゐ
ら
す
」
と
い
う
の
か
ど
う
か
、
を
み
る
た
め
、
源
氏
で
の

「
加
持
」
の
例
を
き
が
す
と
、
全
部
で
十
三
例
あ
る
。
そ
の
う
ち
四

例
は
「
加
持
せ
さ
ぜ
給
ふ
」
「
御
加
持
果
て
て
」
な
ど
で
、
「
参
る
」

「
参
ら
す
」
に
は
無
関
係
の
述
語
を
も
っ
て
い
る
。
残
り
九
例
の
う

ち
六
例
は

。。

加
持
な
ど
参
る
程
日
高
く
さ
し
は
的
ぬ
（
若
紫
）

今
管
は
な
ほ
静
か
に
加
持
な
ど
参
り
て
、
出
で
さ
せ
給
へ
（
若

紫
）

。。

の
よ
う

K
「
参
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
「
加
持
」
は

し
て
き
し
上
げ
る
こ
と
を
「
参
る
」
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
る
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

「
参
ら
す
」
と
い
う
形
K
な
っ
て
い
る
の
は
、
ま
ず

ωよ
る
づ

K
ま
じ
な
ひ
加
持
な
ど
参
ら
せ
給
へ
ど
（
若
紫
）

ω大
臣
は
か
し
こ
き
行
人
、
葛
城
山
よ
り
請
じ
出
で
た
る
、
待

ち
う
け
給
ひ
て
、
加
持
参
ら
せ
む
と
し
給
ふ
（
柏
木
）

の
ニ
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
と
も

K
「
参
ら
」
に
使
役
の
助
動

調
「
せ
」
が
つ
い
た
も
の
で
、

ωで
は
「
ま
じ
な
い
、
加
持
金
源
氏

K
し
て
き
し
上
げ
さ
せ
る
」
の
で
あ
り
、

ωで
も
柏
木
の
父
致
仕
大

臣
が
、
か
し
こ
き
行
人
を
し
て
、
柏
木

K
加
持
を
し
て
き
し
上
げ
き

せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
参
ら
せ
」
の
残
る
一
例
は
、

－
 

k
 

t

、

ts 
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ωい
と
苦
し
げ
に
し
給
へ
ば
、
修
法
の
阿
関
梨
ど
も
召
入
れ
き

ぜ
、
さ
ま
ざ
ま
験
あ
る
か
ぎ

7

り
し
て
、
加
持
参
ら
せ
さ
せ
給
ふ
。

我
も
併
を
念
ぜ
さ
せ
給
ふ
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
（
総
角
）

こ
の
例
は
、
穐
回
定
樹
氏
が
「
『
さ
せ
』
を
使
役
の
意
と
と
れ
ば
、

一
語
の
八
ま
ゐ
ら
す

V
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
薫
中
将
に

対
す
る
「
さ
せ
給
ふ
」
と
い
う
最
高
敬
語
は
不
審
で
は
あ
る
が
、
現

K
『
念
ぜ
さ
せ
給
ふ
』
と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
認
め
れ
ば
、

こ
の
例
も
『
ま
ゐ
ら
・
せ
（
使
役
）
・
さ
せ
給
ふ
』
と
な
る
」
と
言

わ
れ
て
い
る
（
注
2
）
と
お
り
で
、
大
君
が
苦
し
そ
う
な
の
で
、
薫

が
加
持
を
し
て
さ
し
上
げ
さ
せ
な
さ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
み
る
と
、
加
持
は
す
べ
て
九
例
と
も
「
参
る
」
も
の
で
あ
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
る
と
こ
れ
は
浜
松
中
納
言
の
「
護
身

ま
ゐ
り
給
ふ
」
と
も
用
法
が
同
じ
で
あ
る
と
と
も
、
暗
躍
身
や
加
持
な

ど
は
、
僧
都
や
律
師
が
わ
か
ら
は
「
参
る
」
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ

け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
す
る
と
冒
頭
の
「
護
身
ま
ゐ
ら
せ
給
ふ
」
は
、
「
ま
ゐ
ら
・
せ

（
使
役
）
・
給
ふ
」
と
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

K
な
る
。
即

ち
、
「
源
氏
の
君
が
聖
を
し
て
自
分

K
護
身
法
を
し
て
き
し
あ
げ
さ

せ
な
さ
る
」
と
い
う
表
現
な
の
で
あ
る
。
「
参
ら
せ
給
ふ
」
の
主
語

は
光
源
氏
な
の
で
あ
る
か
ら
「
給
ふ
」
の
敬
意
は
聖
な
ど
で
は
な
く
、

源
氏
の
君
に
対
す
る
も
の
で
、
そ
う
解
し
て
こ
そ
、
敬
語
の
用
法
に

も
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

注
l

松
尾
聴
箸
国
文
法
入
門
研
究
社

2

「
ま
ゐ
る
」
と
「
ま
ゐ
ら
す
」
国
語
閑
文

）一一一‘ 

第
三
五

（＼ 

fι、

3 

巻
五
号

本
文
の
校
異
K
つ
い
て
は
ふ
れ
な
か
っ
た
が
、

今
ふ
、

か
の
聖
う
ど
き
も
せ
ね
ど
と
か
う
し
て
護
身

な
ど
参
ら
せ
給
ふ

と
あ
る
。
こ
う
い
う
本
文
な
ら
ば
「
と
か
う
し
て
」
以
下

主
語
が
源
氏
で
あ
る
が
一
一
層
は
っ
き
り
す
る
が
、
小
輔
で

は
本
文
に
つ
い
て
の
考
察
は
始
め
か
ら
触
れ
な
い
こ
と
に

し
た
。

河
内
本

K

（
本
学
助
教
授
）
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