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能
〈
野
宮
〉
の
「
車
」
と
「
月
」　　
　

倉
持
長
子
＊
日
本
文
化
学
科　

非
常
勤
講
師

〈
葵
上
〉
の
前
シ
テ
登
場
の
一
セ
イ
「
三
つ
の
車
に
の
り
の
道
火
宅
の
門
を
や
出
で

ぬ
ら
ん
」
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
で
は
、
伊
藤
正
義
）
2
（
氏
が
「《
野
宮
》
後
段
に
お
い
て
《
葵
上
》
が
本
説

的
位
置
を
占
め
る
」、「《
野
宮
》
後
段
は
車
争
い
を
と
り
あ
げ
る
の
み
の
よ
う
で
あ

る
が
、
そ
の
中
に
《
葵
上
》
詞
章
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
世
界
を
も
一

体
化
せ
し
め
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
井
上
愛
）
3
（
氏
も
、〈
野
宮
〉
は
御
息
所
の
傷
心
を

「
破
れ
車
」
で
表
し
た
〈
葵
上
〉
世
界
を
「
本
歌
取
り
的
」
に
重
ね
、「〈
葵
上
〉
の

怨
霊
的
な
造
型
を
も
色
濃
く
投
影
し
た
御
息
所
像
を
描
く
」
と
論
じ
る
。

　

し
か
し
、〈
野
宮
〉
に
お
け
る
〈
葵
上
〉
の
取
り
込
み
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
河

添
房
江
）
4
（
氏
が
「
同
じ
く
六
条
御
息
所
の
物
語
に
取
材
し
な
が
ら
、
生
霊
事
件
を
そ
ぎ

落
と
す
こ
と
で
、
そ
れ
を
主
題
化
し
た
『
葵
上
』
よ
り
も
幽
玄
の
境
地
を
き
わ
め

た
」
と
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
も
う
少
し
注
意
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者

は
、
特
に
次
の
二
点
に
つ
い
て
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

第
一
の
問
題
は
、〈
葵
上
〉
と
〈
野
宮
〉
そ
れ
ぞ
れ
の
「
車
」
の
意
味
に
つ
い
て

で
あ
る
。
両
曲
に
頻
出
す
る
「
車
」
に
つ
い
て
は
、
味
方
健
）
5
（
氏
に
よ
っ
て
「
廻
り
廻

る
彼
女
の
迷
え
る
魂
、
す
な
わ
ち
有
情
の
妄
執
輪
廻
の
表
象
」
と
い
う
共
通
の
意
味

が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
じ
「
車
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
シ
テ
御
息
所
が

〈
葵
上
〉
で
は
「
破
れ
車
」、
一
方
の
〈
野
宮
〉
で
は
「
秋
の
千
草
の
花
車
」「
網
代
」

に
乗
っ
て
登
場
す
る
と
い
う
対
蹠
的
な
様
相
を
見
せ
る
理
由
に
つ
い
て
の
説
明
が
必

要
で
あ
ろ
う
。〈
野
宮
〉
に
お
け
る
「
車
」「
車
争
ひ
」
は
、〈
葵
上
〉
の
そ
れ
と
ど

の
よ
う
に
異
な
り
、
曲
中
に
お
い
て
い
か
な
る
固
有
の
意
味
を
持
つ
の
か
、
よ
り
厳

密
に
追
究
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

第
二
は
、
シ
テ
御
息
所
が
「
賀
茂
の
祭
の
車
争
ひ
」
で
敗
れ
た
さ
ま
を
再
現
し
、

過
去
の
妄
執
を
そ
の
身
に
再
び
呼
び
覚
ま
す
場
面
に
先
立
ち
、
な
ぜ
「
月
」
が
姿
を

現
し
て
来
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
前
シ
テ
は
中
入
り
直
前
、
そ
の
正
体
を

能
〈
野
宮
〉
の
「
車
」
と
「
月
」

倉
持
長
子＊

※
本
稿
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
の
引
用
に
つ
い
て

①
謡
曲
本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集 
下
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三

年
）
に
よ
る
。

②
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
②
（
小
学
館
、

二
〇
〇
六
年
）
に
よ
る
。

は
じ
め
に
　

―
　〈
野
宮
〉
と
〈
葵
上
〉　
―
　

　

能
〈
野
宮
〉
の
後
場
は
、
シ
テ
を
六
条
御
息
所
の
霊
と
す
る
先
行
の
能
〈
葵
上
〉

を
強
く
意
識
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
車
争
い
で
敗
れ
た
後
シ
テ
御
息
所

の
尽
き
な
い
妄
執
を
表
現
す
る
「
身
は
な
ほ
牛
の
小
車
の
、
廻
り
廻
り
来
て
い
つ
ま

で
ぞ
」
は
、〈
葵
上
〉
前
シ
テ
の
次
第
「
憂
き
世
は
う
し
の
小
車
の
廻
る
や
報
ひ
な

る
ら
ん
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、〈
野
宮
〉
キ
リ
に
「
ま
た
車
に
う
ち

乗
り
て
火
宅
の
門
を
や
出
で
ぬ
ら
ん
」
と
見
え
る
詞
章
は
、
諸
）
1
（

注
も
示
す
よ
う
に
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一
七
年

の
破
れ
車
」「
上
臈
の
破
れ
車
」「
枕
に
立
て
る
破
れ
車
」
と
曲
中
に
三
回
見
え
る

「
破
れ
車
」
は
、
落
合
博
志
）
8
（
氏
に
よ
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
葵
巻
に
描
か
れ
る
車
争
い

の
場
面
に
は
見
え
ず
、
御
息
所
の
車
が
壊
さ
れ
た
と
す
る
中
世
の
『
源
氏
物
語
』
理

解
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、「
車
争
い
に
よ
っ
て
打
ち
砕
か
れ
た
御
息
所
の
自
尊
心
の

表
象
」
で
あ
る
と
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
葵
巻
に
お
け
る
御
息
所
の
車
は
「
網
代
の
す
こ
し
馴
れ
た
る
が
、

下
簾
の
さ
ま
な
ど
よ
し
ば
め
る
に
、
い
た
う
引
き
入
り
て
、
ほ
の
か
な
る
袖
口
、
裳

の
裾
、
汗
衫
な
ど
、
物
の
色
い
と
き
よ
ら
に
て
、
こ
と
さ
ら
に
や
つ
れ
た
る
け
は
ひ

し
る
く
見
ゆ
る
車
二
つ
あ
り
」（
②
葵
二
二
頁
）
と
、
忍
び
や
か
な
が
ら
優
美
に
取

り
成
さ
れ
た
網
代
車
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
乗
り
主
を
知
ら
れ
た
御
息
所
の
車
は
、

「
さ
ば
か
り
に
て
は
、
さ
な
言
は
せ
そ
。
大
将
殿
を
ぞ
豪
家
に
は
思
ひ
き
こ
ゆ
ら
む
」

（
同
二
三
頁
）
と
の
侮
辱
の
言
葉
と
と
も
に
、「
つ
ひ
に
御
車
ど
も
立
て
つ
づ
け
つ
れ

ば
、
副
車
の
奥
に
押
し
や
ら
れ
て
も
の
も
見
え
ず
」（
同
頁
）
と
葵
の
上
方
の
女
房

車
の
後
ろ
に
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
し
、
そ
の
際
、「
榻
な
ど
も
み
な
押
し

折
ら
れ
て
、
す
ず
ろ
な
る
車
の
筒
に
う
ち
か
け
た
れ
ば
」（
同
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、

御
息
所
の
車
の
本
体
そ
の
も
の
は
破
壊
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
中
世
で
は
、
落
合

氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
塵
荊
）
9
（

抄
』
に
「
六
条
御
息
所
ノ
御
車
ヲ
、
葵
上
の
随
身

共
打
破
、
已
ニ
車
ヨ
リ
取
テ
出
シ
奉
ル
」、『
源
氏
小
）
10
（

鏡
』
に
「
車
の
た
て
と
こ
ろ
を
、

御
と
も
の
人
々
あ
ら
そ
ひ
て
、
み
や
す
と
こ
ろ
の
御
く
る
ま
を
う
ち
そ
ん
し
な
と
せ

し
な
り
」、『
源
氏
物
語
提
）
11
（
要
』
に
「
権
威
に
つ
の
り
た
る
若
も
の
共
、
み
や
す
所
の

車
の
長
柄
を
お
し
折
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
葵
の
上
方
に
御
息
所
の
車
の
轅
が
折

ら
れ
、
車
が
損
壊
し
た
と
の
見
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。〈
葵
上
〉
の
「
破
れ
車
」

は
こ
う
し
た
理
解
を
反
映
し
、
シ
テ
御
息
所
の
「
恨
み
の
根
源
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

傷
つ
い
た
ま
ま
未
だ
に
癒
え
な
い
心
の
象
）
12
（

徴
」
と
し
て
の
意
味
を
負
う
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、〈
葵
上
〉
の
「
破
れ
車
」
は
、
大
き
な
演
劇
的
効
果
を
も
持
っ
て
い
た
。

「
御
息
所
は
わ
れ
な
り
」
と
明
か
し
、「
森
の
木
の
間
の
夕
月
夜
、
影
幽
か
な
る
木
の

下
の
、
黒
木
の
鳥
居
の
二
柱
」
に
姿
を
隠
す
。
ま
た
、
後
シ
テ
御
息
所
の
「
花
車
」

は
「
月
の
光
も
幽
か
な
る
」
と
は
か
な
い
月
光
の
も
と
、
密
や
か
な
「
音
」
を
立
て

て
登
場
す
る
。「
車
争
ひ
」
場
面
の
再
現
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
車
」
は
「
月
」

―

特
に
「
幽
か
な
る
」「
月
の
光
」

―
に
導
か
れ
る
よ
う
に
登
場
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
は
、
後
シ
テ
が
「
車
争
ひ
」
か
ら
生
じ
た
妄
執
を
激
し
く
悲
嘆
し
た
直
後
、

「
昔
を
思
ふ
花
の
袖
。
月
に
と
返
す
景
色
か
な
」「
月
も
昔
や
思
ふ
ら
ん
。
影
淋
し
く

も
、
森
の
下
露
」
と
「
昔
」
を
偲
ぶ
た
め
の
よ
す
が
と
し
て
「
月
」
に
思
い
を
馳
せ
、

突
如
懐
旧
の
序
ノ
舞
へ
移
行
す
る
と
い
う
、
や
や
不
自
然
に
も
見
え
る
後
シ
テ
の
心

境
に
つ
い
て
も
併
せ
て
説
明
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
〈
野
宮
〉
後
半
に
お
け
る
「
車
」
と
「
月
（
月
の
光
）」
の
問
題
は
、

先
行
の
〈
葵
上
〉
の
み
な
ら
ず
、〈
野
宮
〉
の
本
説
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
の
葵
・

賢
木
両
巻
に
共
通
す
る
六
条
御
息
所
を
め
ぐ
る
描
写
に
着
目
す
る
こ
と
で
読
み
解
け

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
野
宮
〉
の
作
者
に
比
定
さ
れ
る
金
春
禅
）
6
（
竹
は
、
こ
れ

ま
で
『
源
氏
物
語
』
の
深
い
読
み
手
で
あ
る
こ
と
が
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
論
証
さ

れ
て
き
）
7
（
た
。
こ
の
〈
野
宮
〉
の
「
車
」
と
「
月
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
も
ま
た
、
禅

竹
の
『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
深
い
理
解
を
裏
付
け
る
好
例
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
、
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
に
す
る
。

一
、〈
葵
上
〉
の
「
破
れ
車
」

　
〈
野
宮
〉
に
先
行
す
る
〈
葵
上
〉
の
前
場
は
、「
三
つ
の
車
」「
破
れ
車
」「
忍
び

車
」「
牛
の
小
車
」「
車
の
輪
」「
牛
も
な
き
車
の
轅
」
と
「
車
」
尽
く
し
で
あ
る
。

〈
葵
上
〉
で
は
、
車
争
い
の
場
面
そ
の
も
の
は
描
か
れ
ず
、「
破
れ
車
」
と
い
う
言
葉

に
よ
っ
て
、
す
で
に
車
争
い
の
生
じ
た
こ
と
が
自
明
と
さ
れ
て
い
る
。「
夕
顔
の
宿
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能
〈
野
宮
〉
の
「
車
」
と
「
月
」　　
　

倉
持
長
子

霊
で
は
な
く
怨
霊
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、『
往
生
要
集
』
の
引
用
す
る
「
観
仏
三
昧

経
」
が
描
く
火
焰
の
化
身
「
玉
女
」
が
「
金
車
」
に
坐
し
て
罪
人
を
地
獄
へ
誘
う
イ

メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
の
ほ
か
、
前
掲
の
井
上
）
16
（
氏
に
よ
れ
ば
、『
平
家

物
語
』
巻
六
入
道
死
去
に
描
か
れ
る
、
入
道
の
北
の
方
の
夢
中
に
現
れ
る
清
盛
を
来

迎
し
よ
う
と
す
る
猛
火
の
車
や
、『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
お
け
る
護
法
童
子
の
乗

り
物
と
し
て
の
火
焰
車
、『
地
獄
草
紙
』
の
「
猛
火
熾
烈
な
る
鉄
車
」
な
ど
、
中
世

に
お
い
て
地
獄
と
車
は
一
揃
い
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、〈
葵
上
〉
の
「
車
」
は
、「
車
争
ひ
」
に
端
を
発
す
る
御
息
所
の

恨
み
や
傷
心
を
表
す
と
同
時
に
、
た
だ
「
憂
き
」
身
を
悲
嘆
し
て
い
た
は
ず
の
御
息

所
が
、
嫉
妬
に
燃
え
、
遂
に
は
地
獄
の
「
悪
鬼
」
へ
と
身
を
変
じ
る
ま
で
の
過
程
を

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
き
だ
す
機
能
を
負
う
も
の
で
あ
っ
た
。

二
、〈
野
宮
〉
の
「
花
車
」・「
物
見
車
」
と
『
源
氏
物
語
』
葵
巻

①
「
花
車
」

　

一
方
、〈
野
宮
〉
の
「
車
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。〈
野
宮
〉
後
場
に
は
、「
花
車
」

「
車
」（
三
例
）「
網
代
」「
い
か
な
る
車
」「
車
争
ひ
」「
物
見
車
」（
二
例
）「
お
ん

車
」「
小
車
」（
二
例
）
と
、
十
二
例
も
の
「
車
」
が
見
え
る
。
現
在
、
宝
生
・
金

剛
・
喜
多
の
三
流
に
は
車
を
出
す
小
書
も
残
る
。
小
田
幸
子
）
17
（

氏
に
よ
れ
ば
、『
能
口

伝
之
聞
書
』
や
『
八
帖
花
伝
書
』
に
は
車
を
出
す
の
が
常
の
演
出
で
あ
る
よ
う
に
読

め
る
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
作
時
点
で
車
の
作
リ
物
が
出
さ
れ
て
い
た
可
能
性

を
否
定
で
き
な
い
と
い
う
。「
車
」
は
、
現
在
常
に
出
さ
れ
る
作
リ
物
「
黒
木
の
鳥

居
」
と
と
も
に
〈
野
宮
〉
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
多
く
の
「
車
」
の
う
ち
、
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
後
シ
テ
御
息
所
が

登
場
す
る
際
に
乗
る
「
車
」
の
様
相
で
あ
る
。

『
申
楽
談
儀
』
の
犬
王
の
芸
風
を
記
す
箇
所
か
ら
は
、〈
葵
上
〉
の
「
車
」
を
出
す
演

出
に
つ
い
て
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

葵
の
上
の
能
に
、
車
に
乗
り
、
柳
裏
の
衣
踏
み
含
み
、
車
副
の
女
に
岩
松
、
車

の
轅
に
す
が
り
、
橋
が
か
り
に
て
、「
三
の
車
に
法
の
道
、
火
宅
の
門
を
や
出

で
ぬ
ら
ん
、
夕
顔
の
宿
の
破
れ
車
、
遣
る
方
な
」
と
一
声
て
遣
り
か
け
て
、
た

ぶ
〳
〵
と
言
ひ
流
し
、「
憂
世
は
牛
の
小
車
の
、
〳
〵
、
廻
る
や
」
な
ど
や
う

の
次
第
、「
を
ぐ
る
ま
の
」、「
ま
の
」
を
張
り
に
て
い
ふ
て
、
言
ひ
納
め
に
、

と
た
と
拍
子
踏
み
し
也
。
後
の
霊
な
ど
に
も
、
山
伏
に
祈
ら
れ
て
、
山
伏
は
と

よ
、
そ
れ
〔
を
〕
ば
か
へ
り
み
づ
か
ひ
、
小
袖
扱
い
、
え
も
言
は
ぬ
風
体
也
。

（
二
六
三
）
13
（
頁
）

六
条
御
息
所
を
演
じ
る
犬
王
は
、「
車
副
の
女
」
を
伴
っ
て
「
車
」
に
乗
っ
て
い
た
。

松
岡
心
平
）
14
（
氏
は
、
こ
の
「
車
」
を
出
す
演
出
に
注
目
す
る
こ
と
で
、〈
葵
上
〉
を

「
御
息
所
の
深
層
感
情
へ
の
下
降
劇
」
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
。
犬
王
の
演
出
で

は
、「
車
」
の
位
置
に
よ
っ
て
御
息
所
と
葵
上
の
心
理
的
距
離
が
よ
り
視
覚
的
に
明

瞭
化
さ
れ
る
。「
梓
の
弓
」
に
引
か
れ
て
登
場
し
た
ば
か
り
の
御
息
所
は
、「
東
屋
の
、

母
屋
の
端
戸
に
居
」
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
車
は
橋
掛
か
り
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
御
息
所
は
ま
だ
葵
上
へ
の
嫉
妬
を
見
せ
る
こ
と
な
く
、
内
向
的
で
あ
っ
た
。

「
車
」
と
い
う
「
密
室
空
間
」
の
中
で
屈
辱
の
思
い
を
深
め
、
次
第
に
車
か
ら
出
て

本
舞
台
に
入
り
、
過
去
を
述
懐
す
る
う
ち
に
「
枕
に
立
ち
よ
り
ち
ょ
う
ど
打
て
ば
」

と
葵
上
へ
の
恨
み
を
爆
発
さ
せ
て
打
擲
に
及
び
、
つ
い
に
は
葵
上
を
「
破
れ
車
」
に

乗
せ
て
連
れ
去
ろ
う
と
す
る
に
至
る
。

　

な
お
、
西
村
聡
）
15
（

氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
破
れ
車
」
は
、
怨
霊
と
な
っ
た
御
息
所
が

地
獄
の
使
者
と
し
て
来
迎
す
る
火
車
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
負
っ
て
い
る
と
い
う
。
前
場

最
後
に
「
枕
に
立
て
る
破
れ
車
、
う
ち
乗
せ
隠
れ
行
こ
う
よ
」
と
、
病
床
の
葵
の
上

を
「
破
れ
車
」
に
乗
せ
て
冥
界
へ
と
連
れ
去
ろ
う
と
す
る
シ
テ
御
息
所
の
姿
は
、
生
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さ
て
、
こ
の
「
花
車
」
を
目
に
し
た
ワ
キ
僧
に
よ
っ
て
「
さ
も
あ
れ
い
か
な
る
車

や
ら
ん
」
と
問
わ
れ
た
後
シ
テ
御
息
所
は
、「
昔
」
の
「
賀
茂
の
祭
の
車
争
ひ
」
の

様
子
を
回
想
し
て
い
く
。

【
掛
合
】
…
シ
テ
い
か
な
る
車
と
問
は
せ
給
へ
ば
、
思
ひ
ぞ
出
づ
る
そ
の
昔
、

賀
茂
の
祭
の
車
争
ひ
、
主
は
た
れ
と
も
白
露
の
、
ワ
キ
所
狭
き
ま
で
立
て
並
ぶ

る
、
シ
テ
物
見
車
の
さ
ま
ざ
ま
に
、
殊
に
時
め
く
葵
の
上
の
、
ワ
キ
お
ん
車
と

て
人
を
払
ひ
、
立
ち
騒
ぎ
た
る
そ
の
中
に
、
シ
テ
身
は
小
車
の
や
る
か
た
も
、

な
し
と
答
へ
て
立
て
置
き
た
る
、
ワ
キ
車
の
前
後
に　

シ
テ
ば
っ
と
寄
り
て

【
哥
】
地
人
び
と
轅
に
取
り
付
き
つ
つ
、
人
賜
ひ
の
奥
に
押
し
遣
ら
れ
て
、
物

見
車
の
力
も
な
き
、
身
の
程
ぞ
思
ひ
知
ら
れ
た
る
。　

よ
し
や
思
へ
ば
な
に
ご

と
も
、
報
ひ
の
罪
に
よ
も
漏
れ
じ
、
身
は
な
ほ
牛
の
小
車
の
、
巡
り
巡
り
来
て

い
つ
ま
で
ぞ
、
妄
執
を
晴
ら
し
給
へ
や
、
妄
執
を
晴
ら
し
給
へ
や
。

注
目
し
た
い
の
は
、
後
シ
テ
御
息
所
の
「
花
車
」
が
、【
哥
】
で
は
「
人
賜
ひ
の
奥

に
押
し
遣
ら
れ
」
た
「
物
見
車
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
賀
茂
の
祭
の

車
争
ひ
」
の
場
面
で
は
、
御
息
所
以
外
の
「
所
狭
き
ま
で
立
て
並
ぶ
る
」
車
た
ち
・

「
人
賜
ひ
」
も
、
み
な
「
物
見
車
の
さ
ま
ざ
ま
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

「
車
争
ひ
」
の
「
物
見
車
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
祭
礼
な
ど
の
見
物
遊
覧
な
ど

の
際
に
乗
っ
て
出
る
牛
）
20
（

車
」
を
指
す
。
つ
ま
り
、
シ
テ
御
息
所
を
は
じ
め
、
正
妻
葵

上
と
「
さ
ま
ざ
ま
」
の
女
た
ち
は
、
祭
礼
、
と
り
わ
け
祭
礼
に
供
奉
す
る
光
源
氏
の

姿
を
見
る
こ
と
を
目
的
に
「
物
見
車
」
に
乗
り
、
そ
れ
ら
の
車
は
「
所
狭
き
ま
で
立

て
並
ぶ
る
」、
立
錐
の
余
地
も
な
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
テ
御
息
所
は
、

そ
こ
で
自
ら
の
「
物
見
車
」
の
「
力
も
な
き
、
身
の
程
」
を
思
い
知
ら
さ
れ
、
妄
執

に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
と
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
後
シ
テ
御
息
所
像
の
造
型
を
め
ぐ
っ
て
は
、
先
行
す
る
〈
葵
上
〉
の
シ

テ
御
息
所
の
怨
霊
と
し
て
の
性
格
よ
り
も
、
む
し
ろ
本
説
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
の

野
の
宮
の
、
秋
の
千
草
の
花
車
、
わ
れ
も
昔
に
、
巡
り
来
に
け
り
。

「
花
車
」
は
、『
謡
抄
』
に
「
う
つ
く
し
く
か
ざ
り
た
る
車
也
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

第
一
に
は
「
華
や
か
な
）
18
（
車
」
と
捉
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、〈
代
主
〉
に
「
千
早
振
る
。

賀
茂
の
御
生
や
夏
引
の
。
糸
毛
の
花
車
廻
る
日
の
。
け
ふ
に
葵
の
二
葉
よ
り
我
が
し

め
結
ひ
し
姫
小
松
の
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
花
車
」
は
葵
の
葉
で
飾
ら
れ
た
車
が

多
く
出
る
賀
茂
祭
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
）
19
（
た
。〈
野
宮
〉
に
お
け
る

「
花
車
」
は
、
ま
ず
「
秋
の
千
草
の
花
」
で
彩
ら
れ
た
「
車
」
で
あ
る
か
ら
、
む
ろ

ん
明
る
い
華
や
か
さ
で
は
な
く
、
閑
寂
で
ゆ
か
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
纏
う
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
〈
葵
上
〉
の
「
破
れ
車
」
と
は
全
く
異
な
り
、
あ
く
ま
で
美
し
く
装
っ
た

「
花
車
」
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、〈
野
宮
〉
で

描
か
れ
る
季
節
は
秋
で
は
あ
る
も
の
の
、「
花
車
」
は
「
車
争
ひ
」
が
生
じ
た
夏
の

賀
茂
祭
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
層
化
さ
せ
た
表
現
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
こ
の
後
シ
テ
御
息
所
が
乗
る
「
車
」
を
飾
る
「
花
」
は
、〈
野
宮
〉
に
お

い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
曲
中
の
「
花
」
は
、
一

貫
し
て
シ
テ
御
息
所
の
人
生
を
彩
る
恋
の
盛
衰
と
連
動
す
る
よ
う
に
置
か
れ
る
言
葉

で
あ
る
。
御
息
所
に
は
、
か
つ
て
は
「
桐
壺
の
帝
の
お
ん
弟
、
前
坊
」
の
妃
と
し
て

「
時
め
く
花
の
色
香
」
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、

「
花
に
慣
れ
来
し
野
宮
」
が
「
秋
」
を
迎
え
る
と
、
光
源
氏
の
心
に
も
飽
き
の
来
た

こ
と
が
表
さ
れ
る
。「
千
草
の
花
」
の
色
と
と
も
に
御
息
所
の
「
心
の
色
」
も
移
り
、

そ
の
「
身
」
も
衰
え
て
い
く
。「
秋
の
花
み
な
衰
へ
」
る
と
き
、
御
息
所
と
光
源
氏

の
関
係
は
つ
い
に
終
焉
を
迎
え
よ
う
と
す
る
。「
賀
茂
の
祭
の
車
争
ひ
」
の
場
面
に

登
場
す
る
「
秋
の
千
草
の
花
車
」
は
、
そ
の
身
に
衰
え
を
萌
し
つ
つ
も
、
光
源
氏
と

の
恋
に
身
を
投
じ
よ
う
と
す
る
御
息
所
の
姿
の
象
徴
と
言
え
よ
う
。

②
「
物
見
車
」
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能
〈
野
宮
〉
の
「
車
」
と
「
月
」　　
　

倉
持
長
子

「
心
々
に
し
尽
く
し
た
る
し
つ
ら
ひ
、
人
の
袖
口
」
ま
で
、
光
源
氏
に
見
ら
れ
る
期

待
を
込
め
て
、
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

げ
に
、
常
よ
り
も
好
み
と
と
の
へ
た
る
車
ど
も
の
、
我
も
我
も
と
乗
り
こ
ぼ
れ

た
る
下
簾
の
隙
間
ど
も
も
、
さ
ら
ぬ
顔
な
れ
ど
、
ほ
ほ
笑
み
つ
つ
後
目
に
と
ど

め
た
ま
ふ
も
あ
り
。
大
殿
の
は
し
る
け
れ
ば
、
ま
め
だ
ち
て
渡
り
た
ま
ふ
。
御

供
の
人
々
う
ち
か
し
こ
ま
り
心
ば
へ
あ
り
つ
つ
渡
る
を
、
お
し
消
た
れ
た
る
あ

り
さ
ま
こ
よ
な
う
思
さ
る
。 

（
同
二
三
〜
二
四
頁
）

賀
茂
祭
で
は
、「
常
よ
り
も
好
み
と
と
の
へ
た
る
車
ど
も
」
そ
の
も
の
が
、
女
性
た

ち
の
存
在
を
光
源
氏
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
ア
ピ
ー
ル
に
対

し
、
光
源
氏
は
お
気
に
入
り
の
女
性
が
乗
る
車
に
は
流
し
目
で
応
え
て
い
る
。
供
奉

の
行
列
で
は
、
光
源
氏
が
目
に
と
め
る
は
ず
も
な
い
「
え
せ
受
領
の
む
す
め
」
ま
で

も
が
「
心
の
限
り
尽
く
し
た
る
車
ど
も
」
に
乗
り
、
媚
態
を
見
せ
て
胸
を
と
き
め
か

せ
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
常
よ
り
も
好
み
と
と
の
へ
た
る
車
ど

も
」
を
差
し
置
き
頂
点
に
立
つ
の
が
、
光
源
氏
の
正
妻
葵
の
上
の
車
で
あ
っ
た
。

「
儀
式
も
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
さ
ま
に
」
設
え
、「
よ
そ
ほ
し
う
ひ
き
つ
づ
き
」
と
あ
る
葵

の
上
の
車
は
、「
大
殿
の
は
し
る
け
れ
ば
」
と
格
別
な
体
を
な
し
て
お
り
、
光
源
氏

と
随
身
た
ち
か
ら
も
礼
を
尽
く
さ
れ
て
い
た
。
光
源
氏
を
何
と
し
て
で
も
見
た
い
と

い
う
女
性
た
ち
の
執
念
、
そ
し
て
同
時
に
光
源
氏
か
ら
の
処
遇
の
あ
り
方
を
示
す
も

の
と
し
て
、
賀
茂
祭
の
「
物
見
車
」
は
立
ち
並
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
一
条
大
路
は
、
光
源
氏
を
一
目
見
よ
う
と
す
る
女
性
た
ち
の
恋
で
充
溢

し
た
空
間
と
な
っ
て
い
た
。
御
息
所
も
、
こ
の
恋
の
空
間
に
ひ
っ
そ
り
と
身
を
置
い

て
い
た
。
御
息
所
の
車
は
、「
網
代
の
す
こ
し
馴
れ
た
る
が
、
下
簾
の
さ
ま
な
ど
よ

し
ば
め
る
に
、
い
た
う
ひ
き
入
り
て
、
ほ
の
か
な
る
袖
口
、
裳
の
裾
、
汗
衫
な
ど
、

物
の
色
い
と
き
よ
ら
に
て
、
こ
と
さ
ら
に
や
つ
れ
た
る
け
は
ひ
し
る
く
見
ゆ
る
車
」

（
同
二
二
頁
）
で
あ
る
。
自
ら
の
存
在
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
華
や
か
な
車
の
多
い

御
息
所
の
姿
を
見
直
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
原
岡
文
子
）
21
（
氏
は
、「
風
雅
」

「
心
深
さ
」
と
「
も
の
の
け
」
と
い
う
「
一
見
相
反
す
る
も
の
」
が
、「
す
ぐ
れ
て

『
見
る
』
女
君
」
で
あ
る
六
条
御
息
所
に
お
い
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
物

語
の
構
造
を
指
摘
し
て
い
る
。〈
野
宮
〉
は
、
こ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る

御
息
所
の
「
見
る
」
行
為
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
「
風
雅
」「
心
深
さ
」
と
い
う
面
を

特
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
、「
車
争
ひ
」
に
臨
む
後
シ
テ
御
息
所
の
造
型
に
反
映

さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

葵
巻
は
賀
茂
の
祭
礼
見
物
を
め
ぐ
っ
て
、
目
映
い
ば
か
り
の
光
源
氏
の
姿
に
朝
顔

の
姫
君
の
心
が
動
か
さ
れ
る
様
子
、
光
源
氏
に
よ
る
紫
の
上
の
髪
削
ぎ
、
光
源
氏
と

源
典
侍
の
応
酬
と
い
っ
た
数
々
の
恋
を
描
い
て
い
く
。
こ
う
し
た
「
恋
情
表
白
の

場
・
恋
の
）
22
（
場
」
と
し
て
の
賀
茂
の
祭
に
向
け
て
物
語
が
動
き
始
め
よ
う
と
す
る
、
ま

さ
に
そ
の
初
発
の
場
面
に
「
物
見
車
」
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

御
禊
の
日
、
上
達
部
な
ど
数
定
ま
り
て
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
わ
ざ
な
れ
ど
、
お

ぼ
え
こ
と
に
容
貌
あ
る
か
ぎ
り
、
下
襲
の
色
、
表
袴
の
紋
、
馬
、
鞍
ま
で
み
な

と
と
の
へ
た
り
、
と
り
わ
き
た
る
宣
旨
に
て
、
大
将
の
君
も
仕
う
ま
つ
り
た
ま

ふ
。
か
ね
て
よ
り
物
見
車
心
づ
か
ひ
し
け
り
。
一
条
の
大
路
所
な
く
む
く
つ
け

き
ま
で
騒
ぎ
た
り
。
所
ど
こ
ろ
の
御
桟
敷
、
心
々
に
し
尽
く
し
た
る
し
つ
ら
ひ
、

人
の
袖
口
さ
へ
い
み
じ
き
見
物
な
り
。 

（
②
葵
二
一
頁
）

斎
院
に
卜
定
さ
れ
た
桐
壺
院
の
女
三
宮
は
、
一
条
大
路
を
通
っ
て
賀
茂
河
原
の
御
禊

へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
斎
院
に
供
奉
す
る
の
は
、「
お
ぼ
え
こ
と
に
容

貌
あ
る
か
ぎ
り
、
下
襲
の
色
、
表
袴
の
紋
、
馬
、
鞍
ま
で
み
な
と
と
の
へ
」
た
選
り

す
ぐ
り
の
上
達
部
た
ち
だ
が
、
と
り
わ
け
「
大
将
の
君
」
が
奉
仕
す
る
と
あ
っ
て
は
、

見
物
人
た
ち
は
「
物
見
車
」
の
支
度
に
余
念
が
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
条
大
路

は
、「
所
な
く
む
く
つ
け
き
」
ま
で
立
て
込
ん
で
お
り
、
光
源
氏
を
一
目
見
よ
う
と

い
う
「
よ
き
女
房
車
」（
同
二
二
頁
）
で
満
ち
溢
れ
て
い
る
。「
物
見
車
」
か
ら
覗
く
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れ
の
存
在
に
は
気
づ
く
こ
と
な
く
「
つ
れ
な
く
過
ぎ
た
ま
ふ
」
と
い
う
対
応
を
示
す

「
一
と
こ
ろ
の
御
光
」
で
あ
る
光
源
氏
に
目
を
凝
ら
し
、「
な
か
な
か
御
心
づ
く
し
な

り
」（
同
二
三
頁
）
と
か
え
っ
て
恋
心
を
深
ま
ら
せ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

涙
の
こ
ぼ
る
る
を
人
の
見
る
も
は
し
た
な
け
れ
ど
、
目
も
あ
や
な
る
御
さ
ま
容

貌
の
い
と
ど
し
う
出
で
ば
え
を
見
ざ
ら
ま
し
か
ば
と
思
さ
る
。 （
同
二
四
頁
）

「
車
争
ひ
」
で
屈
辱
を
味
わ
い
つ
つ
も
、「
物
見
車
」
中
の
御
息
所
は
、
光
源
氏
の

「
目
も
あ
や
な
る
御
さ
ま
容
貌
の
い
と
ど
し
う
出
で
ば
え
」
を
見
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
御
息
所
に
と
っ
て
の
「
車
争
ひ
」
は
、
た
だ
一
目
光
源
氏
を
見

た
こ
と
に
よ
っ
て
妄
執
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
事
件
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
車
争
い
前
の
御
息
所
の
思
い
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

大
将
の
御
心
ば
へ
も
い
と
頼
も
し
げ
な
き
を
、
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
。

 

（
同
一
八
頁
）

御
息
所
は
、
光
源
氏
の
「
御
心
ば
へ
も
い
と
頼
も
し
げ
な
き
」
様
子
、
ま
た
「
深
う

し
も
あ
ら
ぬ
御
心
の
ほ
ど
」
を
悲
嘆
し
つ
つ
、「
下
り
や
し
な
ま
し
」
と
伊
勢
下
向

を
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
車
争
ひ
」
以
降
、
御
息
所
は
「
つ
ら
き
方
に
思

ひ
は
て
た
ま
へ
ど
、
今
は
と
て
ふ
り
離
れ
下
り
た
ま
ひ
な
む
は
い
と
心
細
か
り
ぬ
べ

く
」（
同
三
一
頁
）、「
な
ほ
ふ
り
離
れ
な
む
こ
と
は
思
し
返
さ
る
」（
同
三
四
頁
）
と
、

光
源
氏
か
ら
完
全
に
「
ふ
り
離
れ
」
る
こ
と
に
逡
巡
し
、
伊
勢
下
向
の
意
志
が
強
く

揺
ら
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

む
ろ
ん
「
車
争
ひ
」
は
、〈
葵
上
〉
が
「
破
れ
車
」
で
強
調
し
た
と
お
り
、『
源
氏

物
語
』
に
お
い
て
御
息
所
が
生
霊
と
な
る
き
っ
か
け
の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

年
ご
ろ
、
よ
ろ
づ
に
思
ひ
残
す
こ
と
な
く
過
ぐ
し
つ
れ
ど
か
う
し
も
砕
け
ぬ
を
、

は
か
な
き
こ
と
の
を
り
に
、
人
の
思
ひ
消
ち
、
無
き
も
の
に
も
て
な
す
さ
ま
な

中
、
奥
ゆ
か
し
く
趣
味
の
よ
い
体
な
が
ら
、
主
人
は
奥
に
密
や
か
に
引
き
入
り
、
お

忍
び
と
一
目
で
わ
か
る
「
車
」
の
様
相
そ
の
も
の
が
、「
恥
が
ま
し
き
こ
と
」
や

「
世
の
中
の
人
」
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
何
よ
り
も
恐
れ
る
御
息
所
の
あ
り
方
を
暗
示

し
て
い
る
。

③
「
車
争
ひ
」

　
「
車
争
ひ
」
は
、
こ
う
し
た
性
格
の
御
息
所
に
「
所
を
得
ぬ
自
ら
の
位
）
23
（
置
」
を
思

い
知
ら
せ
る
事
件
で
あ
り
、
彼
女
が
自
尊
心
を
傷
つ
け
ら
れ
た
屈
辱
か
ら
「
も
の
の

け
」
に
な
っ
て
い
く
契
機
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
の
「
車
争

ひ
」
は
、
御
息
所
に
と
っ
て
も
う
一
つ
の
意
味
を
持
つ
事
件
と
し
て
そ
の
身
に
刻
ま

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い

ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
、
装
束
、
人
の
あ
り
さ
ま
い
み
じ
く
と
と
の
へ
た
り
と
見

ゆ
る
中
に
も
、
上
達
部
は
い
と
こ
と
な
る
を
、
一
と
こ
ろ
の
御
光
に
は
お
し
消

た
れ
た
め
り
。
…
〈
中
略
〉
…
め
づ
ら
し
き
行
幸
な
ど
の
を
り
の
わ
ざ
な
る
を
、

今
日
は
蔵
人
の
将
監
仕
う
ま
つ
れ
り
。
さ
ら
ぬ
御
随
身
ど
も
も
、
容
貌
姿
ま
ば

ゆ
く
と
と
の
へ
て
、
世
に
も
て
か
し
づ
か
れ
た
ま
へ
る
さ
ま
、
木
草
も
な
び
か

ぬ
は
あ
る
ま
じ
げ
な
り
。 

（
②
葵
二
五
頁
）

齋
院
に
供
奉
す
る
光
源
氏
は
「
一
と
こ
ろ
の
御
光
」
と
形
容
さ
れ
て
お
り
、
ど
ん
な

に
立
派
に
整
え
た
上
達
部
も
霞
ん
で
し
ま
う
ほ
ど
の
輝
き
を
放
っ
て
い
た
。
史
上
は

見
出
せ
な
い
「
蔵
人
の
将
監
」
を
含
め
、「
容
貌
ま
ば
ゆ
く
と
と
の
へ
」
た
御
随
身

を
従
え
た
光
源
氏
は
、「
木
草
も
な
び
か
ぬ
は
あ
る
ま
じ
げ
」
な
ほ
ど
の
威
勢
と
絶

賛
さ
れ
て
い
る
。
車
争
い
の
末
に
「
副
車
の
奥
に
押
し
や
ら
れ
」
た
御
息
所
は
、

「
も
の
も
見
え
ず
」
と
視
界
を
殆
ど
遮
ら
れ
、
屈
辱
に
「
も
の
も
見
で
帰
ら
ん
」
と

の
心
境
に
あ
り
な
が
ら
、「
事
な
り
ぬ
」
と
の
光
源
氏
の
行
列
を
告
げ
る
知
ら
せ
に

「
さ
す
が
に
つ
ら
き
人
の
御
前
渡
り
の
待
た
る
る
」
と
胸
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
お
の
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能
〈
野
宮
〉
の
「
車
」
と
「
月
」　　
　

倉
持
長
子

い
恋
心
、
光
源
氏
を
一
目
見
た
い
と
い
う
期
待
、
そ
し
て
実
際
に
そ
の
姿
を
目
に
し

た
こ
と
で
深
ま
る
光
源
氏
へ
の
執
心
と
い
っ
た
、
御
息
所
の
妄
執
で
満
た
さ
れ
た
空

間
で
も
あ
っ
た
。〈
野
宮
〉
で
は
、
物
語
に
お
け
る
こ
う
し
た
「
車
」
の
意
味
が
掬

い
取
ら
れ
、「
秋
の
千
草
の
花
車
」「
物
見
車
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
、〈
葵

上
〉
の
よ
う
に
恨
み
を
抱
い
て
「
破
れ
車
」
に
乗
る
怨
霊
で
は
な
い
、
も
う
一
人
の

シ
テ
御
息
所
像
が
造
型
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、「
月
」
を
め
ぐ
っ
て

　
〈
野
宮
〉
で
は
、
後
半
に
差
し
掛
か
る
に
つ
れ
、「
月
」
が
大
き
く
姿
を
現
し
て
来

る
。

〈
前
場
〉

【
ロ
ン
ギ
】
後
半

…
…
シ
テ
去
り
て
久
し
き
跡
の
名
の
、　

地
御
息
所
は　

シ
テ
わ
れ
な
り
と
、

地
夕
暮
れ
の
秋
の
風
、
森
の
木
の
間
の
夕
月
夜
、
影
幽
か
な
る
木
の
下
の
、
黒

木
の
鳥
居
の
二
柱
に
、
立
ち
隠
れ
て
失
せ
に
け
り
、
跡
立
ち
隠
れ
失
せ
に
け
り
。

〈
後
場
〉

【
掛
合
】ワ

キ
不
思
議
や
な
月
の
光
も
幽
か
な
る
、
車
の
音
の
近
づ
く
か
た
を
、
見
れ
ば

網
代
の
下
簾
、
思
ひ
か
け
ざ
る
有
様
な
り
、
い
か
さ
ま
疑
ふ
所
も
な
く
、
御
息

所
に
て
ま
し
ま
す
か
、
…
（
略
）
…

【
哥
】…

…
身
は
な
ほ
牛
の
小
車
の
、
巡
り
巡
り
来
て
い
つ
ま
で
ぞ
、
妄
執
を
晴
ら
し

給
へ
や
、
妄
執
を
晴
ら
し
給
へ
や
。

り
し
御
禊
の
後
、
一
ふ
し
に
思
し
浮
か
れ
に
し
心
鎮
ま
り
が
た
う
思
さ
る
る
け

に
や
、
す
こ
し
う
ち
ま
ど
ろ
み
た
ま
ふ
夢
に
は
、
か
の
姫
君
と
思
し
き
人
の
い

と
き
よ
ら
に
て
あ
る
所
に
行
き
て
、
と
か
く
ひ
き
ま
さ
ぐ
り
、
現
に
も
似
ず
、

猛
く
い
か
き
ひ
た
ぶ
る
心
出
で
来
て
、
う
ち
か
な
ぐ
る
な
ど
見
え
た
ま
ふ
こ
と

度
重
な
り
に
け
り
。 

（
同
三
六
頁
）

「
は
か
な
き
こ
と
の
を
り
に
、
人
の
思
ひ
消
ち
、
無
き
も
の
に
も
て
な
す
さ
ま
な
り

し
御
禊
」、
す
な
わ
ち
「
車
争
ひ
」
を
き
っ
か
け
に
、
御
息
所
は
「
思
し
浮
か
れ
に

し
心
鎮
ま
り
が
た
う
」
状
態
と
な
り
、「
夢
」
の
中
で
葵
の
上
へ
の
激
し
い
憎
悪
を

剝
き
出
し
に
し
て
い
く
。
た
だ
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
車
争
ひ
」
後
、

こ
の
葵
の
上
へ
の
敵
愾
心
と
同
じ
よ
う
に
、
決
し
て
断
ち
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
光

源
氏
へ
の
思
い
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

宿
世
の
う
き
こ
と
、
す
べ
て
つ
れ
な
き
人
に
い
か
で
心
も
か
け
き
こ
え
じ
、
と

思
し
返
せ
ど
、「
思
ふ
も
も
の
を
」
な
り
。 

（
同
三
七
頁
）

こ
の
「
思
ふ
も
も
の
を
」
に
つ
い
て
、『
源
氏
）
24
（

釈
』
に
は
「
思
は
じ
と
思
ふ
も
物
を

思
ふ
な
り
言
は
じ
と
い
ふ
も
こ
れ
も
言
ふ
な
り
」、『
奥
）
25
（
入
』
に
は
「
思
は
じ
と
思
ふ

も
も
の
を
思
ふ
な
り
思
は
じ
と
だ
に
思
は
じ
や
な
ぞ
」
と
の
）
26
（

注
が
引
か
れ
て
い
る
。

「
つ
れ
な
き
人
」
光
源
氏
の
こ
と
を
思
う
ま
い
、
と
自
ら
に
繰
り
返
し
言
い
聞
か
せ

る
御
息
所
の
胸
中
で
、
光
源
氏
へ
の
執
心
は
募
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
葵
巻
に
お
け
る
「
車
争
ひ
」
は
、
御
息
所
が
葵

上
へ
の
恨
み
や
傷
心
を
募
ら
せ
て
生
霊
と
な
る
の
と
同
時
に
、
御
息
所
が
光
源
氏
を

一
目
見
た
こ
と
で
、
そ
の
恋
心
を
さ
ら
に
深
め
る
き
っ
か
け
と
な
る
意
味
を
も
併
せ

持
つ
事
件
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
御
息
所
は
「
車
」
の
中
で
屈
辱
に
よ
る
落
涙
を
恥

じ
つ
つ
も
、「
目
も
あ
や
な
る
御
さ
ま
容
貌
の
い
と
ど
し
う
出
で
ば
え
を
見
ざ
ら
ま

し
か
ば
」
と
き
ら
び
や
か
な
光
源
氏
の
姿
を
見
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
思

い
返
す
。
葵
巻
に
お
け
る
「
車
争
ひ
」
の
「
車
」
と
は
、
光
源
氏
へ
の
抑
え
き
れ
な
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ほ
の
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
月
影
の
御
容
貌
、
な
ほ
と
ま
れ
る
匂
ひ
な
ど
、

若
き
人
々
は
身
に
し
め
て
、
過
ち
も
し
つ
べ
く
め
で
き
こ
ゆ
。

（
②
賢
木
八
七
―
九
〇
頁
）

野
宮
で
「
物
越
し
ば
か
り
の
対
面
は
と
、
人
知
れ
ず
待
ち
き
こ
え
」
る
御
息
所
の
目

前
に
、「
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
夕
月
夜
」
に
照
ら
し
出
さ
れ
つ
つ
、「
似
る
も

の
な
く
め
で
た
」
き
光
源
氏
が
現
れ
る
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
「
月
」
に
つ
い
て
は
、

前
掲
原
岡
）
28
（
氏
が
「
光
源
氏
そ
の
人
の
姿
を
象
る
た
め
の
道
具
立
て
」
で
あ
る
と
意
味

づ
け
て
以
降
、
そ
の
重
要
性
が
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
玉
上
琢
也
）
29
（
氏
は
、

こ
の
場
面
に
お
け
る
「
月
」
は
「
は
な
や
か
に
」
と
は
あ
る
も
の
の
、
本
場
面
が
九

月
七
日
頃
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
実
は
「
そ
れ
ほ
ど
に
明
る
く
は
な
」

く
、「
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
君
の
姿
が
、
あ
ま
り
に
美
し
い
の
で
、
月
も
明
る
く

思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
ま
た
斎
藤
菜
穂
子
）
30
（
氏
は
、「
源
氏
は
北
の
対
に
入
っ
た
と

あ
り
、
寝
殿
造
り
は
南
向
き
な
の
で
、
そ
の
南
側
か
ら
源
氏
が
は
い
っ
た
な
ら
ば
、

正
に
源
氏
を
背
後
か
ら
照
ら
し
出
す
よ
う
に
、
月
が
輝
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
」
と

い
う
。
こ
の
「
は
な
や
か
」
な
「
月
」
と
は
、
一
見
、
光
り
輝
く
月
を
意
味
す
る
何

ら
変
哲
も
な
い
表
現
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
が
、
実
は
『
源
氏
物
語
』
以
前
に
は
用
例

を
見
出
せ
）
31
（

ず
、
物
語
に
固
有
の
表
現
で
あ
る
。
青
井
紀
子
）
32
（

氏
は
、『
源
氏
物
語
』
の

「
は
な
や
か
」
な
「
月
」
は
、
賢
木
巻
に
初
め
て
登
場
す
る
も
の
で
あ
り
、「
源
氏
の

形
象
に
ま
で
高
め
」
ら
れ
た
「
圧
巻
」
の
表
現
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
物
語
に
お

い
て
、「
月
」
と
光
源
氏
と
が
ほ
と
ん
ど
一
体
と
な
っ
て
御
息
所
の
前
に
登
場
し
て

い
る
こ
と
を
、
ま
ず
は
覚
え
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、「
月
も
入
り
ぬ
る
に
や
」
と
月
の
沈
ん
だ
暗
い
空
を
眺
め
つ
つ
、
恨
み
言

を
述
べ
る
光
源
氏
の
姿
と
言
葉
と
に
接
す
る
う
ち
、
御
息
所
の
胸
の
内
に
積
も
っ
て

い
た
「
つ
ら
さ
」
は
消
え
て
い
く
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
光
源
氏
を
見
た
こ

と
で
思
い
を
深
く
し
、
伊
勢
下
向
の
意
志
が
揺
ら
い
だ
葵
巻
の
車
争
い
の
場
面
と
同

【
詠
】シ

テ
昔
を
思
ふ
花
の
袖
。　

地
月
に
と
返
す
気
色
か
な
。

〔
序
ノ
舞
〕

【
ワ
カ
】シ

テ
野
宮
の
、
月
も
昔
や
思
ふ
ら
ん
。
地
影
淋
し
く
も
、
森
の
下
露
、
森
の
下

露
。

　

前
シ
テ
は
最
後
に
御
息
所
で
あ
る
と
正
体
を
明
か
し
、「
森
の
木
の
間
の
夕
月
夜
、

影
幽
か
な
る
木
の
下
の
、
黒
木
の
鳥
居
の
二
柱
」
に
姿
を
隠
す
。
こ
の
表
現
は
、
集

成
『
謡
曲
集
』
下
〈
野
宮
〉
の
頭
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
古
今
和
歌
）
27
（
集
』
秋
上

の
「
木
の
間
よ
り
も
り
く
る
月
の
影
見
れ
ば
心
づ
く
し
の
秋
は
来
に
け
り
」
を
ふ
ま

え
た
も
の
で
あ
る
。
鬱
蒼
と
茂
る
暗
い
森
に
漏
れ
出
る
か
す
か
な
月
影
と
連
動
す
る

か
の
よ
う
に
、「
車
争
ひ
」
を
中
心
と
す
る
シ
テ
御
息
所
の
「
昔
」
の
思
い
出
が
展

開
さ
れ
て
い
く
。

　

こ
の
シ
テ
御
息
所
の
「
昔
」
を
描
く
に
あ
た
り
、
こ
の
『
古
今
集
』
歌
と
と
も
に

強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
の
が
、『
源
氏
物
語
』
賢
木
巻
の
「
月
」
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
賢
木
巻
で
は
、
野
宮
を
訪
れ
た
光
源
氏
と
御
息
所
の
出
会
い
に
お
い
て
、

「
月
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

（
源
氏
）「
こ
な
た
は
、
簀
子
ば
か
り
の
ゆ
る
さ
れ
は
は
べ
り
や
」
と
て
、
上
り

ゐ
た
ま
へ
り
。
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
夕
月
夜
に
、
う
ち
ふ
る
ま
ひ
た
ま

へ
る
さ
ま
に
ほ
ひ
似
る
も
の
な
く
め
で
た
し
。〈
…
中
略
…
〉
月
も
入
り
ぬ
る

に
や
、
あ
は
れ
な
る
空
を
な
が
め
つ
つ
、
恨
み
き
こ
え
た
ま
ふ
に
、
こ
こ
ら
思

ひ
あ
つ
め
た
ま
へ
る
つ
ら
さ
も
消
え
ぬ
べ
し
。
や
う
や
う
今
は
、
と
思
ひ
離
れ

た
ま
へ
る
に
、
さ
れ
ば
よ
、
と
中
々
心
動
き
て
お
ぼ
し
乱
る
。〈
…
中
略
…
〉

や
う
や
う
明
け
ゆ
く
空
の
け
し
き
、
こ
と
さ
ら
に
作
り
出
で
た
ら
む
や
う
な
り
。

〈
…
中
略
…
〉
女
も
え
心
強
か
ら
ず
、
な
ご
り
あ
は
れ
に
て
な
が
め
た
ま
ふ
。
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能
〈
野
宮
〉
の
「
車
」
と
「
月
」　　
　

倉
持
長
子

「
車
」「
野
宮
」
と
い
う
空
間
で
、
御
息
所
が
輝
く
光
源
氏
の
訪
れ
を
待
ち
、
光
源
氏

を
目
に
し
た
後
に
い
っ
そ
う
物
思
い
を
深
化
さ
せ
る
と
い
う
、
共
通
の
構
造
が
見
出

さ
れ
る
。〈
野
宮
〉
に
お
い
て
、
葵
巻
に
お
け
る
車
争
い
と
、
賢
木
巻
の
野
宮
の
別

れ
の
段
と
が
二
重
写
し
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
御
息
所
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
物
語

の
構
造
を
強
く
打
ち
出
そ
う
と
し
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
、
周
囲
か
ら
隔
て
ら
れ
た
空
間
に
籠
り
、
光
源
氏
を
待
ち
続
け
る
御
息
所
の

性
格
を
強
調
す
る
た
め
に
、〈
野
宮
〉
で
は
い
く
つ
か
の
仕
掛
け
も
施
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
は
、「
森
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
松
岡
心
平
）
33
（
氏
に
よ
れ
ば
、「
森
」
は
『
源

氏
物
語
』
賢
木
巻
に
は
見
え
ず
、『
新
古
今
和
歌
）
34
（
集
』
藤
原
定
家
の
「
消
え
わ
び
ぬ

う
つ
ろ
ふ
人
の
秋
の
色
に
身
を
こ
が
ら
し
の
森
の
下
露
」
を
下
敷
き
と
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
。
作
者
禅
竹
は
、
新
た
に
定
家
歌
に
よ
る
「
森
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね

る
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
で
は
「
野
辺
」「
野
原
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
だ
け
の
野

宮
に
、
よ
り
強
い
神
域
性
を
付
与
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
「
も
の
は
か
な
げ
な
る
小
柴
垣

を
大
垣
に
て
、
板
屋
ど
も
あ
た
り
あ
た
り
い
と
か
り
そ
め
な
め
り
」（
②
賢
木
八
五

頁
）
と
描
写
さ
れ
る
の
み
の
「
小
柴
垣
」
と
い
う
言
葉
が
、〈
野
宮
〉
に
お
い
て
は

三
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

・
わ
れ
こ
の
森
に
来
て
見
れ
ば
、
黒
木
の
鳥
居
小
柴
垣
、
昔
に
変
は
ら
ぬ
有
様
な

り
・
も
の
は
か
な
し
や
小
柴
垣
、
い
と
仮
そ
め
の
お
ん
住
ま
ひ

・
気
色
も
仮
な
る
、
小
柴
垣
、
露
打
ち
払
ひ
、
訪
は
れ
し
わ
れ
も
、
そ
の
人
も
、

た
だ
夢
の
世
と

「
小
柴
垣
」
は
『
連
珠
合
壁
集
』『
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
之
事
』『
源
氏
物
語
小
鏡
』

（
第
二
類
宮
内
庁
書
陵
部
本
・
都
立
中
央
図
書
館
本
）
に
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
中

世
で
は
源
氏
寄
合
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
「
小
柴
垣
」
を
繰

様
に
、
伊
勢
へ
下
ろ
う
と
決
意
し
て
い
た
は
ず
の
御
息
所
の
胸
中
は
「
中
々
心
動
き

て
お
ぼ
し
乱
る
」
あ
り
さ
ま
と
な
っ
て
い
く
。

　

さ
ら
に
、
は
か
な
い
逢
瀬
の
後
、
御
息
所
は
「
え
心
強
か
ら
ず
、
な
ご
り
あ
は
れ

に
て
な
が
め
た
ま
ふ
」
と
放
心
し
て
し
ま
う
。
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
逢
瀬
の
時

を
持
っ
た
光
源
氏
の
姿
が
、
御
息
所
の
胸
中
に
「
月
影
の
御
容
貌
」
と
し
て
深
く
刻

ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、「
月
影
」
そ
の
も
の
に
重
ね
ら
れ
つ
つ
、

名
残
を
惜
し
ま
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
賢
木
巻
の
「
月
」
の
あ
り
方
は
、〈
野
宮
〉
後
半
に
お

い
て
強
く
意
識
さ
れ
、
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。〈
野
宮
〉
前
場
に
お

い
て
、
シ
テ
は
「
人
こ
そ
知
ら
ね
宮
所
を
清
め
、
ご
神
事
を
な
し
さ
む
ら
ふ
」
体
で

「
花
に
慣
れ
来
し
野
宮
」
に
現
れ
、
か
つ
て
「
長
月
七
日
」
に
、
光
源
氏
が
野
宮
を

参
詣
し
た
折
の
様
子
を
こ
ま
や
か
に
思
い
返
し
て
い
た
。
前
節
に
見
た
よ
う
に
、
後

場
冒
頭
で
は
、「
秋
の
千
草
の
花
車
」「
物
見
車
」
に
乗
り
、「
賀
茂
の
祭
」
で
光
源

氏
の
来
訪
を
待
っ
て
い
た
シ
テ
御
息
所
の
過
去
の
様
子
が
再
現
さ
れ
る
。
秋
の
花
で

い
っ
ぱ
い
に
彩
ら
れ
た
「
野
宮
」
と
「
車
」。
か
つ
て
シ
テ
御
息
所
が
光
源
氏
の
来

訪
を
待
ち
続
け
た
こ
の
両
空
間
に
お
い
て
、「
月
」
は
ま
る
で
シ
テ
御
息
所
の
期
待

に
応
え
る
か
の
よ
う
に

―
そ
れ
は
あ
た
か
も
光
源
氏
そ
の
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に

―
、
御
息
所
の
前
に
出
現
し
て
来
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
葵
巻
で
斎
宮
の
御
禊
に
供
奉
す
る
光
源
氏
の
姿
は
「
目
も
あ
や
な
る
御

さ
ま
容
貌
の
い
と
ど
し
う
出
で
ば
え
」「
一
と
こ
ろ
の
御
光
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
、
こ
こ
で
再
度
思
い
起
こ
し
た
い
。
先
に
見
た
『
古
今
集
』
秋
上
「
木
の
間

よ
り
も
り
く
る
月
の
影
見
れ
ば
心
づ
く
し
の
秋
は
来
に
け
り
」
に
歌
わ
れ
る
の
と
同

様
に
、
光
源
氏
の
こ
の
輝
か
し
い
姿
を
か
す
か
に
見
た
御
息
所
は
、
葵
巻
に
お
い
て

「
な
か
な
か
御
心
づ
く
し
な
り
」（
二
三
頁
）
と
の
状
態
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

『
源
氏
物
語
』
の
葵
巻
・
賢
木
巻
か
ら
は
、
周
囲
か
ら
隔
て
ら
れ
、
閉
ざ
さ
れ
た
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星
大
学
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紀
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人
文
学
部
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文
化
学
科
】
第
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十
五
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二
〇
一
七
年

の
「
さ
さ
の
隈
檜
の
隈
河
に
駒
と
め
て
し
ば
し
水
か
へ
影
を
だ
に
見
む
」（
巻
二

十
・
神
遊
び
の
歌
）
を
引
き
、
光
源
氏
の
「
影
を
見
」
る
こ
と
に
固
執
し
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
物
語
に
お
け
る
「
車
争
ひ
」
は
、
御
息

所
の
自
尊
心
を
著
し
く
傷
つ
け
た
出
来
事
で
あ
る
と
同
時
に
、
御
息
所
の
目
に
「
一

と
こ
ろ
の
御
光
」
で
あ
る
光
源
氏
の
姿
を
刻
み
、
よ
り
愛
執
を
深
め
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
意
味
も
併
せ
持
つ
。〈
野
宮
〉
は
こ
う
し
た
物
語
の
「
車
争
ひ
」
の
意
味
を

取
り
込
ん
で
い
る
。〈
野
宮
〉
に
お
い
て
「
神
は
受
け
ず
や
」
と
懐
疑
す
る
シ
テ
御

息
所
は
、「
恋
せ
じ
」
と
誓
い
な
が
ら
も
恋
に
迷
妄
し
て
し
ま
う
性
格
で
あ
り
、
そ

の
も
の
思
い
の
起
点
と
し
て
、
光
源
氏
の
姿
を
わ
ず
か
に
で
も
見
よ
う
と
「
物
見

車
」
に
乗
っ
た
結
果
、
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
「
車
争
ひ
」
が
描
か
れ
て
い
る
。〈
野

宮
〉
で
は
、「
車
争
ひ
」
に
お
い
て
葵
の
上
方
か
ら
屈
辱
を
味
わ
わ
さ
れ
た
こ
と
も
、

野
宮
に
光
源
氏
が
来
訪
し
た
こ
と
も
、
と
も
に
シ
テ
御
息
所
が
光
源
氏
を
見
た
こ
と

に
よ
っ
て
恋
心
を
深
め
た
「
昔
」
と
い
う
同
一
の
レ
ベ
ル
に
統
合
さ
れ
て
い
く
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
シ
テ
御
息
所
は
「
車
争
ひ
」
後
に
「
妄
執
を
晴
ら
し
給
へ
や
」
と
悲
嘆

し
て
か
ら
物
の
怪
に
な
る
の
で
は
な
く
、
光
源
氏
そ
の
人
と
ゆ
か
り
の
深
い
「
月
」

に
向
か
っ
て
懐
旧
の
舞
を
舞
う
と
い
う
行
為
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。

　
〈
野
宮
〉
は
、
先
行
す
る
〈
葵
上
〉
の
シ
テ
像
を
ふ
ま
え
る
だ
け
で
な
く
、『
源
氏

物
語
』
葵
・
賢
木
両
巻
に
共
通
す
る
御
息
所
の
性
格
を
深
く
抉
り
取
っ
た
作
品
で
あ

る
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

註（
1
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
下
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡

曲
集
』
下
（
新
潮
社
、
一
九
八
八
年
）、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
百
番
』（
岩
波
書
店
、
一
九

九
八
年
）、
能
を
読
む
③
『
元
雅
と
禅
竹

―
夢
と
死
と
エ
ロ
ス
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
三

年
）

（
2
）　

伊
藤
正
義
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

謡
曲
集 

下
』〈
野
宮
〉「
解
題
」（
新
潮
社
、
一
九
八
八
年
）

（
3
）　

井
上
愛
「〈
野
宮
〉
の
六
条
御
息
所
像
試
論
」（『
国
文
目
白
』
四
五
巻
、
二
〇
〇
六
年
二
月
）

（
4
）　

河
添
房
江
「
源
氏
物
語
と
源
氏
能
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
―
謡
曲
「
野
宮
」
と
の
比
較
―
」『
二

り
返
す
こ
と
で
、〈
野
宮
〉
で
は
光
源
氏
の
訪
れ
た
野
宮
の
結
界
の
イ
メ
ー
ジ
が
強

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、〈
野
宮
〉
で
は
「
森
」
や
「
小
柴
垣
」

に
よ
っ
て
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
野
宮
」
の
神
域
性
を
よ
り
純
化
す
る
工
夫
が

施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、〈
野
宮
〉
の
光
源
氏
は
固
く
閉
ざ
さ
れ
た

神
域
空
間
に
分
け
入
っ
て
御
息
所
と
情
を
交
わ
し
た
と
い
う
、
禁
忌
の
エ
ロ
ス
の
イ

メ
ー
ジ
が
高
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
光
源
氏
の
「
お
ん
心
」
の
「
あ
は
れ
」
さ
が
強

調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に
　

―
　「
神
は
受
け
ず
や
」
を
め
ぐ
っ
て
　

―
　

　
〈
野
宮
〉
後
場
の
御
息
所
は
、「
花
車
」
で
登
場
し
、「
車
争
ひ
」
に
よ
る
妄
執
を

深
め
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
「
昔
を
思
ふ
花
の
袖
」
と
「
昔
」
へ
回
帰
し
、
キ
リ
で

は
「
花
」
の
時
代
の
再
来
を
求
め
、
辛
い
思
い
出
を
喚
起
さ
せ
る
は
ず
の
「
車
」
に

乗
っ
て
去
っ
て
い
）
35
（
く
。

　

こ
の
キ
リ
に
お
い
て
、
シ
テ
御
息
所
は
野
宮
の
鳥
居
の
前
で
迷
い
を
見
せ
、「
生

死
の
道
を
、
神
は
受
け
ず
や
、
思
ふ
ら
ん
と
」
と
語
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
「
神
は
受
け
ず
や
」
は
、『
古
今
集
』
の
「
恋
せ
じ
と
御
手
洗
河
に
せ
し
禊
ぎ

神
は
う
け
ず
ぞ
な
り
に
け
ら
し
も
（
巻
十
一
・
恋
歌
一
）、
あ
る
い
は
『
伊
勢
物
語
』

六
十
五
段
の
「
恋
せ
じ
と
み
た
ら
し
河
に
せ
し
み
そ
ぎ
神
は
う
け
ず
も
な
り
に
け
る

か
な
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
神
は
う
け
ず
」
歌
が
、『
孟
津
）
36
（

抄
』
に
お
い
て
、
葵

巻
の
車
争
ひ
直
後
の
御
息
所
の
詠
歌
「
影
を
の
み
み
た
ら
し
川
の
つ
れ
な
き
に
身
の

う
き
ほ
ど
ぞ
い
と
ど
知
ら
る
る
」（
二
四
頁
）
と
い
う
、
光
源
氏
を
「
見
る
」
こ
と

に
よ
っ
て
恋
心
を
深
め
る
歌
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
御
息
所
は
、

こ
の
歌
の
前
に
も
「
笹
の
隈
に
だ
に
あ
ら
ね
ば
に
や
」（
二
三
頁
）
と
『
古
今
集
』
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能
〈
野
宮
〉
の
「
車
」
と
「
月
」　　
　

倉
持
長
子

（
27
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）

（
28
）　

注
21

（
29
）　

玉
上
琢
也
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）

（
30
）　

斎
藤
菜
穂
子
「
野
宮
の
源
氏
を
照
ら
す
月
」（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識 

№
⒑
賢
木
』
至

文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
31
）　
『
源
氏
物
語
』
以
降
の
用
例
に
つ
い
て
は
、『
松
浦
宮
物
語
』
に
「
月
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
て
を

か
し
き
ほ
ど
に
」、『
春
の
深
山
路
』
に
「
雲
間
の
月
は
な
や
か
に
差
し
出
で
た
る
光
に
」
の
例
を
見

る
の
み
で
あ
る
。

（
32
）　

青
井
紀
子
「
源
氏
物
語
の
月
を
め
ぐ
る
断
想
」『
中
古
文
学
論
攷
』
五
号
（
一
九
八
四
年
十
月
）

（
33
）　

松
岡
心
平
「
プ
リ
マ
ヴ
ェ
ー
ラ
の
よ
う
に
」『
能
　

―
　

中
世
か
ら
の
響
き
　

―
　

』（
角
川
書
店
、
一

九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
六
年
）

（
34
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
新
古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
）

（
35
）　

最
終
的
に
解
脱
よ
り
も
恋
を
希
求
す
る
御
息
所
の
姿
は
、
同
じ
金
春
禅
竹
作
の
〈
定
家
〉
に
お
い

て
「
苦
し
み
隙
な
き
」
状
態
か
ら
の
救
い
を
願
っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、「
定
家
葛
」
の
「
這
ひ
纏

は
る
る
」
石
塔
の
中
に
再
び
帰
っ
て
い
く
シ
テ
式
子
内
親
王
の
あ
り
方
に
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
36
）　
『
孟
津
抄
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
七
年
）

【
記
】
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
九
月
開
催
の
「
作
品
研
究
セ
ミ
ナ
ー
」（
於

：

法
政
大
学
）
に
お
け
る
発
表

「〈
野
宮
〉
の
「
車
」
と
「
月
」
を
め
ぐ
っ
て
」
に
も
と
づ
く
。
席
上
ご
指
導
・
ご
助
言
く
だ
さ
っ
た
皆
様

に
御
礼
申
し
上
げ
る
。

〇
〇
八
年
パ
リ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

源
氏
物
語
の
透
明
さ
と
不
透
明
さ
―
場
面
・
和
歌
・
語
り
・
時

間
の
分
析
を
通
し
て
』（
青
簡
舎
、
二
〇
〇
九
年
）

（
5
）　

味
方
健
「
能
本
「
野
宮
」
の
構
造
」『
能
の
理
念
と
作
品
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
十
二
月
）

（
6
）　

伊
藤
正
義
『
金
春
禅
竹
の
研
究
』（
赤
尾
照
文
堂
、
一
九
七
〇
年
）、
注
2
な
ど
。

（
7
）　

三
角
洋
一
「
作
品
研
究
玉
鬘
」『
観
世
』
五
五
―
七
（
一
九
八
八
年
七
月
号
）、
松
岡
心
平
「
源

氏
物
語
を
読
む
金
春
禅
竹
」『
Ｚ
Ｅ
Ａ
Ｍ
Ｉ
　

―
　

中
世
の
芸
術
と
文
化
』
三
号
（
二
〇
〇
五
年
十
月
）、

同
『
物
語
の
舞
台
を
歩
く　

能
大
和
の
世
界
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
五
月
）、
石
黒
吉
次
郎

「『
源
氏
物
語
』
と
中
世
芸
能
」『
講
座
源
氏
物
語
研
究　

第
四
巻 

鎌
倉
・
室
町
時
代
の
源
氏
物
語
』

（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。

（
8
）　

落
合
博
志
「『
源
氏
物
語
』
と
能
　

―
　

《
葵
上
》
を
中
心
に
　

―
　

」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五
九

―
一
一
（
一
九
九
四
年
十
一
月
）

（
9
）　
『
塵
荊
鈔
』（
古
典
文
庫
）

（
10
）　

第
一
類
京
都
大
学
本
〔
伝
持
明
院
基
春
本
〕（
岩
坪
健
『『
源
氏
小
鏡
』
諸
本
集
成
』
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
五
年
）

（
11
）　
『
源
氏
物
語
提
要
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
）

（
12
）　

注
8

（
13
）　
『
申
楽
談
儀
』
の
本
文
は
『
世
阿
弥　

禅
竹
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）
に
拠
る
。

（
14
）　

松
岡
心
平
「
世
阿
弥
能
の
原
点
と
し
て
の
「
葵
上
」」『
観
世
』
七
三
―
二
（
二
〇
〇
六
年
二
月
）

（
15
）　

西
村
聡
「〈
葵
上
〉
に
お
け
る
死
霊
の
イ
メ
ー
ジ
　

―
　

火
車
に
乗
っ
た
六
条
御
息
所
　

―
　

」『
能
の

主
題
と
役
造
型
』（
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
九
年
四
月
）

（
16
）　

注
3

（
17
）　

小
田
幸
子
「『
野
宮
』
の
作
り
物
」『
能
楽
タ
イ
ム
ズ
』
三
七
九
号
（
一
九
八
三
年
十
月
）

（
18
）　

植
木
朝
子
「『
花
車
』
考
　

―
　

能
・
小
歌
・
意
匠
の
交
響
　

―
　

」『
国
語
国
文
』
七
〇
―
一
〇
（
二

〇
〇
一
年
十
月
）

（
19
）　

注
18
の
指
摘
に
よ
る
。

（
20
）　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
）

（
21
）　

原
岡
文
子
「
六
条
御
息
所
考
―
『
見
る
』
こ
と
を
起
点
と
し
て
―
」（『
源
氏
物
語
の
人
物
と
表
現

―
そ
の
両
義
的
展
開
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
一
九
八
三
年
）

（
22
）　

林
田
孝
和
「
源
氏
物
語
に
み
る
祭
り
の
場
」『
源
氏
物
語
の
発
想
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
）

（
23
）　

中
井
知
子
「
葵
祭
」『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
三
集
（
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
）

（
24
）　
『
源
氏
釈
・
奥
入
・
光
源
氏
物
語
抄
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）。
た
だ
し
、
私
に
表
記
を

改
め
た
。

（
25
）　

注
24
に
よ
る
。
た
だ
し
、
私
に
表
記
を
改
め
た
。

（
26
）　

た
だ
し
、
こ
の
歌
が
元
来
収
載
さ
れ
て
い
た
歌
集
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。


