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『
風
に
紅
葉
』
続
々
拾
遺

大
倉
　
比
呂
志

　
拙
著
『
風
に
紅
葉
考
─
百
花
繚
乱
す
る
〈
性
〉
へ
の
目
差
し
─
』（
武
蔵
野
書
院
　
二

〇
一
八
・
1
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
「『
風
に
紅
葉
』
拾
遺
」（
初
出
、「
学
苑
」　
二
〇
一

四
・
8
）、「『
風
に
紅
葉
』
続
拾
遺
」（
初
出
、「
学
苑
」　
二
〇
一
六
・
10
）
に
引
き
続
い
て
、

新
た
に
気
が
付
い
た
点
を
取
り
上
げ
て
、
愚
考
を
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊

　
本
稿
を
成
す
に
当
た
っ
て
、
左
記
の
注
釈
書
類
を
参
照
し
た
。
略
記
号
で
示
す
こ
と

に
す
る
。

Ⓐ�

辛
島
正
雄
「
校
注
『
風
に
紅
葉
』
─
巻
一
─
」（「
文
学
論
輯
」　
三
十
六
号
　
一
九

九
〇
・
12
）

Ⓑ�

辛
島
正
雄
「
校
注
『
風
に
紅
葉
』
─
巻
二
─
」（「
文
学
論
輯
」　
三
十
七
号
　
一
九

九
二
・
3
）

Ⓒ
関
恒
延
『
風
に
紅
葉
　
依
拠
物
語
　
本
文
　
総
索
引
』（
遊
戯
社
　
一
九
九
九
・
1
）

Ⓓ�

中
西
健
治
　
校
訂
・
訳
注
『
風
に
紅
葉
』（
中
世
王
朝
物
語
全
集
�
に
所
収
　
笠
間
書

院
　
二
〇
〇
一
・
4
）

　
な
お
、
本
文
及
び
小
見
出
し
は
鈴
木
泰
恵
と
の
共
編
著
『
校
注
　
風
に
紅
葉
』（
新

典
社
　
二
〇
一
二
・
10
）
に
よ
り
、
上
段
は
共
編
著
、
下
段
は
参
考
ま
で
に
Ⓓ
の
該
当
個

所
を
示
す
。
ち
な
み
に
、
算
用
数
字
は
巻
（
Ⓓ
で
は
上
・
下
）、
漢
数
字
は
該
当
ペ
ー
ジ

を
示
す
。

　『
風
に
紅
葉
』
以
外
の
『
源
氏
物
語
』『
和
泉
式
部
日
記
』『
堤
中
納
言
物
語
』
の
本

文
は
、
す
べ
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

巻
一

1
　�

四
　
男
主
人
公
の
姉
妹
で
あ
る
姫
君
と
春
宮
と
の
結
婚

　
春
宮
に
入
内
し
た
関
白
の
娘
宣
耀
殿
女
御
の
こ
と
は
、「
御
局
、
宣
耀
殿
な
り
。
御

仲
ら
ひ
お
ろ
か
な
ら
ん
や
」
と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
傍
線
部
は
桐
壺
更
衣

の
「
御
局
は
桐
壺
な
り
」（
桐
壺
巻
）
と
い
う
叙
述
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、「（
春
宮
ノ
）
御
元
服
の
頃
よ
り
候
ひ
給
ふ
殿
の
御
兄
の
太
政
大
臣
の
御
女
、

麗
景
殿
と
聞
こ
ゆ
る
、
こ
と
に
御
覚
え
お
ろ
か
な
る
に
」（
以
上
、
1
・
一
四
。
上
・
一

一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
先
に
入
内
し
た
麗
景
殿
へ
の
愛
情
が
薄
い
点
か
ら
、
宣
耀
殿
と

は
正
反
対
で
あ
る
と
同
時
に
、
桐
壺
帝
に
最
初
に
入
内
し
た
右
大
臣
女
の
弘
徽
殿
女
御

は
「
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ
な
べ
て
な
ら
ず
、
皇
女
た
ち
な
ど
も
お
は
し
ま
せ
ば
、
こ

の
御
方
の
御
諌
め
を
の
み
ぞ
な
ほ
わ
づ
ら
は
し
う
心
苦
し
う
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ

学
苑
・
日
本
文
学
紀
要
　
第
九
三
九
号
　
五
六
～
六
二
（
二
〇
一
九
・
一
）
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け
る
」（
桐
壺
巻
）
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帝
寵
は
桐
壺
更
衣
に
劣
る
と
語
ら
れ

て
い
る
点
と
類
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宣
耀
殿
の
語
ら
れ
方
は
帝
の
寵
愛
す
る
桐

壺
更
衣
と
同
じ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
麗
景
殿
の
叙
述
の
仕
方
は
傍
線
部
の
ご
と
く
、

桐
壺
更
衣
の
死
後
に
入
内
し
て
帝
寵
の
厚
い
藤
壺
は
「
藤
壺
と
聞
こ
ゆ
」
と
語
ら
れ
て

い
る
の
と
同
様
な
叙
述
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
麗
景
殿
は
帝
寵
が
薄
く
、
藤
壺

と
は
正
反
対
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
桐
壺
巻
の
后
の
局
の
叙
述
の
仕
方
を
利
用
し
な

が
ら
、
ズ
ラ
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
本
作
品
の
工
夫
の
跡
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

2
　
七
　
一
品
宮
、
姫
君
を
出
産

　
男
主
人
公
（
以
下
、
大
将
・
内
大
臣
と
官
位
は
上
昇
す
る
が
、
そ
れ
と
は
関
係
な
く
男
君
と

称
す
る
）
の
正
妻
一
品
宮
は
姫
君
を
出
産
す
る
わ
け
だ
が
、「
御
産
屋
の
儀
式
、
皇
子

た
ち
に
劣
ら
ず
」（
1
・
一
七
。
上
・
一
三
）
挙
行
さ
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
す
る
と
、
生
ま
れ
て
き
た
姫
君
が
将
来
入
内
し
て
、
皇
室
に
参
入
し
、
中
宮
の
地
位

に
就
く
可
能
性
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
光
源
氏
が
三
歳
の
時
に
挙
行
さ
れ

た
袴
着
の
儀
式
は
「
一
の
宮
（
注
─
光
源
氏
の
兄
で
、
後
の
朱
雀
帝
）
の
奉
り
し
に
劣
ら

ず
」（
桐
壺
巻
）
と
あ
り
、
第
二
皇
子
で
あ
る
光
源
氏
は
第
一
皇
子
と
同
等
の
規
模
で

あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
お
り
、
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
藤
裏
葉
巻
で
准

太
上
天
皇
の
位
が
授
け
ら
れ
た
と
い
う
点
か
ら
も
、
男
女
の
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、

こ
の
姫
君
の
将
来
は
光
源
氏
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
巻
二
後

半
に
お
い
て
、
姫
君
の
父
男
君
が
内
大
臣
の
職
を
返
上
し
て
、
修
行
に
邁
進
し
た
た
め

で
あ
ろ
う
か
、
後
立
て
を
欠
い
た
姫
君
の
入
内
に
関
す
る
記
事
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
を
利
用
し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
離
陸
し
よ
う
と
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

3
　�

一
〇
　
男
主
人
公
に
対
す
る
太
政
大
臣
の
梅
見
の
宴
へ
の
招
待
と�

北
の
方
と
の
関
係

　
男
君
が
太
政
大
臣
北
の
方
と
の
情
交
を
営
む
寸
前
の
件
は
、

女
（
＝
北
の
方
）
の
御
気
色
近
く
て
は
い
と
ど
愛
敬
づ
き
、
を
か
し
げ
に
お
は
す
る
に
、
酔

ひ
少
し
進
み
ぬ
る
ま
め
人
（
注
─
男
君
）
の
御
心
も
い
か
が
あ
り
け
ん
。
夕
月
夜
の
影
は

な
や
か
に
さ
し
入
り
て
、
梅
の
匂
ひ
も
か
ご
と
が
ま
し
き
に
、
姫
君
の
御
新
枕
に
は
あ
ら

で
、
あ
や
し
の
乱
り
が
は
し
さ
や
。（
1
・
二
一
。
上
・
一
七
）

と
あ
り
、
傍
線
部
に
よ
れ
ば
、
男
君
に
と
っ
て
夕
月
の
光
が
明
か
る
過
ぎ
る
と
と
も
に
、

梅
の
花
の
匂
い
も
強
い
の
で
、
そ
れ
ら
を
避
け
る
た
め
に
奥
深
い
部
屋
に
入
り
、
酔
い

が
少
々
回
っ
て
、
多
少
理
性
が
朦
朧
と
し
て
い
る
「
ま
め
人
」
男
君
は
北
の
方
と
の
間

で
早
く
〈
性
戯
〉
に
取
り
か
か
り
た
い
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。

　
そ
の
た
め
に
は
奥
深
い
部
屋
に
入
る
口
実
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
月
光
の
明

か
る
さ
と
梅
の
強
烈
な
匂
い
は
口
実
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
か
ご
と

が
ま
し
き
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
一
語
に
語
り
手
の
批
判
的
言
説
が
こ

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

4
　�

一
一
　
男
主
人
公
、
一
品
宮
に
昨
夜
の
こ
と
を
報
告
、�

北
の
方
と
の
度
重
な
る
密
会

　
男
君
は
一
品
宮
に
昨
夜
の
北
の
方
と
の
情
事
に
関
し
て
報
告
し
た
後
、
太
政
大
臣
に

文
を
し
た
た
め
る
わ
け
だ
が
、
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大㋑
臣
（
＝
太
政
大
臣
）
に
も
嬉
し
か
り
し
も
て
な
し
の
や
う
、（
小
姫
君
ヘ
ノ
）
行
く
末
の
御

後
見
お
ろ
か
な
る
ま
じ
き
よ
し
な
ど
聞
こ
え
給
へ
る
御
返
り
、
そ㋺
ぞ
ろ
に
喜
び
き
こ
え
給

へ
る
も
を
か
し
。（
1
・
二
二
。
上
・
一
九
）

と
語
ら
れ
て
お
り
、㋑
と
㋺
と
は
密
接
に
連
動
し
て
い
る
。㋑
は
表
面
上
で
は
男
君
が
太

政
大
臣
に
対
し
て
梅
見
の
宴
に
招
待
さ
れ
た
こ
と
へ
の
礼
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、
裏
面

で
は「
大
臣
は
例
の
我
し
も
と
く
酔
ひ
給
ふ
癖
に
て
、『
む
げ
に
無
礼
に
侍
り
』と
て
、（
奥

ノ
方
ニ
）入
り
給
ひ
」（
1
・
二
一
。上
・
一
七
）
た
の
で
、
北
の
方
と
の〈
性
戯
〉に
遠
慮
な
く

耽
る
こ
と
が
で
き
た
と
皮
肉
っ
ぽ
く
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
注
）。と
す
れ
ば
、

太
政
大
臣
は
早
く
寝
て
し
ま
っ
た
た
め
に
知
ら
な
い
可
能
性
も
あ
る
が
、そ
の
北
の
方

は
男
君
と
の
濃
厚
な
情
事
に
耽
っ
て
い
た
こ
と
が
皮
肉
を
混
じ
え
て
語
ら
れ
よ
う
と
し

た
の
で
は
な
い
の
か
。
㋺
は
表
面
で
は
大
臣
が
小
姫
君
へ
の
将
来
に
お
け
る
世
話
を
依

頼
し
た
と
こ
ろ
、男
君
が
そ
れ
を
承
諾
し
た
こ
と
へ
の
感
謝
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ

が
、㋑
と
呼
応
し
て
、
何
も
知
ら
な
い
大
臣
が
む
や
み
に
礼
を
述
べ
て
い
る
の
は
滑
稽

だ
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
引
用
本
文
の
文
末
に
あ
る
「
を
か
し
」
と
い
う
一
語
に

顕
在
化
し
て
い
よ
う
。つ
ま
り
、男
君
と
太
政
大
臣
と
の
間
に
は
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
の

で
あ
り
、大
臣
が
何
も
知
ら
ず
に
い
る
間
に
、北
の
方
が
男
君
と
の
間
で
性
的
飽
和
状
態

に
陥
っ
て
い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
点
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

（
注
）　�「
自
分
の
妻
が
寝
取
ら
れ
た
こ
と
も
知
ら
な
い
で
喜
ん
で
い
る
な
ん
て
、
お
め
で
た
い

こ
と
」（
Ⓐ
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

5
　
一
九
　
男
主
人
公
と
承
香
殿
女
御
と
の
密
会

　
男
君
が
里
下
り
を
し
て
い
る
承
香
殿
女
御
と
彼
女
の
実
家
で
密
会
す
る
件
は
、
次
の

よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

（
男
君
ハ
）
几
帳
押
し
の
け
、（
承
香
殿
女
御
ニ
）
寄
り
居
給
へ
る
御
様
に
、
あ
ま
り
直
面
な

る
は
つ
つ
ま
し
う
て
、
ひ
き
入
り
給
ふ
御
袖
を
（
男
君
ハ
）
ひ
か
へ
て
、

　
⑲
「
忍
ぶ
る
か
雲
の
よ
そ
な
る
時
鳥
音
に
あ
ら
は
れ
て
今
は
聞
か
ば
や

思
ふ
て
ふ
こ
と
も
、
た
が
ひ
に
晴
る
け
は
べ
ら
ん
こ
そ
」
と
聞
こ
え
給
へ
る
御
気
色
な
ど
、

言
ふ
も
な
か
な
か
な
り
。

　
⑳�

語
ら
は
ば
雲
居
は
よ
そ
に
な
り
ぬ
と
も
君
が
あ
た
り
に
声
や
尽
く
さ
ん
（
1
・
三
一
─

三
二
。
上
・
二
八
─
二
九
）

の
⑲
歌
の
傍
線
部
は
、
男
君
が
宮
中
か
ら
退
出
し
た
女
御
の
気
持
ち
を
は
っ
き
り
と
聞

き
た
い
と
い
う
意
で
あ
り
、「
時
鳥
」
は
女
御
を
比
喩
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、『
和
泉
式
部
日
記
』
冒
頭
部
で
帥
宮
敦
道
親
王
が
「
女
」
に
橘
の
花
を

贈
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、

（
女
ハ
）
こ
と
ば
に
て
聞
こ
え
さ
せ
む
も
か
た
は
ら
い
た
く
て
、「
な
に
か
は
、（
帥
宮
ハ
）

あ
だ
あ
だ
し
く
も
ま
だ
聞
こ
え
た
ま
は
ぬ
を
、
は
か
な
き
こ
と
を
も
と
思
ひ
て
、

　
　
薫
る
香
に
よ
そ
ふ
る
よ
り
は
ほ
と
と
ぎ
す
聞
か
ば
や
お
な
じ
声
や
し
た
る
と

と
聞
こ
え
さ
せ
た
り
。

と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、「
ほ
と
と
ぎ
す
」
は
帥
宮
を
比
喩
し
、
傍
線
部
は
あ
な

た
の
声
を
直
接
聞
き
た
い
の
だ
、
亡
く
な
っ
た
兄
宮
（
為
尊
親
王
）
と
同
じ
声
で
あ
る

の
か
ど
う
か
の
意
味
で
あ
り
、
と
も
に
「
時
鳥
」
に
は
詠
歌
の
対
象
者
た
る
相
手
が
詠

み
込
ま
れ
て
お
り
、
相
手
の
気
持
ち
（
声
）
が
聞
き
た
い
と
希
求
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
歌
の
構
造
が
極
め
て
類
似
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、
恋
の
初
期
段
階
の
歌
で
あ
る

点
か
ら
判
断
す
る
と
、『
風
に
紅
葉
』
の
該
当
個
所
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
冒
頭
部

分
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
蒙
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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6
　�

二
七
　
男
主
人
公
、
遺
児
若
君
を
伴
っ
て
帰
京
・
三
二
　
男
主
人
公
、

遺
児
若
君
を
溺
愛

　
男
君
は
妹
の
宣
耀
殿
女
御
が
第
二
子
を
懐
妊
し
た
も
の
の
、
そ
の
経
過
が
思
わ
し
く

な
い
た
め
に
、
安
産
の
祈
禱
を
依
頼
す
る
目
的
で
住
吉
に
赴
き
、
そ
こ
で
亡
き
兄
の
忘

れ
形
見
で
あ
る
遺
児
若
君
と
遭
遇
し
て
、
都
に
連
れ
帰
り
、
正
妻
一
品
宮
に
引
き
合
わ

せ
る
件
は
、

㋑�（
男
君
ハ
自
分
ガ
都
ヲ
留
守
ニ
シ
タ
タ
メ
ニ
）
女
宮
（
＝
一
品
宮
）
の
い
か
に
（
独
リ
寝
ヲ
）
な
ら

は
ず
思
し
つ
ら
ん
、
と
ま
づ
御
心
も
空
な
れ
ど
、
こ
の
人
（
注
─
遺
児
若
君
）
を
い
つ
し
か

手
も
放
ち
給
は
で
、「
か
か
る
人
を
な
ん
儲
け
て
は
べ
る
」
と
て
、（
男
君
ハ
遺
児
若
君
ヲ
一

品
宮
ニ
）
見
せ
き
こ
え
給
ふ
。（
1
・
四
二
。
上
・
三
八
）

と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
男
君
は
自
分
の
留
守
中
に
一
品
宮
の
慣
れ
な
い
一
人
寝

の
こ
と
を
心
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
男
君
が
一
品
宮
の
独
り
寝
を
心
配
す
る
件
は
、

巻
二
に
お
い
て
男
君
が
加
行
の
た
め
に
一
品
宮
と
別
々
に
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

状
況
に
な
っ
た
時
、

㋺�

内
大
臣
（
＝
男
君
）
は
、
宮
の
御
独
り
寝
を
ま
め
や
か
に
心
苦
し
う
思
し
て
、
…
…
（
2
・

八
四
。
下
・
八
六
）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
一
品
宮
の
独
り
寝
を
心
配
し
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、

男
君
は
自
分
の
代
わ
り
に
遺
児
若
君
を
一
品
宮
に
提
供
し
た
結
果
、
一
品
宮
は
遺
児
若

君
の
子
を
懐
妊
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
㋑
に
お
い
て
男
君
が
一
品
宮
の
独
り
寝

を
心
配
す
る
件
で
、
遺
児
若
君
の
存
在
に
触
れ
て
い
る
点
を
考
え
る
と
、
㋑
の
記
事
の

執
筆
段
階
で
既
に
一
品
宮
と
遺
児
若
君
と
の
密
通
の
構
想
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
㋑
の
記
事
の
直
後
に
、
男
君
が
遺
児
若
君
に
乳
母
の
傍
で
寝
る
よ

う
に
言
っ
た
と
こ
ろ
、
男
君
の
傍
で
な
け
れ
ば
一
人
で
寝
る
と
言
っ
た
の
を
か
わ
い
そ

う
に
思
っ
て
、「
宮
の
御
そ
ば
へ
も
具
し
き
こ
え
給
ふ
。
終
の
果
て
い
か
が
あ
ら
ん
」

（
1
・
四
三
。
上
・
三
九
─
四
〇
）
と
草
子
地
の
形
で
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
読
者

の
関
心
を
引
き
つ
け
よ
う
と
す
る
」（
Ⓐ
）
意
図
が
あ
る
と
し
て
も
、
今
後
に
お
け
る

危
う
い
状
況
が
先
取
り
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
遺
児
若
君
が
宣
耀
殿
女
御
と
対
面
し
た
後
、
男
君
は
遺
児
若
君
に
関
し
て
、

「
い
で
、
鉄
漿
つ
け
た
る
口
見
ん
。
今
少
し
を
か
し
げ
に
こ
そ
見
ゆ
れ
。
い
づ
く
に
て
も

久
し
う
な
れ
ば
、
待
ち
や
す
ら
ん
、
な
ど
心
に
離
れ
ぬ
こ
そ
。
こ
れ
ぞ
ほ
だ
し
な
る
べ
き
。

（
遺
児
若
君
ガ
）
何
事
を
振
る
舞
ひ
た
ら
ん
に
、
心
づ
き
な
し
と
思
ひ
て
ん
。
色
好
み
立
て

て
、
思
ひ
寄
ら
ぬ
隈
な
く
振
る
舞
へ
よ
」
な
ど
（
男
君
ガ
遺
児
若
君
ニ
）
言
ひ
ゐ
給
へ
れ
ば
、

「
か
く
教
へ
き
こ
え
さ
せ
給
は
ん
に
、
ま
こ
と
に
残
る
こ
と
あ
ら
じ
。
あ
ま
り
な
る
こ
と

は
さ
て
し
も
果
て
ぬ
な
ら
ひ
に
て
、
御
仲
（
注
─
男
君
と
一
品
宮
と
の
仲
）
や
悪
し
か
ら
ん
」

な
ど
、（
宣
耀
殿
女
御
付
キ
ノ
乳
母
デ
ア
ル
）
中
務
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
…
…
（
1
・
四
九
─
五
〇
。

上
・
四
六
─
四
七
）

と
語
ら
れ
て
お
り
、
傍
線
部
は
、

Ⓐ�

行
き
過
ぎ
な
こ
と
は
そ
の
ま
ま
で
は
終
わ
ら
な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
て
、
若
君
を
そ
の
よ

う
に
我
儘
放
題
に
し
て
お
く
と
、
一
品
宮
と
の
夫
婦
仲
に
も
具
合
が
悪
い
だ
ろ
う
。（
Ⓓ
も

ほ
ぼ
同
じ
解
釈
）

と
訳
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
話
題
の
中
心
が
遺
児
若
君
の
対
女
性
関
係
に
照
射
さ
れ

て
い
る
点
を
考
え
る
と
、
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遺
児
若
君
が
女
に
過
剰
と
い
え
る
よ
う
な
興
味
を
持
つ
な
ら
ば
、
そ
の
ま
ま
で
は

終
わ
ら
な
い
か
ら
、
身
近
に
い
る
一
品
宮
に
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
、
男
君

と
一
品
宮
と
の
夫
婦
関
係
が
悪
く
な
る
だ
ろ
う
。

と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

巻
二

7
　�

一
四
　
男
主
人
公
の
故
式
部
卿
宮
の
姫
君
へ
の
恋
慕
・
一
五
　
男
主
人

公
、
帰
邸
・
一
六
　
故
式
部
卿
宮
の
姫
君
、
行
方
不
明

　
故
式
部
卿
の
姫
君
と
の
激
し
い
情
事
の
後
、
男
君
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

例
の
や
う
に
、
宮
（
＝
一
品
宮
）
の
御
方
へ
も
や
が
て
も
渡
ら
れ
給
は
ず
、
あ
は
れ
な
り
つ

る
人
（
注
─
姫
君
）
の
面
影
、
気
配
、
身
を
離
れ
ぬ
心
地
し
て
心
苦
し
。（
一
品
宮
ト
）
ほ
か

ほ
か
に
て
一
夜
も
明
か
せ
ば
、
こ
こ
（
注
─
姫
君
）
も
ま
た
お
ぼ
つ
か
な
し
。
い
か
さ
ま

に
も
忍
び
て
、（
姫
君
ヲ
）
片
つ
方
に
隠
し
置
か
む
、
と
思
す
。
三
位
中
将
（
＝
遺
児
若
君
）

お
は
し
て
、
…
…
例
の
も
ろ
と
も
に
隙
間
な
う
大
殿
籠
り
て
、
昼
つ
方
ぞ
、
宮
の
御
方
へ

渡
り
給
へ
る
。（
2
・
六
八
。
下
・
六
八
─
六
九
）

男
君
は
帰
宅
後
、
す
ぐ
に
は
一
品
宮
を
訪
れ
ず
、
姫
君
と
の
情
事
の
余
韻
を
一
人
で
噛

み
し
め
、
姫
君
の
処
遇
を
ど
う
し
よ
う
か
と
あ
れ
こ
れ
思
い
悩
ん
で
い
た
時
に
、
遺
児

若
君
が
や
っ
て
来
て
、
同
性
愛
に
耽
っ
た
後
、
一
品
宮
の
も
と
に
出
か
け
て
行
く
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
姫
君
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
悩
ん
で
い
た
時
に
、
遺
児
若
君
が
訪
ね

て
来
た
た
め
に
、
そ
の
懊
悩
を
払
拭
す
る
目
的
で
同
性
愛
に
耽
溺
し
て
、
気
持
ち
を
切

り
換
え
、
一
呼
吸
置
い
て
一
品
宮
の
も
と
に
赴
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、

男
君
に
と
っ
て
遺
児
若
君
と
の
同
性
愛
は
一
種
の
気
分
転
換
装
置
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
男
君
に
と
っ
て
遺
児
若
君
と
の
同
性
愛
は
次
の
行
動
に
移
る
際
の
活
力
源

で
も
あ
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
品
宮
の
も
と
に
出
向
い
て
、「（
姫

君
ト
ノ
情
事
ノ
タ
メ
ニ
）
二
夜
ま
で
思
ひ
の
ほ
か
な
り
つ
る
旅
寝
の
怠
り
な
ど
の
た
ま
ひ

き
こ
え
給
ひ
て
、
も
ろ
と
も
に
う
ち
臥
し
給
ひ
ぬ
る
」（
2
・
七
一
。
下
・
七
二
）
と
あ

り
、
傍
線
部
の
ご
と
く
、
一
品
宮
と
の
共
寝
を
可
能
に
し
た
の
で
は
な
い
の
か
。
一
方
、

姫
君
が
行
方
不
明
と
な
り
、
遺
児
若
君
が
訪
ね
て
来
た
折
に
は
、
男
君
が
「
頬
杖
う
ち

つ
き
て
、
火
を
つ
く
づ
く
と
な
が
め
給
へ
る
御
さ
ま
の
あ
や
し
」（
2
・
七
二
。
下
・
七

三
）
い
の
で
、
真
面
目
な
様
子
で
座
っ
て
い
る
遺
児
若
君
を
呼
び
、
同
性
愛
に
耽
っ
て

い
る
の
を
考
え
る
と
、
男
君
は
不
安
な
状
況
に
陥
っ
た
場
合
に
は
、
遺
児
若
君
と
同
性

愛
に
耽
る
傾
向
が
あ
り
、
不
安
な
状
況
を
同
性
愛
と
い
う
逃
避
行
に
よ
っ
て
解
消
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
遺
児
若
君
は
男
君
に
と
っ
て
懊

悩
を
解
消
す
る
ア
ジ
ー
ル
的
な
対
象
で
あ
っ
た
の
だ
。

8
　
二
一
　
男
主
人
公
の
承
香
殿
女
御
訪
問

　
男
君
は
加
行
す
る
の
に
当
た
っ
て
、
今
ま
で
関
わ
っ
て
来
た
女
性
た
ち
を
一
巡
す
る
。

最
初
に
そ
れ
ほ
ど
愛
情
が
濃
厚
で
は
な
い
承
香
殿
女
御
を
訪
問
す
る
わ
け
だ
が
（
注
）、
女
御

側
の
対
応
は
「
御
褥
さ
し
出
で
た
り
」（
2
・
七
九
。
下
・
八
〇
）
と
あ
る
ご
と
く
、
今

ま
で
と
は
異
な
り
、
他
人
行
儀
な
対
応
を
し
、「
無
言
の
嫌
が
ら
せ
」（
Ⓑ
）
を
す
る
と

同
時
に
、

宰
相
の
君
、「
珍
し
き
こ
と
は
、
所㋑
違
へ
に
や
、
と
ま
で
疑
は
れ
は
べ
り
て
」
と
聞㋺
こ
え

伝
ふ
る
言
葉
に
つ
き
て
、（
男
君
ハ
女
御
ノ
モ
ト
ニ
）
す
べ
り
入
り
給
ひ
つ
つ
、
…
…
（
2
・

七
九
。
下
・
八
一
）
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に
お
い
て
、
㋑
は
「
辛
辣
な
厭
味
」（
Ⓑ
）
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
女
御
が

男
君
を
表
面
上
冷
た
く
あ
し
ら
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
男
君
と
女
御
の
異
母
妹
で
あ
る

姫
君
と
の
関
係
を
根
に
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
さ
ら
に
㋺
で
は
、
宰
相
の
君
が
女
御
の
伝
言
を
男
君
に
伝
達
す
る
際
に
、
男
君
は
女

御
の
も
と
に
闖
入
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
堤
中
納
言
物
語
』
所
収
の
『
逢
坂
越
え

ぬ
権
中
納
言
』
の
巻
末
で
、
根
合
に
勝
利
し
た
男
主
人
公
権
中
納
言
は
長
年
に
わ
た
っ

て
恋
慕
し
て
き
た
宮
を
訪
れ
、
胸
中
を
訴
え
る
も
の
の
、
宮
は
な
び
こ
う
と
し
な
い
た

め
に
、
宰
相
の
君
が
そ
の
旨
を
男
主
人
公
に
伝
え
よ
う
と
座
を
立
っ
た
後
に
、「
声
を

し
る
べ
に
て
、（
宮
ノ
居
場
所
ヲ
）
た
づ
ね
お
は
し
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
女
房
の
声

を
道
案
内
に
し
て
男
主
人
公
は
宮
の
も
と
に
闖
入
す
る
。
こ
れ
を
参
考
に
し
て
男
君
が

承
香
殿
女
御
の
も
と
に
闖
入
す
る
場
面
が
造
型
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、

取
次
の
女
房
名
が
宰
相
の
君
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
、『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
の
成
立
年
次
は
『
堤
中
納
言
物
語
』
に
所

収
さ
れ
て
い
る
作
品
の
中
で
唯
一
明
ら
か
で
あ
り
、
天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）
五
月
三

日
の
庚
申
の
夜
に
開
催
さ
れ
た
『
六
条
斎
院
禖
子
内
親
王
家
物
語
歌
合
』
に
小
式
部
と

い
う
女
房
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
よ
り
後
に
成
立
し
た

『
風
に
紅
葉
』
の
当
該
個
所
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

（
注
）　�

男
君
に
は
承
香
殿
女
御
と
の
寝
物
語
か
ら
行
方
不
明
に
な
っ
た
姫
君
に
関
す
る
情
報

を
得
よ
う
と
す
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
こ
と
が
あ
る
。
詳
し

く
は
拙
著
『
風
に
紅
葉
考
─
百
花
繚
乱
す
る
〈
性
〉
へ
の
目
差
し
─
』
第
六
章
を
参

照
さ
れ
た
い
。

9
　
二
四
　
男
主
人
公
、
加
行
の
準
備

　
男
君
の
父
親
で
あ
る
関
白
左
大
臣
の
正
妻
女
一
宮
の
兄
で
、
朱
雀
院
と
同
腹
の
中
務

宮
は
、
子
供
が
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
男
君
を
か
わ
い
が
り
、

こ
の
内
大
臣
（
＝
男
君
）
幼
く
お
は
せ
し
を
、
限
り
な
く
愛
し
き
こ
え
給
ひ
て
、
二
条
京
極

わ
た
り
、
三
町
ば
か
り
占
め
て
、
御
堂
、
御
倉
町
広
う
造
り
磨
き
給
へ
る
宮
、
領
じ
給
ひ

し
所
々
、
御
宝
物
ど
も
、
さ
な
が
ら
こ
の
殿
（
＝
男
君
）
に
奉
り
給
へ
り
し
を
、
こ
の
年
頃
、

な
ほ
な
ほ
造
り
添
へ
給
ひ
て
、
御
持
仏
な
ど
も
気
近
う
、
仏
の
御
飾
り
も
世
の
常
な
ら
ず

し
お
き
給
へ
る
所
に
て
、
こ
の
御
行
ひ
は
し
給
ふ
べ
く
思
し
設
く
れ
ど
、
…
…
（
2
・
八
二
。

下
・
八
三
─
八
四
）

と
あ
る
ご
と
く
、
中
務
宮
は
男
君
に
自
分
の
所
持
し
て
い
る
屋
敷
な
ど
を
無
償
で
贈
与

し
、
男
君
は
そ
れ
を
基
盤
に
増
築
し
て
、
加
行
用
の
部
屋
を
準
備
し
た
こ
と
が
語
ら
れ

て
い
る
。
い
わ
ば
、
男
君
は
中
務
宮
か
ら
無
償
で
広
大
な
土
地
や
殿
舎
が
贈
与
さ
れ
た

の
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、『
源
氏
物
語
』
で
は
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
た
娘
（
後
に
冷
泉
帝
中
宮
）
と
と

も
に
伊
勢
に
下
向
し
た
が
、
娘
の
任
期
が
終
了
し
て
帰
京
し
た
六
条
御
息
所
が
病
に
陥

っ
た
た
め
に
、
見
舞
い
に
訪
れ
た
光
源
氏
に
対
し
て
、
娘
を
男
女
の
関
係
抜
き
で
後
見

し
て
く
れ
る
よ
う
に
依
頼
し
た
後
、
御
息
所
は
死
去
し
た
（
濡
標
巻
）
と
語
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
後
、「
六
条
京
極
わ
た
り
に
、
中
宮
（
注
─
六
条
御
息
所
の
娘
で
、
後
に
中
宮
）

の
御
旧
き
宮
の
ほ
と
り
を
、（
光
源
氏
ガ
）
四
町
を
占
め
て
造
ら
せ
た
ま
」（
少
女
巻
）
う

た
六
条
院
は
、
光
源
氏
が
中
宮
の
後
見
と
引
き
換
え
に
手
に
入
れ
た
六
条
御
息
所
の
旧

邸
で
あ
る
点
に
注
意
す
る
と
、
中
務
宮
の
男
君
か
わ
い
さ
の
ゆ
え
に
邸
宅
が
贈
与
さ
れ

た
状
況
と
、
光
源
氏
が
中
宮
の
後
見
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
只
取
同
然
で
獲
得
し
た

そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
両
作
品
は
い
わ
ば
広
大
な
敷
地
な
ど
が
贈
与
さ
れ
た
と

い
う
共
通
性
を
持
ち
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』
の
六
条
院
を
変
奏
さ
せ
て
、
考
案
さ
れ

た
の
が
中
務
宮
旧
邸
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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10
　
五�

二
　
新
年
、
父
関
白
と
遺
児
若
君
、
男
主
人
公
を
訪
問�

�

（
共
編
著
で
は
「
五
三
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
誤
り
な
の
で
、「
五
二
」
と

訂
正
す
る
。）

　
一
品
宮
の
死
後
、
男
君
は
官
職
を
返
上
し
て
加
行
に
専
念
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ

の
翌
年
の
元
旦
の
記
事
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

大
将
（
＝
遺
児
若
君
）、「
朝
拝
に
参
ら
ん
」
と
出
で
立
ち
て
、
ま
づ
こ
れ
（
注
─
男
君
の
住

む
京
極
二
条
邸
）
へ
参
り
給
へ
り
。「（
男
君
ノ
）
御
供
を
の
み
こ
そ
し
な
ら
ひ
て
は
べ
る
に
、

一
人
は
い
か
に
は
べ
ら
ん
と
す
ら
ん
。
春
の
光
も
か
ひ
な
う
こ
そ
」
と
て
、（
遺
児
若
君
ハ
）

こ
ぼ
れ
落
ち
ぬ
べ
き
御
涙
を
言
忌
み
し
て
、「
大㋑
臣
の
御
供
に
こ
そ
。
と
く
と
く
」
と
の㋺

た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
大
臣
（
＝
父
関
白
）
ぞ
出
で
立
ち
給
ひ
け
る
ま
ま
に
、
ま
づ
こ
れ
（
注
─

京
極
二
条
邸
）
へ
お
は
し
た
る
。
御
帰
り
の
ほ
ど
、
夕
方
（
関
白
ハ
）
渡
り
給
は
ん
、
と
こ

そ
思
し
け
る
に
、
覚
え
な
う
御
心
ざ
し
の
ほ
ど
、
例
の
涙
こ
ぼ
れ
給
ふ
。（
2
・
一
一
三
。

下
・
一
一
四
）

　
こ
れ
は
遺
児
若
君
が
「
大
臣
」
の
お
供
を
し
よ
う
と
し
て
朝
拝
に
参
内
す
る
た
め
に
、

男
君
の
も
と
に
赴
く
件
で
あ
る
。
こ
こ
は
理
解
し
に
く
い
個
所
だ
が
、
恐
ら
く
遺
児
若

君
は
日
常
的
に
男
君
の
お
供
と
し
て
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
か
ら
、
一
緒
に
連
れ
立

っ
て
参
内
し
よ
う
と
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
男
君
が
色
よ
い
返
事
を
し
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
の
か
。
そ
れ
を
聞
い
て
遺
児
若
君
は
涙
を
流
し
そ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
今
日
は

め
で
た
い
元
旦
で
あ
る
か
ら
と
我
慢
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
男
君
が
遺
児
若
君
に
自
分
の

代
わ
り
に
父
関
白
の
お
供
を
す
べ
く
関
白
を
迎
え
に
行
く
よ
う
に
指
示
し
た
と
こ
ろ
、

関
白
が
既
に
自
邸
を
出
発
し
て
男
君
の
屋
敷
に
到
着
し
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
は

な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
傍
線
部
㋑
「
大
臣
」
は
男
君
の
父
関
白
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
と
同
時
に
、
㋺
の
主
語
を
遺
児
若
君
と
解
す
る
考
え
（
Ⓑ
）
も
あ
る
が
、
男
君
と

理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
男
君
が
内
大
臣
の
官
職
を
返
上
し
た
た
め
に
、

そ
の
充
当
人
事
が
行
な
わ
れ
、
男
君
の
後
任
と
し
て
太
政
大
臣
の
息
子
で
あ
る
右
大
将

が
内
大
臣
兼
左
大
将
に
任
命
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
も
は
や
男
君
に
は
肩
書
き
が
な
く
、

父
関
白
の
参
内
の
お
供
と
し
て
随
行
す
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

だ
。
す
な
わ
ち
、
関
白
の
お
供
と
し
て
、
関
白
の
異
腹
の
子
で
、
男
君
と
は
異
母
兄
弟

で
あ
る
と
世
間
に
は
公
表
さ
れ
て
い
る
遺
児
若
君
は
ふ
さ
わ
し
い
と
男
君
は
考
え
て
、

遺
児
若
君
に
関
白
の
お
供
を
し
て
参
内
す
べ
き
だ
と
い
う
指
示
を
与
え
た
も
の
と
理
解

す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
お
お
く
ら
　
ひ
ろ
し
　
　
本
学
名
誉
教
授
）


