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は
じ
め
に

物
語
に
お
い
て
、
灯
火
の
光
、
も
し
く
は
そ
れ
に
照
ら
さ
れ
た
人
物
を
指
す

言
葉
と
し
て
「
火
影
」（
も
し
く
は
「
灯
影
」）
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
（
１
）。
似
た
用
法
の
言
葉
に
「
月
影
」
が
あ
る
が
、「
月
影
」
と
違

っ
て
歌
題
で
は
な
く
、
散
文
中
の
用
例
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
の
少

な
い
語
の
一
つ
で
あ
る
。
特
に
「
火
影
」
の
み
を
主
眼
に
据
え
た
考
察
は
、
こ

れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
中
で
も
『
狭
衣
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』
の
二
作
品
に
お
い
て
は
、

特
に
人
物
を
指
す
譬
喩
と
し
て
の
「
火
影
」
の
用
例
が
多
く
、「
月
影
」
と
の

比
較
と
い
う
形
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
（
２
）。
男
女
の
垣
間
見
や
逢
瀬
の
場
に

室
内
の
景
物
と
し
て
灯
火
が
あ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
く
、
そ
の
場
で
灯
火
に
照

ら
さ
れ
た
時
、
も
し
く
は
後
に
な
っ
て
回
想
・
思
慕
さ
れ
る
時
に
「
火
影
」
を

用
い
て
人
物
を
表
す
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

で
は
こ
の
二
作
品
以
外
の
「
火
影
」
は
考
察
に
値
し
な
い
の
か
と
い
え
ば
、

決
し
て
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
た
と
え
ば
『
源
氏
物
語
』
に
は
「
火
影
」
の
用

例
が
十
七
例
で
、
数
の
多
寡
で
い
え
ば
決
し
て
少
な
い
も
の
で
は
な
い
（
３
）。

更
に
こ
の
十
七
例
の
う
ち
、
灯
火
に
照
ら
さ
れ
た
人
物
を
指
す
も
の
が
七
例
存

在
す
る
。『
狭
衣
物
語
』
の
十
三
例
中
十
一
例
、『
夜
の
寝
覚
』
の
十
五
例
中
十

一
例
に
同
様
の
例
が
見
ら
れ
、
数
と
し
て
は
劣
る
も
の
の
、
先
行
作
品
と
し
て

は
そ
れ
な
り
の
数
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
異
な
る
二
作
品
に
同
様
の
用
法
が

み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
前
後
を
も
検
証
す
る
こ
と
で
、
作
品
同

士
の
影
響
関
係
や
表
現
史
を
新
た
な
観
点
か
ら
確
認
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

本
稿
で
は
『
狭
衣
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』
を
中
心
に
、
物
語
作
品
に
お
け
る

用
例
を
再
検
討
し
、
特
に
登
場
人
物
を
指
す
譬
喩
と
し
て
の
「
火
影
」
と
い
う

表
現
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。

一　
『
源
氏
物
語
』
以
前

「
火
影
」
と
い
う
語
の
表
現
性
が
格
段
に
高
め
ら
れ
た
の
は
『
狭
衣
物
語
』
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か
ら
で
あ
る
と
い
う
、
倉
田
実
氏
の
論
が
あ
る
。
倉
田
氏
は
物
語
中
の
登
場
人

物
、
特
に
女
君
が
垣
間
見
や
逢
瀬
な
ど
の
際
に
灯
火
の
も
と
で
印
象
的
な
映
像

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
後
に
そ
の
映
像
が
思
い
出
の
核
と
し
て
「
火
影
」
の
表

現
で
思
い
出
さ
れ
る
と
し
た
う
え
で
、『
源
氏
物
語
』
で
は
こ
う
し
た
表
現
は

少
数
か
つ
限
定
的
で
あ
り
、『
狭
衣
物
語
』
で
初
め
て
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ

る
と
述
べ
た
（
４
）。

ま
ず
は
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
用
例
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。『
竹
取
物
語
』
に
は
「
火
影
」
の
用
例
な
し
、『
宇
津
保
物
語
』
は
五
例
、

『
落
窪
物
語
』
は
二
例
、『
源
氏
物
語
』
は
前
掲
の
通
り
十
七
例
で
あ
っ
た
。
主

体
と
な
っ
て
い
る
人
物
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
灯
火
の

光
で
な
く
人
物
を
指
し
て
い
る
用
例
は
、
番
号
の
上
に
＊
印
を
記
し
た
。

『
宇
津
保
物
語
』

　

１�

あ
て
宮�

火
影
に
さ
へ
こ
れ
は
か
く
見
ゆ
る
ぞ

�

嵯
峨
の
院
・
三
五
九
頁

　

２�

藤
英�

火
影
に
見
え
た
る
姿
、
限
り
な
く
め
づ
ら
し

�

祭
の
使
・
四
九
五
頁

　

３�

帝�

書
に
向
か
ひ
た
る
火
影
、
顔
、
有
様
、
い
と
め
で
た
し

�

蔵
開
中
・
四
五
三
頁

＊
４�

藤
英�

右
大
弁
、
む
か
し
の
藤
英
な
り
し
、
火
影
姿
思
ひ
て

�

国
譲
下
・
三
〇
三
頁

　

５�

い
ぬ
宮�

 

灯
影
の
明
か
き
に
、い
ぬ
宮
の
、い
と
白
う
う
つ
く
し
げ
に

て

�

楼
の
上
下
・
六
〇
七
頁

『
落
窪
物
語
』

　

６�

落
窪
の
君�

少
納
言
火
影
に
、〈
い
と
清
げ
な
り
〉
と

�

巻
一
・
八
八
頁

　

７�

男
主
人
公�

灯
の
い
と
あ
か
き
火
影
に
、
い
と
見
ま
ほ
し
う
清
げ
に

�

巻
一
・
九
六
頁

『
源
氏
物
語
』

＊
８�

光
源
氏�

 

御
灯
影
い
と
め
で
た
く
、
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し

�

帚
木
・
六
一
頁

＊
９�

軒
端
荻�

か
の
を
か
し
か
り
つ
る
灯
影
な
ら
ば
い
か
が
は
せ
む

�

空
蝉
・
一
二
五
頁

　

10�

軒
端
荻�

灯
影
に
見
し
顔
思
し
出
で
ら
る�

夕
顔
・
一
九
一
頁

＊
11�

軒
端
荻�

 

灯
影
の
乱
れ
た
り
し
さ
ま
は
、
ま
た
さ
や
う
に
て
も
見
ま

ほ
し
く
思
す�

末
摘
花
・
二
六
六
頁

＊
12�

紫
上�

灯
影
の
御
か
た
は
ら
目
、
頭
つ
き
な
ど�

葵
・
六
八
頁

　

13�

六
条
御
息
所�

心
も
と
な
き
ほ
ど
の
灯
影
に
、
御
髪
い
と
を
か
し
げ
に

�

澪
標
・
三
一
二
頁

　

14�

博
士
達�

 

掲
焉
な
る
灯
影
に
、
猿
楽
が
ま
し
く
わ
び
し
げ
に
人
わ
ろ

げ
な
る�

少
女
・
二
五
頁

　

15�
玉
鬘�

 

う
ち
傾
き
た
ま
へ
る
さ
ま
、
灯
影
に
い
と
う
つ
く
し
げ
な
り

�

常
夏
・
二
三
二
頁
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16�

明
石
女
御�

灯
影
の
御
姿
世
に
な
く
う
つ
く
し
げ
な
る
に

�

若
菜
下
・
一
九
二
頁

　

17�
雲
居
雁�

 

明
ら
か
な
る
灯
影
を
さ
す
が
に
恥
ぢ
た
ま
へ
る
さ
ま
も
憎

か
ら
ず�

横
笛
・
三
六
一
頁

　

18�

夕
霧�
化
粧
じ
て
出
で
た
ま
ふ
を
灯
影
に
見
出
し
て

�

夕
霧
・
四
七
五
頁

　

19�

大
君�

 

心
に
く
き
ほ
ど
な
る
火
影
に
、
御
髪
の
こ
ぼ
れ
か
か
り
た

る
を�

総
角
・
二
三
四
頁

＊
20�

大
君�

何
心
も
な
く
や
つ
れ
た
ま
へ
る
墨
染
の
灯
影
を

�

総
角
・
二
三
五
頁

＊
21�

浮
舟�

 

心
に
入
れ
て
見
た
ま
へ
る
灯
影
、
さ
ら
に
こ
こ
と
見
ゆ
る

と
こ
ろ
な
く�

東
屋
・
七
二
頁

＊
22�

浮
舟�

昨
夜
の
灯
影
の
い
と
お
ほ
ど
か
な
り
し
も

�
東
屋
・
七
四
頁

　

23�

女
童�

こ
れ
が
顔
、
ま
づ
か
の
灯
影
に
見
た
ま
ひ
し
そ
れ
な
り

�

浮
舟
・
一
二
〇
頁

　

24�

老
尼
君�

灯
影
に
、
頭
つ
き
は
い
と
白
き
に
、
黒
き
も
の
を
か
づ
き
て

�

手
習
・
三
三
〇
頁

全
体
を
通
し
て
女
君
に
対
す
る
用
例
が
多
く
、
垣
間
見
や
対
面
の
際
に
灯
さ

れ
て
い
た
灯
火
、
も
し
く
は
そ
れ
に
照
ら
さ
れ
た
姿
を
述
べ
た
も
の
が
中
心
と

な
る
ら
し
い
こ
と
が
、
こ
の
時
点
で
う
か
が
え
る
。
し
か
し
用
例
１
や
６
に
み

え
る
よ
う
に
、
や
は
り
女
君
自
身
と
い
う
よ
り
は
女
君
を
照
ら
す
灯
火
と
し
て

の
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
男
君
が
女
君
の
美
し
い

容
姿
を
知
る
場
面
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
男
君
が
女
君
を
ど
う
受
け
止

め
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
余
り
見
え
て
こ
な
い
よ
う
だ
。

た
だ
し
、
人
物
の
印
象
を
示
す
語
と
し
て
の
使
用
が
全
く
な
い
か
と
い
う
と
、

そ
う
は
言
い
切
れ
な
い
。
用
例
２
は
七
夕
の
宴
の
折
に
学
生
で
あ
っ
た
藤
英
が

正
頼
に
見
出
さ
れ
歩
み
出
た
際
の
様
子
、
用
例
４
は
後
年
催
さ
れ
た
七
夕
の
宴

に
て
藤
英
が
そ
の
折
を
思
い
返
し
な
が
ら
和
歌
を
詠
ん
だ
際
の
様
子
で
あ
る
。

男
女
の
恋
物
語
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
場
面
で
あ
り
、
思
い
返
す
の
も
自
分
自

身
で
あ
る
と
い
う
点
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
火
影
姿
」
は
明
確

に
人
物
を
指
示
し
た
表
現
で
あ
る
。
そ
の
場
の
印
象
的
な
景
物
と
し
て
登
場
人

物
の
姿
を
照
ら
し
た
「
火
影
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
後
に
回
想
で
象
徴
的
に
用
い

ら
れ
た
と
い
う
例
で
は
、
こ
れ
が
初
出
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

と
は
い
え
、『
源
氏
物
語
』
で
も
印
象
や
回
想
に
つ
な
が
る
表
現
の
例
は
多

く
な
い
。
た
と
え
ば
大
君
の
用
例
は
、
19
、
20
の
二
つ
と
も
宇
治
の
屋
敷
で
薫

と
何
事
も
な
く
一
夜
を
明
か
し
た
時
の
様
子
で
あ
る
が
、
後
年
、
薫
が
こ
の
時

の
情
景
を
回
想
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
浮
舟
の
二
例
も
回
想
で
は
あ
る
が
、

男
君
が
見
た
も
の
で
は
な
く
、
中
の
君
の
女
房
達
が
見
た
様
子
で
あ
る
。
や
は

り
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
人
物
の
印
象
的
な
映
像
と
そ
の
回
想
と
い
う
意
味
で

の
「
火
影
」
と
い
う
表
現
は
十
分
に
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
中
で
用
例
９
、
10
、
11
の
軒
端
荻
に
は
、
灯
火
に
見
た
人
物
と
そ

の
印
象
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
特
徴
を
強
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
場
面
を
引
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用
し
、
整
理
し
て
い
く
。

灯
近
う
と
も
し
た
り
。
母
屋
の
中
柱
に
側
め
る
人
や
わ
が
心
か
く
る
と
ま

づ
目
と
ど
め
た
ま
へ
ば
、《
中
略
》
い
ま
一
人
は
東
向
き
に
て
、
残
る
と

こ
ろ
な
く
見
ゆ
。
白
き
羅
の
単
襲
、
二
藍
の
小
袿
だ
つ
も
の
な
い
が
し
ろ

に
着
な
し
て
、
紅
の
腰
ひ
き
結
へ
る
際
ま
で
胸
あ
ら
は
に
ば
う
ぞ
く
な
る

も
て
な
し
な
り
。
い
と
白
う
を
か
し
げ
に
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
え
て
そ
ぞ
ろ
か

な
る
人
の
、
頭
つ
き
額
つ
き
も
の
あ
ざ
や
か
に
、
ま
み
、
口
い
と
愛
敬
づ

き
、
は
な
や
か
な
る
容
貌
な
り
。
髪
は
い
と
ふ
さ
や
か
に
て
、
長
く
は
あ

ら
ね
ど
、
下
が
り
端
、
肩
の
ほ
ど
き
よ
げ
に
、
す
べ
て
い
と
ね
ぢ
け
た
る

と
こ
ろ
な
く
、
を
か
し
げ
な
る
人
と
見
え
た
り
。（
空
蝉
・
一
二
〇
頁
）

空
蝉
を
慕
っ
て
屋
敷
へ
や
っ
て
来
た
光
源
氏
は
、
空
蝉
と
軒
端
荻
が
碁
を
打

っ
て
い
る
様
子
を
垣
間
見
す
る
。
暑
い
た
め
か
几
帳
を
上
げ
て
「
灯
近
う
と
も

し
」
て
あ
っ
た
の
で
、
室
内
が
よ
く
見
え
た
。
光
源
氏
の
立
ち
位
置
か
ら
は
、

柱
に
近
い
所
に
居
た
空
蝉
よ
り
東
向
き
の
軒
端
荻
の
方
が
よ
く
見
え
た
よ
う
で
、

服
装
や
身
体
つ
き
な
ど
が
詳
細
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

光
源
氏
は
そ
の
ま
ま
寝
所
に
忍
び
込
み
、
寝
て
い
た
女
君
と
逢
瀬
を
持
つ
。

戸
放
ち
つ
る
童
も
そ
な
た
に
入
り
て
臥
し
ぬ
れ
ば
、
と
ば
か
り
そ
ら
寝
し

て
、
灯
明
き
方
に
屏
風
を
ひ
ろ
げ
て
、
影
ほ
の
か
な
る
に
、
や
を
ら
入
れ

た
て
ま
つ
る
。《
中
略
》
若
き
人
は
何
心
な
く
い
と
よ
う
ま
ど
ろ
み
た
る

べ
し
。
か
か
る
け
は
ひ
の
い
と
か
う
ば
し
く
う
ち
匂
ふ
に
、
顔
を
も
た
げ

た
る
に
、
ひ
と
へ
う
ち
か
け
た
る
几
帳
の
隙
間
に
、
暗
け
れ
ど
、
う
ち
み

じ
ろ
き
寄
る
け
は
ひ
い
と
し
る
し
。
あ
さ
ま
し
く
お
ぼ
え
て
、
と
も
か
く

も
思
ひ
分
か
れ
ず
、
や
を
ら
起
き
出
で
て
、
生
絹
な
る
単
衣
を
ひ
と
つ
着

て
す
べ
り
出
で
に
け
り
。
君
は
入
り
給
ひ
て
、
た
だ
ひ
と
り
臥
し
た
る
を

心
や
す
く
思
す
。
床
の
下
に
、
二
人
ば
か
り
ぞ
臥
し
た
る
。
衣
を
押
し
や

り
て
寄
り
た
ま
へ
る
に
、
あ
り
し
け
は
ひ
よ
り
は
も
の
も
の
し
く
お
ぼ
ゆ

れ
ど
、
思
ほ
し
も
よ
ら
ず
か
し
。
い
ぎ
た
な
き
さ
ま
な
ど
ぞ
あ
や
し
く
変

り
て
、
や
う
や
う
見
あ
ら
は
し
た
ま
ひ
て
、
あ
さ
ま
し
く
心
や
ま
し
け
れ

ど
、
人
違
へ
と
た
ど
り
て
見
え
ん
も
を
こ
が
ま
し
く
、
あ
や
し
と
思
ふ
べ

し
、
本
意
の
人
を
尋
ね
よ
ら
む
も
、
か
ば
か
り
逃
る
る
心
あ
め
れ
ば
、
か

ひ
な
う
を
こ
に
こ
そ
思
は
め
と
思
す
。
か
の
を
か
し
か
り
つ
る
火
影
な
ら

ば
い
か
が
は
せ
む
に
思
し
な
る
も
、
わ
ろ
き
御
心
浅
さ
な
め
り
か
し
。（
空

蝉
・
一
二
三
‐
一
二
五
頁
）

忍
び
込
ん
だ
寝
所
は
「
灯
明
き
方
に
屏
風
を
ひ
ろ
げ
て
、
影
ほ
の
か
な
る
」

状
態
で
あ
っ
た
。
光
は
乏
し
く
、
人
の
判
別
は
で
き
な
い
。
空
蝉
も
光
源
氏
の

侵
入
を
知
っ
た
訳
で
は
な
く
、「
か
か
る
け
は
ひ
の
い
と
か
う
ば
し
く
う
ち
匂

ふ
」
誰
か
が
「
う
ち
み
じ
ろ
き
寄
る
け
は
ひ
」
を
察
知
し
て
、「
と
も
か
く
も

思
ひ
分
か
れ
ず
」
と
、
人
物
を
推
し
量
る
間
も
な
く
そ
の
場
を
去
っ
た
の
で
あ

る
。
光
源
氏
も
同
様
に
寝
て
い
る
人
物
の
判
別
は
つ
い
て
お
ら
ず
、
近
寄
っ
て

初
め
て
空
蝉
と
は
別
人
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
の
だ
が
、
こ
れ
も
「
あ
り
し
け
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は
ひ
よ
り
は
も
の
も
の
し
」「
い
ぎ
た
な
き
さ
ま
」
な
ど
視
覚
以
外
の
差
異
に

頼
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
、
人
違
い
の
相
手
が
も
し
「
か
の
を
か
し

か
り
つ
る
火
影
な
ら
ば
」
と
、
先
刻
垣
間
見
た
容
姿
を
思
い
返
す
の
で
あ
る
。

そ
の
後
二
人
が
再
び
逢
瀬
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
文
な
ど
の
や
り
と

り
を
す
る
度
に
光
源
氏
は
垣
間
見
た
姿
を
「
火
影
」
と
思
い
返
す
こ
と
と
な
る
。

「
残
る
と
こ
ろ
な
く
見
」
え
た
姿
と
、
そ
の
後
の
顛
末
が
、
光
源
氏
に
強
い
印

象
を
残
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
灯
火
に
見
た
「
火
影
」
を
印
象
深
い
姿
と
し
て

回
想
す
る
際
、
そ
の
回
想
で
も
「
火
影
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
他
者
を
回
想
・
思
慕
す
る
語
と
し
て
は
「
面
影
」
が
、『
源
氏
物
語
』

本
文
中
だ
け
で
三
十
四
例
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
軒
端
荻
が
「
面
影
」
で
表
現

さ
れ
る
例
は
な
い
。
光
源
氏
が
回
想
す
る
軒
端
荻
は
常
に
「
火
影
」
な
の
で
あ

る
。一

方
で
、
他
の
人
物
や
「
月
影
」
に
関
し
て
は
、
回
想
・
思
慕
に
は
「
面
影
」

が
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
例
と
し
て
、
須
磨
出
立
の
際
の
紫
の
上
は
「
月

影
」
に
明
々
と
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
が
、
出
立
す
る
光
源
氏
が
思
い
返
す
の

は
紫
の
上
の
「
面
影
」
で
あ
る
。

御
簾
巻
き
あ
げ
て
端
に
誘
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
女
君
泣
き
沈
み
た
ま
へ

る
、
た
め
ら
ひ
て
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
へ
る
、
月
影
に
、
い
み
じ
う
を
か
し

げ
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
。《
中
略
》
明
け
は
て
な
ば
は
し
た
な
か
る
べ
き
に

よ
り
、
急
ぎ
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。
道
す
が
ら
面
影
に
つ
と
添
ひ
て
、
胸
も
ふ

た
が
り
な
が
ら
、
御
舟
に
乗
り
た
ま
ひ
ぬ
。（
須
磨
・
一
八
五
‐
一
八
六

頁
）

光
源
氏
の
誘
い
に
応
え
て
端
近
に
寄
っ
て
来
た
紫
の
上
は
、「
月
影
」
に
は

っ
き
り
と
そ
の
姿
を
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
を
眺
め
た
後
、
光
源
氏

は
夜
が
明
け
な
い
う
ち
に
須
磨
へ
出
立
し
た
が
、
道
中
思
い
起
こ
す
の
は
紫
の

上
の
「
月
影
」
で
は
な
く
「
面
影
」
で
あ
っ
た
。
紫
の
上
に
は
こ
の
例
を
含
め
、

光
源
氏
や
夕
霧
か
ら
「
面
影
」
を
思
慕
さ
れ
る
例
が
九
例
存
在
す
る
が
、
軒
端

荻
に
対
す
る
「
面
影
」
の
例
は
一
つ
も
な
い
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
考
え
る
に
、
同
じ
く
人
物
を
回
想
・
思
慕
す
る
際
に
用
い

る
語
と
し
て
も
、「
火
影
」
と
「
月
影
」「
面
影
」
に
は
差
異
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。「
火
影
」
は
男
君
が
女
君
の
姿
を
見
た
時
の
情
景
を
示
す
語
で
あ
り
、

そ
の
時
の
印
象
は
回
想
に
お
い
て
も
「
面
影
」
で
は
な
く
「
火
影
」
の
ま
ま
用

い
ら
れ
る
ほ
ど
深
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
火
影
」
を
人
物

の
表
現
に
用
い
る
例
が
少
な
い
中
に
お
い
て
、
軒
端
荻
に
関
す
る
用
例
は
、
そ

う
し
た
「
火
影
」
と
い
う
語
の
持
つ
役
割
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

二　
『
狭
衣
物
語
』

次
に
、『
源
氏
物
語
』
以
降
の
用
例
を
み
て
い
く
。

『
狭
衣
物
語
』
の
主
人
公
狭
衣
は
、
晩
年
、
か
つ
て
自
身
が
関
わ
っ
た
女
君

達
を
回
想
し
て
「
さ
や
か
な
り
し
月
影
、
も
し
は
灯
火
の
光
な
ど
や
う
に
て
、
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少
し
心
に
く
き
あ
た
り
ど
も
」（
巻
四
・
三
六
一
頁
）
と
形
容
し
て
い
る
。
そ

の
出
会
い
は
一
夜
限
り
の
秘
め
た
る
も
の
、
ま
た
は
逢
瀬
を
持
つ
に
至
ら
な
い

も
の
な
ど
様
々
に
あ
っ
た
中
で
、
狭
衣
に
と
っ
て
印
象
深
く
残
っ
て
い
る
女
性

の
姿
と
は
月
光
や
灯
火
の
も
と
に
垣
間
見
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、

こ
の
一
文
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

実
際
、『
狭
衣
物
語
』
に
登
場
す
る
女
君
達
は
「
月
影
」
の
表
現
を
用
い
ら

れ
る
人
物
と
「
火
影
」
を
用
い
ら
れ
る
人
物
に
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、

飛
鳥
井
の
姫
君
と
式
部
卿
宮
の
姫
君
は
「
月
影
」、
女
二
の
宮
と
式
部
卿
宮
の

北
の
方
は
「
火
影
」
で
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
両
者
の
差
異
と
し
て
は
、

先
行
研
究
で
は
、
主
と
し
て
「
月
影
」
が
肯
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
み
を
含
み
、

そ
れ
を
見
る
主
体
に
と
っ
て
物
理
的
・
心
理
的
に
距
離
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、「
火
影
」
は
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
働
き
、
近
し
い

親
密
な
距
離
を
思
わ
せ
る
と
い
う
見
解
と
な
っ
て
い
る
（
５
）。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、『
狭
衣
物
語
』
の
用
例
を
み
て
い
く
。『
狭
衣
物

語
』
の
「
火
影
」
は
前
述
の
通
り
十
三
例
中
十
一
例
が
登
場
人
物
に
関
わ
る
も

の
、
女
君
を
指
す
も
の
に
限
る
と
七
例
と
な
る
。
先
と
同
じ
く
、
灯
火
の
光
で

な
く
人
物
を
指
し
て
い
る
用
例
は
、
番
号
の
上
に
＊
印
を
記
し
た

＊
１�

狭
衣�

 

盃
持
て
悩
み
た
ま
へ
る
火
影
、
常
よ
り
も
も
の

あ
は
れ
な
る
け
し
き�

巻
一
・
五
一
頁

＊
２�

右
大
臣
女�

か
の
思
ひ
か
け
ざ
り
し
宵
の
火
影

�

巻
一
・
六
四
頁

＊
３�

老
女
房�

 

火
影
の
姿
つ
き
な
ど
、
ま
た
見
知
ら
ず
あ
や
し

き
も
疎
ま
し
う
て�

巻
一
・
八
一
頁

　

４�

老
女
房�

 

こ
の
見
え
し
火
影
の
女
の
、
あ
り
し
法
の
師
に

取
ら
せ
ん
と�

巻
一
・
一
一
四
頁

＊
５�

狭
衣�

思
ひ
な
や
み
た
ま
ひ
し
火
影
の
か
た
ち
に
は

�

巻
二
・
一
六
九
頁

＊
６�

今
姫
君�

 

髪
を
振
り
か
け
て
泣
き
ゐ
た
ま
へ
る
火
影
の
、

心
苦
し
げ
な
れ
ば�

巻
三
・
七
一
頁

＊
７�

舞
人�

脱
ぎ
か
け
た
る
火
影
ま
ば
ゆ
げ
な
る
を

�

巻
三
・
一
八
九
頁

＊
８�

式
部
卿
宮
の
北
の
方�

 

火
影
に
は
、
さ
す
が
に
似
ざ
り
け
り
、
な
ど
思

し
出
で
ら
れ
て�

巻
四
・
二
四
五
頁

＊
９�

式
部
卿
宮
の
北
の
方�

と
あ
る
は
、
昨
夜
の
火
影
の
手
な
る
べ
し

�

巻
四
・
二
五
〇
頁

　

10�

稚
児�

火
影
に
見
し
稚
児
の
声
に
て

�

巻
四
・
二
七
七
頁

＊
11�

式
部
卿
宮
の
北
の
方�

は
か
な
か
り
し
花
の
た
よ
り
の
火
影
よ
り
始
め

�

巻
四
・
二
八
九
頁

＊
12�

式
部
卿
宮
の
北
の
方�

 

思
ひ
の
外
に
目
と
ま
り
し
火
影
、
思
し
出
で
ら

れ
て
、�

巻
四
・
三
〇
六
頁

＊
13�
女
二
の
宮�

 

ほ
の
か
な
り
し
火
影
に
も
、
い
と
よ
う
お
ぼ
え

た
ま
へ
り
か
し�

巻
四
・
三
六
八
頁
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既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、『
源
氏
物
語
』
と
比
べ
て
、
人
物
そ
の
も
の

を
指
す
「
火
影
」
の
使
用
が
飛
躍
的
に
多
く
な
っ
て
お
り
、
人
物
そ
の
も
の
を

指
す
例
で
は
な
い
用
例
４
と
10
も
、
過
去
灯
火
の
も
と
で
見
か
け
た
姿
と
い
う

回
想
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
女
君
を
指
す
七
例
で
は
、
用
例
６
の
今
姫
君
を

除
く
全
て
が
回
想
で
あ
る
。
男
君
が
垣
間
見
や
逢
瀬
の
場
で
見
る
女
君
の
印
象

的
な
美
し
さ
と
、
そ
れ
を
象
徴
的
な
も
の
と
し
て
回
想
・
思
慕
す
る
「
火
影
」

の
表
現
が
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、「
火
影
」
で
回
想
さ
れ
る
三
人
の
女
君
は
、『
源
氏
物
語
』
の
軒
端
荻

と
同
様
、
男
君
に
一
度
し
か
そ
の
姿
を
見
せ
て
い
な
い
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。

ま
ず
用
例
２
の
右
大
臣
の
女
は
こ
れ
以
外
に
言
及
が
な
く
、「
思
ひ
か
け
ざ
り

し
宵
」
が
い
つ
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
垣
間
見
で
あ
っ
た
か
逢
瀬
で
あ
っ
た

か
も
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
、
こ
の
「
火
影
」
が
や
や
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
行
き
ず
り
の
も
の
で
、
狭
衣
自
身
こ
の
後

再
度
逢
お
う
と
い
う
気
持
ち
を
持
た
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

他
の
二
人
に
つ
い
て
も
み
て
い
く
。
女
二
の
宮
の
用
例
13
は
巻
四
の
も
の
だ

が
、
狭
衣
が
女
二
の
宮
の
姿
を
見
る
の
は
巻
二
の
こ
と
で
あ
る
。

・ 

あ
ま
た
立
て
重
ね
ら
れ
た
る
几
帳
ど
も
に
つ
た
ひ
つ
つ
壁
代
の
中
に
入
り

た
ち
て
見
た
ま
へ
ば
、
こ
な
た
は
宮
た
ち
お
は
し
ま
す
な
る
べ
し
、
帳
の

前
に
二
所
寄
り
ふ
そ
た
ま
へ
り
。
火
の
影
ほ
の
か
な
れ
ば
、
い
づ
れ
か
い

づ
れ
と
も
分
れ
た
ま
は
ず
。
奥
の
方
に
箏
の
琴
を
ま
さ
ぐ
り
た
ま
ひ
て
、

か
た
は
ら
臥
し
た
ま
へ
る
や
二
の
宮
に
お
は
す
ら
ん
と
、
目
と
ど
む
れ
ば
、

御
髪
の
か
か
り
な
べ
て
な
ら
で
、
あ
な
を
か
し
と
見
え
た
ま
へ
り
。（
巻

二
・
一
六
八
‐
一
六
九
頁
）

・ 

箏
弾
き
た
ま
へ
る
は
、
や
が
て
枕
に
て
御
顔
ひ
き
淹
れ
て
臥
し
た
ま
へ
る

様
体
な
ど
も
、
人
に
似
ず
、
心
苦
し
げ
に
見
た
ま
ふ
な
ど
、
た
だ
か
ば
か

り
見
た
て
ま
つ
り
置
き
て
出
で
ん
が
、
口
惜
し
う
ぞ
お
ぼ
え
な
り
ぬ
る
。

さ
ば
か
り
、
御
簾
の
外
を
だ
に
、
む
つ
か
し
う
わ
づ
ら
は
し
き
あ
た
り
と

思
し
つ
る
は
、
た
が
ひ
ぬ
る
御
心
の
中
、
我
な
が
ら
憎
し
。「
た
だ
か
く

な
ん
、
け
近
き
ほ
ど
に
て
見
た
て
ま
つ
る
」
と
ば
か
り
、
か
の
御
耳
に
聞

こ
え
さ
せ
ざ
ら
ん
も
、
あ
ま
り
埋
も
れ
い
た
か
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
や
を
ら

寄
り
て
、
奥
の
御
座
に
少
し
ひ
き
入
れ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
思
し
あ

へ
ず
、「
こ
は
誰
そ
」
と
言
は
れ
た
ま
ふ
御
け
は
ひ
、
世
に
知
ら
ず
ら
う

た
げ
な
り
。（
巻
二
・
一
七
二
頁
）

狭
衣
は
「
火
の
影
ほ
の
か
」
な
中
で
女
二
の
宮
と
女
三
の
宮
の
姉
妹
を
垣
間

見
す
る
。
灯
火
は
「
ほ
の
か
」
で
は
あ
る
が
、
狭
衣
は
比
較
的
早
く
女
二
の
宮

の
見
当
を
つ
け
、「
あ
な
を
か
し
と
見
」
て
い
る
。
予
想
外
の
美
し
さ
で
あ
っ

た
女
二
の
宮
を
奥
の
御
座
へ
引
き
入
れ
て
強
引
に
契
る
が
、
そ
の
動
機
も
「
た

だ
か
ば
か
り
見
た
て
ま
つ
り
置
き
て
出
で
ん
が
、
口
惜
し
う
」「
た
だ
か
く
な
ん
、

け
近
き
ほ
ど
に
て
見
た
て
ま
つ
る
」
と
、
姿
を
見
た
こ
と
に
対
す
る
反
応
で
あ

っ
た
。
見
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
立
ち
去
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
ほ
ど
、
女
二
の

宮
の
容
貌
は
狭
衣
に
と
っ
て
魅
力
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
後
、
狭
衣
の
態
度
を
悲
嘆
し
た
女
二
の
宮
は
若
宮
を
出
産
し
た
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の
ち
出
家
、
狭
衣
に
対
す
る
態
度
は
冷
淡
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
執
着
を
捨
て
き

れ
な
い
狭
衣
は
出
家
し
た
女
二
の
宮
が
い
る
御
堂
に
侵
入
し
、
女
二
の
宮
へ
の

思
慕
を
訴
え
る
。

か
か
る
目
を
見
で
、
死
ぬ
る
わ
ざ
も
が
な
と
の
み
思
さ
る
れ
ば
、
ま
こ
と

に
消
え
入
り
ぬ
べ
き
御
け
は
ひ
の
、
あ
る
か
な
き
か
な
ど
、
た
だ
昔
な
が

ら
に
て
、
言
ひ
知
ら
ず
心
苦
し
う
、
ら
う
た
げ
な
る
も
、《
中
略
》
い
と

な
か
な
か
な
る
心
惑
ひ
、
世
の
常
な
ら
ね
ど
、
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ず
心
強
く

押
し
返
し
、
と
か
く
も
聞
こ
え
悩
ま
し
た
ま
は
ず
。
た
だ
御
髪
の
限
り
所

狭
く
お
ぼ
え
て
、
探
り
の
い
と
ふ
さ
や
か
に
触
り
た
る
ぞ
、
な
ほ
な
ほ
い

み
じ
う
か
な
し
か
り
け
る
。（
巻
三
・
一
八
一
‐
一
八
二
頁
）

狭
衣
は
塗
籠
に
逃
げ
込
ん
だ
女
二
の
宮
の
袖
を
と
ら
え
、
心
情
を
訴
え
る
。

光
源
の
描
写
は
な
く
、
狭
衣
は
「
消
え
入
り
ぬ
べ
き
御
け
は
ひ
の
、
あ
る
か
な

き
か
」「
探
り
の
い
と
ふ
さ
や
か
に
触
り
た
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
気
配
や
髪

の
感
触
だ
け
を
感
じ
取
り
な
が
ら
ひ
た
す
ら
語
り
か
け
て
い
る
。

女
二
の
宮
に
拒
ま
れ
続
け
た
狭
衣
は
や
が
て
彼
女
を
解
放
し
、
御
堂
を
後
に

す
る
。
そ
し
て
、
先
刻
ま
で
側
に
あ
っ
た
「
あ
は
れ
な
り
つ
る
御
け
は
ひ
な
ど
」

を
「
面
影
に
苦
し
う
恋
し
」
く
思
い
、
自
身
も
出
家
を
望
む
の
で
あ
る
。「
面

影
」
と
し
て
思
い
返
し
て
い
る
の
が
垣
間
見
の
時
に
見
た
「
火
影
」
で
は
な
く

「
御
け
は
ひ
」
で
あ
る
点
、
留
意
し
て
お
き
た
い
。

そ
し
て
巻
四
、
帝
と
な
っ
た
狭
衣
の
前
に
、
女
二
の
宮
の
産
ん
だ
若
宮
が
現

れ
る
。年

の
ほ
ど
よ
り
も
大
人
び
静
ま
り
た
ま
へ
る
け
に
や
、
げ
に
も
と
思
す
に
、

少
し
涙
ぐ
み
て
、
眉
の
あ
た
り
も
う
ち
赤
み
て
、
う
つ
ぶ
し
た
ま
へ
る
髪

の
か
か
り
、
額
つ
き
な
ど
は
、
か
の
昔
、
ほ
の
か
な
り
し
火
影
に
も
、
い

と
よ
う
お
ぼ
え
た
ま
へ
り
か
し
と
御
覧
ず
る
に
、
我
も
涙
こ
ぼ
れ
さ
せ
た

ま
ひ
ぬ
。（
巻
四
・
三
六
八
頁
）

こ
こ
で
思
い
返
さ
れ
る
の
は
「
面
影
」
で
は
な
く
「
火
影
」
で
あ
る
。
目
の

前
の
若
宮
と
女
二
の
宮
を
比
較
し
て
い
る
の
で
、
狭
衣
に
と
っ
て
唯
一
明
瞭
な

女
二
の
宮
の
姿
と
し
て
、「
火
影
」
を
出
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
式
部
卿
宮
の
北
の
方
は
、
そ
の
立
場
上
狭
衣
と
逢
瀬
を
持
つ
こ
と
が
な

い
。
狭
衣
が
そ
の
姿
を
目
に
し
た
の
も
や
は
り
一
度
き
り
で
あ
っ
た
。
忍
び
歩

き
の
途
中
、
崩
れ
た
築
地
か
ら
美
し
い
花
の
梢
を
見
か
け
た
狭
衣
は
、
ふ
と
そ

ち
ら
へ
立
ち
寄
る
。
そ
こ
は
式
部
卿
宮
の
屋
敷
で
、
中
に
は
式
部
卿
宮
の
北
の

方
と
姫
宮
が
い
る
の
が
見
え
た
。

格
子
の
隙
よ
り
火
の
影
見
ゆ
る
所
を
、
な
ほ
し
も
あ
ら
ず
、
や
を
ら
立
ち

寄
り
て
覗
き
た
ま
へ
ば
、
几
帳
ど
も
あ
ま
た
見
ゆ
れ
ど
、
押
し
や
ら
れ
な

ど
し
て
、
奥
ま
で
見
通
さ
れ
た
り
。
帳
の
前
に
脇
息
に
お
し
か
か
り
て
経

読
む
人
、
卅
に
は
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
や
と
見
え
て
、
い
み
じ
う
け
高
う
愛
敬

づ
き
、
見
ま
ほ
し
き
さ
ま
な
ど
、
こ
こ
ら
見
つ
も
る
人
に
並
ぶ
べ
く
も
な
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し
。
白
き
ど
も
、
薄
色
な
ど
の
、
い
と
あ
ざ
や
か
に
は
あ
ら
ぬ
を
着
て
、

顔
な
ど
も
つ
く
ろ
ひ
た
る
こ
と
は
見
え
ぬ
に
、
心
よ
り
外
な
る
髪
の
か
か

り
、
色
あ
は
ひ
な
ど
、
ま
こ
と
し
う
を
か
し
げ
な
る
を
、
こ
れ
や
さ
は
姫

君
な
ら
ん
と
思
す
べ
け
れ
ど
、
さ
す
が
に
聞
く
年
の
ほ
ど
と
は
言
ふ
べ
う

も
あ
ら
ず
、
も
て
な
し
な
ど
も
大
人
し
う
や
す
ら
か
に
て
、
こ
の
物
す
る

稚
児
の
七
八
ば
か
り
な
る
を
、
経
を
ば
読
み
さ
し
つ
つ
、
い
と
う
つ
く
し

と
思
ひ
て
う
ち
笑
み
て
見
た
ま
へ
る
け
し
き
な
ど
も
、
中
将
の
母
に
や
と

見
ゆ
る
に
、
余
り
若
う
を
か
し
げ
な
る
を
、
な
ほ
、
い
と
ど
怪
し
と
見
た

ま
ふ
。《
中
略
》
今
少
し
き
び
は
に
若
か
ら
ん
姫
君
の
御
あ
り
さ
ま
は
、

わ
が
思
ふ
こ
と
の
か
な
ふ
べ
き
に
や
と
、
う
れ
し
き
を
ば
さ
る
物
に
て
、

こ
の
見
る
人
を
も
見
さ
し
て
出
づ
べ
き
心
地
の
し
た
ま
は
ぬ
を
、
あ
り
あ

り
て
、
い
と
か
た
く
な
は
し
き
業
か
な
、
我
が
年
の
ほ
ど
よ
り
も
大
人
し

き
宰
相
中
将
の
あ
り
さ
ま
を
な
ど
、
思
ひ
あ
は
せ
た
ま
ふ
に
ぞ
、
い
と
に

げ
な
う
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か
な
と
、
独
り
笑
み
せ
ら
れ
た
ま
ひ
け
る
。

（
巻
四
・
二
四
一
‐
二
四
三
頁
）

「
火
の
影
見
ゆ
る
」
所
か
ら
、
屋
内
の
様
子
が
よ
く
見
え
る
。
克
明
に
描
写

さ
れ
て
い
る
の
は
姫
君
で
は
な
く
、
母
親
の
北
の
方
の
方
で
あ
っ
た
。
狭
衣
は

女
二
の
宮
と
同
様
「
見
さ
し
て
出
づ
べ
き
心
地
の
し
た
ま
は
ぬ
」
と
、
こ
の
場

を
去
る
の
が
惜
し
い
気
持
ち
は
す
る
が
、
や
は
り
年
齢
な
ど
か
ら
「
い
と
か
た

く
な
は
し
き
」
と
思
わ
れ
て
、
そ
の
ま
ま
屋
敷
を
後
に
す
る
。

思
い
も
か
け
な
い
場
所
で
美
し
い
女
君
を
垣
間
見
た
狭
衣
は
、
昨
夜
の
「
面

影
」
を
忘
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
、
姫
君
へ
文
を
送
る
。
そ
こ
へ
式
部
卿
宮
の
息
子

で
あ
る
宰
相
中
将
が
や
っ
て
き
た
の
で
、
狭
衣
は
何
気
な
く
話
を
し
な
が
ら
も
、

宰
相
中
将
に
昨
夜
の
人
物
と
似
通
う
も
の
は
な
い
か
と
様
子
を
窺
う
。
判
断
の

よ
す
が
と
す
る
の
は
先
刻
ま
で
浮
か
べ
て
い
た
「
面
影
」
で
は
な
く
、
昨
夜
垣

間
見
た
「
火
影
」
で
あ
っ
た
。

夜
も
す
が
ら
、
思
は
ず
に
あ
り
が
た
か
り
つ
る
面
影
を
忘
れ
た
ま
は
ず
、

思
し
明
か
し
て
も
、
か
う
世
づ
か
ぬ
心
の
中
を
も
、
げ
に
知
ら
せ
ぬ
が
い

と
口
惜
し
け
れ
ば
、
慰
め
が
て
ら
、
例
の
、
姫
君
の
御
方
に
聞
こ
え
た
ま

ふ
や
う
な
れ
ど
、
異
様
の
心
も
添
ひ
た
る
べ
し
。《
中
略
》
今
よ
り
後
さ

る
べ
き
隙
あ
ら
ば
見
定
め
て
、
ま
こ
と
し
う
思
ひ
定
め
ん
な
ど
思
せ
ば
、

言
ひ
も
出
で
た
ま
は
ず
、
中
将
の
か
た
ち
い
と
清
げ
な
れ
ど
、
火
影
に
は
、

さ
す
が
に
似
ざ
り
け
り
、
な
ど
思
し
出
で
ら
れ
て
う
ち
ま
ぼ
り
た
ま
ふ
も
、

い
か
で
か
は
知
ら
む
。（
巻
四
・
二
四
三
‐
二
四
五
頁
）

冒
頭
、
狭
衣
が
思
い
返
し
て
い
る
の
は
「
面
影
」
で
あ
る
。
狭
衣
が
「
世
づ

か
ぬ
心
の
中
」
と
自
嘲
し
て
い
る
こ
と
、「
例
の
」
姫
君
に
文
を
送
る
の
に

「
異
様
の
心
も
添
ひ
た
る
べ
し
」
と
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、「
面
影
」

の
主
は
北
の
方
で
あ
ろ
う
。
折
し
も
宰
相
中
将
が
や
っ
て
き
た
の
で
、
狭
衣
は

そ
の
顔
を
見
つ
め
て
み
る
が
、「
火
影
に
は
、
さ
す
が
に
似
ざ
り
け
り
」
北
の

方
の
「
火
影
」
に
は
似
て
い
な
い
、
と
結
論
付
け
る
。

狭
衣
は
姫
君
と
の
婚
姻
を
口
実
に
北
の
方
と
文
を
遣
り
取
り
し
、「
昨
夜
の
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火
影
の
手
」
を
眺
め
た
り
な
ど
す
る
が
、
北
の
方
は
病
が
ち
に
な
り
、
狭
衣
に

姫
君
を
託
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
狭
衣
は
姫
君
を
引
き
取
る
支
度
な
ど
を

整
え
な
が
ら
、
折
に
触
れ
て
北
の
方
を
追
想
す
る
。

・ 

は
か
な
か
り
し
花
の
た
よ
り
の
火
影
よ
り
始
め
、
昨
夜
の
け
は
ひ
の
あ
は

れ
な
り
し
な
ど
も
思
し
出
で
ら
る
る
に
、
更
に
よ
そ
の
こ
と
も
お
ぼ
え
た

ま
は
ず
、
あ
は
れ
に
て
、
中
将
の
君
の
も
と
に
、
細
や
か
に
訪
ひ
き
こ
え

た
ま
ふ
こ
と
お
ろ
か
な
ら
ず
。《
中
略
》
ほ
の
か
な
り
し
手
当
り
・
け
は
ひ
、

隈
な
か
り
し
月
影
も
、
さ
し
も
心
に
と
ま
り
し
は
、
物
思
ひ
の
花
の
枝
さ

し
添
ふ
べ
か
り
け
る
宿
世
に
や
。（
巻
四
・
二
八
九
頁
）

・ 

い
づ
れ
を
梅
と
分
く
べ
く
も
あ
ら
ず
、
降
り
か
か
る
枝
ざ
し
ど
も
、
か
の

あ
り
し
ゆ
き
ず
り
の
梢
に
い
と
よ
う
似
た
る
も
、
思
ひ
の
外
に
目
と
ま
り

し
火
影
、
思
し
出
で
ら
れ
て
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
れ
ば
、
女
君
に
、
琴

の
音
聞
き
し
さ
ま
な
ど
、
語
り
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、（
巻
四
・
三
〇
六
頁
）

前
者
は
北
の
方
が
亡
く
な
っ
た
直
後
、
早
す
ぎ
る
死
に
衝
撃
を
受
け
る
狭
衣

の
様
子
で
あ
る
。
姫
君
と
の
婚
姻
を
理
由
に
幾
度
も
屋
敷
に
通
う
予
定
で
あ
っ

た
狭
衣
は
、
北
の
方
と
の
少
な
い
記
憶
を
回
想
し
な
が
ら
悲
し
み
に
暮
れ
、
熱

心
に
弔
問
に
訪
れ
る
。
自
分
と
同
様
に
悲
し
み
に
暮
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
姫
君

に
つ
い
て
は
、「
ほ
の
か
な
り
し
手
当
り
・
け
は
ひ
、
隈
な
か
り
し
月
影
」
と
、

母
親
と
は
別
の
表
現
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

後
者
は
姫
君
と
契
っ
た
翌
朝
の
狭
衣
が
、
庭
の
梢
を
眺
め
な
が
ら
北
の
方
を

回
想
す
る
場
面
で
あ
る
。
庭
の
梢
は
初
め
て
北
の
方
を
垣
間
見
た
時
に
見
か
け

た
枝
に
似
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
れ
に
関
連
し
て
北
の
方
の
「
火
影
」
が
思
い
出

さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
推
測
す
る
に
、『
狭
衣
物
語
』
の
「
火
影
」
に
は
、
男
君

が
女
君
の
姿
を
灯
火
に
見
た
出
来
事
そ
れ
自
体
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
一
度
だ
け
灯
火
に
見
た
女
君
の
姿
は
男
君
に
強
烈
な
印
象
を
残
し
、

後
々
ま
で
思
慕
さ
せ
る
に
十
分
な
記
憶
と
な
る
が
、
そ
の
思
慕
が
浮
か
ば
せ
る

の
は
姿
以
外
の
記
憶
も
含
め
た
「
面
影
」
で
あ
る
。
実
際
に
女
君
の
「
火
影
」

を
想
起
す
る
に
は
、
女
君
の
具
体
的
な
容
姿
か
出
来
事
そ
の
も
の
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
だ
け
の
、
視
覚
的
な
よ
す
が
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
た
と
え
ば
「
火
影
」
の
近
親
者
で
あ
っ
た
り
、「
火
影
」
の
人
物
か
ら
貰
っ

た
文
で
あ
っ
た
り
、「
火
影
」
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
梢
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、

そ
う
し
た
よ
す
が
を
得
て
初
め
て
、
男
君
は
灯
火
に
見
た
女
君
の
「
火
影
」
を

鮮
や
か
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

三　
『
夜
の
寝
覚
』

続
い
て
、『
狭
衣
物
語
』
同
様
に
「
火
影
」
の
用
例
が
多
い
『
夜
の
寝
覚
』

に
つ
い
て
も
み
て
い
く
。『
狭
衣
物
語
』
と
の
成
立
年
代
の
前
後
は
不
明
な
が
ら
、

倉
田
氏
は
「
月
影
」「
火
影
」
の
用
法
に
共
通
点
が
見
い
だ
せ
る
こ
と
か
ら
、

双
方
に
影
響
関
係
が
想
定
で
き
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
６
）。

『
夜
の
寝
覚
』
の
「
火
影
」
は
十
五
例
、
う
ち
十
一
例
が
女
主
人
公
で
あ
る
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寝
覚
の
上
に
対
す
る
表
現
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
十
一
例
中
八
例
は
、
男
君
が
灯

火
に
見
た
寝
覚
の
上
の
回
想
と
な
っ
て
い
る
。

＊
１�

寝
覚
の
上�

 

言
ひ
知
ら
ず
な
つ
か
し
く
、
あ
は
れ
げ
な
り
し
火
影
は

ま
づ
思
ひ
出
で
ら
れ
て�

巻
二
・
一
四
二
頁

＊
２�

寝
覚
の
上�

 
身
を
去
ら
ぬ
火
影
の
、
堪
へ
が
た
く
思
ひ
出
で
ら
る
る

ま
ま
に�

巻
二
・
一
五
六
頁

＊
３�

男
主
人
公�

 

押
し
拭
ひ
押
し
拭
ひ
書
き
た
ま
ふ
火
影
の
、
い
と
め
で

た
き
を�

巻
二
・
一
六
五
頁

＊
４�

寝
覚
の
上�

 「
か
の
石
山
に
て
、
あ
る
か
な
き
か
な
り
し
火
影
に
、

い
と
よ
く
似
た
り
か
し
」�

巻
二
・
一
六
九
頁

＊
５�

乳
母�

 

ゐ
ざ
り
出
で
た
る
火
影
も
、
い
た
く
泣
き
た
る
顔
し
た

り�
巻
二
・
一
九
五
頁

　

６�

寝
覚
の
上�

 

さ
や
か
な
る
火
影
に
類
な
く
、
夜
見
む
玉
は
か
く
や
と�

巻
三
・
二
五
二
頁

＊
７�

寝
覚
の
上�

 

さ
や
か
な
り
つ
る
火
影
に
、
や
が
て
魂
は
立
ち
添
ひ
ぬ

る
心
地
し
て�

巻
三
・
二
六
〇
頁

＊
８�

寝
覚
の
上�

 

立
ち
離
れ
見
し
火
影
に
、
こ
よ
な
う
た
ち
ま
さ
り
て�

巻

三
・
二
七
七
頁

＊
９�

寝
覚
の
上�

 

見
し
火
影
よ
り
、
堪
へ
が
た
き
思
ひ
ま
さ
り
て

�

巻
三
・
二
七
九
頁

　

10�

男
主
人
公�

 

御
帳
の
外
な
る
火
影
の
、
い
と
暗
く
は
あ
ら
ぬ
な
れ
ば�

巻
三
・
三
一
一
頁

＊
11�

寝
覚
の
上�

 

火
影
の
た
だ
そ
れ
と
お
ぼ
ゆ
る
に
、
限
り
な
く
御
覧
ぜ

ら
れ
つ
る�

巻
四
・
三
二
六
頁

＊
12�

寝
覚
の
上�

 

さ
や
か
な
り
し
火
影
の
、
い
と
い
み
じ
と
消
え
入
り
ま

ど
ひ
し
け
は
ひ�

巻
四
・
三
六
一
頁

＊
13�

寝
覚
の
上�

 「
火
影
に
は
、
す
べ
て
な
ぞ
ら
へ
に
言
ひ
寄
る
べ
き
に

あ
ら
ず
」�

巻
四
・
三
六
四
頁

　

14�

姫
君�

 

い
と
ほ
の
か
な
る
火
影
に
、
う
つ
く
し
う
見
た
て
ま
つ

り
た
ま
ひ
つ
つ�

巻
四
・
三
八
七
頁

　

15�

寝
覚
の
上�

 

御
簾
の
外
な
る
火
影
に
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
ば

�

巻
五
・
四
四
九
頁

寝
覚
の
上
に
関
す
る
用
例
の
う
ち
、
用
例
１
、
２
、
４
は
男
主
人
公
、
そ
れ

以
外
は
帝
が
見
た
寝
覚
の
上
を
回
想
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
起
点
と
す
る
場

面
が
異
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
男
君
だ
が
、
物
語
の
序
盤
、
寝
覚
の
上
は
「
火
影
」
で
は
な
く
「
月

影
」
に
よ
っ
て
男
主
人
公
を
惹
き
つ
け
て
い
る
。
寝
覚
の
上
が
初
め
て
「
火

影
」
の
語
で
描
写
さ
れ
る
の
は
、
出
産
を
控
え
た
彼
女
を
男
主
人
公
が
尋
ね
た

時
で
あ
る
。

「
な
に
か
、
か
ば
か
り
隔
て
お
ぼ
す
」
と
て
、
御
殿
油
を
か
か
げ
て
見
た

て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
色
は
、
雪
な
ど
を
転
が
し
た
ら
む
や
う
に
、
そ
こ
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ひ
な
く
白
く
、
き
よ
げ
な
る
に
、
苦
し
げ
な
る
面
つ
き
、
い
と
赤
く
に
ほ

ひ
て
、
言
ふ
か
ひ
な
く
臥
し
た
ま
へ
る
顔
の
、
あ
ざ
あ
ざ
と
め
で
た
き
さ

ま
は
、「
月
影
の
、
も
て
な
し
用
意
し
た
ま
へ
り
し
は
、
世
の
つ
ね
な
り

け
り
。
こ
れ
を
む
な
し
く
な
し
て
む
こ
と
よ
」（
巻
二
・
一
三
二
‐
一
三

三
頁
）

男
主
人
公
が
「
御
殿
油
を
か
か
げ
」
て
見
た
寝
覚
の
上
は
、
肌
の
色
や
表
情

ま
で
は
っ
き
り
と
見
え
、「
月
影
の
、
も
て
な
し
用
意
し
た
ま
へ
り
し
は
、
世

の
つ
ね
な
り
け
り
」
と
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
い
た
「
月
影
」
が
平
凡
な
も
の
に

見
え
る
ほ
ど
の
印
象
を
男
主
人
公
に
与
え
て
い
た
。
物
語
全
体
を
通
し
て
寝
覚

の
上
に
用
い
ら
れ
る
「
月
影
」「
火
影
」
の
表
現
に
つ
い
て
は
既
に
渡
辺
純
子

氏
の
論
考
が
あ
り
、
氏
は
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
神
秘
的
で
手
の
届
か
な
い
存

在
で
あ
っ
た
「
月
影
」
の
女
君
が
、
近
く
で
は
っ
き
り
と
目
に
で
き
る
「
火

影
」
へ
と
転
じ
、
だ
か
ら
こ
そ
義
兄
妹
と
い
う
関
係
性
が
男
主
人
公
の
心
を
残

酷
に
締
め
付
け
る
の
だ
と
述
べ
る
（
７
）。
こ
こ
で
寝
覚
の
上
は
、「
月
影
」
よ

り
美
し
い
「
火
影
」
と
し
て
男
主
人
公
に
印
象
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

男
主
人
公
は
そ
の
ま
ま
「
あ
る
か
な
き
か
の
気
色
、
な
よ
な
よ
と
、
あ
は
れ

げ
な
る
」（
巻
二
・
一
三
五
頁
）
寝
覚
の
上
の
傍
ら
に
添
い
臥
す
が
、
や
が
て

夜
が
明
け
て
し
ま
い
、「
あ
る
か
な
き
か
な
り
つ
る
面
影
、
身
に
近
か
り
つ
る

け
は
ひ
、
手
あ
た
り
な
ど
」
が
「
身
を
去
ら
ぬ
」（
巻
二
・
一
三
七
頁
）
ま
ま

そ
の
場
を
後
に
す
る
。

こ
れ
以
降
、
男
主
人
公
は
用
例
１
、
２
、
４
、
と
寝
覚
の
上
の
「
火
影
」
を

思
い
浮
か
べ
る
が
、
こ
れ
は
全
て
他
者
と
の
比
較
と
な
っ
て
い
る
。
用
例
１
は

姉
で
あ
る
大
君
の
も
と
を
訪
れ
た
際
、
用
例
２
と
４
は
寝
覚
の
上
が
出
産
し
た

姫
君
を
見
て
の
こ
と
で
あ
る
。

・ 

心
恥
づ
か
し
げ
に
も
の
も
の
し
き
気
色
の
あ
な
づ
り
に
く
げ
な
る
も
、
言

ひ
知
ら
ず
な
つ
か
し
く
、
あ
は
れ
げ
な
り
し
火
影
は
ま
づ
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、

「
こ
れ
を
悪
し
と
は
あ
ら
ね
ど
、
さ
ら
に
似
た
ま
は
ざ
り
け
り
」
と
思
ひ

く
ら
ぶ
る
に
、
胸
う
ち
つ
ぶ
る
れ
ど
、（
巻
二
・
一
四
二
頁
）

・ 

児
の
君
抱
き
移
し
て
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
た
だ
今
は
、
な
に
の
あ

や
め
見
え
ぬ
御
顔
な
れ
ど
も
、
目
も
及
ば
ず
、
夜
光
り
け
む
玉
は
か
く
や

と
お
ぼ
え
た
ま
ふ
に
、
あ
は
れ
に
か
な
し
と
は
、
世
の
つ
ね
な
り
。《
中
略
》

さ
の
み
待
ち
つ
け
心
や
す
か
ら
む
こ
と
は
あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
思
ひ
離
れ

た
る
を
、
身
を
去
ら
ぬ
火
影
の
、
堪
へ
が
た
く
思
ひ
出
で
ら
る
る
ま
ま
に
、

「
今
宵
、
さ
り
と
も
、
か
な
ら
ず
」
と
、
あ
り
し
な
ら
ひ
に
、
心
と
き
め

き
せ
ら
れ
た
ま
へ
る
を
、（
巻
二
・
一
五
五
‐
一
五
六
頁
）

・ 

こ
の
君
、
目
も
あ
や
に
、
日
に
添
へ
て
光
を
添
へ
お
は
す
る
さ
ま
、
あ
ま

り
ゆ
ゆ
し
き
を
、
い
と
あ
は
れ
と
見
つ
つ
、
鼠
鳴
き
し
か
け
た
ま
へ
ば
、

物
語
を
い
と
高
く
し
か
け
て
、
高
々
と
う
ち
笑
ひ
う
ち
笑
ひ
し
た
ま
ふ
に

ほ
ひ
、「
か
の
石
山
に
て
、
あ
る
か
な
き
か
な
り
し
火
影
に
、
い
と
よ
く

似
た
り
か
し
」
と
、
ま
も
り
た
ま
ふ
に
、（
巻
二
・
一
六
九
頁
）

男
主
人
公
は
寝
覚
の
上
の
近
親
者
を
前
に
し
て
、「
火
影
」
を
「
堪
へ
が
た
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く
思
ひ
出
で
」
た
り
、「
さ
ら
に
似
た
ま
は
ざ
り
け
り
」「
い
と
よ
く
似
た
り
か

し
」
と
比
較
し
た
り
す
る
。
や
は
り
「
火
影
」
の
回
想
に
は
視
覚
的
な
よ
す
が

を
必
要
と
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
一
点
、「
身
を
去
ら
ぬ
火
影
」
と
い
う
、

常
に
「
火
影
」
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
が
不
審
だ
が
、『
夜

の
寝
覚
』
で
回
想
さ
れ
る
「
面
影
」
は
「
身
を
去
ら
ぬ
」「
身
を
離
れ
ぬ
」
な

ど
、
思
慕
す
る
者
か
ら
離
れ
な
い
か
の
よ
う
な
表
現
が
非
常
に
多
い
（
８
）。

前
掲
の
「
あ
る
か
な
き
か
な
り
つ
る
面
影
、《
中
略
》
身
を
去
ら
ぬ
」
も
そ
れ

で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
身
を
去
ら
ぬ
」「
面
影
」
が
、
姫
君
と
い
う
視
覚
的
な

よ
す
が
を
得
て
「
火
影
」
と
い
う
限
定
的
な
記
憶
へ
移
行
し
て
い
っ
た
と
考
え

れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
方
、
も
う
一
人
の
男
君
で
あ
る
帝
は
か
ね
て
よ
り
寝
覚
の
上
の
入
内
を
望

ん
で
お
り
、
大
皇
の
宮
の
助
け
を
借
り
て
そ
の
姿
を
垣
間
見
る
。
こ
の
時
は
前

後
に
「
月
影
」
の
語
も
見
え
ず
、「
火
影
」
だ
け
が
寝
覚
の
上
を
照
ら
し
出
す

も
の
で
あ
っ
た
。

大
殿
油
心
も
と
な
き
ほ
ど
に
ほ
の
か
な
る
ほ
ど
、
様
体
小
さ
や
か
に
、
を

か
し
げ
に
見
え
て
、
さ
や
か
な
る
火
影
に
類
な
く
、
夜
見
る
玉
は
か
く
や

と
、
御
心
お
ど
ろ
か
れ
て
、《
中
略
》
火
近
く
召
し
寄
す
れ
ば
、
御
几
帳

ど
も
、
隙
間
あ
る
ま
じ
く
て
、
御
殿
油
ま
ゐ
り
寄
す
る
に
、
い
と
ま
ば
ゆ

げ
に
扇
さ
し
隠
し
て
、
扇
よ
り
は
づ
れ
て
見
え
た
る
影
の
、
さ
や
か
に
す

ぐ
れ
た
る
、
言
ふ
も
お
ろ
か
な
り
。（
巻
三
・
二
五
二
‐
二
五
三
頁
）

最
初
は
「
大
殿
油
心
も
と
な
き
ほ
ど
に
ほ
の
か
な
る
」
明
か
り
で
あ
っ
た
が
、

大
皇
の
宮
に
よ
っ
て
「
近
く
召
し
寄
」
せ
ら
れ
、
寝
覚
の
上
の
姿
を
あ
ら
わ
に

さ
せ
る
。「
ほ
の
か
な
る
」
明
か
り
で
さ
え
「
類
な
く
、
夜
見
る
玉
は
か
く
や
と
、

御
心
お
ど
ろ
か
れ
」
る
ほ
ど
の
美
貌
で
あ
っ
た
も
の
が
、
灯
火
を
近
づ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
更
に
際
立
ち
、
強
調
さ
せ
ら
れ
た
格
好
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

今
ま
で
の
用
例
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
り
、
他
の
例
に
も
増
し
て
「
火
影
」

を
見
た
人
物
に
強
く
印
象
づ
け
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
こ
と
が
、
帝
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
か
。
そ
の
ま

ま
辞
去
し
た
寝
覚
の
上
の
「
面
影
」
を
、
帝
は
「
身
に
添
ひ
ぬ
る
」
ほ
ど
思
慕

す
る
。
し
か
し
そ
の
思
慕
に
は
「
面
影
」
だ
け
で
な
く
「
火
影
」
も
同
時
に
用

い
ら
れ
て
い
た
。

・ 

面
影
は
身
に
添
ひ
ぬ
る
や
う
に
、
わ
り
な
う
お
ぼ
し
め
さ
る
れ
ば
、
つ
く

づ
く
と
端
近
う
な
が
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
、（
巻
三
・
二
五
七
頁
）

・ 

い
づ
れ
の
御
方
も
、
ま
か
り
上
ら
せ
た
ま
は
ず
。
御
覧
ぜ
む
と
も
お
ぼ
さ

れ
ず
。
さ
や
か
な
り
つ
る
火
影
に
、
や
が
て
魂
は
立
ち
添
ひ
ぬ
る
心
地
し

て
、
我
は
我
な
ら
ぬ
や
う
に
お
ぼ
し
め
さ
れ
つ
つ
、（
巻
三
・
二
六
〇
頁
）

「
面
影
」
は
「
身
に
添
ひ
ぬ
る
」、「
火
影
」
は
「
魂
は
立
ち
添
ひ
ぬ
る
」
と

い
っ
た
方
向
の
違
い
は
あ
る
が
、
こ
の
前
後
、「
火
影
」
と
「
面
影
」
は
ほ
ぼ

同
様
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
狭
衣
物
語
』
に
お
い
て
「
火
影
」
は
、

視
覚
的
な
よ
す
が
が
な
け
れ
ば
男
君
に
意
識
さ
れ
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
よ
す
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が
を
持
た
な
い
時
の
思
慕
は
「
面
影
」
が
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。『
夜
の

寝
覚
』
で
も
、
男
主
人
公
は
「
火
影
」
に
視
覚
的
な
よ
す
が
を
必
要
と
し
た
。

し
か
し
、
帝
に
限
っ
て
は
、
思
い
返
す
よ
す
が
が
な
く
と
も
、
寝
覚
の
上
の

「
火
影
」
が
意
識
さ
れ
続
け
て
い
る
。「
ほ
の
か
な
る
」
明
か
り
を
近
付
け
た
、

そ
の
衝
撃
の
強
さ
が
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

「
面
影
」
も
「
火
影
」
も
離
れ
な
い
帝
は
、
つ
い
に
寝
覚
の
上
に
接
近
し
、

こ
れ
を
捕
ら
え
る
。
そ
し
て
言
葉
を
尽
く
し
て
口
説
き
、
そ
の
心
を
和
ま
せ
よ

う
と
す
る
が
、
寝
覚
の
上
が
帝
に
靡
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

か
た
が
た
お
ぼ
し
忍
び
て
、
い
と
や
は
ら
か
に
、
な
ま
め
か
し
く
も
て
な

さ
せ
た
ま
ひ
て
、
あ
な
が
ち
に
和
め
て
、
た
だ
う
ち
添
ひ
臥
い
た
ま
ひ
て
、

わ
ざ
と
な
ら
ね
ど
、
衣
ば
か
り
は
引
き
交
は
さ
せ
た
ま
ひ
た
る
に
、
い
み

じ
う
心
強
う
、
引
き
く
く
ま
れ
た
る
単
衣
の
関
を
、
引
き
ほ
こ
ろ
ば
さ
れ

た
る
絶
え
間
よ
り
、
ほ
の
か
な
る
身
な
り
な
ど
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
丸
に
、
う

つ
く
し
う
お
ぼ
え
て
、
か
ば
か
り
も
近
き
け
は
ひ
、
有
様
は
、
立
ち
離
れ

見
し
火
影
に
、
こ
の
や
う
た
ち
ま
さ
り
て
、
言
ひ
知
ら
ず
な
つ
か
し
う
、

ら
う
た
う
ぞ
あ
る
や
。（
巻
三
・
二
七
七
頁
）

先
行
研
究
に
て
渡
辺
氏
は
、
こ
の
場
面
の
前
後
に
「
月
影
」
が
配
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
、
女
君
と
の
距
離
を
示
唆
す
る
「
月
影
」
が
目
に
入
ら
な
い

ほ
ど
、
帝
が
「
火
影
」
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
９
）。

実
際
、
寝
覚
の
上
が
「
立
ち
離
れ
見
し
火
影
に
、
こ
の
や
う
た
ち
ま
さ
」
っ

て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
し
ま
っ
た
帝
は
、
寝
覚
の
上
へ
の
執
着
を
一
層
強
め

て
行
く
。
ま
さ
こ
君
に
対
す
る
「
髪
ざ
し
、
髪
の
か
か
り
、
頭
つ
き
な
ど
、
火

影
の
た
だ
そ
れ
と
お
ぼ
ゆ
る
」（
巻
四
・
三
二
六
頁
）、
女
御
に
対
す
る
「
火
影

に
は
、
す
べ
て
な
ぞ
ら
へ
に
言
ひ
寄
る
べ
き
に
あ
ら
ず
」（
巻
四
・
三
六
四
頁
）

な
ど
、
視
覚
的
情
報
に
よ
る
「
火
影
」
は
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、「
面
影
」

「
火
影
」
の
併
用
は
更
に
続
い
て
い
く
。

さ
や
か
な
り
し
火
影
の
、
い
と
い
み
じ
と
消
え
入
り
ま
ど
ひ
し
け
は
ひ
、

有
様
、
は
た
、
時
の
程
も
御
心
に
離
れ
さ
せ
た
ま
は
で
、「
い
か
に
し
て
、

あ
り
し
ば
か
り
も
、
か
の
人
に
行
き
逢
ひ
見
る
や
う
も
が
な
」（
巻
四
・

三
六
一
頁
）

男
主
人
公
の
時
に
行
わ
れ
て
い
た
「
火
影
」「
面
影
」
の
使
い
分
け
が
、
帝

に
至
っ
て
混
同
さ
れ
続
け
て
い
る
の
は
、
作
者
の
意
図
に
よ
る
も
の
と
見
て
よ

か
ろ
う
。『
夜
の
寝
覚
』
で
も
本
来
「
火
影
」
は
瞬
間
的
な
映
像
記
憶
で
あ
り
、

本
来
な
ら
ば
そ
の
回
想
に
は
よ
す
が
を
必
要
と
す
る
は
ず
だ
っ
た
。
あ
え
て

「
火
影
」
に
よ
す
が
を
必
要
と
さ
せ
な
い
こ
と
で
、
帝
が
寝
覚
の
上
の
「
火
影
」

に
魅
了
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
男
主
人
公
の
「
月
影
」
か
ら

「
火
影
」
へ
の
移
行
と
対
比
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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四　

中
世
王
朝
物
語

こ
の
よ
う
に
女
君
の
容
貌
に
関
す
る
印
象
的
記
憶
と
共
に
使
い
分
け
ら
れ
て

き
た
「
火
影
」「
月
影
」「
面
影
」
の
三
語
で
あ
る
が
、「
火
影
」
を
女
君
の
印

象
的
な
姿
と
し
て
回
想
に
用
い
る
例
は
、
こ
れ
以
降
一
気
に
少
な
く
な
る
。

と
は
い
え
、「
火
影
」
の
用
例
が
全
く
な
く
な
っ
た
訳
で
は
な
い
。
参
考
ま

で
に
、
平
安
末
期
か
ら
中
世
以
降
の
用
例
を
掲
出
す
る
。
平
安
後
期
以
降
の
物

語
は
成
立
年
が
判
然
と
し
な
い
も
の
も
多
い
た
め
、
用
例
整
理
の
便
宜
上
『
風

葉
和
歌
集
』
以
前
の
作
と
み
と
め
ら
れ
る
物
語
（
後
世
の
改
作
を
含
む
）
に
限

定
し
た
。

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』

　

１�

四
の
君�

 

い
と
暗
く
は
あ
ら
ぬ
灯
影
に
、
い
と
さ
や
か
に
細
う
を
か

し
げ
な
る�

巻
二
・
二
六
三
頁

　

２�

四
の
君�

 

ほ
の
か
な
る
灯
影
に
、
い
と
ど
身
も
な
く
あ
は
れ
げ
な
る

さ
ま
に
て�

巻
三
・
三
三
六
頁

　

３�

四
の
君�

ほ
の
か
な
る
灯
影
に
、
い
と
細
や
か
に
な
よ
な
よ
と

�

巻
三
・
四
〇
八
頁

＊
４�

四
の
君�

 

ほ
の
か
な
る
灯
影
な
ど
、
あ
て
に
あ
え
か
に
な
よ
な
よ
と

�

巻
三
・
四
〇
九
頁

＊
５�

今
尚
侍�

さ
に
や
と
ば
か
り
見
し
灯
影
の
、
い
み
じ
う
め
づ
ら
し
う

�

巻
四
・
四
五
七
‐
四
五
八
頁

『
浜
松
中
納
言
物
語
』

　

６�

五
の
君�

火
影
に
見
れ
ば
、
十
七
八
ば
か
り
に
て�

巻
一
・
六
二
頁

　

７�

児
姫
君�

火
影
に
う
ち
ま
ぼ
り
給
ひ
つ
つ�

巻
二
・
一
六
三
頁

　

８�

姫
君�

几
帳
の
外
な
る
火
影
の
、
心
に
く
き
ほ
ど
な
る
を

�

巻
四
・
三
一
四
頁

『
松
浦
宮
物
語
』

　

９�

華
陽
公
主�

ほ
の
か
な
る
火
影
に
、
似
る
も
の
な
く
め
で
た
き
を

�

巻
一
・
五
二
頁

『
海
人
の
刈
藻
』

＊
10�

藤
壺
の
女
御�

あ
り
つ
る
御
火
影
の
ふ
と
思
ひ
出
で
ら
る
る
に
も

�

巻
三
・
一
三
七
頁

『
木
幡
の
時
雨
』

　

11�

男
主
人
公�

ほ
の
か
な
る
火
影
入
り
給
ひ
ぬ
る
を�

巻
一
・
二
二
頁

『
苔
の
衣
』

＊
12�

不
明�

な
ほ
あ
り
し
灯
影
の
姫
君
は
優
る
ら
ん

�

春
・
三
九
頁

『
し
の
び
ね
』

＊
13�

女
主
人
公�

か
の
ほ
の
か
な
り
し
火
影
は
お
と
る
ま
じ
く
見
え
し

�

十
八
頁

『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』

　

14�

帝�

ほ
の
か
な
る
火
影
な
れ
ど
、
ま
ぎ
れ
む
や
は

�

巻
七
・
一
六
〇
頁
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15�

姫
君�

火
影
に
、
草
子
に
や
、
見
給
ふ
と
て

�

巻
八
・
一
九
五
頁

「
火
影
」
全
体
の
用
例
数
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
人
物
の
譬
喩
と
し
て
の
使

用
が
、
や
は
り
『
狭
衣
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』
に
比
べ
る
と
格
段
に
減
っ
て
い

る
。使

用
が
多
い
の
は
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
四
の
君
だ
が
、
こ
の
「
火

影
」
が
男
君
に
強
い
印
象
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
く
、「
面
影
」
な
ど
の
言
葉

を
用
い
て
の
思
慕
さ
え
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
面
影
」
で
語
ら
れ
る
の
は
、

女
性
に
戻
っ
て
か
ら
の
女
主
人
公
で
あ
る
。
用
例
５
は
そ
う
し
た
女
主
人
公
に

対
す
る
思
慕
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
帝
が
女
主
人
公
と
契
っ
た
翌
朝
に
、
垣
間
見

の
時
の
「
さ
に
や
と
ば
か
り
見
し
灯
影
」
が
ず
っ
と
「
す
ず
ろ
に
身
を
離
れ
ぬ

心
地
」（
巻
四
・
四
五
八
頁
）
で
あ
っ
た
と
述
懐
す
る
場
面
で
あ
る
。
垣
間
見

の
場
面
に
明
確
な
灯
火
や
光
源
の
描
写
は
な
く
、「
火
影
」
と
表
現
す
る
た
め

に
必
要
と
思
わ
れ
る
印
象
の
場
面
が
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
室
内
で
垣
間
見

た
女
主
人
公
の
姿
は
「
火
影
」
で
印
象
付
け
ら
れ
た
の
か
、「
面
影
」
同
様
に

帝
の
身
に
付
き
添
っ
て
い
る
。『
夜
の
寝
覚
』
の
帝
に
見
た
「
火
影
」
と
「
面

影
」
の
混
同
が
、
更
に
進
ん
だ
形
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

用
例
10
、
13
は
、
他
者
と
の
比
較
と
い
う
よ
す
が
を
得
た
「
火
影
」
で
あ
る
。

『
海
人
の
刈
藻
』
は
、
男
君
が
「
灯
を
つ
く
づ
く
と
眺
め
て
添
ひ
臥
し
給
へ
る

さ
ま
、
言
ひ
知
ら
ず
う
つ
く
し
う
な
ま
め
か
し
げ
」（
巻
二
・
一
〇
二
頁
）
な

女
御
を
垣
間
見
し
て
逢
瀬
を
持
ち
、
後
に
女
御
が
産
ん
だ
子
を
見
た
時
の
感
慨

を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。『
し
の
び
ね
』
で
は
「
大
殿
油
ま
ゐ
る
気
色
」（
十
一

頁
）「
火
明
か
く
か
か
げ
ん
や
」（
十
二
頁
）
と
い
う
明
る
さ
の
も
と
で
見
た

「
い
は
ん
か
た
な
く
う
つ
く
し
」
い
女
主
人
公
を
忘
れ
ら
れ
な
い
男
君
が
、
別

の
女
性
を
前
に
し
て
「
か
の
ほ
の
か
な
り
し
火
影
」
と
比
較
す
る
場
面
で
あ
る
。

『
し
の
び
ね
』
で
は
前
後
に
「
面
影
恋
ひ
し
か
る
べ
け
れ
ば
」（
十
三
頁
）
と
い

う
表
現
も
み
ら
れ
、「
面
影
」
と
「
火
影
」
の
使
い
分
け
が
想
定
さ
れ
る
。

用
例
12
の
『
苔
の
衣
』
は
、
用
例
13
と
同
様
に
他
の
女
性
と
「
火
影
」
を
比

較
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
前
後
に
「
灯
影
の
姫
君
」
と
思
し
き
人
物
の
場

面
は
出
て
来
ず
、『
狭
衣
物
語
』
の
右
大
臣
女
と
似
た
よ
う
な
行
き
ず
り
の
垣

間
見
・
逢
瀬
と
な
っ
て
い
る
。『
苔
の
衣
』
は
『
狭
衣
物
語
』
か
ら
の
影
響
が

指
摘
さ
れ
る
（
10
）
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
そ
の
一
つ
な
の
か
も
し
れ

な
い
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、「
火
影
」
は
『
狭
衣
物
語
』『
夜
の
寝

覚
』
以
降
も
女
君
の
印
象
的
な
映
像
記
憶
を
示
す
表
現
と
し
て
少
な
い
な
が
ら

も
用
い
ら
れ
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
一
方
で
回
想
や
思
慕
の
差
異
に
は

「
面
影
」
と
の
併
用
・
混
同
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
仕
草
や
手
触
り
、
交
わ
し
た
言
葉
な
ど
、
記
憶
の
内
容
が

多
岐
に
及
ぶ
「
面
影
」
と
は
違
い
、「
火
影
」
の
記
憶
は
あ
く
ま
で
視
覚
と
い

う
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
面
影
」
と
の
併
用
・
混
同
が
起

こ
る
と
、
使
用
頻
度
で
は
「
面
影
」
に
押
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

以
上
、
人
物
表
現
と
し
て
の
「
火
影
」
を
見
て
き
た
。

『
源
氏
物
語
』
軒
端
荻
の
例
を
嚆
矢
と
し
て
、「
火
影
」
は
「
月
影
」
と
同
じ

く
女
君
の
姿
を
男
君
に
印
象
付
け
る
景
物
で
あ
り
、
後
に
は
女
君
の
姿
そ
の
も

の
と
し
て
象
徴
的
・
譬
喩
的
に
回
想
さ
れ
て
き
た
。
神
秘
的
で
手
の
届
か
な
い

雰
囲
気
を
暗
に
示
す
「
月
影
」
と
は
違
い
、「
火
影
」
は
男
君
に
そ
の
場
で
手

に
入
れ
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
感
情
を
抱
か
せ
る
ほ
ど
に
近
し
く
、
魅
力
的
な

雰
囲
気
を
放
つ
人
物
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
印
象
的
な
出
来
事
と
し
て
男
君
の
中
に
強
く
残
る
が
、
常
に
空
で
照

る
「
月
影
」
と
は
違
い
、
明
か
り
が
消
え
た
後
、
多
く
は
女
君
を
手
に
入
れ
る

機
会
を
再
び
得
る
こ
と
は
な
い
。「
火
影
」
は
そ
の
場
限
り
の
幻
影
な
の
で
あ
る
。

ま
た
「
火
影
」
は
、
灯
火
に
照
ら
さ
れ
た
女
君
の
姿
と
い
う
視
覚
記
憶
以
上
の

情
報
を
持
た
な
い
。
ゆ
え
に
四
六
時
中
想
起
す
る
こ
と
は
難
し
く
、『
狭
衣
物

語
』
以
降
の
作
品
に
お
い
て
は
、
回
想
に
は
近
親
者
な
ど
視
覚
的
な
よ
す
が
が

必
要
で
あ
っ
た
。
常
に
男
君
の
身
を
離
れ
な
い
「
面
影
」
は
、
必
ず
し
も
そ
の

姿
形
を
克
明
に
思
い
浮
か
べ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
気
配
や
感
触
、
交
わ
し
た

言
葉
な
ど
、
視
覚
以
外
の
記
憶
の
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
。
い
っ
ぽ
う
で

「
火
影
」
は
、
あ
く
ま
で
女
君
の
視
覚
情
報
に
限
定
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
思
い

返
し
た
時
に
は
そ
の
ぶ
ん
印
象
的
か
つ
鮮
烈
な
記
憶
と
し
て
、
男
君
の
脳
裏
に

蘇
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）『
全
文
全
訳
古
語
辞
典
』
火
影
の
項
「
①
と
も
し
び
の
光
。
②
と
も
し
び

に
照
ら
さ
れ
た
人
の
姿
・
物
の
形
」、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
火
影
の
項
「（
１
）

灯
火
の
光
。
灯
火
の
炎
。（
２
）
灯
火
に
照
ら
さ
れ
た
形
。
光
の
あ
た
っ
た
姿
。

ま
た
、
う
す
明
り
で
で
き
た
陰
影
」。

（
２
）
倉
田
実
「
狭
衣
物
語
の
灯
影
と
月
影
」（『
論
叢
狭
衣
物
語
１　

本
文
と

表
現
』
新
典
社
・
二
〇
〇
〇
年
五
月
一
日
）、
渡
辺
順
子
「『
夜
の
寝
覚
』
に
お

け
る
「
月
影
」「
火
影
」」（『
古
代
文
学
研
究
（
第
二
次
）　

第
９
号
』
二
〇
〇

〇
年
一
〇
月
十
九
日
）。

（
３
）
本
文
テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
を

使
用
し
た
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
収
載
の
な
い
作
品
に
つ
い
て
は

『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』（
笠
間
書
院
）
を
使
用
し
た
。

（
４
）
倉
田
実
氏
は
（
２
）
掲
出
の
論
文
に
お
い
て
「
こ
の
連
続
し
、
変
容
さ

れ
て
使
用
さ
れ
る
、
人
物
呼
称
と
も
な
る
機
能
性
は
、『
狭
衣
物
語
』
が
新
た

に
獲
得
し
た
表
現
性
な
の
で
あ
り
、
巻
四
は
自
在
な
表
現
に
よ
っ
て
場
面
性
は

際
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
ま
で
は
、「
面
影
」
の
語
が
こ
の
働

き
を
担
っ
て
い
た
が
、『
狭
衣
物
語
』
は
こ
の
「
灯
影
」
や
次
に
検
討
す
る

「
月
影
」
に
も
、
こ
の
働
き
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、

倉
田
氏
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
新
潮
社
）
を
使
っ
て
お
ら
れ
る
た
め
、

本
稿
と
は
引
用
本
文
な
ど
に
若
干
の
差
異
が
出
て
い
る
。

（
５
）
倉
田
実
氏
は
（
２
）
掲
出
の
論
文
に
お
い
て
「「
月
影
」
が
人
物
を
象
徴

す
る
場
合
は
、
そ
こ
に
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な
く
、
逆
に
そ
の
人
物
の
美
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質
を
賛
美
す
る
こ
と
に
働
い
て
い
た
。「
灯
影
」
が
否
定
的
に
も
肯
定
的
に
も

働
く
の
と
は
こ
の
点
で
相
違
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
同
様
の
意
見
と
し
て
は
、

河
添
房
江
氏
の
「
光
源
氏
の
身
体
と
装
い
を
め
ぐ
っ
て
」（『
源
氏
物
語
時
空

論
』
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
五
年
十
二
月
）
に
「『
源
氏
物
語
』
の
世
界
で
、

「
灯
影
」
と
「
月
影
」
は
み
ご
と
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
て
、「
月
影
」
は
、
見

る
主
体
に
と
っ
て
物
理
的
、
心
理
的
に
距
離
の
あ
る
人
の
月
に
映
え
る
美
し
い

姿
を
か
た
ど
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
灯
影
」
は
、
も
っ
と
距
離
の

近
い
か
い
ま
見
や
、
恋
人
で
あ
る
女
君
を
灯
火
の
光
で
見
る
場
面
な
ど
、
親
密

な
関
係
に
あ
る
女
性
の
姿
を
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
に
か
た
ど
る
と
い
う
印
象
が
深

い
」
と
あ
る
。
河
添
氏
の
論
は
光
源
氏
と
夕
霧
の
「
火
影
」
に
対
す
る
言
及
で

あ
る
が
、
人
物
に
対
す
る
「
火
影
」
の
用
例
は
『
源
氏
物
語
』
か
ら
用
例
が
見

ら
れ
る
こ
と
、『
狭
衣
物
語
』
に
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
が
多
く
指
摘
さ

れ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、『
源
氏
物
語
』
以
降
の
作
品
に
つ
い
て
も
一
考

の
余
地
が
あ
ろ
う
。

（
６
）
倉
田
実
氏
（
２
）
掲
出
の
論
文
に
「
狭
衣
物
語
の
灯
影
と
月
影
」（『
論

叢
狭
衣
物
語
１　

本
文
と
表
現
』
新
典
社
・
二
〇
〇
〇
年
五
月
一
日
）「
な
お
、

成
立
の
先
後
関
係
の
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
『
夜
の
寝
覚
』
で
も
、「
灯

影
」
と
「
月
影
」
に
は
特
徴
的
な
使
用
法
が
見
ら
れ
る
。《
中
略
》『
狭
衣
物

語
』
と
共
通
す
る
用
法
で
あ
り
、
影
響
関
係
も
想
定
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
」

と
あ
る
。

（
７
）
渡
辺
純
子
「『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
「
月
影
」「
火
影
」」「
も
は
や
、

女
主
人
公
は
男
主
人
公
に
と
っ
て
、
手
の
届
か
な
い
お
ぼ
ろ
げ
な
「
月
影
」
で

は
な
く
、
近
く
で
は
っ
き
り
と
目
に
で
き
る
―
―
だ
か
ら
こ
そ
義
兄
妹
と
い
う

隔
て
が
残
酷
に
心
を
締
め
付
け
る
―
―
存
在
、「
火
影
」
な
の
で
あ
る
」。

（
８
）「
昨
夜
の
面
影
は
身
を
離
れ
ず
」（
巻
一
・
四
二
）、「
見
え
む
か
ひ
つ
ら

む
面
影
、
身
に
離
れ
ぬ
に
」（
巻
一
・
五
一
‐
五
二
頁
）、「
あ
る
か
な
き
か
な

り
つ
る
面
影
、
身
に
近
か
り
つ
る
け
は
ひ
、
手
あ
た
り
な
ど
、
身
を
去
ら
ぬ
や

う
な
る
に
」（
巻
二
・
一
三
七
頁
）、「
推
し
量
ら
る
る
面
影
の
、
た
だ
今
向
か

ひ
た
る
心
地
し
て
」（
巻
二
・
二
一
〇
頁
）、「
耳
に
つ
き
、
面
影
に
見
え
、《
中

略
》
身
に
添
ふ
魂
も
な
き
心
地
に
」（
巻
四
・
三
九
六
頁
）、「
面
影
離
れ
た
ま

は
ず
恋
し
き
に
」（
巻
五
・
四
四
九
頁
）
の
六
例
。『
夜
の
寝
覚
』
散
文
中
の

「
面
影
」
の
用
例
は
十
四
例
、
う
ち
女
君
を
指
す
も
の
は
九
例
。

（
９
）
渡
辺
純
子
「『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
「
月
影
」「
火
影
」」「
帝
が
女
主

人
公
に
「
か
ぐ
や
姫
」
的
な
光
を
見
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
以
前
に
間
近

で
垣
間
見
た
「
火
影
」
が
、
あ
ま
り
に
も
強
く
焼
き
付
い
て
い
て
、「
心
理
的

に
距
離
の
あ
る
」
と
い
う
「
月
影
」
は
、
視
界
に
残
ら
な
い
の
で
あ
る
」。
な
お
、

「
心
理
的
に
距
離
の
あ
る
」
は
（
５
）
に
前
掲
し
た
河
添
房
江
氏
「
光
源
氏
の

身
体
と
装
い
を
巡
っ
て
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
10
）
加
藤
奈
保
子
「『
苔
の
衣
』
の
人
物
形
成
―
『
狭
衣
物
語
』
摂
取
の
方

法
」（『
大
妻
国
文
』
三
〇
号
・
一
九
九
九
年
三
月
）、
大
倉
比
呂
志
「『
苔
の
衣
』

の
構
想
―
『
狭
衣
物
語
』
と
の
関
連
を
中
心
に
」（『
学
苑
』
八
七
九
号
・
二
〇

一
四
年
一
月
）
ほ
か
。

【
付
記
】
本
稿
は
平
成
二
十
七
年
・
二
十
八
年
度
井
上
円
了
記
念
研
究
助
成
の



中世王朝物語における「火影」～印象的表現をめぐって～
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成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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“the firelight” in the story of Medieval Dynasty 
- focused on the symbolic motif -

SHITO, Aya

“the firelight” is one of the motif in the story of Medieval Dynasty. For example,"the tale 

of Sagoromo" has two symbolic motif for the ladies, “the moonlight ” and “the firelight”. 

Especially, for the love scene, “the moonlight ” and “the firelight” pick out the ledies for 

the hero. Needless to say, It seems very important motif.

However, there are few thesis on “the firelight”. Only “the moonlight ” has many thesis, 

and we did not take notice of “the firelight”. Though "the tale of Sagoromo" has many  “the 

firelight” and the ledies “the firelight” pick out.

So in this paper, I research the stories of Medieval Dynasty, including “the tale of 

Genji”, and think about why “the firelight” was not take notice for thesis. It must has 

some reason or other.


