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「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
本
文
の
再
建

事
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、 「

我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」

本
文
の
再
建

「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
八
巻
の
本
文
は
、
周
知
の
如
く
、
尊
経
閣
文
庫
文
、
金
子
武
雄
氏
本
、
書
陵
部
本
の
三
本
の
み
あ
っ
て
、

い
ず
れ
も
近
世
初
期
の
写
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
難
解
は
有
名
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
は
た
し
て
、
本
文
の
伝
来
過
程
に
於

け
る
崩
壊
に
由
来
す
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
、
原
作
自
身
の
構
文
、
表
現
の
難
解
に
由
る
も
の
か
は
、
ま
ず
い
ち
お
う
考
え
て
み
る
べ
き

テ
キ
ス
ト

こ
の
物
語
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
右
の
三
本
の
中
、
書
陵
部
本
の
み
は
影
印
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
他
は
、
金
子
氏

に
よ
る
古
典
文
庫
本
二
冊
『
物
語
文
学
の
研
究
』
本
、
お
よ
び
笠
間
書
院
刊
の
平
林
文
雄
氏
編
『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』
対
校
本
上
巻

が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
金
子
本
を
底
本
と
す
る
徳
満
澄
雄
氏
の
『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
物
語
注
解
』
本
は
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
異
質

で
あ
っ
て
、
こ
の
種
の
資
料
と
し
て
は
用
い
得
な
い
。

以
下
の
調
査
に
当
っ
て
は
、
書
陵
部
本
は
汲
古
閣
刊
の
影
印
本
を
用
い
、
他
の

1

一
本
は
写
真
を
用
い
た
。
三
本
の
本
文
異
同
は
比
較
的

僅
少
で
は
あ
る
が
、
な
お
若
干
の
違
い
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
調
査
の
底
本
に
は
金
子
本
と
同
系
の
尊
経
閣
本
を
用
い
、
他
の

二
本
を
校
合
資
料
に
用
い
た
。

今

井

源

衛

ー



＇ 
足
立
た
ぬ
蛭
の
子
と
は
し
つ
み
な
る
べ
き

(1) 

8 

叩
16 

文
個
所
と
し
て
挙
げ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

調
査
の
対
象
は
、
本
文
中
の
脱
落
あ
る
い
は
誤
写
と
思
わ
れ
る
す
べ
て
の
個
所
で
あ
る
。
た
だ
し
底
本
文
は
尊
経
閣
本
な
の
で
、
金
子

本
の
独
自
異
文
や
餓
文
な
ど
、
た
と
え
ば
、
巻
六
3
7
2
p
の
「
心
え
さ
せ
た
ま
へ
ら
ん
」
の
下
の
、
「
と
て
み
そ
か
に
参
り
つ
る
な
り
。
か

こ
れ
に
さ
ふ
ら
ひ
給
ふ
」
の
三
十
字
は
、
金
本
に
は
落
ち
て
い
る
が
、
尊
・
書
両
本
に
は
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
は
脱

の
大
納
言
の
君
は
、

ま
た
、
金
子
氏
の
『
物
語
文
学
の
研
究
』
に
は
、
本
文
右
側
に
「
脱
力
」
・
「
マ
マ
」
・
「
ー
_
|
力
」
な
ど
と
記
し
た
労
注
が
か
な
り
多
く

あ
り
、
示
唆
を
蒙
る
事
多
大
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
、
そ
れ
ら
の
個
所
の
中
、
そ
の
ま
ま
で
問
題
な
く
意
の
通
る
も
の
も
か
な
り
あ
る
反
面
、

そ
れ
ら
の
注
記
の
な
い
個
所
に
、
問
題
を
含
む
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
私
の
以
下
の
指
摘
自
身
に
も
も
と
よ
り
、
今
後
そ
う
し
た
事

「
か
」
が
「
ハ
」
の
誤
写
で
は
な
い
か
な
ど
と
疑
わ
れ
る
も
の
も
若
干
残
っ
て
い
る
。
又
、

こ
れ
以
外
に
も
、

そ
れ
以
外
に
も
、
今
後
、
今
ま
で
気
付
か
れ
な
か
っ
た
も
の
が
新
し
く
指
摘
さ
れ
る
事
も
多
い
で
あ
ろ
う
。

は
多
い
は
ず
で
あ
っ
て
、

作
業
と
し
て
は
、
誤
脱
の
個
所
を
指
摘
し
、
誤
写
過
程
を
想
定
し
て
、
原
型
に
復
す
と
い
う
事
で
あ
る
が
、
す
べ
て
に
就
い
て
、
十
分

に
説
得
力
を
有
し
う
る
か
否
か
は
、
大
方
の
判
断
に
委
ね
る
以
外
に
な
い
。

掲
出
本
文
の
中
、
傍
線
部
分
の
問
題
個
所
の
み
限
定
し
て
、
原
本
の
表
記
の
ま
ま
と
し
、
他
は
適
宜
、
漠
字
を
宛
て
て
、
読
解
に
便

な
ら
し
め
た
。

る。

「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
本
文
の
再
建

掲
出
す
る
要
領
は
、
金
子
氏
の
『
物
語
文
学
の
研
究
』
の
巻
・
頁
・
行
に
よ
っ
て
そ
の
位
置
を
示
し
、
本
文
は
尊
経
閣
本
に
拠
っ
て
い

2
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一
本
共
異
同
ナ
シ
。

(3) (2) 
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目
も
か
へ
す
そ
ま
も
ら
る
る
や

◎ 

「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
本
文
の
再
建

侍
女
の
中
納
言
君
の
目
に
映
っ
た
女
三
宮
の
姿
で
あ
る
。

229|17 

誰
に
も
あ
ら
は
れ
、
我
と
知
ら
ば
、

8 「
足
立
た
ぬ
蛭
の
子
」
は
、
書
紀
に
見
え
る
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ

1

一
神
の
国
生
み
神
話
を
種
と
し
た
、
源
氏
物
語
明
石
巻
の
、
「
わ
た

つ
み
に
沈
み
う
ら
ぶ
れ
蛭
の
子
の
足
立
た
ざ
り
し
年
は
へ
に
け
る
」
に
拠
っ
た
語
で
あ
り
、
問
題
の
「
し
つ
み
」
は
も
ち
ろ
ん
「
沈
み
」

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
沈
む
」
を
体
言
化
し
て
断
定
の
「
な
り
」
で
受
け
る
よ
う
な
語
法
が
あ
る
と
は
ど
う
も
考
え
に
く
い
。

く
「
な
」
は
「
た
（
堂
の
草
体
）
」
の
誤
写
で
、
「
し
づ
み
た
る
べ
き
」
（
沈
淮
し
て
い
て
よ
か
ろ
う
か
）
が
原
型
で
あ
ろ
う
。

二
宮
が
音
羽
を
訪
ね
て
、
姫
君
に
会
わ
せ
よ
と
、
尼
上
に
注
文
を
つ
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
心
中
を
記
し
た
も
の
。

三
本
と
も
異
同
は
な
い
。

こ
の
ま
ま
で
は
文
意
通
ら
ず
、
「
ら
は
」
を
桁
と
見
て
、
「
誰
に
も
あ
れ
」
と
す
る
か
、
「
誰
に
も
あ
ら
ば
あ
れ
」

の
「
あ
」
が
落
ち
た
と
見
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
可
能
性
が
大
と
見
ら
れ
る
。

相
手
が
私
だ
と
知
っ
た
ら
、
冷
い
扱
い
は
す
る
ま
い
」
で
、
意
は
よ
く
通
る
。

三
本
異
同
ナ
シ
。

る。

巻
頭
に
近
く
、

こ
と
の
ほ
か
に
は
も
て
な
さ
じ

音
羽
の
山
里
に
住
む
我
身
姫
が
、

「
目
を
か
へ
ず
」
は
、
よ
そ
見
を
す
る
、
ま
ば
た
き
を
す

3

「
そ
の
姫
君
が
た
と
え
誰
で
あ
っ
て
も
、

両
親
に
捨
て
ら
れ
た
形
で
、

お
そ
ら

孤
児
の
身
の
上
を
嘆
く
と
こ
ろ
で
あ



あ
る
。

う
ち
独
り
ご
ち
て
、

な
り
。
一
＿
は
か
な
げ
に
の
た
ま
ひ
消
ち
た
る
御
気
配
な
ど
の
あ
や
し
き
ま
で
通
ひ
た
ま
へ
る
が
、
闇
の
う
つ
つ
は
夢
に
ま
さ
ら

ぬ
か
ら
に
、

こ
れ
し
も
さ
だ
か
な
る
面
影
に
ぞ
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
。

三
位
中
将
（
権
中
納
言
）
が
、
異
母
妹
の
我
身
姫
を
訪
れ
、
音
羽
の
女
性
を
思
い
出
し
て
感
慨
に
ひ
た
る
条
で
あ
る
。
空
欄
は
、
書
本
八

字
分
、
尊
本
二
字
分
。
空
欄
の
下
文
は
、
我
身
姫
の
こ
と
で
あ
り
、
も
と
こ
こ
に
は
、
姫
の
返
歌
一
首
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で

(5) 

信）

苧
12 

つ
く
づ
く
と
な
が
め
た
ま
ふ
ま
ま
に
、

諸
本
同
文
。
「
お
ほ
え
な
き
」
は
、
「
お
ほ
つ
か
な
き
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
束
（
つ
か
）
」
が
「
衛
」
の
草
体
の
「
ゑ
」
に
誤
ら
れ
、

れ
が
仮
名
書
き
の
「
え
」
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
お
ほ
つ
か
な
き
夕
闇
」
で
、
も
ち
ろ
ん
意
明
ら
か
。

消
え
に
け
ん
雲
の
ゆ
く
へ
は
知
ら
ぬ
ど
も
あ
は
れ
う
ち
添
ふ
夕
ま
ぐ
れ
か
な

①

⑤

2
6
2
|
3
 

い
と
お
ほ
え
な
き
夕
闇
の
空
に
、
紛
ら
は
し
入
れ
て
け
り

（
江
）
↓
へ
、

の
転
写
過
程
が
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
。

る
の
意
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
う
い
う
言
い
か
た
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
本
文
の
再
建

涙
の
浮
き
出
づ
る
を
、

ま
ぎ
ら
は
し
た
ま
へ
る
も
、

い
み
じ
う
心
深
げ

「
目
も
か
れ
ず
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
、

れ
↓
れ
↓

mそ

4
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か
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「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
本
文
の
再
建

「
う
へ
」
は
次
行
の
行
頭
と
な
り
、
金
は
三
字
分
空
白
を
置
い

*
1
 

九
月
つ
ご
も
り
、
女
院
に
行
幸
あ
り
て
、
中
宮
・
春
宮
も
渡
り
お
は
し
ま
す
さ
ま
、
さ
ば
か
り
広
き
池
の
心
珍
ら
し
う
御
覧
じ
渡
さ
る

*
2
 

る
を
も
、
春
宮
は
、
ま
づ
も
ろ
と
も
に
と
ぞ
、
御
心
に
離
れ
ぬ
。

内
裏
焼
失
の
後
、
我
身
帝
が
水
尾
女
院
邸
に
移
ら
れ
た
の
と
一
緒
に
、
東
宮
（
三
条
院
）
も
、
女
院
邸
に
入
る
が
、
別
れ
て
き
た
三
条

姫
の
こ
と
が
、
気
が
か
り
で
あ
っ
た
、
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
金
子
氏
は
＊
1
、
＊
2
の
両
個
所
に
、
〔
脱
落
ァ
ル
カ
〕
と
注
す
る
。

た
し
か
に
、
前
者
＊
1
の
個
所
は
、
以
下
に
行
幸
の
粧
い
に
つ
い
て
何
ら
か
の
記
述
が
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
な
く
、
直
ち
に
春

宮
の
心
中
に
叙
述
が
移
る
の
は
、
納
得
し
に
く
い
。
お
そ
ら
く
「
た
い
そ
う
立
派
だ
っ
た
」
ぐ
ら
い
の
意
の
短
文
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

後
者
の
＊
2
の
個
所
に
は
必
ず
し
も
鋏
脱
を
考
え
る
必
要
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
「
あ
れ
ほ
ど
広
い
池
の
面
が
一
望
の
下
に
見
事
に
見

渡
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
春
宮
は
ま
づ
三
条
姫
と
一
緒
に
と
、
お
心
か
ら
離
れ
る
事
は
な
か
っ
た
」
で
、
十
分
で
は
な
い
だ

入
道
の
宮
ぞ
、
ま
づ
う
ち
聞
き
つ
け
給
ふ
に
、
我
が
御
時
思
し
出
で
ら
れ
て
、
ロ
ロ
引
バ
は
い
と
ど
朽
ち
ぬ
べ
き

東
宮
が
三
条
姫
を
置
き
去
り
に
し
て
、
水
尾
女
院
の
邸
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
事
を
知
っ
た
姫
の
母
入
道
の
宮
が
、
自
分
の
昔
の
悲
し
い
体

験
を
思
い
出
し
て
、
泣
き
悲
し
む
と
い
う
所
で
あ
る
。

尊
は
「
ら
れ
て
」
が
行
末
、

口
口
の
問
題
個
所
、
諸
本
同
文
な
が
ら
、

6
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前
項
に
続
く
、
権
中
納
言
（
宮
の
中
将
）
が
、
妹
の
麗
景
殿
女
御
の
不
遇
に
関
連
し
て
、
父
の
式
部
卿
の
宮
に
話
す
条
で
あ
る
。

三
本
同
文
。
す
べ
て
、
空
白
個
所
ナ
シ
。
「
あ
り
け
れ
」
ま
で
は
、
そ
れ
以
前
の
文
に
続
い
て
、
宮
の
中
将
の
言
葉
で
あ
り
、

懐
妊
し
た
藤
壺
中
宮
の
里
居
の
有
様
に
移
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、

は
」
以
下
い
き
な
り
、
地
の
文
と
な
り
、

(9) 

と
つ
に
渡
り
お
は
し
ま
し
て
。

「
さ
る
は
」
の
前

「
さ
る

ヘ
だ
て
な
き
中
宮
里
に
お
は
し
ま
す
程
は
、
女
院
も
ひ

て
、
同
一
行
内
で
「
う
へ
は
」
に
続
く
。
書
は
二
字
分
の
空
白
を
置
き
、
「
う
へ
は
」
以
下
を
改
行
す
る
。
金
子
氏
は
、
「
そ
で
の
力
」
と

労
注
す
る
。
「
う
へ
」
が
「
そ
て
」
の
誤
写
で
あ
る
可
能
性
は
、
字
体
自
身
か
ら
い
え
ば
皆
無
と
は
い
え
な
い
が
、
「
う
へ
」
の
上
に
諸
本

に
空
白
が
あ
り
、
あ
る
い
は
改
行
す
る
な
ど
、
脱
字
の
あ
る
事
を
想
定
す
べ
き
で
も
あ
り
、
ま
た
「
袖
の
上
」
は
平
安
末
以
降
歌
語
と
し

て
多
用
さ
れ
る
語
で
も
あ
る
。
金
子
氏
の
推
定
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

右
大
将
は
口

□

ま
め
だ
ち
た
ま
ふ
。
中
納
言
は
世
の
お
ぼ
え
を
始
め
、
な
ほ
か
や
う
の
筋
ま
で
、
心
深
く
重
き
方
に
思
は
れ
た
ま
へ
る

右
大
将
（
殿
の
中
将
）
が
権
中
納
言
（
宮
の
中
将
）
を
訪
れ
て
話
を
交
す
条
で
あ
る
。

三
本
同
文
、
且
つ
空
白
二
字
分
の
個
所
に
尊
・
金
は
「
本
」
と
細
注
す
る
。
た
と
え
ば
「
ふ
と
」
な
ど
ご
く
短
い
言
葉
で
あ
ろ
う
。

⑲
303ー

14

な
ほ
女
の
ま
じ
ら
ひ
こ
そ
、

を
、
心
や
ま
し
う
思
ふ
。

)

2

0
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⑲

30ー

1

ひ
と
し
ほ
憂
き
も
の
は
あ
り
け
れ
。
＊
さ
る
は
、

「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
本
文
の
再
建

6
 



「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
本
文
の
再
建

↓
る
」
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
し
、
「
り
↓
れ
」
は
ご
く
一
般
的
で
あ
る
。

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
笑
ひ
て
、
な
け
さ
れ
い
り
給
ひ
ぬ

ー

o

R

5

|
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物
語

三
条
帝
の
勅
使
が
、
嵯
峨
の
承
香
殿
皇
后
の
も
と
に
遣
わ
さ
れ
る
条
。
一
行
を
迎
え
る
嵯
峨
院
の
女
房
等
の
姿
で
あ
る
。

三
本
同
文
。
「
そ
れ
そ
れ
」
は
お
そ
ら
く
「
そ
れ
か
し
」
の
誤
写
で
、
「
か
し
」
の
連
綿
を
「
／
＼
」
に
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
狭
衣

物
語
夕
顔
に
は
、

（
古
典
大
系
本
1
0
0
p
)
に
「
な
に
が
し
、
そ
れ
が
し
留
め
て
侍
れ
ば
、
た
づ
ね
給
は
ば
、

そ
の
古
い
形
で
、
「
な
に
が
し
・
く
れ
が
し
と
数
へ
し
は
、

ひ
は
べ
り
し
」
と
あ
る
。
此
の
条
は
、
あ
き
ら
か
に
夕
顔
巻
を
模
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

前
斎
宮
の
女
房
小
宰
相
を
兄
の
兵
衛
佐
が
訪
れ
て
く
る
と
、
色
情
症
の
前
斎
宮
が
、

三
本
異
同
ナ
シ
。
「
い
り
」
は
「
入
り
」
で
あ
ろ
う
。
「
な
け
さ
れ
」
は
「
に
け
さ
り
（
逃
け
去
り
）
」
の
誤
写
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
1

ひ
し
ろ
ふ
に
。

文
が
あ
っ
た
も
の
か
。

と
、
う
ま
く
続
か
な
い
。
金
子
氏
が
〔
以
下
脱
文
ヵ
〕
と
注
さ
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。

⑩

@
3
0
4
|
8
 

さ

き
先
駆
追
ひ
て
花
や
か
に
分
け
参
る
。
誰
ば
か
り
な
ら
ん
と
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
そ
れ
そ
れ
た
れ
が
し
な
ら
ん
な
ど
、
を
の
を
の
い

聞
こ
え
さ
せ
て
ん
」
と
あ
り
、
ま
た
源
氏

頭
中
将
の
随
身
、

は
し
ゃ
ぎ
ま
わ
る
姿
で
あ
る
。

そ
の
小
舎
人
童
を
な
ん
、

お
そ
ら
く
は
、

し
る
し
に
言

「
な
ど
語
り
た
ま
ひ
ぬ
」
の
類
の

7
 



(14) 

R 

3翌
13 

4
 

5
ー

7

3
 

内
に
は
、
か
ひ
か
ひ
し
く
幼
く
お
は
し
ま
し
し
時
（
中
略
）
う
つ
く
し
み
た
て
ま
つ
り
給
ひ
し
か
ば
、

大
納
言
尼
上
が
女
帝
を
訪
ね
る
と
、
女
帝
は
、
自
分
が
幼
か
っ
た
時
、

ろ。
「
か
ひ
か
ひ
し
く
」
は
、
諸
本
「
か
ひ
／
＼
し
く
」
で
異
同
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
「
う
ひ
う
ひ
し
く
（
初
々
し
く
）
」
の
誤
写
で
あ
ろ

う
。
「
う
↓
か
」
の
誤
写
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

古
り
た
る
尼
を
ぞ
、
こ
と
こ
ろ
な
き
若
人
ど
も
を
御
使
に
て
、
出
で
代
る
僧
の
装
束
、
も
の
好
ま
し
う
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。

前
斎
宮
が
、
ほ
し
い
ま
ま
に
老
人
の
少
将
尼
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
風
流
な
仕
立
物
の
注
文
を
し
て
は
、
僧
侶
に
与
え
て
喜
ん
で
い
る
と
い
う
の

「
こ
と
こ
ろ
」
、
諸
本
異
同
な
し
。

で
あ
る
。

03) 

R 

亨
10 

(12) 

R 

こ
の
人
に
な
つ
い
て
い
た
も
の
だ
っ
た
と
、
昔
を
思
い
出
す
と
こ

東
も
西
も
分
ら
な
い
よ
う
な
幼
い
頃
に
、

の
意
で
、
文
章
も
よ
く
通
る
。

「こ
A

ろ
」
の
連
綿
で
「
こ
と
こ
ろ
」
と
誤
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
心
な
き
」
と
改
訂
。

ー

ち

昔
、
わ
ざ
と
な
ら
ね
ど
か
け
し
ろ
に
御
乳
を
参
ら
せ
し
が
、

右
の
少
将
尼
は
、
斎
宮
が
乳
呑
子
だ
っ
た
時
に
授
乳
し
た
経
験
も
あ
っ
て
、

「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
本
文
の
再
建

い
と
ら
う
た
く
お
は
し
ま
し
し
、

そ
の
可
愛
か
っ
た
思
い
出
の
た
め
に
、
今
以
て
む
げ
に
割
り

8
 



「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
本
文
の
再
建

性
悪
女
の
女
房
、
中
将
が
夫
を
嫌
っ
て
、
寝
室
に
入
れ
な
い
よ
う
に
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

諸
本
異
同
ナ
シ
。
「
＜
ね
事
ひ
」
は
、
「
＜
ね
事
い
ひ
」
で
あ
ろ
う
。
「
い
」
の
脱
と
見
て
、
改
訂
す
る
。
『
注
解
』
は
、
「
非
常
を
施
せ
ど
」

と
読
む
が
、

3
6
3
|
5
に
も
「
掛
け
た
る
錠
に
て
」
の
語
が
あ
り
、
こ
こ
も
、
男
が
寝
室
に
入
ら
ぬ
よ
う
に
、
錠
を
掛
け
る
の
で
あ
ろ
う
。

心
づ
き
な
き
く
ね
事
ひ
、
錠
を
ほ
ど
こ
せ
ど
、

06) 

R 

3厄
13 

本
州
手
に
も
ち
て
、
式
部
大
夫
の
朝
臣
に
形
の
如
く
受
け
た
る
。

(15) 

R 

3『°
15 

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

体
）
」
と
相
互
に
誤
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
事
で
あ
る
。
「
形
代
」
は
代
理
の
意
が
あ
り
、
上
文
の
「
わ
ざ
と
な
ら
ね
ど
」
と
矛
盾
が
な

い
。
正
式
に
乳
母
と
決
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
何
か
の
折
に
は
、
乳
母
の
代
り
に
授
乳
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

三
条
院
が
、
若
年
に
学
問
を
習
っ
た
時
の
こ
と
を
語
る
言
葉
で
あ
る
。

「
本
か
」
、
諸
本
異
同
ナ
シ
。
「
か
」
は
「
ハ
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
本
は
」
と
改
訂
す
る
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
「
か
た
し
ろ
（
形
代
）
」

切
っ
た
態
度
は
採
れ
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

諸
本
異
同
ナ
シ
。
金
子
氏
は
「
か
け
し
ろ
」
は
、

さ
れ
る
。
し
か
し
他
に
用
例
は
な
い
上
に
、

の
誤
写
か
と
思
わ
れ
る
。

接
尾
語
の
「
し
ろ
ふ
」
が
、

動
詞
「
か
け
し
ろ
ふ
」
（
関
係
づ
け
る
、

関
わ
り
を
も
つ
」
の
名
詞
化
し
た
も
の
と

「
し
ろ
」
と
い
う
形
で
体
言
化
す
る
こ
と
は
、
考
え
に
く
い
の

「
け
（
介
の
草
体
）
」
が

「
た
（
多
の
草

，
 



中
将
の
君
は
、

8
 

砂

⑤

7
|
5

nぃ

3

(17) 

俄
か
に
悩
み
け
れ
ば
、

tiも
と
め
て
、

諸
本
同
文
。
「
ふ
る
所
」
は
、
金
子
氏
が
「
ご
力
」
と
さ
れ
る
如
く
、
「
御
」
の
意
の
「
文
（
古
の
草
体
）
所
」
が
、
訓
読
み
に
さ
れ
て

誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
御
所
」
と
改
訂
す
る
。

「
こ
し
車
」
、
三
本
異
同
ナ
シ
。
「
か
い
ゑ
へ
」
は
、
尊
本
「
か
い
ゑ
へ
」
、
金
本
「
か
い
つ
A

」
、
書
本
「
い
へ

A
」。

「
こ
し
車
」
（
輿
）
な
ら
ば
「
か
い
つ
つ
」
を
取
る
べ
恙
で
あ
ろ
う
が
、

お
は
し
ま
す
ふ
る
所
の
北
に

08) 

R 

叩
2 

6
 

7
ー

2

3
 

尾
張
の
勅
旨
の
糸
な
ど
、
お
ほ
か
ら
か
に
見
な
ら
ひ
た
ま
へ
れ
ば
な
ど
、

中
将
の
君
と
い
う
性
悪
女
が
、

最
後
に
は
台
所
の
隅
で
、
も

ひ
す
ま
し
か
い
ゑ
へ
出
で
い
巻
に
け
り
。

御
所
に
出
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
小
宰
相
に
、
前
斎
宮
が
い
ろ
い
ろ
の
用
事
を
注
文
す
る
が
、
こ
れ
は
、
自
分
の
所
領
の
荘
園
か
ら
上
っ

た
絹
糸
で
織
物
を
織
る
よ
う
に
依
頼
す
る
と
こ
ろ
。
「
お
ほ
か
ら
か
に
見
な
ら
ひ
た
ま
へ
れ
ば
」
は
斎
宮
の
言
葉
で
あ
る
。

「
お
ほ
か
ら
か
に
」
諸
本
異
同
ナ
シ
。
「
お
ほ
か
た
に
」
の
誤
写
か
。
「
た
」
（
多
の
草
体
）
を
「
ら
か
」
と
二
字
に
誤
っ
た
も
の
ら
し

い
。
意
味
も
「
大
体
の
と
こ
ろ
で
お
願
い
し
ま
す
。

R
 

「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
本
文
の
再
建

い
つ
も
（
織
物
は
）
見
な
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
か
ら
」
と
な
り
、
通
ず
る
。

つ
か
み
つ
か
は
せ
ば
、

10 



「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
本
文
の
再
建

仰

R413_10

げ
に
明
け
暮
れ
と
と
を
り
給
ひ
し
世
も
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、

る
べ
き
で
、

本
異
同
ナ
シ
。

＊
以
下
は
今
上
帝
の
心
事
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
過
し
た
ま
ふ
に
」
な
ど
が
脱
落
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

＊
の
前
文
は
嵯
峨
院
の
動
静
で
あ
り
、

る
心
ざ
し
を
尽
く
し
き
こ
え
ん
と
、

(20) 

R
 

の
の
け
じ
み
て
、

た
り
来
な
い
し
、

樋
洗
女
が
か
つ
ぐ
と
い
う
の
も
変
で
あ
る
。
ま
た
「
こ
し
」
を
「
う
し
」
の
誤
写
と
と
れ
ば
、
「
牛
車
」
の
例
は
、

R
3
2
8
/
1
2
に
「
牛
車

ゆ
る
さ
れ
た
ま
ふ
宣
旨
あ
り
」
と
あ
り
、
用
語
と
し
て
は
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
こ
れ
も
わ
ざ
わ
ざ
「
求
め
て
」
と
い
ふ
の
に
は
、
び
っ

そ
の
場
合
に
は
「
か
い
つ
A

」

で

は

な

く

、

「

か

い

へ

で

、

樋

洗

の

家

へ

退

出

し

た

と

い

う

事

に
な
る
が
、
牛
車
で
退
出
す
る
の
な
ら
ば
、
何
と
い
う
事
も
な
い
。
こ
れ
は
、

眼
を
く
り
む
い
て
、
「
あ
っ
ち
死
に
」
を
し
た
と
い
う
の
も
、

お
そ
ら
く
、
「
え
↓
し
」
の
転
で
、
「
こ
え
車
」
の
誤
写
で

は
な
か
ろ
う
か
、
「
肥
え
車
」
は
、
「
痩
せ
牛
に
肥
え
車
を
ぞ
か
け
て
け
る
」
（
水
蛙
眼
目
）
の
例
も
あ
っ
て
、
南
北
朝
に
は
既
に
見
え
る
語

で
あ
る
。
中
将
の
君
が
そ
れ
に
乗
っ
て
樋
洗
の
家
に
入
る
の
も
、
ま
た
わ
ざ
わ
ざ
「
求
め
て
」
と
い
う
の
に
も
、
さ
ら
に
、
そ
の
家
で
、

こ
の
悪
女
に
ふ
さ
わ
し
い
最
後
で
あ
る
。
「
肥
え
車
も
と
め
て
、
樋
洗
が
家

へ
」
と
改
訂
す
る
。ー

8
 

0
ー

1

4
 

む
ろ

嵯
峨
の
院
の
、
世
の
中
の
移
り
変
る
を
も
知
ら
せ
た
ま
は
ず
、
静
か
な
る
御
室
に
て
、

（ゑ）

へ
」
（
尊
・
書
）

人
に
恐
れ
ら
れ
叩
か
れ
た
り
、
惨
め
な
有
様
に
な
っ
た
末
に
、

＊
昔
の
御
心
掟
て
違
は
ず
、
わ
き
て
仕
う
ま
つ

＊
の
個
所
に
は
当
然
何
ら
か
の
文
字
が
あ

急
病
で
邸
を
出
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

そ
れ
を

11 



諸
本
同
文
。
『
注
解
』
は
「
み
ろ
く
（
弥
靱
）
」
の
誤
写
と
す
る
。

こ
れ
は
、
左
の
転
化
過
程
に
よ
っ
て
「
道
々

(23) 

（
み
ち
／
＼
）
」
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
と
思
わ
れ
る
。

6
 

7
 

ー

1

|

 

4
 

た
だ
が
ぼ
刈
の
い
た
り
深
き
事
を
の
み
心
に
し
め
て

R
 

う
。
「
御
荘
」
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(22) 左
大
臣
が
わ
が
子
の
忍
草
の
姫
君
を
見
つ
け
出
す
条
で
、
昔
な
じ
み
の
女
房
少
将
と
話
を
交
す
条
。
少
将
は
、
昔
、
左
大
臣
が
里
退
り
中

の
麗
景
殿
女
御
に
忍
び
通
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
。

諸
本
同
文
。
「
と
を
り
」
は
「
と
ほ
り
」
で
あ
り
、

も
と
「
通
給
し
」
と
で
も
あ
っ
た
も
の
を
、

と
読
み
、
仮
名
書
き
に
改
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
通
ひ
給
ひ
し
に
」
と
改
訂
す
る
。

畠
御
封
を
は
じ
め
、
左
ざ
ぼ
な
に
や
か
や
と
、
数
さ
へ
多
か
る
ま
ま
に

金
・
書
ー
み
さ
を
・
尊
ー
み
さ
ほ
゜

意
味
か
ら
み
れ
ば
、
当
然
「
御
荘
」
で
、
「
み
さ
う
」
が
正
し
い
。
し
か
し
長
音
の
表
記
に
「
さ
を
」
「
さ
ほ
」
の
形
が
現
わ
れ
る
こ
と

は
ま
ず
無
い
事
で
、
特
に
「
御
荘
」
な
ら
ば
、
「
御
さ
う
」
「
御
し
や
う
」
が
普
通
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
「
御
さ
う
」
の
「
う
」
を
「
乎
」

の
草
体
の
「
を
」
に
読
み
誤
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
尊
本
の
「
ほ
」
は
、

ー゚

「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
本
文
の
再
建

こ
の
「
を
」

を
さ
ら
に
「
ほ
」
に
変
え
た
も
の
だ
ろ

「
か
よ
ひ
」
と
読
ま
ず
、
「
と
ほ
り
」

12 



ヽ

ぶつも
は
あ
る
が
、

た
だ
、

誤

写
巻

序

「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
本
文
の
再
建

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
一
ー
ニ
字
以
内
で
あ
る
。
も
っ
と
も
誤
写
の
推
定
作
業
自
体
が
そ
う
し
た
少
数
字
以
内
の
も
の
に
限
る
わ
け
で

そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
ほ
か
に
、
特
に
重
大
な
本
文
上
の
鋏
陥
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
八
巻
に
及

ぶ
大
作
の
わ
り
に
は
、
本
文
の
損
傷
度
は
浅
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
作
品
の
難
解
は
、
そ
れ
故
に
、
本
文
の
損
傷
に
基
く
も
の
で
は
な
く
し
て
、
も
っ
ば
ら
、
原
作
自
身
の
文
体
の
難
解
に
基
く
も
の

と
考
え
ら
れ
、
今
後
は
そ
の
面
に
、
問
題
を
移
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
問
題
は
さ
ら
に
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
語
彙
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
金
子
氏
に
よ
っ
て
、
巻
六
に
、
中
世
語
ら
し

い
語
彙
が
ほ
と
ん
ど
集
中
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
て
、

る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
氏
の
指
摘
さ
れ
る
そ
の
中
世
語
の
中
に
は
、
右
に
誤
写
と
し
て
指
摘
し
た
「
か
け
し
ろ
」
の
如
き
も
入
っ

て
い
る
。
氏
が
列
挙
さ
れ
た
中
世
的
語
彙
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
も
、
同
感
の
も
の
が
大
半
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
第
六
巻

2
 

ー

ー

脱

字

ー

ー 4
 

四

五

誤
写
頻
度
は
巻
六
に
次
い
で
多
い
と
い
え
る
。

V
↓

V
 

ち
（
知
）
↓
ち
↓
ヤ
（
本
）
↓
ほ

，
 

『•

ノ‘

七

4
 

／＼ 

以
上
を
、
巻
別
に
、
脱
字
、
誤
写
に
分
け
て
そ
の
度
数
を
図
示
す
れ
ば
上
の
通
り
で
あ
る
。
目
立
つ
事
の
幾
つ
か
は
、
巻
四
に
脱
字
が

集
中
し
、
巻
六
に
誤
写
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
で
、
巻
八
も
紙
幅
は
他
巻
の
半
ば
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

し
か
し
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
た
と
え
ば
脱
字
も
、

巻
三
に
和
歌
一
首
が
想
定
さ
れ
、
巻
四
に
あ
る
い
は
数
字

に
及
ぶ
か
と
想
像
さ
れ
る
も
の
の
ほ
か
は
一
・
ニ
字
の
も

の
が
二
個
所
に
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
し
、
誤
字
の
ほ

そ
れ
が
同
巻
の
成
立
時
点
の
問
題
に
微
妙
な
影
を
落
し
て
い
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な
お
、
蛇
足
な
が
ら
、
私
は
、
こ
の
物
語
に
就
い
て
、
昭
和
五
十
一
年
ご
ろ
か
ら
十
人
ほ
ど
の
メ
ン
バ
ー
で
「
春
秋
会
」
な
る
名
称
の

輪
読
会
を
持
ち
、
最
近
よ
う
や
く
、
全
巻
を
読
了
、
そ
の
通
釈
、
語
釈
原
稿
も
大
体
ま
と
め
る
事
が
で
き
た
。
本
論
文
は
、
そ
の
共
同
作

業
の
上
に
成
っ
た
も
の
で
あ
り
、
輪
読
会
全
員
の
作
業
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
事
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

し
め
く
く
り
を
つ
け
た
い
。

の
特
異
性
の
背
後
に
、
右
の
よ
う
な
比
較
的
に
誤
写
が
多
い
と
い
う
性
格
の
影
響
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
他
に
用
例

を
見
出
し
難
い
語
彙
に
つ
い
て
は
、
こ
の
点
特
に
慎
重
を
期
す
べ
き
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
は
、

そ
れ
以
上
立
ち
入
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
右
の
報
告
を
以
て
、

「
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
本
文
の
再
建

こ
の
作
品
の
本
文
再
建
に
つ
い
て
は
い
ち
お
う
の
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