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は
じ
め
に 

鎌
倉
期
に
成
立
し
た
『
無
名
草
子
』
に
お
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
物

語
批
評
、
人
物
批
評
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、『
今
と
り
か
へ

ば
や
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
四
の
君
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
。

四
の
君
ぞ
、
こ
れ
は
憎
き
。
上
は
い
と
お
ほ
ど
か
に
、
ら
う
た
げ

に
て
、春

の
夜
も
見
る
わ
れ
か
ら
の
月
な
れ
ば
心
尽
く
し
の
影
と
な

り
け
り

と
詠
む
も
、
何
事
の
、
い
か
な
る
べ
し
、
と
思
ひ
て
、
さ
ば
か
り

ま
め
に
分
く
る
心
も
な
き
人
を
持
ち
な
が
ら
、
心
尽
く
し
に
思
ふ

ら
む
、
と
思
ふ
だ
に
、
お
い
ら
か
な
ら
ぬ
心
の
ほ
ど
、
ふ
さ
は
し

か
ら
ぬ
を
、

上
に
着
る
小
夜
の
衣
の
袖
よ
り
も
人
知
れ
ぬ
を
ば
た
だ
に
や

は
聞
く

と
詠
み
た
る
こ
そ
、
い
と
う
た
て
け
れ
。（
二
四
四
頁
（
注
１
））

四
の
君
は
、
主
人
公
で
あ
る
女
中
納
言
と
結
婚
す
る
、
右
大
臣
鍾
愛
の

姫
君
で
あ
る
。
女
中
納
言
が
実
は
女
性
で
あ
る
た
め
に
こ
の
夫
婦
関
係

は
表
面
上
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
事
情
を
知
ら
な
い
四
の
君
は
不
思
議

に
思
い
な
が
ら
も
強
い
不
満
を
抱
く
よ
う
す
は
な
い
。
し
か
し
、
宰
相

中
将
と
密
通
し
た
こ
と
か
ら
、
四
の
君
は
男
女
の
仲
と
い
う
も
の
を
知

り
、
言
葉
の
や
り
取
り
し
か
し
な
い
夫
よ
り
、
こ
ち
ら
の
方
に
心
を
傾

け
る
よ
う
に
な
る
。
四
の
君
と
宰
相
中
将
が
契
り
を
交
わ
し
、
さ
ら
に

妊
娠
ま
で
し
た
こ
と
で
、
女
中
納
言
は
四
の
君
の
裏
切
り
に
対
し
て
憤

慨
す
る
。
先
に
示
し
た
『
無
名
草
子
』
の
四
の
君
に
対
す
る
非
難
も
、

小 
 

松
　
明
日
佳

『
在
明
の
別
』
の
中
務
宮
北
の
方
に
み
る
女
性
の
性
愛
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女
中
納
言
と
い
う
立
派
な
夫
が
い
な
が
ら
宰
相
中
将
に
靡
く
と
は
、
と
、

そ
の
批
評
態
度
は
女
中
納
言
の
思
い
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
『
今

と
り
か
へ
ば
や
』
を
受
け
て
成
立
し
た
物
語
作
品
と
し
て
、
同
じ
く
男

装
の
姫
君
を
擁
す
る
『
在
明
の
別
』
が
存
在
す
る
が
、
そ
こ
で
も
男
装

の
姫
君
が
否
定
的
に
思
う
女
性
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、『
今
と
り
か

へ
ば
や
』
の
四
の
君
を
前
提
と
し
て
造
型
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
在

明
の
別
』
の
中
務
宮
北
の
方
に
つ
い
て
、
先
行
す
る
物
語
を
踏
ま
え
つ

つ
、
そ
の
性
愛
が
描
き
出
そ
う
と
し
た
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
　
男
装
の
姫
君
と
結
婚
を
し
な
か
っ
た
右
大
臣
の
姫
君

『
在
明
の
別
』
は
平
安
末
期
に
成
立
し
た
物
語
作
品
で
あ
り
、
巻
一
と

巻
二
、
三
に
お
い
て
世
代
交
代
が
行
わ
れ
る
。
巻
一
の
中
心
人
物
で
あ

る
右
大
将
は
、
家
に
跡
継
ぎ
が
い
な
い
た
め
に
男
装
を
し
て
い
る
姫
君

で
あ
る
。
巻
二
以
降
は
そ
の
右
大
将
の
系
図
上
の
息
子
で
あ
る
左
大
臣

が
中
心
と
な
っ
て
物
語
が
展
開
す
る
。

巻
一
に
お
い
て
右
大
将
は
、
世
間
か
ら
氏
の
長
者
で
あ
る
左
大
臣
家

の
嫡
子
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
右
大
臣
は
自
ら
の
中
君
と
の
縁
談
を
左

大
臣
に
持
ち
掛
け
る
。
し
か
し
、
左
大
臣
は
、
右
大
将
が
本
当
は
女
性

で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
結
婚
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
せ
ず
、
話
は
立
ち

消
え
に
な
る
。
右
大
将
と
の
縁
談
が
不
調
に
終
わ
っ
た
た
め
に
、
右
大

臣
は
中
君
に
中
務
宮
を
通
わ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
中
君
は
そ
の
北
の
方

と
な
る
。
右
大
将
は
「
隠
れ
蓑
の
術
」
を
使
っ
て
垣
間
見
を
し
て
歩
く

最
中
、
従
兄
弟
の
三
位
中
将
が
右
大
臣
邸
に
入
っ
て
い
く
の
を
目
撃
す

る
。
三
位
中
将
の
後
を
追
う
と
、
三
位
中
将
は
中
務
宮
北
の
方
と
な
っ

た
中
君
と
密
会
を
行
な
っ
て
い
た
。
中
務
宮
夫
婦
の
仲
は
上
手
く
い
っ

て
お
ら
ず
、
北
の
方
は
夫
の
顔
を
見
る
の
も
嫌
な
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ

の
中
で
、
北
の
方
は
三
位
中
将
と
の
逢
瀬
に
溺
れ
、
そ
う
し
た
状
態
に

あ
る
北
の
方
を
、
右
大
将
は
不
愉
快
な
存
在
と
み
て
い
る
。
そ
の
後
、

三
位
中
将
は
北
の
方
の
も
と
を
訪
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
巻
二
に
な
り
、

北
の
方
は
右
大
将
の
息
子
で
あ
る
左
大
臣
と
男
女
の
仲
に
な
る
が
、
そ

れ
も
長
く
は
続
か
な
い
。
左
大
臣
が
自
ら
の
姪
と
結
婚
し
た
こ
と
で
北

の
方
は
生
霊
と
な
り
、
そ
の
姪
と
、
も
う
一
人
の
妾
妻
に
取
り
つ
き
、

つ
い
に
は
調
伏
さ
れ
死
去
す
る
。

大
槻
修
氏
は
、
こ
の
北
の
方
に
つ
い
て
、「
彼
女
の
描
か
れ
方
、
生
き

方
を
通
し
て
、
時
代
社
会
に
対
す
る
作
者
の
文
明
批
評
を
探
っ
て
み
た

い
」
と
し
た
論
文
の
結
論
部
で
、

あ
る
意
味
で
、
彼
女
は
〝
壮
烈
に
生
き
た
〟
と
い
え
よ
う
。
両
親

の
も
と
、
取
り
決
め
ら
れ
た
結
婚
に
従
い
、
そ
れ
が
心
満
た
さ
れ

ぬ
夫
運
の
際
で
も
、
隠
忍
自
重
の
生
活
を
強
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

平
安
貴
族
の
姫
君
。
一
夫
多
妻
、
通
い
婚
と
い
う
制
度
下
に
置
か

れ
た
当
時
の
女
性
の
日
々
は
、
あ
ま
り
に
暗
か
っ
た
。
自
我
に
目
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え
る
。
巻
二
に
お
い
て
北
の
方
は
、
あ
る
時
か
ら
通
っ
て
こ
な
く
な
っ

た
三
位
中
将
を
思
い
、
独
り
言
に
歌
を
詠
む
。

例
の
、
妻
戸
の
御
簾
の
も
と
に
寄
り
臥
し
て
、
暗
き
空
を
う
ち
な

が
む
る
に
、
折
知
り
顔
に
こ
た
ふ
る
荻
の
上
風
も
、
げ
に
あ
や
し

き
ほ
ど
な
れ
ば
、

あ
だ
人
の
心
の
秋
の
見
え
し
よ
り
我
が
身
に
と
ほ
る
荻
の
上

風

と
ぞ
ひ
と
り
ご
つ
な
る
。
あ
ま
り
う
つ
り
や
す
き
心
も
、
我
な
が

ら
思
ひ
知
ら
れ
給
へ
ど
、
こ
れ
も
さ
て
は
や
む
ま
じ
き
に
や
、
ふ

と
さ
し
寄
り
て
、

下
荻
の
我
に
し
な
び
く
風
な
ら
ば
あ
だ
な
る
秋
の
声
は
知
ら

せ
じ

と
い
ふ
け
は
ひ
、
い
み
じ
く
な
ま
め
か
し
き
に
、（
二
五
二
、
二
五
四

頁
）

北
の
方
の
歌
を
聞
い
た
左
大
臣
は
、
自
ら
に
靡
け
ば
い
い
と
歌
を
詠
み

掛
け
る
。
こ
こ
か
ら
両
者
の
関
係
は
始
ま
る
。

一
方
、
四
の
君
と
宰
相
中
将
と
の
関
係
が
如
何
様
に
始
ま
っ
た
か
と

い
え
ば
、
同
じ
く
四
の
君
が
独
り
言
に
詠
む
歌
に
対
し
て
、
宰
相
中
将

が
歌
を
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

前
に
は
人
も
な
き
に
、
琴
の
上
に
傾
き
か
か
り
て
、
つ
く
づ
く
と

月
を
な
が
め
て
、

覚
め
、
一
個
の
人
間
と
し
て
、
時
に
社
会
相
に
反
逆
せ
ん
と
し
た

人
妻
は
、
時
に
淫
乱
・
奔
放
の
そ
し
り
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
も
の
を
、
中
務
宮
卿
北
の
方
は
、
あ
る
意
味
で
、
自

己
を
押
し
通
し
た
〝
強
い
女
性
〟
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
述
べ
て
い
る

（
注
２
）。
大
槻
氏
の
論
に
は
、
一
個
人
と
し
て
の
自
我
を
女
性

が
持
つ
こ
と
、
そ
れ
を
貫
く
こ
と
は
、
反
社
会
的
存
在
に
な
る
こ
と
も

厭
わ
な
い
強
さ
を
意
味
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
中
務
宮
北
の

方
と
は
如
何
な
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
か
、
先
行
す
る
女
性

た
ち
と
の
比
較
を
通
し
て
、
さ
ら
に
分
析
し
て
い
く
。

『
在
明
の
別
』
は
、
同
じ
く
男
装
の
姫
君
を
中
心
に
据
え
る
『
今
と
り

か
へ
ば
や
』
の
影
響
を
大
き
く
受
け
る
作
品
で
あ
り

（
注
３
）、
こ
の
北
の
方
の

造
型
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
い

て
、
男
装
の
姫
君
で
あ
る
女
中
納
言
の
父
親
で
あ
る
関
白
左
大
臣
は
、

右
大
臣
か
ら
持
ち
掛
け
ら
れ
た
結
婚
話
を
受
け
、
女
中
納
言
は
右
大
臣

の
四
の
君
と
結
婚
す
る
。
一
方
で
、『
在
明
の
別
』
の
場
合
、
こ
の
結
婚

話
は
左
大
臣
が
断
っ
た
た
め
不
成
立
に
終
わ
る
。
い
わ
ば
、「
女
中
納
言

と
結
婚
し
な
か
っ
た
右
大
臣
の
四
の
君
」
と
い
う
設
定
が
、『
在
明
の

別
』
の
右
大
臣
の
中
君
の
造
型
に
お
け
る
原
点
と
し
て
存
在
し
て
い
る

と
い
え
る
。

北
の
方
の
造
型
に
四
の
君
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
二
人

の
女
性
が
、
夫
で
は
な
い
男
性
と
関
係
を
持
ち
始
め
る
場
面
か
ら
も
窺
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春
の
夜
も
見
る
我
か
ら
の
月
な
れ
ば
心
尽
く
し
の
影
と
な
り

け
り

と
ひ
と
り
ご
ち
た
る
。（
中
略
）
押
し
開
け
て
、
つ
つ
ま
ず
歩
み
入

り
た
ま
ふ
を
、
人
々
は
中
納
言
の
お
は
す
る
と
思
ひ
て
驚
か
ぬ
に
、

ふ
と
寄
り
て
、

忘
ら
れ
ぬ
心
や
月
に
か
よ
ふ
ら
ん
心
尽
く
し
の
影
と
見
け
る

は

け
は
ひ
の
あ
ら
ぬ
に
、（
巻
第
一
・
二
〇
六
頁
）

女
性
の
独
詠
歌
に
、
そ
れ
を
偶
々
聞
い
て
い
た
男
性
が
返
歌
を
す
る
と

い
う
形
は
、
北
の
方
が
四
の
君
の
影
響
を
受
け
た
造
型
で
あ
る
こ
と
を

示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
傍
線
部
の
よ
う
な
表
現
上
の
類
似

も
み
ら
れ
る

（
注
４
）。

『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
い
て
、
四
の
君
は
「
か
う
い
と
い
み
じ
く

死
ぬ
ば
か
り
思
ひ
焦
ら
る
る
人
を
心
ざ
し
あ
る
に
こ
そ
」（
巻
第
一
・
二
一

六
頁
）
と
、
そ
の
情
熱
を
肌
で
感
じ
て
宰
相
中
将
に
靡
い
て
い
く
。
こ
の

こ
と
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
頭
注
で
も
、

逢
瀬
を
重
ね
る
う
ち
に
、
四
の
君
の
心
に
宰
相
中
将
へ
の
愛
情
が

芽
生
え
始
め
る
。
肌
を
合
わ
せ
る
こ
と
も
な
く
表
面
だ
け
の
夫
婦

を
取
り
繕
っ
て
い
る
夫
に
比
べ
て
、
恋
に
身
を
焦
が
し
て
激
し
く

自
分
を
求
め
て
く
る
宰
相
中
将
の
ほ
う
が
愛
情
が
深
い
の
で
は
な

い
か
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。（
巻
第
一
・
二
一
六
―
二
一
七
頁
）

と
述
べ
ら
れ
る
。
一
方
で
、
こ
の
四
の
君
を
意
識
す
る
と
考
え
ら
れ
る

『
在
明
の
別
』
の
中
務
宮
北
の
方
が
持
つ
性
質
は
、
四
の
君
と
は
異
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。

巻
一
に
お
い
て
、
右
大
将
は
北
の
方
と
三
位
中
将
の
密
会
を
垣
間
見

し
て
お
り
、
そ
こ
で
の
よ
う
す
は
、

か
た
み
に
た
ぐ
ひ
な
き
仲
に
も
、
女
は
ま
さ
り
ざ
ま
に
、
押
し
当

て
て
、
い
み
じ
く
ま
と
は
れ
た
る
さ
ま
、（
六
六
頁
）

中
将
、
い
み
じ
き
こ
と
を
い
ひ
尽
く
し
て
、
今
ぞ
、
直
衣
な
ど
ひ

き
つ
く
ろ
ひ
て
も
、
な
ほ
え
動
か
ず
、
ま
と
は
れ
て
、
か
た
み
に

し
ぼ
る
袖
の
気
色
、（
七
二
頁
）

と
、
三
位
中
将
よ
り
も
北
の
方
の
方
が
逢
瀬
に
積
極
的
で
あ
る
こ
と
が

描
か
れ
る
。
も
っ
と
も
、
右
大
将
が
垣
間
見
し
た
の
は
、
両
者
が
頻
繁

に
逢
瀬
を
繰
り
返
し
て
い
る
折
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
北
の
方
が
三
位

中
将
に
靡
い
た
末
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
巻
二
に
お
い
て
、
右
大
将
の
息
子
の
左
大
臣
が
最
初
に
北

の
方
に
出
逢
っ
た
際
に
も
、
北
の
方
の
積
極
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

垣
間
見
を
し
て
い
た
左
大
臣
か
ら
突
然
歌
を
詠
み
掛
け
ら
れ
た
北
の
方

は
、
大
き
く
動
揺
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
左
大
臣
を
受
け
入
れ

る
。「

あ
や
し
」
と
思
ふ
べ
き
ぞ
か
し
、
も
と
よ
り
い
た
く
あ
だ
め
き
た

る
御
心
に
は
、
お
ど
ろ
か
れ
ん
や
は
。
か
た
へ
は
、
あ
ま
り
な
る
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心
劣
り
も
う
ち
添
ふ
ら
ん
か
し
。
さ
れ
ど
、「
か
く
て
や
み
な
ん
」

と
は
お
ぼ
え
ぬ
や
、
我
な
が
ら
あ
や
し
か
ら
ん
。（
二
五
四
頁
）

そ
う
し
た
北
の
方
に
対
し
て
、
左
大
臣
の
方
が
落
胆
を
覚
え
る
ほ
ど
で

あ
る
。
三
位
中
将
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
三
位
中
将
に
徐
々
に
靡
い

て
い
っ
た
、
と
い
う
よ
り
も
、
北
の
方
が
積
極
的
で
あ
っ
た
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
義
妹
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
三
位
中

将
が
、
そ
れ
と
北
の
方
を
比
較
し
、

中
務
の
宮
わ
た
り
に
も
、
い
と
い
た
く
い
ひ
ま
と
は
す
に
こ
そ
、

さ
ま
か
は
り
、
う
ち
ほ
の
め
く
こ
と
も
絶
え
ね
、
ま
こ
と
に
け
近

く
見
ん
に
は
、
ま
ば
ゆ
く
、
軽
々
し
か
る
べ
き
か
た
も
う
ち
ま
じ

り
つ
つ
、「
な
ほ
、
人
は
、
あ
り
が
た
か
り
け
り
」
と
の
み
、
思
ひ

集
む
る
ま
ま
に
、（
二
二
〇
頁
）

と
、
そ
の
纏
わ
り
つ
く
よ
う
な
振
る
舞
い
を
「
軽
々
し
」
と
否
定
的
に

捉
え
て
い
る
こ
と
に
も
窺
え
る
。
中
務
宮
北
の
方
は
、『
今
と
り
か
へ
ば

や
』
の
四
の
君
を
原
点
と
し
つ
つ
、
男
性
が
閉
口
す
る
ほ
ど
に
性
愛
に

執
着
す
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

二
　
男
装
の
姫
君
と
結
婚
し
た
対
の
上
と
性
愛

右
大
将
は
右
大
臣
の
中
君
と
は
結
婚
し
な
か
っ
た
が
、
男
性
と
し
て

結
婚
を
す
る
。
相
手
の
女
性
は
対
の
上
と
呼
ば
れ
る
、
右
大
将
の
叔
父

で
あ
る
左
大
将
の
義
娘
で
あ
る
。
対
の
上
は
、
母
親
の
再
婚
相
手
で
あ

る
左
大
将
か
ら
一
方
的
な
契
り
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
あ
る
時
右
大
将

が
そ
れ
を
垣
間
見
し
、
対
の
上
が
左
大
将
の
子
を
身
籠
っ
て
い
る
こ
と

を
知
っ
た
右
大
将
は
、
対
の
上
を
自
邸
に
連
れ
出
す
。
そ
し
て
、
対
の

上
が
右
大
将
の
子
と
し
て
産
ん
だ
の
が
、
後
の
左
大
臣
で
あ
る
。
右
大

将
の
妻
と
な
っ
た
後
、
対
の
上
は
義
兄
で
あ
る
三
位
中
将
の
侵
入
を
受

け
、
契
り
を
交
わ
し
、
身
籠
る
。
そ
し
て
産
ま
れ
た
の
が
、
後
の
中
宮

で
あ
っ
た
。
右
大
将
は
こ
の
妊
娠
を
本
心
で
は
不
快
に
思
っ
て
い
た
が
、

子
ど
も
が
産
ま
れ
る
こ
と
は
家
の
た
め
に
は
好
都
合
で
あ
る
と
、
表
面

上
は
そ
の
妊
娠
を
歓
迎
し
、
両
者
の
関
係
が
破
綻
す
る
こ
と
は
な
い
。

右
大
将
が
「
死
去
」
し
た
こ
と
で
、
対
の
上
は
出
家
す
る
。
そ
の
後
、

女
御
と
な
っ
た
か
つ
て
の
右
大
将
は
、
対
の
尼
に
自
ら
が
か
つ
て
の
右

大
将
で
あ
り
、
そ
の
妹
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
る
。

こ
の
右
大
将
と
対
の
上
の
夫
婦
関
係
に
つ
い
て
、
宮
﨑
裕
子
氏
は
、

こ
の
〈
女
性
同
士
の
夫
婦
〉
が
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
趣
向
を
取
り

込
み
な
が
ら
も
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、「『
在
明
の
別
』
に

あ
っ
て
〈
女
性
同
士
の
夫
婦
〉
は
、
女
性
同
士
の
親
密
な
関
係
を
描
き

出
す
た
め
に
有
用
な
も
の
」
で
あ
り
、「『
在
明
の
別
』
に
至
っ
て
初
め

て
、
母
娘
で
も
姉
妹
で
も
主
従
で
も
恋
敵
で
も
な
い
女
性
同
士
の
関
係

が
、
異
性
愛
を
も
凌
ぐ
親
密
さ
を
も
っ
て
登
場
し
た
」
と
述
べ
て
い
る

（
注
５
）。

『
在
明
の
別
』
の
対
の
上
も
、『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
四
の
君
と
同
様
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に
、
男
性
の
侵
入
を
受
け
、
そ
の
結
果
、
そ
の
男
性
の
子
を
妊
娠
す
る
。

そ
の
過
程
で
四
の
君
が
そ
の
男
性
に
靡
い
て
い
っ
た
一
方
で
、
対
の
上

は
二
人
の
男
性
と
の
間
に
子
を
成
す
が
、
ど
ち
ら
の
男
性
に
も
靡
く
こ

と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
両
者
の
重
要
な
相
違
が
あ
る
。

対
の
上
が
男
性
と
契
り
を
交
わ
し
、
そ
の
子
ど
も
を
妊
娠
、
出
産
す

る
こ
と
は
、
物
語
の
展
開
上
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
跡
継

ぎ
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、
跡
継
ぎ
が
い
な
い
た
め
に
姫
君
に
男
装
ま
で

さ
せ
て
い
た
、
氏
の
長
者
で
あ
る
左
大
臣
家
の
悲
願
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
対
の
上
に
は
、
女
性
で
あ
る
右
大
将
の
子
を
産
む
と
い
う
使
命

が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
は
他
の
男
性
と
契
り
を
交
わ
す
必

要
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
で
、
対
の
上
は
、
他
の
男
性
と
契
り
を

交
わ
し
、
そ
の
子
ど
も
を
妊
娠
し
つ
つ
も
、
そ
の
男
性
に
靡
か
な
い
女

性
と
し
て
存
在
し
た
。

こ
こ
で
、
対
の
上
が
他
の
男
性
に
靡
か
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
考

え
て
み
る

（
注
６
）。
義
兄
で
あ
る
三
位
中
将
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
両
者
が
契

り
を
交
わ
し
た
の
は
一
度
き
り
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、

げ
に
、
わ
ざ
と
心
づ
き
な
き
に
は
あ
ら
ね
ど
、
世
の
常
な
ら
ず
た

を
や
ぎ
す
ぎ
た
る
御
け
は
ひ
に
久
し
く
染
み
か
へ
り
て
は
、
い
と

ど
恐
ろ
し
く
恥
づ
か
し
き
に
、
一
言
葉
の
御
い
ら
へ
だ
に
、
え
宣

ひ
出
で
ず
。
明
け
方
に
な
り
て
、
思
し
ま
ど
へ
る
は
て
は
て
は
、

い
み
じ
く
心
地
悩
ま
し
く
て
、
い
と
い
た
う
苦
し
げ
に
も
て
な
し

給
へ
れ
ば
、
い
づ
く
の
言
葉
も
な
び
か
さ
む
か
た
な
く
、
恨
み
わ

び
給
へ
る
に
、（
一
二
六
、
一
二
八
頁
）

と
、
右
大
将
と
の
契
ら
ぬ
関
係
に
親
し
ん
だ
た
め
に
、
契
り
を
交
わ
す

こ
と
で
は
、
三
位
中
将
に
靡
き
よ
う
が
な
か
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
る
。

こ
の
、
契
ら
ぬ
夫
と
の
関
係
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
た
め
、
と
い
う
言

い
方
は
、『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
四
の
君
が
、
宰
相
中
将
と
初
め
て
契

り
を
交
わ
し
た
場
面
に
も
表
れ
る
。

女
君
は
、
中
納
言
に
な
ら
ひ
て
、
人
は
た
だ
の
ど
や
か
に
恥
づ
か

し
う
う
ち
語
ら
ふ
こ
と
よ
り
ほ
か
に
は
な
き
も
の
と
の
み
思
す
に
、

い
と
押
し
た
ち
情
け
な
き
も
て
な
し
な
る
に
、
絶
え
入
り
ぬ
ば
か

り
泣
き
沈
む
け
は
ひ
有
様
の
、（
巻
第
一
・
二
〇
七
―
二
〇
八
頁
）

最
初
の
契
り
で
は
四
の
君
も
宰
相
中
将
に
強
い
抵
抗
感
を
抱
い
て
お
り
、

逢
瀬
が
度
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
宰
相
中
将
に
靡
い
て
い
く
。

一
方
で
、
対
の
上
と
三
位
中
将
と
の
逢
瀬
は
こ
の
一
度
き
り
で
あ
っ
た
。

逢
瀬
が
重
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
四
の
君
と
対
の
上
を

単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

（
注
７
）。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
女
中
納
言
が
、
宰
相
中

将
と
密
通
し
た
四
の
君
を
非
難
す
る
以
下
の
発
言
に
注
目
し
た
い
。

お
ほ
ど
か
に
あ
て
に
お
は
せ
ん
女
は
た
だ
な
つ
か
し
う
あ
は
れ
な

る
よ
そ
の
語
ら
ひ
し
も
こ
そ
あ
は
れ
な
る
べ
け
れ
ど
、
我
よ
り
深

く
思
し
な
び
か
る
る
方
の
あ
ら
ん
よ
（
巻
第
一
・
二
五
六
頁
）
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こ
こ
で
は
、「
お
ほ
ど
か
に
あ
て
」
で
あ
る
女
性
は
、「
よ
そ
の
語
ら
ひ
」

と
い
う
精
神
的
な
繋
が
り
で
十
分
な
は
ず
だ
と
、
女
中
納
言
は
思
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、『
無
名
草
子
』
で
は
、
四
の
君
は
表
面
的
に
は
「
い
と

お
ほ
ど
か
に
、
ら
う
た
げ
に
て
、」
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「
お
ほ
ど
か
」
と
い
う
表
現
は
、『
在
明
の
別
』
に
お
い
て
は
「
お
ほ
ど

か
に
あ
え
か
な
る
御
心
の
癖
」（
一
八
八
頁
）、「
あ
ま
り
お
ほ
ど
か
な
る

御
も
て
な
し
」（
二
二
六
頁
）
と
、
対
の
上
に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
注
８
）。
実

際
に
、
対
の
上
は
、
右
大
将
と
の
夫
婦
関
係
に
対
し
て
、

朝
夕
馴
れ
き
こ
え
給
ふ
ま
ま
に
、
か
た
み
に
い
み
じ
く
思
ひ
か
は

し
給
へ
る
も
の
か
ら
、
お
の
づ
か
ら
、
す
く
よ
か
に
心
づ
き
な
か

り
し
御
あ
た
り
に
な
ら
ひ
給
へ
る
人
は
、
あ
や
し
く
、
も
の
遠
く

も
思
ひ
た
ど
ら
る
べ
し
。
さ
り
と
て
、
い
づ
く
に
心
置
か
る
べ
く

も
あ
ら
ず
。（
九
八
頁
）

と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
る
。
対
の
上
は
男
女
の
仲
を
す
で
に
知
っ
て

い
る
た
め
に
、
右
大
将
の
行
動
を
不
思
議
に
思
い
つ
つ
も
、
そ
れ
に
よ
っ

て
距
離
を
置
く
こ
と
は
な
い
。
一
方
で
、
四
の
君
は
男
女
の
仲
を
知
る

こ
と
で
、
宰
相
中
将
に
靡
い
て
い
く
。
加
え
て
、『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
』
の
頭
注
で
は
、
四
の
君
が
「
春
の
夜
も
」
の
歌
を
詠
ん
だ
こ
と

に
つ
い
て
、

四
の
君
は
無
意
識
に
、「
女
」
と
し
て
愛
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
感

じ
て
い
た
。
好
色
な
宰
相
中
将
は
、
四
の
君
の
心
の
寂
し
さ
を
鋭

く
感
じ
と
る
。（
巻
第
一
・
二
〇
六
頁
）

と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
男
女
の
仲
を
知
る
以
前
か
ら
存
在
し
た
曖
昧
模

糊
と
し
た
物
足
り
な
さ
に
、
宰
相
中
将
に
よ
っ
て
明
確
な
形
が
与
え
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
比
較
す
る
と
、『
今
と
り
か
へ

ば
や
』
の
四
の
君
と
は
異
な
り
、『
在
明
の
別
』
の
対
の
上
が
、
性
愛
を

求
め
な
い
女
性
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
女
中
納
言

が
想
定
し
た
「
お
ほ
ど
か
」
な
女
性
は
性
愛
を
求
め
な
い
、
を
体
現
し

た
も
の
と
し
て
、
対
の
上
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
も
示
す
。

『
無
名
草
子
』
に
お
い
て
、『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
四
の
君
は
、
女

中
納
言
と
い
う
「
さ
ば
か
り
ま
め
に
分
く
る
心
も
な
き
人
」
を
夫
に
持

ち
な
が
ら
も
、
物
思
い
を
し
、
宰
相
中
将
に
靡
い
て
い
っ
た
こ
と
が
非

難
さ
れ
て
い
た
。
一
方
で
、『
在
明
の
別
』
の
対
の
上
は
、
右
大
将
と
い

う
「
さ
ば
か
り
ま
め
に
分
く
る
心
も
な
き
人
」
を
持
ち
、
そ
れ
を
不
満

に
思
う
こ
と
も
、
他
の
男
性
に
靡
く
こ
と
も
な
い
。
対
の
上
は
、『
無
名

草
子
』
や
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
女
中
納
言
が
考
え
る
望
ま
し
い
女

性
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
中
務
宮
北
の
方
を
、「
男
装
の
姫
君

と
結
婚
し
な
か
っ
た
右
大
臣
の
姫
君
」
と
称
し
た
が
、
対
の
上
は
、「
男

装
の
姫
君
と
結
婚
し
、
他
の
男
性
に
靡
か
な
か
っ
た
姫
君
」
と
称
す
こ

と
が
で
き
よ
う

（
注
９
）。
そ
し
て
、
男
性
に
靡
か
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、「
お

ほ
ど
か
」
な
性
格
で
あ
り
、
性
愛
を
求
め
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る）

（注

（
注

。

こ
の
対
の
上
は
、
右
大
将
と
平
穏
な
夫
婦
生
活
を
送
り
、
右
大
将
が
女
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性
に
戻
っ
た
後
も
変
わ
ら
ず
仲
睦
ま
じ
い
ま
ま
で
あ
り
、
巻
二
以
降
は

ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。

三
　
性
愛
を
求
め
る
中
務
宮
北
の
方
と
「
愛
敬
」
と
い
う
表
現

『
在
明
の
別
』
の
中
務
宮
北
の
方
が
、『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
四
の

君
と
比
し
て
、
性
愛
に
執
着
す
る
女
性
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う

点
に
つ
い
て
、
そ
の
性
質
の
描
か
れ
方
か
ら
確
認
す
る
。
四
の
君
の
性

質
と
し
て
は
、「
子
め
き
」「
ら
う
た
げ
」
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
な
も

の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
頭
注
に
も
指
摘

が
あ
る
。
四
の
君
は
、
ひ
た
す
ら
に
可
愛
ら
し
く
、
そ
う
し
た
性
質
と
、

自
分
に
情
熱
を
向
け
て
く
る
男
性
に
惹
か
れ
る
こ
と
は
、
親
和
性
の
高

い
現
象
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
北
の
方
に
対
し
て
、「
子
め
き
」「
ら
う

た
げ
」
と
い
っ
た
表
現
は
使
わ
れ
な
い
。
先
に
、
よ
り
性
愛
に
執
着
す

る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
北
の
方
に
対
し
て
使
わ
れ
る
表
現
と
し
て
は
、

「
あ
だ
め
き
た
る
御
心
」（
二
五
四
頁
）、「
い
と
い
た
く
色
め
き
た
り
」（
二

五
六
頁
）
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
、
北
の
方
の
好
色
性
が
表
現
上
か
ら
も

わ
か
る
。
加
え
て
、
北
の
方
が
好
色
な
だ
け
の
女
性
で
は
な
い
こ
と
も
、

表
現
の
上
に
表
れ
て
い
る
。
以
下
に
挙
げ
る
箇
所
で
は
、
北
の
方
の
美

質
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
奥
の
方
よ
り
、
た
だ
今
来
る
や
、
母
な
ら
ん
」
と
見
れ
ど
、
さ
い

ふ
ば
か
り
も
見
え
ず
、
い
と
若
く
を
か
し
げ
に
て
、
は
な
ば
な
と

愛
敬
づ
き
た
る
さ
ま
し
た
り
。
し
ば
し
つ
い
ゐ
て
灯
を
う
ち
な
が

め
た
る
ま
み
の
わ
た
り
、
わ
ざ
と
こ
の
ま
し
く
、
見
ま
ほ
し
き
人

ざ
ま
な
り
。（
二
五
二
頁
）

女
は
、
さ
い
ふ
ば
か
り
こ
ち
た
き
齢
と
も
見
え
給
は
ず
、
い
と
よ

き
ほ
ど
に
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
え
た
る
人
の
、
い
と
さ
さ
や
か
に
て
、

額
髪
い
み
じ
く
を
か
し
げ
に
か
か
り
て
、
ま
み
の
ほ
ど
わ
ら
ら
か

に
は（

マ
マ
）

さ
み
て
、
口
つ
き
愛
敬
づ
き
、
い
と
見
ま
ほ
し
き
さ
ま
ぞ
し

給
へ
る
。（
二
六
二
、
二
六
四
頁
）

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
愛
敬
」
と
い
う
美
質
で
あ
る
。「
愛
敬
」
は
、

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
「「
愛
ら
し
い
魅
力
の
あ
る
こ
と
」
の
意
」
と

さ
れ
る
表
現
で
あ
る
。
本
作
品
で
は
他
に
、
巻
一
で
は
右
大
将
に
、
巻

二
以
降
で
は
右
大
臣
の
大
君
、
左
大
臣
の
妹
で
あ
る
中
宮
に
使
わ
れ
る

表
現
で
あ
る
。
巻
一
に
お
い
て
右
大
将
は
、
他
人
に
対
し
て
素
っ
気
な

い
態
度
を
取
る
こ
と
が
、
周
囲
か
ら
残
念
が
ら
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
右
大
将
が
男
装
し
た
女
性
で
あ
り
、
正
体
を
知
ら
れ
な
い
よ

う
に
他
人
と
距
離
を
取
っ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
が
、
そ
ん
な
右
大
将

が
珍
し
く
女
性
に
声
を
掛
け
る
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
の
右
大
将
の
よ

う
す
は
、「
い
み
じ
く
愛
敬
づ
き
、
け
近
き
に
つ
け
て
、」（
六
〇
頁
）
と

描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
右
大
将
は
、
普
段
の
素
っ
気
な
い
態
度

と
は
大
き
く
異
な
り
、
親
し
み
や
す
い
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
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巻
二
以
降
の
右
大
臣
の
大
君
に
つ
い
て
使
わ
れ
る
「
愛
敬
」
に
つ
い
て

も
、
同
様
の
変
化
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
君
は
左
大
臣
の
正
妻
で

あ
り
、「
あ
く
ま
で
気
高
く
う
つ
く
し
き
も
の
か
ら
、
残
り
多
く
、
う
ち

と
け
に
く
き
さ
ま
ぞ
し
給
へ
る
。」（
三
二
四
頁
）、「
い
み
じ
く
き
ら
き
ら

し
う
、
気
高
く
恥
づ
か
し
げ
な
る
さ
ま
ぞ
し
給
へ
る
。」（
三
二
六
頁
）
と
、

そ
の
近
づ
き
が
た
い
「
気
高
さ
」
が
示
さ
れ
て
い
た）

（（

（
注

。
そ
の
大
君
が
、

生
霊
事
件
を
契
機
に
、
夫
で
あ
る
左
大
臣
に
対
し
て
親
し
む
態
度
を
み

せ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
よ
な
き
御
け
は
ひ
も
、
お
の
づ
か
ら
う
ち
ゆ
る
び
、
少
し
う
ち

ほ
ほ
笑
み
給
ふ
時
も
ま
じ
れ
ば
、
ま
し
て
御
口
つ
き
の
愛
敬
も
い

と
多
く
ま
さ
る
べ
し
。
さ
る
は
、
人
よ
り
も
奥
深
く
見
ま
ほ
し
き

と
こ
ろ
ぞ
お
は
し
け
る
。（
四
〇
四
頁
）

左
大
臣
と
し
て
は
十
分
と
は
思
え
な
い
も
の
の
、
以
前
よ
り
は
う
ち
解

け
た
態
度
を
取
る
大
君
に
対
し
て
、「
愛
敬
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て

い
る
。
他
の
箇
所
で
も
、

や
う
や
う
住
み
馴
れ
給
ふ
ま
ま
に
、
お
の
づ
か
ら
御
笑
み
顔
、
言

続
け
宣
ふ
時
あ
る
は
、
い
と
見
ま
ほ
し
く
、
愛
敬
づ
き
た
れ
ば
、

い
か
が
は
せ
ん
に
思
し
な
る
べ
し
。（
四
四
八
頁
）

と
、
親
み
が
増
す
ほ
ど
に
そ
の
「
愛
敬
」
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
窺

え
る
。
そ
し
て
、
中
宮
に
対
し
て
は
、

そ
こ
は
か
と
な
く
ら
う
た
く
、
う
つ
く
し
げ
な
る
も
の
か
ら
、
子

め
き
愛
敬
づ
き
た
る
御
さ
ま
、
母
上
に
ぞ
い
と
よ
く
お
ぼ
え
給
へ

る
を
、（
二
七
八
頁
）

と
、
母
親
で
あ
る
対
の
上
に
似
る
美
質
と
し
て
「
愛
敬
」
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
対
の
上
が
、
義
父
と
の
間
に
子
を
成
し
、
右
大
将
の
妻

と
な
っ
た
後
、
義
兄
と
の
間
に
も
子
を
成
し
た
女
性
で
あ
る
こ
と
は
先

述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
列
挙
し
て
い
く
と
、
こ
の
「
愛
敬
」

と
い
う
美
質
が
、
男
女
関
係
と
親
和
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
右
大
将
や
右
大
臣
の
大
君
は
、
こ
の
「
愛
敬
」
が
表
出
し
に
く

い
人
物
で
あ
っ
た
が
、
右
大
将
は
女
性
を
口
説
く
と
い
う
状
況
、
大
君

は
夫
に
親
し
み
を
覚
え
た
と
い
う
状
況
に
お
い
て
、
こ
の
美
質
が
他
者

に
み
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
北
の
方
は
好
色
性
と

と
も
に
、
こ
う
し
た
魅
力
を
備
え
る
人
物
と
し
て
存
在
す
る
。

加
え
て
、
こ
の
「
愛
敬
」
と
い
う
表
現
は
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
で

は
女
中
納
言
に
対
し
て
特
徴
的
に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
男
尚
侍

と
並
べ
た
際
に
は
、

大
方
は
た
だ
同
じ
も
の
と
見
ゆ
る
御
容
貌
の
、
若
君
は
あ
て
に
か

を
り
気
高
く
、
な
ま
め
か
し
き
方
添
ひ
て
見
え
た
ま
ひ
、
姫
君
は

は
な
ば
な
と
ほ
こ
り
か
に
、
見
て
も
飽
く
世
な
く
、
あ
た
り
に
も

こ
ぼ
れ
散
る
愛
敬
な
ど
ぞ
今
よ
り
似
る
も
の
な
く
も
の
し
た
ま
ひ

け
る
。（
巻
第
一
・
一
六
六
頁
）

と
、
両
者
は
外
見
が
似
通
う
一
方
で
、
そ
の
美
質
は
異
な
っ
て
い
る
こ
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と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
「
愛
敬
」
は
後
に
、
吉
野
の
中
君
に
も
使
わ
れ

る
。
女
中
納
言
を
忘
れ
ら
れ
な
い
か
つ
て
の
宰
相
中
将
は
、
吉
野
の
中

君
を
見
て
、

若
く
う
つ
く
し
げ
に
飽
か
ぬ
こ
と
な
く
整
ひ
は
て
て
、
は
な
ば
な

と
愛
敬
づ
き
見
ま
ほ
し
き
さ
ま
な
ど
、
類
な
し
と
見
し
人
に
い
づ

く
か
は
劣
り
た
ま
へ
る
と
見
る
も
、（
巻
第
四
・
四
九
四
頁
）

と
、
そ
の
喪
失
感
が
慰
め
ら
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。『
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
』
の
頭
注
に
も
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
「
愛

敬
」
は
、
女
中
納
言
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
吉
野
の
中
君
が
そ
れ
に

通
じ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
表
現
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
愛
敬
」
と
い
う
表
現
が
女
中
納
言
に
付
与
さ
れ
て
い

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、『
在
明
の
別
』
で
も
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
け
る
「
愛
敬
」

と
い
う
魅
力
を
、『
在
明
の
別
』
で
は
、
特
に
異
性
を
惹
き
つ
け
る
も
の

と
し
て
扱
い
、
作
中
で
使
用
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
中
務

宮
北
の
方
は
、
専
ら
性
愛
と
い
う
側
面
に
力
点
を
置
い
た
「
愛
敬
」
の

持
ち
主
と
し
て
、
独
自
性
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
生
霊
事
件
に
み
る
中
務
宮
北
の
方
の
感
情

左
大
臣
の
正
妻
で
あ
る
右
大
臣
の
大
君
は
、
生
霊
事
件
を
契
機
に
左

大
臣
へ
の
態
度
を
軟
化
さ
せ
る
。
こ
の
生
霊
事
件
と
は
、
中
務
宮
北
の

方
の
生
霊
が
、
右
大
臣
の
大
君
と
、
左
大
臣
の
妾
妻
で
あ
る
四
条
の
上

に
取
り
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
生
霊
事
件
と
聞
い
て
思
い
起
こ
さ
れ
る

の
は
、『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
で
あ
る
。
金
光
桂
子
氏
は
、
六
条

御
息
所
の
生
霊
を
下
敷
き
に
造
型
さ
れ
て
い
る
中
世
期
に
お
け
る
「
物

の
怪
」
の
一
例
と
し
て
、
中
務
宮
北
の
方
を
扱
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、

「
御
息
所
の
生
霊
に
読
み
取
っ
た
怨
念
や
害
意
を
よ
り
明
確
に
し
つ
つ
、

そ
う
し
た
悪
霊
的
存
在
に
対
し
て
も
「
あ
は
れ
」
と
い
う
感
情
を
抱
く

余
地
を
残
し
て
」
い
る
と
述
べ
て
い
る）

（注

（
注

。

左
大
臣
が
右
大
臣
の
大
君
と
結
婚
し
た
こ
と
を
知
っ
た
北
の
方
は
、

そ
の
行
動
を
恨
め
し
く
思
う
。

時
し
も
あ
れ
、
あ
ぢ
き
な
く
、
同
じ
か
ざ
し
を
思
し
つ
つ
ま
ぬ
も

恨
め
し
く
、
い
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
誰
が
あ
や
ま
り
な
ら
ぬ
前
の
世

の
契
り
を
、
返
す
返
す
思
ひ
む
す
ぼ
ほ
れ
給
ふ
に
、（
三
二
八
頁
）

そ
れ
と
い
う
の
も
、
右
大
臣
は
北
の
方
の
兄
で
あ
り
、
北
の
方
と
大
君

は
叔
母
と
姪
の
関
係
に
当
た
る
か
ら
で
あ
る
。
自
ら
に
近
し
い
人
間
と

の
結
婚
が
、
北
の
方
に
強
い
恨
み
を
抱
か
せ
、
北
の
方
は
、
左
大
臣
に

対
す
る
自
ら
の
そ
う
し
た
思
い
を
自
覚
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
六

条
御
息
所
は
、

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
。（「
葵
」
巻
・
三
七
頁
）
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と
、
光
源
氏
の
こ
と
を
意
識
し
な
い
よ
う
に
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
思
っ

て
い
る
時
点
で
そ
れ
が
失
敗
し
て
い
る
こ
と
は
続
く
地
の
文
か
ら
窺
え

る
が
、
六
条
御
息
所
本
人
と
し
て
は
、
光
源
氏
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
感

情
を
持
ち
た
く
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

右
大
臣
の
大
君
に
取
り
つ
い
た
生
霊
に
よ
っ
て
、
大
君
は
そ
の
容
貌

を
変
え
る
。

な
ほ
心
あ
る
人
と
も
見
え
ず
、
御
か
た
ち
も
か
は
り
た
る
や
う
に

て
、
そ
の
人
と
も
見
え
給
は
ず
。
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
け
近
き
も

の
か
ら
、
ね
た
げ
な
る
ま
み
の
け
し
き
、
左
の
大
臣
は
さ
や
う
に

も
分
き
給
は
ず
、
父
殿
ぞ
、
い
と
あ
や
し
う
、「
思
ひ
か
け
ぬ
人
に

も
似
給
へ
る
か
な
」
と
、
心
得
ず
思
さ
る
る
に
、
う
ち
み
じ
ろ
き

て
、

様
々
に
朝
夕
こ
が
す
胸
の
う
ち
を
い
づ
れ
の
か
た
に
し
ば
し

晴
る
け
ん

と
宣
ふ
け
は
ひ
、
い
さ
さ
か
そ
の
人
に
も
あ
ら
ず
、
違
ふ
べ
く
も

あ
ら
ぬ
を
、
父
大
臣
の
み
ぞ
、
返
す
返
す
、「
あ
や
し
」
と
傾
か
れ

給
ふ
。（
三
七
四
頁
）

右
大
臣
は
、
娘
の
姿
や
口
振
り
が
、
妹
で
あ
る
中
務
宮
北
の
方
の
そ
れ

に
な
っ
た
こ
と
を
訝
し
む
。

「
葵
」
巻
で
光
源
氏
は
、
葵
の
上
の
よ
う
す
が
、

の
た
ま
ふ
声
、
け
は
ひ
、
そ
の
人
に
も
あ
ら
ず
変
り
た
ま
へ
り
。

い
と
あ
や
し
と
思
し
め
ぐ
ら
す
に
、
た
だ
か
の
御
息
所
な
り
け
り
。

（「
葵
」
巻
・
四
〇
頁
）

と
、
六
条
御
息
所
そ
の
人
の
も
の
に
な
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。『
在
明

の
別
』
で
は
、
左
大
臣
は
そ
の
変
化
を
認
識
し
て
お
ら
ず
、
代
わ
り
に

北
の
方
の
兄
で
あ
る
右
大
臣
の
視
線
を
通
し
て
、
そ
れ
は
語
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
よ
り
ま
し
童
に
移
さ
れ
た
生
霊
は
、

は
か
な
き
こ
と
に
つ
け
て
も
、
思
ふ
こ
と
違
ふ
身
の
宿
世
を
、「
心

憂
し
」
と
思
ふ
に
、
い
と
離
れ
ぬ
ゆ
か
り
に
し
も
、
思
ふ
さ
ま
に

心
や
す
く
住
み
馴
れ
給
ふ
が
、
聞
く
た
び
に
い
と
つ
ら
け
れ
ば
、

「
い
づ
れ
を
も
、
す
べ
て
、
こ
の
御
あ
た
り
な
ら
ん
人
を
、
い
た
づ

ら
に
な
し
て
ん
」
と
し
つ
る
も
の
を
、
心
憂
く
責
め
わ
び
さ
せ
給

ふ
こ
と
。（
三
七
六
頁
）

と
騒
ぐ
。
自
分
と
近
し
い
人
間
の
も
と
に
住
み
慣
れ
て
い
る
の
が
辛
い
、

と
い
う
の
は
、
左
大
臣
の
結
婚
を
聞
い
て
北
の
方
が
嘆
い
た
理
由
と
一

致
し
て
お
り
、
両
者
の
意
識
が
同
一
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、

こ
の
発
言
を
聞
い
た
左
大
臣
は
、
そ
の
正
体
が
中
務
宮
北
の
方
の
生
霊

で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。

生
霊
は
そ
の
後
、
四
条
の
上
の
も
と
へ
移
動
す
る
。
四
条
の
上
に
移
っ

た
生
霊
は
、
伝
え
た
い
こ
と
が
あ
る
と
左
大
臣
を
名
指
し
で
呼
ぶ
。

こ
の
た
び
は
、
い
と
し
め
や
か
に
泣
き
し
を
れ
て
、「
な
ほ
、
左
大

臣
殿
に
、
せ
ち
に
聞
こ
え
さ
す
べ
き
こ
と
あ
り
。
出
で
さ
せ
給
へ
」
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と
泣
き
ま
ど
ふ
を
、
内
の
大
殿
の
思
し
つ
る
こ
と
違
ひ
、
こ
と
の

ま
ぎ
れ
に
、
こ
の
大
臣
も
、
若
き
御
心
に
、
い
と
は
し
た
な
く
、

見
苦
し
け
れ
ば
、「
た
だ
、
よ
か
ら
ぬ
、
た
ぶ
れ
た
る
、
ま
こ
と
な

ら
ぬ
こ
と
い
ふ
な
ら
ん
。
打
ち
込
め
よ
」
と
宣
ふ
を
、
い
と
い
み

じ
く
泣
く
。

待
ち
か
ぬ
る
い
ま
ひ
と
た
び
の
逢
ふ
こ
と
を
あ
り
し
な
が
ら

に
か
ぎ
れ
と
や
思
ふ

声
を
立
て
て
泣
き
呼
ば
ひ
て
、
覚
め
ぬ
。（
三
八
四
、
三
八
六
頁
）

し
か
し
左
大
臣
は
こ
れ
を
拒
否
し
、
生
霊
は
調
伏
さ
れ
る
。
生
霊
と
死

霊
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、「
若
菜
下
」
巻
で
、
紫
の
上
に
取
り
つ
い
た

六
条
御
息
所
の
死
霊
が
、
こ
こ
で
は
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

光
源
氏
は
、

ま
こ
と
に
そ
の
人
か
。
よ
か
ら
ぬ
狐
な
ど
い
ふ
も
の
の
た
ぶ
れ
た

る
が
、
亡
き
人
の
面
伏
せ
な
る
こ
と
言
ひ
出
づ
る
も
あ
な
る
を
。

た
し
か
な
る
名
の
り
せ
よ
。（「
若
菜
下
」
巻
・
二
三
五
―
二
三
六
頁
）

と
、
言
葉
の
上
で
は
そ
の
正
体
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
が
、「
さ
す
が
に

も
の
恥
ぢ
し
た
る
け
は
ひ
変
ら
ず
、
な
か
な
か
い
と
疎
ま
し
く
心
憂
け

れ
ば
、
も
の
言
は
せ
じ
と
思
す
。」（「
若
菜
下
」
巻
・
二
三
六
頁
）
と
、
そ
れ

が
六
条
御
息
所
で
あ
る
と
認
識
し
つ
つ
、
取
り
合
う
気
は
な
い
。
そ
れ

は
、
こ
の
存
在
が
「
心
憂
」
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
生
霊
が
調
伏
さ

れ
た
と
同
時
に
北
の
方
が
死
去
し
た
こ
と
を
知
っ
た
左
大
臣
も
、「
我
が

身
の
上
と
り
添
へ
て
、「
心
憂
し
」
と
思
ひ
つ
れ
ど
、」（
三
八
六
頁
）
と
、

同
様
の
感
想
を
抱
い
て
い
る
。
女
性
は
自
ら
の
思
い
を
、
姿
を
変
え
て

も
な
お
訴
え
る
が
、
そ
れ
が
男
性
に
届
く
こ
と
は
無
い
。

こ
の
よ
う
に
、
北
の
方
の
生
霊
は
、
六
条
御
息
所
に
お
け
る
生
霊
、

死
霊
を
、
統
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る）

（注

（
注

。
そ
こ
で
の
感
情
に
は
、

六
条
御
息
所
の
よ
う
に
「
も
の
恥
ぢ
」
は
含
ま
ず
、
自
身
の
持
つ
恨
め

し
さ
、
辛
さ
に
の
み
焦
点
が
当
た
っ
て
い
る
。

六
条
御
息
所
の
死
霊
は
、
自
ら
の
思
い
を
切
々
と
述
べ
る
一
方
、
北

の
方
は
、
左
大
臣
に
拒
ま
れ
た
後
は
、
泣
き
に
泣
き
、
歌
を
一
つ
詠
ん

で
消
滅
す
る
。
そ
の
歌
は
、「
待
ち
か
ぬ
る
」
と
、
左
大
臣
の
来
訪
を
待

つ
辛
さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
六
条
御
息
所
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
北
の
方
も
〈
待
つ
女
〉
で
あ
っ
た）

（注

（
注

。
そ
し
て
、
北
の
方
が
待
っ

て
い
た
の
は
左
大
臣
だ
け
で
は
な
く
、
か
つ
て
は
三
位
中
将
を
〈
待
つ

女
〉
で
あ
っ
た
。

訪
れ
な
い
三
位
中
将
を
思
っ
て
北
の
方
が
詠
む
歌
に
は
、「
荻
の
上

風
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。「
荻
の
上
風
」
と
い
う
表
現
は
、
藤
原
義

孝
の
「
あ
き
は
な
ほ
ゆ
ふ
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね
を
ぎ
の
う
は
か
ぜ

は
ぎ
の
し
た
つ
ゆ
」（『
和
漢
朗
詠
集
』「
巻
上
秋
部
」・
二
二
九
）
で
の
詠
ま
れ

方
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
『
源
氏
物
語
』
で
は
、

「
時
雨
う
ち
し
て
荻
の
上
風
も
た
だ
な
ら
ぬ
夕
暮
」（「
少
女
」
巻
・
三
四
頁
）

と
、「
荻
の
上
風
」
を
秋
の
時
分
を
表
す
も
の
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
そ
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の
後
も
「
荻
の
上
風
」
は
、
秋
の
時
分
を
表
現
す
る
表
現
と
し
て
歌
に

詠
み
込
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
数
は
少
な
い
も
の
の
、
恋
部
の

歌
に
も
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
秋
と
恋
の
終
わ
り
と
の
親
和

性
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、『
新
古
今
和
歌
集
』
で

は
、

あ
は
れ
と
て
と
ふ
人
の
な
ど
な
か
る
ら
ん
物
お
も
ふ
や
ど
の
荻
の

う
は
か
ぜ
（
西
行
法
師
・
一
三
〇
七
）

今
は
た
だ
心
の
ほ
か
に
き
く
も
の
を
し
ら
ず
が
ほ
な
る
を
ぎ
の
う

は
か
ぜ
（
式
子
内
親
王
・
一
三
〇
九
）

と
、
恋
も
終
わ
り
を
迎
え
つ
つ
あ
る
「
巻
第
十
四
恋
四
部
」
に
、
こ
の

表
現
が
詠
み
込
ま
れ
る
。
特
に
西
行
の
歌
で
は
、
人
が
訪
れ
な
い
嘆
き

が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
待
つ
こ
と
へ
の
悲
嘆
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
二
首
以
外
に
「
荻
の
上
風
」
が
恋
部
で
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
は
、

勅
撰
和
歌
集
中
で
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』「
巻
第
十
五
恋
五
部
」、『
新

後
撰
和
歌
集
』「
巻
第
十
五
恋
五
部
」、『
続
千
載
和
歌
集
』「
巻
第
十
三

恋
三
部
」、『
新
続
古
今
和
歌
集
』「
巻
第
十
五
恋
五
部
」
に
一
首
ず
つ
、

確
認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
先
行
す
る
女
性
た
ち
の
多
く
と
同
様
、
北
の
方
も
〈
待

つ
女
〉
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
う
し
た
女
性
た
ち
に
比
し
て
、
よ
り
明

確
に
、
能
動
的
に
性
愛
を
求
め
る
女
性
で
も
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

『
在
明
の
別
』
に
お
け
る
中
務
宮
北
の
方
は
、
性
愛
を
求
め
る
女
性
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
右
大
臣
の

四
の
君
を
は
じ
め
、
先
行
す
る
女
性
た
ち
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
女
性
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
北
の
方
が
如
何
に
性
愛
に
対
し
て
積

極
的
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
同
じ
く
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
四
の
君

が
意
識
さ
れ
た
対
の
上
は
、
北
の
方
と
は
異
な
り
性
愛
を
求
め
な
い
女

性
で
あ
り
、『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
や
『
無
名
草
子
』
が
考
え
る
望
ま
し

い
女
性
像
へ
と
変
奏
さ
れ
て
い
る
。

巻
一
に
お
い
て
三
位
中
将
と
北
の
方
の
密
会
を
垣
間
見
し
た
右
大
将

は
、「
か
ば
か
り
の
き
は
に
も
、
か
た
は
な
る
わ
ざ
は
ま
じ
る
な
り
け

り
」（
六
六
頁
）
と
、
高
貴
な
女
性
に
も
こ
の
よ
う
な
存
在
が
い
た
の
だ

と
、
不
快
感
を
覚
え
る
。
性
愛
を
求
め
る
女
性
に
対
す
る
非
難
の
眼
差

し
は
作
品
内
外
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が）

（注

（
注

、
中
務
宮
北
の
方
は
、
そ

う
し
た
非
難
を
気
に
掛
け
る
こ
と
の
な
い
、
自
ら
の
感
情
に
正
直
な
女

性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

注

　
　
　
『
在
明
の
別
』
の
本
文
引
用
は
す
べ
て
『
有
明
け
の
別
れ
―
あ
る
男
装
の
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姫
君
の
物
語
―
』（
大
槻
修
訳
注
・
創
英
社
・
一
九
七
九
年
三
月
）
に
よ
る

が
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。

注
1　
『
在
明
の
別
』
以
外
の
引
用
は
、
散
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』、

和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

注
2　
「
中
務
卿
宮
北
の
方
・
恋
の
遍
歴
の
果
て
」・『
中
世
王
朝
物
語
の
研
究
』・

世
界
思
想
社
・
一
九
九
三
年
八
月
、
初
出
『
萬
葉
・
そ
の
後
犬
養
孝
博
士

古
稀
記
念
論
集
』・
塙
書
房
・
一
九
八
〇
年
五
月
・
原
題
「
あ
る
女
の
一

生
―
「
有
明
け
の
別
れ
」
の
中
務
卿
宮
北
の
方
」

注
3　
『
在
明
の
別
』
と
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
類
似
点
に
つ
い
て
は
、
つ
と

に
米
田
（
旧
姓
：
原
田
）
明
美
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
（「「
有
明
け
の
別
れ
」

と
「
と
り
か
へ
ば
や
」」・『
有
明
け
の
別
れ
―
あ
る
男
装
の
姫
君
の
物
語
―
』

所
収
）。

注
4　

今
井
源
衛
氏
は
、『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
こ
の
場
面
に
関
し
て
、
こ
う

し
た
垣
間
見
の
形
は
作
り
物
語
に
は
少
な
く
、
歌
物
語
に
多
い
も
の
で
あ

る
と
述
べ
る
（『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
堤
中
納
言
・
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』・
角

川
書
店
・
一
九
七
六
年
十
二
月
）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
場
面
に
類
似
す
る

も
の
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』「
花
宴
」
巻
で
の
光
源
氏
と
朧
月
夜
の
出
逢

い
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　

 

い
と
若
う
を
か
し
げ
な
る
声
の
、
な
べ
て
の
人
と
は
聞
こ
え
ぬ
、「
朧

月
夜
に
似
る
も
の
ぞ
な
き
」
と
う
ち
誦
じ
て
、
こ
な
た
ざ
ま
に
は
来

る
も
の
か
。
い
と
う
れ
し
く
て
、
ふ
と
袖
を
と
ら
へ
た
ま
ふ
。
女
、

恐
ろ
し
と
思
へ
る
気
色
に
て
、「
あ
な
む
く
つ
け
。
こ
は
誰
そ
」
と

の
た
ま
へ
ど
、「
何
か
う
と
ま
し
き
」
と
て
、

　
　
　
　
　
　
　

 

深
き
夜
の
あ
は
れ
を
知
る
も
入
る
月
の
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ぬ
契
り

と
ぞ
思
ふ

　
　
　
　
　

 

と
て
、
や
を
ら
抱
き
降
ろ
し
て
、
戸
は
押
し
立
て
つ
。（「
花
宴
」
巻
・

三
五
六
頁
）

　
　
　

朧
月
夜
は
、
元
々
后
が
ね
で
あ
り
、
後
に
尚
侍
と
な
り
な
が
ら
も
、
光
源

氏
と
の
関
係
を
継
続
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
を
み
せ
る
女
性
で
あ
る
。
性
愛

と
い
う
観
点
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
女
性
は
類
似
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
性

愛
を
求
め
る
女
性
の
、
男
性
と
の
出
逢
い
の
場
面
と
し
て
、『
今
と
り
か

へ
ば
や
』
が
『
源
氏
物
語
』
の
こ
の
場
面
を
意
識
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

注
5　
「
女
た
ち
の
世
界
―
『
在
明
の
別
』
が
描
い
た
〈
女
性
同
士
の
夫
婦
〉
か

ら
」・『
中
世
王
朝
物
語
の
新
研
究
』・
新
典
社
・
二
〇
〇
七
年
十
月
。
宮

﨑
氏
は
ま
た
、
そ
の
萌
芽
を
、『
源
氏
物
語
』
の
宮
の
御
方
に
見
て
お
り
、

こ
の
傾
向
が
『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
女
帝
と
藤
壺
皇
后
に
お
い
て

さ
ら
に
押
し
進
め
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
宮
﨑
氏
は
他
に
も
、
承
香
殿

の
女
に
お
い
て
、『
在
明
の
別
』
に
お
け
る
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
受

容
を
考
察
し
て
い
る
（「
承
香
殿
の
女
」
の
行
方
―
『
在
明
の
別
』
に
お
け

る
『
と
り
か
へ
ば
や
』
受
容
の
一
端
」・『
文
献
探
究
』
四
七
号
・
二
〇
〇
九
年

三
月
）。

注
6　

右
大
将
と
対
の
上
が
親
密
な
関
係
を
築
い
た
理
由
に
関
し
て
、
注
５
「
女

た
ち
の
世
界
―
『
在
明
の
別
』
が
描
い
た
〈
女
性
同
士
の
夫
婦
〉
か
ら
」

に
お
い
て
宮
﨑
氏
は
、
女
院
と
な
っ
た
か
つ
て
の
右
大
将
が
、
実
は
か
つ

て
天
女
で
あ
っ
た
と
巻
三
で
判
明
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

　
　
　
　
　

 

主
人
公
（
右
大
将
の
こ
と
：
筆
者
注
）
の
前
世
が
天
女
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
の
主
人
公
と
「
昔
の
世
ゆ
か
し
き
契
り
の
ほ
ど
（
一
九
〇
頁
：

筆
者
注
）」
で
結
ば
れ
て
い
た
―
前
世
で
何
ら
か
の
繋
が
り
を
持
っ

て
い
た
―
ら
し
い
対
の
上
の
前
身
も
ま
た
、
天
女
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
対
の
上
は
こ
の
天
人
降
下
事
件
の
前
年
に
死
去
し
て

お
り
、
女
院
の
袖
の
上
に
花
を
奉
っ
た
天
女
こ
そ
、
対
の
上
が
天
上

界
に
転
生
し
た
姿
で
、
主
人
公
と
対
の
上
と
が
不
思
議
な
ま
で
に
惹

か
れ
合
う
「
昔
の
世
ゆ
か
し
き
契
り
の
ほ
ど
」
の
由
縁
は
、
天
女
の

詠
歌
に
あ
る
、
主
人
公
と
天
女
と
が
一
緒
に
花
を
手
折
っ
た
「
昔
」



― 25 ―

に
あ
り
、
現
世
で
の
二
人
の
強
い
結
び
つ
き
は
、
天
上
界
で
共
に
過

ご
し
て
い
た
前
世
か
ら
の
宿
縁
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
、
と
も
想
定
で

き
よ
う
か
。

　
　
　

と
述
べ
る
。

注
7　

義
父
で
あ
る
左
大
将
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
対
の
上
は
「
た
だ
恐
ろ
し
く
、

「
か
な
し
」
と
の
み
思
ひ
ま
ど
へ
る
」（
四
八
頁
）
と
い
う
よ
う
す
で
あ
っ

た
。
対
の
上
の
母
親
は
左
大
将
と
再
婚
し
て
お
り
、
自
ら
の
母
親
に
自
分

と
左
大
将
の
関
係
を
知
ら
れ
る
こ
と
を
、
対
の
上
は
恐
れ
て
い
た
。
こ
う

し
た
状
況
で
は
、
た
と
え
そ
の
逢
瀬
が
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、

対
の
上
が
左
大
将
に
靡
く
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

注
8　
『
在
明
の
別
』
に
お
け
る
「
お
ほ
ど
か
」
と
い
う
表
現
は
、
他
に
、

　
　
　
　
　

 

さ
る
は
、
齢
の
ほ
ど
う
ち
あ
ひ
、
少
し
お
ほ
ど
か
な
る
さ
ま
を
も
て

つ
け
た
ら
ば
、
心
と
ま
ら
ず
し
も
あ
る
ま
じ
き
人
柄
を
、（
二
五
六

頁
）

　
　
　
　
　

 「
今
は
、
か
う
に
や
」
と
、
思
ひ
と
ぢ
む
る
ほ
ど
を
過
ぐ
さ
ず
、
ほ

の
か
に
聞
こ
ゆ
る
馬
の
音
に
、
心
を
の
べ
て
、
ま
た
、
さ
り
げ
な
く

お
ほ
ど
か
に
も
て
な
す
。（
三
二
〇
頁
）

　
　
　

が
存
在
す
る
。
前
者
は
中
務
宮
北
の
方
に
対
す
る
左
大
臣
の
評
価
で
あ
り
、

後
者
は
訪
問
し
た
左
大
臣
に
対
応
す
る
三
条
の
女
の
よ
う
す
で
あ
る
。
ど

ち
ら
も
「
お
ほ
ど
か
」
が
特
定
の
人
物
の
性
質
を
表
し
た
も
の
で
は
な
い
。

注
9　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
も
と
に
、『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
と
『
在

明
の
別
』
の
系
図
を
描
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。『
在
明
の
別
』
が
『
今

と
り
か
へ
ば
や
』
を
踏
ま
え
つ
つ
、
独
自
に
変
奏
さ
せ
て
い
る
様
が
わ
か

る
。

注
10　

対
の
上
が
性
愛
を
拒
絶
す
る
女
性
で
あ
る
、
と
は
断
言
で
き
な
い
。
確
か

に
性
質
は
「
お
ほ
ど
か
」
で
あ
り
、
自
ら
性
愛
を
求
め
る
こ
と
は
考
え
に

く
い
が
、
そ
の
一
方
で
強
く
拒
否
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
女
性
で
あ
っ

た
。
だ
と
す
れ
ば
、
三
位
中
将
と
の
逢
瀬
を
繰
り
返
し
て
い
た
ら
ど
う

な
っ
て
い
た
か
、
右
大
将
と
契
り
を
交
わ
せ
る
関
係
で
あ
れ
ば
ど
う
な
っ

て
い
た
の
か
、
等
に
つ
い
て
は
異
な
る
展
開
の
余
地
が
残
る
描
き
方
で
あ

る
。
作
中
で
の
契
り
は
、
対
の
上
に
と
っ
て
一
方
的
な
暴
力
で
し
か
な

か
っ
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
な
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
作
中
で
は
直
接
的

な
言
及
を
し
て
い
な
い
。

注
11　

右
大
臣
の
大
君
に
対
す
る
「
気
高
し
」
と
い
う
表
現
に
関
し
て
、
辻
本
裕

成
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
の
葵
の
上
か
ら
の
表
現
上
の
影
響
を
指
摘
し
て

い
る
（「
王
朝
末
期
物
語
に
お
け
る
源
氏
物
語
の
影
響
箇
所
一
覧
」・『
国
文
学

研
究
資
料
館
文
献
資
料
部
調
査
研
究
報
告
』
一
七
号
・
一
九
九
六
年
三
月
）。

こ
れ
を
受
け
、
宮
﨑
裕
子
氏
は
、
大
君
が
「
生
霊
事
件
を
生
き
延
び
た
葵

の
上
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（「
甦
る
葵
の
上
―
『
在
明
の
別
』
が
描
い

た
も
う
一
つ
の
「
葵
の
上
物
語
」」・『
語
文
研
究
』
一
〇
四
号
・
二
〇
〇
七
年

十
二
月
）。

注
12　
「
中
世
王
朝
物
語
に
お
け
る
物
の
怪
―
六
条
御
息
所
を
起
点
と
し
て
」・

『
中
世
の
王
朝
物
語
享
受
と
創
造
』・
臨
川
書
店
・
二
〇
一
七
年
五
月
、
初

『
今
と
り
か
へ
ば
や
』

女
中
納
言

『
在
明
の
別
』

四
の
君

宰
相
中
将

男
尚
侍

右
大
将

左
大
臣

対
の
上

三
位
中
将

中
務
宮中

務
宮
北
の
方
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出
『
世
界
の
中
の
『
源
氏
物
語
』
―
そ
の
普
遍
性
と
そ
の
現
代
性
―
』・

臨
川
書
店
・
二
〇
一
〇
年
二
月

注
13　
『
源
氏
物
語
』「
夕
顔
」
巻
で
、
夕
顔
が
某
院
の
霊
に
取
り
殺
さ
れ
る
事
件

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
夕
顔
を
取
り
殺
し
た
霊
と
六
条
御
息
所
と
は
関
係
が

如
何
な
る
も
の
か
は
曖
昧
で
あ
り
、
六
条
御
息
所
本
人
に
そ
の
自
覚
が
皆

無
な
ま
ま
、
夕
顔
を
取
り
殺
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、

『
在
明
の
別
』
で
北
の
方
の
生
霊
が
取
り
つ
く
四
条
の
上
は
、
こ
の
夕
顔

を
意
識
し
て
造
型
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
注
11
で
触
れ
た

右
大
臣
の
大
君
に
対
す
る
葵
の
上
の
影
響
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、『
在

明
の
別
』
で
は
、
某
院
の
霊
を
六
条
御
息
所
の
も
の
と
し
て
扱
い
、『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
三
つ
の
事
件
を
一
つ
の
事
件
と
し
、
取
り
つ
く
側
と

取
り
つ
か
れ
る
側
そ
れ
ぞ
れ
に
『
源
氏
物
語
』
の
人
物
を
意
識
さ
せ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

注
14　

六
条
御
息
所
を
「〈
待
つ
女
〉
の
苦
悩
」
と
い
う
視
点
で
み
る
も
の
と
し

て
は
、
吉
田
幹
生
氏
の
「
六
条
御
息
所
の
人
物
造
型
―
そ
の
生
霊
化
を

め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
古
代
恋
愛
文
学
史
』・
笠
間
書
院
・
二
〇
一
五
年
二
月
、

初
出
『
国
語
と
国
文
学
』
七
六
巻
一
二
号
・
一
九
九
九
年
十
二
月
）
が
挙
げ
ら

れ
る
。

注
15　

田
渕
句
美
子
氏
は
、『
無
名
草
子
』
の
批
評
態
度
に
お
い
て
は
、
男
女
と

い
う
性
別
は
問
わ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
（「『
無
名
草
子
』
の
視
座
―

物
語
と
教
育
を
繫
ぐ
」・『
女
房
文
学
史
論
―
王
朝
か
ら
中
世
へ
―
』・
岩
波

書
店
・
二
〇
一
九
年
八
月
、
初
出
『
中
世
文
学
』
五
七
号
・
二
〇
一
二
年
六

月
・
原
題
「『
無
名
草
子
』
の
視
座
」）。『
無
名
草
子
』
に
お
い
て
非
難
さ
れ

る
の
は
、
女
性
ば
か
り
で
は
な
く
、
光
源
氏
で
さ
え
そ
の
対
象
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
右
大
将
は
中
務
宮
北
の
方
を
嫌
悪
す
る
が
、
そ
れ
は
北
の

方
だ
け
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
方
的
な
密
通
を
す
る
叔
父
の

左
大
将
、
嘘
を
つ
き
女
性
の
も
と
を
去
る
三
位
中
将
な
ど
、
男
性
に
も
向

け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
性
別
問
わ
ず
、
性
愛
を
優
先
し
、
誠
実
で
な

い
こ
と
を
嫌
悪
す
る
点
に
お
い
て
、
右
大
将
も
『
無
名
草
子
』
も
同
じ
立

場
を
取
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
こ
ま
つ　

あ
す
か
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）




