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序
章 

   

一
、〈
文
学
性
〉
の
研
究
史 

  

『
栄
花
物
語
』
の
研
究
史
に
お
い
て
、
そ
の
〈
物
語
性
（
文
学
性
）〉
が
注
目
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
、
一

見
そ
の
対
極
に
位
置
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
〈
歴
史
性
〉
と
い
う
二
つ
の
性
質
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
始
め
た

の
は
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
事
実
た
る
も
の
を
物
語
の
手
法
で
書
く
と
い
う
形
態
に
よ

っ
て
、『
栄
花
物
語
』
は
長
ら
く
歴
史
と
も
物
語
（
文
学
）
と
も
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
福
長
進
氏
は
そ
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
概
観
す
る
。 

 

『
栄
花
物
語
』
研
究
の
一
つ
の
流
れ
と
し
て
、
こ
の
曖
昧
な
評
価
は
物
語
性
（
文
学
性
）
と
歴
史
性
と

い
う
二
つ
の
性
格
が
作
品
に
内
在
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
見
做
し
、
両
性
格
の
精
緻
な
解
明
に
向

か
う
営
み
が
あ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
論
者
は
、『
源
氏
物
語
』
蛍
巻
の
物
語
論
を
介
し
て
定
式
化
さ
れ

た
と
お
ぼ
し
き
認
識
の
枠
組
、
す
な
わ
ち
「
歴
史
＝
事
実↔

物
語
（
文
学
）
＝
虚
構
」
と
い
う
二
項
対

立
的
な
図
式
を
自
明
の
前
提
と
し
て
二
元
的
性
格
の
そ
れ
ぞ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。1 

 

歴
史
と
も
物
語
と
も
つ
か
な
い
と
い
う
状
態
は
両
方
の
性
格
を
持
つ
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

『
栄
花
物
語
』
内
に
見
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
注
目
し
、
取
り
出
し
て
分
析
す
る
と
い
っ
た
手
法
が
取

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

松
村
博
司 

  

そ
れ
ら
二
つ
の
性
格
の
う
ち
、〈
物
語
性
（
文
学
性
）〉
に
つ
い
て
、
松
村
博
司
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し

た
。 

 

1 

福
長
進
「
栄
花
物
語
研
究
の
動
向
」 

歴
史
物
語
講
座
刊
行
委
員
会
『
歴
史
物
語
講
座
第
二
巻 

栄
花

物
語
』
風
間
書
房
／
一
九
九
七 

二
二
六
頁 
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物
語
的
手
法
と
い
ふ
も
の
は
、
特
に
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
歴
史
に
深
い
関
心
を
寄
せ
な
が
ら
、
筆

者
が
女
性
な
る
が
故
に
か
へ
つ
て
従
来
の
歴
史
に
書
か
れ
な
い
部
分
を
描
か
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら

れ
る
。
た
と
へ
ば
別
離
の
悲
し
み
を
綿
々
と
描
く
こ
と
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。（
中
略
）
物
語
は
女
性

―

大
方
歴
史
の
裏
面
に
隠
れ
、
残
さ
れ
る
者
の
立
場
に
あ
る―

の
読
み
物
と
し
て
、
又
次
第
に
教
養
の

具
と
し
て
も
書
か
れ
た
が
故
に
、
歴
史
に
描
か
れ
な
い
人
間
の
心
情
を
殊
更
に
描
き
、
人
情
の
機
微
を

穿
つ
所
に
、
女
性
に
と
つ
て
の
道
々
し
く
委
し
い
事
も
お
の
づ
か
ら
語
ら
れ
る
。
物
語
の
変
遷
に
応
じ

て
物
語
性
の
属
性
も
種
々
あ
り
得
る
が
、
歴
史
に
描
か
れ
な
い
部
分
を
描
く
と
い
ふ
事
も
、
属
性
の
一

つ
と
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
栄
花
物
語
に
お
け
る
物
語
的
表
現
も
ま
た
多
分
に
こ
の
や
う
な
性
質
を

持
つ
て
ゐ
る
。（
中
略
）
政
治
の
裏
面
に
隠
れ
た
婦
女
子
、
強
権
に
敗
れ
た
失
意
の
人
々
は
い
ふ
に
及

ば
ず
、
甚
だ
し
ば
〳
〵
強
権
者
さ
へ
も
一
個
の
人
間
と
し
て
一
喜
一
憂
す
る
、
す
べ
て
歴
史
の
波
間
に

浮
沈
す
る
個
人
の
様
態
と
心
理
と
、
善
意
の
人
間
性
と
を
描
き
、
陰
険
悪
辣
な
策
動
・
陰
謀
の
内
部
に

決
し
て
深
入
り
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
こ
に
、
い
は
れ
る
や
う
に
こ
の
物
語
の
長
所
と
短
所
（
一
般

に
は
む
し
ろ
短
所
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
）
と
が
あ
る
が
、
唯
一
の
女
性
の
た
め
の
文
学
的
歴

史
書
の
当
然
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
色
と
限
界
と
で
あ
つ
た
。2 

 

『
栄
花
物
語
』
は
、
作
り
物
語
の
手
法
、
特
に
『
源
氏
物
語
』
に
大
き
く
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
人
々
の
心

情
や
機
微
な
ど
、
漢
文
に
よ
る
史
書
で
は
書
か
れ
な
い
も
の
を
書
く
。
そ
う
い
っ
た
点
に
『
栄
花
物
語
』
の

〈
物
語
性
〉
と
い
う
も
の
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

山
中
裕 

  

一
方
、
そ
の
〈
物
語
性
（
文
学
性
）〉
の
対
極
に
あ
る
と
さ
れ
た
〈
歴
史
性
〉
に
つ
い
て
、
山
中
裕
氏
は

「
外
見
上
の
歴
史
性3

」
と
し
て
「
編
者
の
主
体
性
」
「
編
年
性
」
「
材
料
の
私
的
な
面
を
と
り
あ
げ
な
い
」

と
い
う
三
点
を
挙
げ
る
。
そ
の
特
徴
に
基
づ
き
、『
栄
花
物
語
』
の
正
編
を
巻
二
～
十
四
、
巻
十
五
～
三
十

 

2 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
の
研
究
』
第
三
篇
第
一
章
「
内
容
（
一
）―

組
織
と
歴
史
的
文
学
的
特
質―

」

刀
江
書
院
／
一
九
五
六 

四
一
七
～
四
一
八
頁 

3 

山
中
裕
『
平
安
朝
文
学
の
史
的
研
究
』
第
三
章
第
二
節
「
栄
花
物
語
の
本
質
」
吉
川
弘
文
館
／
一
九
七

四 

二
二
四
頁 

＊
初
出 

坂
本
太
郎
ほ
か
編
『
国
史
大
系
書
目
改
題 

上
』「
栄
花
物
語
」
吉
川
弘
文

館
／
一
九
七
一 
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に
分
け
、
前
者
を
「
国
史
風
」、
す
な
わ
ち
、
編
年
的
で
、
事
件
の
順
序
が
正
確
で
あ
り
、
人
物
の
官
位
等

が
比
較
的
正
確
で
、
用
い
た
材
料
の
私
的
な
面
を
取
り
上
げ
な
い
と
い
う
、「
外
見
上
の
歴
史
性
」
の
特
徴

を
持
つ
巻
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
後
者
は
「
物
語
文
学
風
」
と
し
、
前
者
と
は
対
照
的
に
、
編
年
的
で
な

く
、
事
件
の
順
序
や
人
々
の
官
位
が
不
正
確
で
、
誇
張
が
強
く
、
文
章
が
優
美
で
あ
り
、
用
い
た
材
料
の
私

的
な
部
分
も
取
捨
選
択
し
て
い
な
い
と
指
摘
し
、
道
長
の
栄
花
を
記
し
た
物
語
で
あ
る
と
し
て
い
る4

。 

 

ま
た
、
山
中
氏
は
「
内
面
的
な
、
い
わ
ば
史
観
と
い
う
べ
き
も
の
」
に
よ
っ
て
も
『
栄
花
物
語
』
の
〈
歴

史
性
〉
を
指
摘
す
る
。 

 

 

す
な
わ
ち
三
十
巻
の
構
成
は
、
皇
室
と
藤
原
氏
の
系
譜
的
な
事
項
か
ら
書
き
は
じ
め
て
、
宮
廷
貴
族

社
会
に
お
け
る
雑
多
な
生
活
史
の
展
開
と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
は
生
活
史
の
実
態
や
人
物
の
容
貌
・

性
質
等
が
概
括
的
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
先
述
し
た
よ
う
に
一
貫
性
の
な
い
事
件
が
述
べ
ら
れ
て
は

い
る
が
、
そ
の
中
に
、
確
固
と
し
た
藤
原
氏
の
発
展
と
い
う
一
つ
の
主
題
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
主
題

が
、
後
見
の
重
大
さ
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
外
戚
と
の
結
び
つ
き
の
必
要
性
を
語
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は

作
者
の
意
図
の
中
に
自
ず
と
に
じ
み
出
て
き
た
作
者
の
史
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

叙
述
が
明
暗
二
面
を
交
互
に
く
り
返
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
明
暗
二
面
の
え
が
き
方
の

中
に
は
、
文
学
的
手
法
の
す
る
ど
さ
も
見
出
し
得
る
部
分
が
あ
る
。 

 

結
局
、
栄
花
物
語
は
編
年
的
記
録
体
の
事
実
を
軸
に
し
て
、
そ
の
間
に
物
語
的
叙
述
を
は
め
こ
み
な

が
ら
、
筆
を
進
め
て
い
る
。
従
っ
て
非
常
に
歴
史
的
な
一
面
が
強
い
と
同
時
に
、
文
学
的
な
面
も
強
く

見
ら
れ
、
性
質
の
異
な
っ
た
二
つ
の
場
面
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
発
揮
し
つ
つ
、
合
体
し
て
一
つ
の

作
品
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
或
る
巻
で
は
歴
史
的
な
面
が
特
に
強
く
現
わ
れ
、
ま
た
或
る
巻

で
は
文
学
的
な
面
が
特
に
強
く
現
わ
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
が
、
各
巻
毎
に
両
面
が
、
か
ら
み
合
っ
て

い
る
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。5 

 

藤
原
氏
の
発
展
、
後
見
の
重
大
さ
、
外
戚
と
の
結
び
つ
き
の
必
要
性
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
作
者
の
「
史
観
」

と
捉
え
、
編
年
性
を
持
っ
た
歴
史
叙
述
の
中
に
現
れ
る
こ
れ
ら
も
〈
歴
史
性
〉
と
捉
え
る
一
方
、
そ
れ
に
よ

 

4 

山
中
裕
『
歴
史
物
語
成
立
序
説
』
第
三
章
第
一
節
「
栄
花
物
語
の
歴
史
性
と
文
学
性
」
東
京
大
学
出
版

会
／
一
九
六
二 

一
五
六
頁 

＊
初
出
「
栄
花
物
語
の
歴
史
性
と
物
語
性
」「
日
本
歴
史
」
四
八
／
一
九

五
二 

5 

注
３ 

二
二
八
頁 
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っ
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
に
は
、
一
種
の
〈
文
学
性
〉
も
見
出
せ
る
と
い
う
。
山
中
氏
は
『
栄
花
物
語
』
の

〈
文
学
性
〉
に
つ
い
て
否
定
は
し
な
い
と
し
つ
つ
も
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
編
年
性
と
い
う
性
格
に
よ

っ
て
主
題
を
維
持
す
る
こ
と
の
困
難
が
あ
る
と
述
べ
る
。 

 

そ
し
て
こ
の
編
年
性
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
一
つ
の
事
柄
に
関
す
る
主
題
の
一
貫
性
、
あ
る

い
は
、
主
題
が
は
っ
き
り
現
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
六
国
史
な
ど
の
編
年
体
記
録
に
お
い
て

の
特
徴
は
、
時
間
的
順
序
の
中
に
無
関
係
な
る
事
柄
が
相
継
い
で
記
録
さ
れ
る
の
が
大
き
な
特
徴
で

あ
る
。
栄
花
物
語
に
も
時
は
重
要
な
要
素
で
は
あ
る
が
、
物
語
に
お
い
て
は
、
ま
ず
主
題
が
は
っ
き
り

し
て
い
る
こ
と
と
、
物
語
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
に
一
貫
性
を
保
と
う
と
す
る
要
素
が
表
面
に
強
く
あ
ら
わ

れ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
は
、
例
え
ば
、
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
の
巻
を
例
に
あ
げ
る
と
、

摂
政
伊
尹
の
薨
去
、
兼
通
の
折
衝
、
女
御
媓
子
の
立
后
、
中
宮
昌
子
皇
太
后
、
兼
通
・
兼
家
の
不
和
、

兼
通
の
任
太
政
大
臣
、
兼
通
・
頼
忠
の
仲
の
睦
ま
じ
き
こ
と
、
女
御
超
子
御
懐
妊
、
三
条
院
御
誕
生
、

内
裏
焼
亡
等
々
と
あ
っ
て
、
特
に
こ
の
巻
の
主
題
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
程
は
っ
き
り
し
て
お
ら
ず
、

た
だ
編
年
の
中
に
こ
れ
ら
の
事
実
が
次
々
と
並
べ
ら
れ
て
ゆ
く
の
が
特
徴
で
あ
る
。6 

 

『
栄
花
物
語
』
は
歴
史
小
説
や
大
河
ド
ラ
マ
と
は
異
な
り
、
常
に
作
品
の
中
心
と
な
る
べ
き
「
主
人
公
」
を

設
け
て
い
な
い
。
藤
原
道
長
を
主
人
公
と
見
る
向
き
も
あ
る
が
、
巻
に
よ
っ
て
そ
の
注
目
度
は
大
き
く
異
な

る
し
、
三
代
に
わ
た
っ
て
娘
を
中
宮
の
座
に
送
り
込
み
、
皇
統
の
後
見
と
し
て
威
勢
を
振
る
っ
た
道
長
が
作

品
の
中
心
に
な
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
山
中
氏
の
考
え
る
〈
物
語
性
〉
が
「
主
題
が
は
っ
き
り

し
て
い
る
こ
と
」「
ス
ト
ー
リ
ー
に
一
貫
性
を
保
と
う
と
す
る
要
素
が
現
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
確

か
に
『
栄
花
物
語
』
の
編
年
性
は
そ
れ
を
妨
げ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

河
北
騰 

  

次
に
河
北
騰
氏
は
、『
栄
花
物
語
』
に
は
「
或
る
種
の
長
大
な
説
話
ふ
う
の
「
口
語
り
」
を
記
述
す
る
場

合
に
は
、
そ
の
叙
述
の
上
に
意
識
的
に
加
え
ら
れ
た
改
変
が
、
か
な
り
数
多
く
存
在
す
る
と
い
う
特
徴
」
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
を
、
正
確
な
情
報
が
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
、
関
係

各
所
へ
の
忌
諱
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
た
こ
と
、
作
者
の
心
に
思
う
も
の
が
あ
っ
て
詠
嘆
や
感
動
を
投
げ

 

6 
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か
け
た
こ
と
な
ど
と
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
潤
色
を
通
し
て
、『
栄
花
物
語
』
の
〈
物
語
性
〉
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

歴
史
事
象
を
取
扱
っ
た
栄
花
物
語
と
呼
ぶ
こ
の
作
品
は
、
時
間
的
な
流
れ
の
中
に
、
生
滅
す
る
人
間
の

世
の
、
盛
衰
や
哀
歓
、
つ
ま
り
愛
別
離
苦
の
種
々
相
に
対
し
て
、
や
む
こ
と
の
な
い
強
い
関
心
や
感
動

の
心
を
以
て
書
き
記
さ
れ
た
歴
史
物
語
、
そ
う
い
う
一
面
の
性
格
を
確
か
に
有
し
て
い
る
と
明
言
し

て
良
い
。
然
も
、
そ
れ
は
、
読
者
対
象
と
し
て
恰
も
婦
女
子
を
予
想
で
も
し
て
い
る
が
如
く
に
、
感
傷

的
・
主
情
的
な
傾
向
を
帯
び
た
叙
述
の
方
法
な
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
う
し
て
、
栄
花
物
語
に
は
、
史
的
事
実
を
ま
ま
改
変
し
、
ま
た
は
潤
色
や
虚
構
を
加
え
て
表
現
し
、

ま
た
は
右
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
、
こ
と
さ
ら
に
筆
を
曲
げ
る
よ
う
に
し
て
叙
述
さ
れ
た
記
事
な

ど
も
、
や
は
り
存
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
特
色
を
、
私
た
ち
は
認
め
得
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
特
色
を
指
し
て
私
は
、
特
に
栄
花
物
語
の
「
物
語
的
性
格
」、
略
し
て
物
語
性
と
呼
び

た
い
の
で
あ
る
が
、
栄
花
物
語
の
記
事
の
中
に
は
勿
論
、
正
確
厳
密
な
物
も
多
い
け
れ
ど
も
、
往
々
に

し
て
世
間
で
は
、
信
憑
性
が
乏
し
い
と
貶
め
ら
れ
る
物
が
あ
る
所
以
は
、
思
う
に
右
の
よ
う
な
性
格
に

基
づ
く
所
な
の
で
あ
ろ
う
。7 

 

河
北
氏
も
松
村
氏
と
同
様
に
、
人
情
的
な
も
の
を
表
現
す
る
と
い
う
意
図
を
〈
物
語
性
〉
と
呼
ん
で
い
る
。 

 

加
納
重
文 

  

ま
た
、
加
納
重
文
氏
は
、『
栄
花
物
語
』
の
記
事
が
「
事
実
を
重
視
し
な
い
」
こ
と
、「
関
連
す
る
人
物
の

心
情
や
全
体
的
情
趣
」
が
主
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

『
栄
花
物
語
』
の
描
写
は
、
強
者
を
仰
ぎ
讃
美
す
る
同
じ
素
直
さ
で
、
弱
者
の
あ
る
い
は
敗
者
の
不
運

を
悲
し
む
。
物
事
の
筋
道
と
か
道
理
と
か
正
義
と
か
能
力
と
か
、
何
か
そ
う
い
う
よ
る
べ
き
理
論
を
持

つ
人
間
か
ら
み
れ
ば
、
無
節
操
な
ほ
ど
の
公
平
さ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
、『
栄
花
物
語
』
の
本
領

が
あ
る
。
す
べ
て
の
事
柄
を
、
情
趣
と
し
て
と
ら
え
る
。
そ
れ
が
本
来
ど
う
い
う
立
場
で
、
ど
の
よ
う

 

7 

河
北
騰
『
歴
史
物
語
論
考
』
第
一
編
第
二
章
「
栄
花
物
語
の
叙
述
法
」
笠
間
書
院
／
一
九
八
六 

三
五

頁 



11 

に
起
き
た
か
な
ど
は
、
問
題
で
な
い
。
め
で
た
い
こ
と
は
、
こ
の
う
え
な
く
め
で
た
い
よ
う
に
、
悲
し

い
こ
と
は
か
ぎ
り
な
く
悲
し
い
よ
う
に
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
心
情
を
呼
ぶ
、
一
つ
の
事
柄
と
し
て
と

ら
え
る
。
そ
こ
に
物
語
の
価
値
を
、
確
信
す
る
の
で
あ
る
。8 

 

河
北
氏
の
説
と
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
が
、
加
納
氏
は
、
こ
の
考
え
は
前
掲
の
松
村
氏
の
説
と
大
筋
に
お
い

て
隔
た
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
自
ら
述
べ
て
い
る
。 

 

二
、「
何
を
書
く
か
」
か
ら
「
ど
う
書
く
か
」
へ 

  

こ
こ
ま
で
、
松
村
、
山
中
、
河
北
、
加
納
各
氏
に
よ
る
〈
物
語
性
〉
の
定
義
を
見
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の

研
究
に
お
い
て
、〈
文
学
性
〉
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
概
ね
「
人
の
気
持
ち
」
を
描
く
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
山
中
氏
は
、
主
題
と
物
語
の
一
貫
性
を
重
視
し
、
編
年
体
と
い
う
性
質
上
、

『
栄
花
物
語
』
で
は
そ
れ
が
実
現
し
て
い
な
い
向
き
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
が
、
そ
の
「
主
題
」
が
諸

氏
の
述
べ
る
「
人
情
を
描
く
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、『
栄
花
物
語
』
に
は
そ
の
姿
勢
が
一
貫
し

て
叙
述
に
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
う
し
た
〈
物
語
性
〉
の
定
義
に
つ
い
て
、
福
長
進
氏
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。 

 

こ
れ
ま
で
「
物
語
性
」
あ
る
い
は
「
文
学
性
」
と
い
う
語
は
、
基
本
的
に
は
『
源
氏
物
語
』
蛍
巻
の
物

語
論
に
よ
り
つ
つ
も
様
々
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
六
国
史
の
通
り
一
遍
の
叙
述
に
対
し
て
、
人
情
の
機

微
を
穿
つ
叙
述
の
在
り
様
を
「
物
語
性
」
と
い
っ
て
み
た
り
、
あ
る
い
は
虚
構
を
用
い
て
真
実
を
描
く

こ
と
を
「
物
語
性
」
と
い
っ
た
り
、「
あ
は
れ
に
悲
し
い
」
人
々
に
感
動
を
与
え
る
よ
う
な
場
面
の
形

象
や
そ
う
い
う
内
容
の
逸
話
の
導
入
も
「
物
語
性
」
の
一
つ
と
数
え
た
り
、
明
暗
対
比
的
な
叙
述
の
構

成
を
も
「
物
語
性
」
と
捉
え
た
り
し
た
。9 

  

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
で
は
、『
栄
花
物
語
』
の
〈
文
学
性
〉
を
考
え
る
際
、

「
何
を
書
い
て
い
る
か
」
と
い
う
点
ば
か
り
が
重
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
近
年
、
物
語

 

8 

加
納
重
文
『
歴
史
物
語
の
思
想
』
第
一
編
第
四
章
「
物
語
認
識
」
京
都
女
子
大
学
研
究
叢
刊
／
一
九
九

二 

一
三
三
頁 

＊
初
出 

「
栄
花
物
語
の
物
語
認
識
」「
女
子
大
国
文
」
八
四
／
一
九
七
八 

9 
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と
し
て
の
『
栄
花
物
語
』
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、「
語
り
」
や
修
辞
と
い
っ
た
「
表
現
」
の
観
点
、
つ
ま

り
「
ど
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
か
」
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
福
長
氏
が

最
後
に
挙
げ
た
「
明
暗
対
比
的
な
叙
述
の
構
成
」
は
、
そ
の
先
駆
け
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

 

そ
の
「
表
現
」
の
観
点
に
つ
い
て
の
一
石
を
投
じ
た
の
が
『
栄
花
物
語
：
歴
史
か
ら
の
奪
還1

0

』
で
あ
る
。

高
橋
亨
氏
は
「
序
説
」
に
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

歴
史
叙
述
に
せ
よ
虚
構
の
物
語
に
せ
よ
、
そ
の
主
題
的
な
表
現
と
物
語
内
容
と
の
関
連
こ
そ
が
問
題

な
の
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
の
表
現
の
基
底
に
は
、『
源
氏
物
語
』
の
表
現
の
方
法
が
強
く
作
用
し
て

い
る
。
そ
の
こ
と
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
「
歴
史
物
語
」
へ
と
い
う
文
芸
史
的

な
過
程
を
、
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
こ
と
が
本
書
の
課
題
で
あ
る
。 

 

「
歴
史
」
と
「
物
語
」
と
を
、
言
説
の
素
材
内
容
の
差
異
と
し
て
で
は
な
く
、
語
り
の
表
現
方
法
の

問
題
と
し
て
捉
え
た
い
。1

1 

 

こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
同
書
に
所
収
さ
れ
た
各
論
は
「
語
り
」
や
「
書
く
」
こ
と
に
注
目
し
た
も
の
、
史
実

と
の
齟
齬
に
注
目
し
た
も
の
、
作
中
で
の
特
定
人
物
の
描
か
れ
方
に
注
目
し
た
も
の
な
ど
、
様
々
な
視
点
か

ら
『
栄
花
物
語
』
の
考
察
に
取
り
組
ん
で
い
る
。 

 

今
後
は
こ
う
し
た
考
察
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
ど
う
い
っ
た
表
現
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
栄
花

物
語
』
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
か
、
演
出
、
脚
色
の
傾
向
や
そ
の
狙
い
な
ど
、
ど
こ
に
文
学
と
し
て
の
面
白

さ
を
持
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
点
を
追
究
す
る
こ
と
に
研
究
の
重
点
が
移
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

本
論
文
も
そ
う
し
た
研
究
の
一
翼
を
担
う
べ
く
、『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、
演
出
や
脚
色
、
そ
の
他
様
々

な
技
巧
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
文
学
作

品
と
し
て
の
『
栄
花
物
語
』
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

三
、
各
章
の
概
要 

  

最
後
に
、
各
章
の
概
要
を
述
べ
て
序
章
を
終
え
た
い
。 

 

1
0 

高
橋
亨
、
辻
和
良
編
『
栄
花
物
語
：
歴
史
か
ら
の
奪
還
』
森
話
社
／
二
〇
一
八 

1
1 

高
橋
亨
「
物
語
と
歴
史
の
境
界
あ
る
い
は
侵
犯
」 

高
橋
亨
、
辻
和
良
編
『
栄
花
物
語
：
歴
史
か
ら
の

奪
還
』
森
話
社
／
二
〇
一
八 

六
頁 



13 

 
第
一
章
で
は
、
巻
五
「
浦
々
の
別
」
に
お
け
る
史
実
と
の
齟
齬
に
つ
い
て
論
じ
た
。
特
に
、
敦
康
親
王
の

誕
生
時
期
が
史
実
の
年
次
と
ず
れ
て
い
る
こ
と
、
藤
原
伊
周
が
配
流
の
前
に
父
道
隆
の
墓
に
詣
で
て
い
る

こ
と
、
女
院
詮
子
の
病
悩
を
書
か
な
い
こ
と
の
三
点
と
、
そ
れ
ら
と
連
動
し
て
時
期
が
変
わ
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
伊
周
兄
弟
の
帰
京
に
つ
い
て
注
目
し
た
。
従
来
は
『
源
氏
物
語
』
で
光
源
氏
が
須
磨
に
下
っ
た
こ
と

と
重
ね
合
わ
せ
て
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
年
次
が
操
作
さ
れ
た
理
由
は
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、『
栄
花
物
語
』
と
し
て
の
伊
周
像
や
、
構
成
の
問
題
に
も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
を
述
べ
た
。 

 

第
二
章
で
は
、
正
編
（
巻
一
～
三
十
）
の
引
歌
表
現
に
注
目
し
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
整
理
、
統
合

し
て
数
量
的
な
分
布
を
調
査
し
た
。
引
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
巻
は
、
内
容
と
し
て
は
道
長
家
の
栄
花
を
賛
美

す
る
も
の
、
伊
周
家
や
顕
光
家
の
没
落
を
伝
え
る
も
の
、
疫
病
な
ど
に
よ
る
社
会
不
安
を
描
く
も
の
、
諸
行

無
常
を
語
る
も
の
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
引
歌
は
そ
れ
ら
の
内
容
を
印
象
付
け
る
た
め
に
文
章
を

飾
り
、
美
文
調
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
正
編
の
中
で
引
歌
の
多
い
巻
の
内
容
を
追
う
と
、
勝
者
の
栄

花
、
敗
者
の
悲
哀
を
語
る
一
方
で
、
最
終
的
に
、
両
者
と
も
同
じ
「
死
」
に
よ
る
諸
行
無
常
を
感
ず
る
と
い

う
流
れ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
三
章
で
は
、
巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
て
死
去
す
る
伊
周
の
遺
言
に
注
目
し
、
そ
の
前
後
の
構
成
に
つ
い

て
論
じ
た
。
伊
周
の
遺
言
に
は
、
自
分
の
死
後
、
没
落
し
た
子
女
た
ち
が
女
房
な
ど
に
身
を
落
と
し
、
家
の

恥
と
な
る
の
で
は
と
い
う
懸
念
が
あ
る
。
ま
た
、
遺
言
の
前
後
に
藤
原
為
光
の
四
女
の
記
事
が
挿
入
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
は
ま
さ
し
く
伊
周
の
懸
念
す
る
没
落
し
た
姫
の
姿
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
彼
女
の
描
写

は
伊
周
の
懸
念
が
現
実
の
も
の
と
な
る
こ
と
の
伏
線
で
あ
り
、
伊
周
の
娘
た
ち
も
同
様
に
物
語
の
中
心
か

ら
退
場
し
て
い
く
哀
れ
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
。 

 

第
四
章
で
は
、
前
章
に
引
き
続
き
伊
周
の
遺
言
に
注
目
し
、
そ
の
内
容
が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
か

と
い
う
点
を
論
じ
た
。「
は
つ
は
な
」
の
巻
に
は
『
紫
式
部
日
記
』
を
利
用
し
た
箇
所
が
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
伊
周
の
遺
言
も
同
様
に
他
資
料
の
存
在
が
伺
え
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
文
体
の
面
か
ら

検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
長
大
な
伊
周
の
台
詞
に
は
、『
源
氏
物
語
』
の
宇
治
の
八
宮
の
遺
言
や
、『
栄
花
物

語
』
巻
十
五
「
う
た
が
ひ
」
に
見
ら
れ
る
道
長
の
独
白
と
の
類
似
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
と
の
関
連
性
が
意
識

さ
れ
て
創
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
結
論
を
得
た
。 

 

第
五
章
で
は
、
次
の
第
六
章
に
て
言
及
す
る
巻
二
十
六
「
楚
王
の
夢
」
の
故
事
に
関
連
し
て
、『
源
氏
物

語
』「
葵
」
の
巻
の
哀
傷
表
現
に
つ
い
て
論
じ
た
。
葵
の
上
へ
の
哀
傷
の
言
葉
に
は
、
漢
詩
文
に
よ
る
故
事

が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
作
品
は
二
つ
あ
り
、「
哀
傷
」
の
意
味
は
そ
の
う
ち
の
一
方
に

の
み
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、「
葵
」
の
巻
の
本
文
で
は
、
そ
の
典
拠
が
あ
る
部
分
の
訓
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読
に
よ
っ
て
和
歌
的
な
哀
傷
表
現
も
内
在
さ
せ
る
と
い
う
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
を
述
べ
た
。 

 

第
六
章
で
は
、「
楚
王
の
夢
」
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
論
じ
た
。
道
長
女
嬉

子
の
葬
送
の
日
に
雨
が
降
っ
た
と
い
う
史
実
と
齟
齬
し
て
い
る
こ
と
は
、
従
来
は
道
長
賛
美
の
一
環
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
前
章
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、「
楚
王
の
夢
」
の
故
事
を
用
い
た
哀

傷
表
現
に
は
「
暮
雨
」
の
要
素
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
の
潤
色
で
は
な
い
か
と
指
摘
し

た
。
一
方
、
嬉
子
の
夫
東
宮
が
見
た
「
雲
」
は
朝
の
時
間
帯
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
「
朝
雲
」
に
当
た

り
、『
源
氏
物
語
』
を
踏
ま
え
つ
つ
、
漢
詩
文
の
知
識
に
則
っ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

  

な
お
、『
栄
花
物
語
』
を
始
め
と
す
る
古
典
作
品
の
引
用
は
特
に
断
り
の
な
い
場
合
、
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
（
山
中
裕
ほ
か
校
注
／
小
学
館
／
一
九
九
五
～
一
九
九
八
。
以
下
、
新
編
全
集
と
略
称
）
に
よ
り
、

冊
数
と
頁
数
を
付
記
し
た
。『
日
本
紀
略
』
の
引
用
は
新
訂
増
補
國
史
大
系
（
黒
板
勝
美
ほ
か
編
／
普
及
版

／
吉
川
弘
文
館
／
一
九
七
九
）
に
よ
り
、『
小
右
記
』
の
引
用
は
大
日
本
古
記
録
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編
／
岩
波
書
店
／
一
九
五
九
～
一
九
八
六
）
に
よ
っ
た
。
引
用
文
中
の
傍
線
等
は
特
に
断
り
の
な
い
場
合
、

引
用
者
に
よ
る
。
旧
字
、
旧
仮
名
遣
い
を
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。 
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第
一
章 

巻
五
「
浦
々
の
別
」
に
お
け
る
年
次
設
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

：
史
実
を
欺
く
『
栄
花
物
語
』 

  

は
じ
め
に 

  

『
栄
花
物
語
』
巻
五
「
浦
々
の
別
」
は
、
中
関
白
家
を
取
り
巻
く
不
穏
な
空
気
の
中
、
話
が
始
ま
る
。
左

大
臣
藤
原
道
隆
の
死
後
、
内
大
臣
と
し
て
権
勢
を
振
る
っ
て
い
た
長
男
伊
周
は
、
花
山
院
に
矢
を
向
け
た
こ

と
な
ど
の
罪
に
よ
り
、
長
徳
二
年
、
弟
隆
家
と
と
も
に
配
流
の
宣
旨
を
下
さ
れ
る
。
左
大
臣
の
息
子
と
し
て

将
来
を
約
束
さ
れ
た
立
場
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
中
関
白
家
は
没
落
の
一
途
を
た
ど
り
、
代

わ
っ
て
道
隆
の
弟
道
長
に
栄
花
の
道
が
開
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
、
京
に
残
さ
れ
た
定
子
は
、
帝
の
子

を
二
人
産
ん
で
い
る
。『
栄
花
物
語
』
で
は
、
長
徳
二
年
十
二
月
に
は
脩
子
内
親
王
が
、
長
徳
四
年
に
は
敦

康
親
王
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
敦
康
親
王
誕
生
の
恩
赦
に
よ
り
、
同
年
、
伊
周
と

隆
家
は
帰
京
で
き
る
こ
と
と
な
り
、
亡
き
母
の
墓
前
に
参
っ
た
と
こ
ろ
で
「
浦
々
の
別
」
の
巻
は
終
わ
る
。

こ
の
展
開
は
、
伊
周
が
須
磨
に
下
る
光
源
氏
に
準
え
ら
れ
、
親
王
誕
生
の
恩
赦
は
、
光
源
氏
が
東
宮
（
後
の

冷
泉
帝
）
の
後
見
と
し
て
帰
京
を
許
さ
れ
た
こ
と
に
準
え
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

『
栄
花
物
語
』
を
「
歴
史
物
語
」
と
し
て
素
直
に
受
容
し
て
い
る
と
、
一
読
こ
れ
が
史
実
か
と
思
え
て
し

ま
う
の
だ
が
、
こ
の
年
次
を
『
小
右
記
』
や
『
権
記
』、『
日
本
紀
略
』
と
い
っ
た
他
の
史
料
に
照
ら
し
合
わ

せ
る
と
、
年
次
、
で
き
ご
と
の
順
序
に
大
き
な
齟
齬
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。『
栄
花
物
語
』
で
は
、
伊
周

兄
弟
は
敦
康
親
王
誕
生
の
恩
赦
に
よ
っ
て
帰
京
で
き
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
史
実
で
は
敦
康
親
王
が

生
ま
れ
る
よ
り
も
前
に
帰
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
以
外
に
も
、
検
非
違
使
が
二
条
の
邸
を
捜

索
し
て
い
る
際
の
伊
周
の
居
所
で
あ
る
と
か
、
女
院
詮
子
が
大
病
を
患
っ
て
い
る
こ
と
、
伊
周
た
ち
の
母
高

階
貴
子
の
死
な
ど
、『
栄
花
物
語
』
に
し
か
な
い
記
述
や
『
栄
花
物
語
』
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
事
項
が
存

在
す
る
。『
栄
花
物
語
』
は
仮
名
で
書
か
れ
た
物
語
で
あ
り
、
そ
の
編
年
体
叙
述
に
は
だ
い
ぶ
緩
や
か
な
部

分
が
あ
る
と
は
い
え
、
六
国
史
の
跡
を
継
い
で
い
る
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
作
品
が
、
皇
子
の
誕

生
と
い
う
重
大
事
に
つ
い
て
、
年
次
を
間
違
え
て
記
す
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、

こ
の
敦
康
親
王
に
関
わ
る
年
次
の
ず
れ
に
注
目
し
、『
栄
花
物
語
』
に
働
い
た
意
図
を
探
っ
て
ゆ
く
。 
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一
、
問
題
の
所
在 

 

史
実
と
の
相
違
点 

 

 

 

ま
ず
は
『
栄
花
物
語
』
と
史
実
と
の
相
違
点
を
確
認
す
る
。『
栄
花
物
語
』
と
史
実
の
関
係
を
年
表
に
ま

と
め
る
と
〈
表
１
〉
の
よ
う
に
な
る
。
細
か
な
相
違
点
は
多
々
あ
る
の
だ
が
、
今
回
の
問
題
の
中
心
に
あ
る

「
敦
康
親
王
の
誕
生
時
期
」
と
、「
伊
周
の
墓
参
り
」「
詮
子
の
病
悩
」
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
に
連
動
し
て
ず

れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
「
伊
周
兄
弟
の
召
還
時
期
」
を
考
え
て
み
た
い
。 

 

年次 栄　花　物　語 史　実

996 伊周・隆家に配流の宣旨

長徳2 四月二十四日　伊周・隆家配所に出立 四月二十四日　伊周・隆家に配流の宣旨（小、紀、補）

六月八日　二条第焼亡（小、紀）

十月二十日余　高階貴子逝去

十二月二十日ごろ　脩子内親王誕生 十二月十六日　脩子内親王誕生（紀）

997 二条第焼亡

長徳3 三月二十五日　東三条院御悩大赦（紀、百）

夏　高階成忠、定子に参内を進める

四月五日　伊周・隆家に召還の宣旨（百）

四月二十二日　隆家入京（小）

五月十三日　隆家入京（略）

定子・脩子内親王参内 六月二十二日　定子・脩子内親王参内（小、紀）

定子懐妊、退出

冬　承香殿元子懐妊

十二月　伊周入京（補）

998 敦康親王誕生

長徳4 四月　伊周・隆家に召還の宣旨

五月三、四日　隆家上京

五月五日　隆家妻と歌贈答

六月　元子太秦広隆寺で水を産む

高階成忠逝去 七月（二十五日？）　高階成忠逝去（紀）

十二月　伊周帰京

伊周・隆家、貴子の墓所に参る

999 彰子裳着 二月九日　彰子裳着（御、紀、世）

長徳5 六月十四日　内裏焼亡

十月　入内準備（御、小、権）

長保元 十一月一日　彰子入内 十一月一日　彰子入内（御、小、権、紀、略）

十一月七日　敦康親王誕生（小、権）

巻

六

巻

五

表１『栄花物語』と史実の年次比較 

＊作成にあたって、新編全集を参考にした。表中の略号は、御＝御堂関白記、小＝小右記、権＝権記、

左＝左経記、紀＝日本紀略、略＝扶桑略記、百＝百練抄、補＝公卿補任 
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伊
周
の
墓
参
り 

  

巻
五
「
浦
々
の
別
」
は
長
徳
二
年
の
四
月
、
賀
茂
の
祭
が
終
わ
っ
た
と
の
記
述
か
ら
始
ま
る
。
巻
四
「
み

は
て
ぬ
ゆ
め
」
の
巻
末
で
既
に
伊
周
た
ち
の
悪
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
処
分
に
対
し
て
伊
周
周

辺
は
戦
々
恐
々
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
配
流
の
宣
旨
が
下
り
、
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
伊
周
は
、
木

幡
の
父
の
墓
に
一
目
参
ろ
う
と
密
か
に
脱
出
を
試
み
る
。『
栄
花
物
語
』
で
は
四
月
二
十
四
日
に
配
所
に
出

立
し
た
こ
と
に
な
る
が
、『
小
右
記
』
な
ど
に
よ
る
と
本
来
こ
の
日
は
宣
旨
が
下
っ
た
日
で
あ
り
、
伊
周
の

逃
亡
劇
は
五
月
に
ず
れ
込
む
。
そ
う
し
た
日
付
の
差
異
も
あ
る
が
、
今
回
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
伊
周
の

逃
亡
先
で
あ
る
。 

 

殿
、「
今
は
逃
れ
が
た
き
こ
と
に
こ
そ
は
あ
め
れ
。
い
か
で
こ
の
宮
の
う
ち
を
出
で
て
木
幡
に
詣
り
て
、

近
う
も
遠
う
も
遣
は
さ
む
方
に
ま
か
る
わ
ざ
を
せ
ん
」
と
、
思
し
の
た
ま
は
す
る
に
、
こ
の
者
ど
も
立

ち
込
み
た
れ
ば
、
お
ぼ
ろ
け
の
鳥
獣
な
ら
ず
は
出
で
た
ま
ふ
べ
き
方
な
し
。「
夜
中
な
り
と
も
、
な
き

御
影
に
も
今
一
度
参
り
て
こ
そ
は
、
今
は
の
別
れ
に
も
御
覧
ぜ
ら
れ
め
」
と
い
ひ
つ
づ
け
の
た
ま
は
す

る
ま
ま
に
、
え
も
い
は
ず
大
き
に
、
水
精
の
玉
ば
か
り
の
御
涙
つ
づ
き
こ
ぼ
る
る
は
、
見
た
て
ま
つ
る

人
い
か
が
や
す
か
ら
む
。 

（
１
：
二
四
〇
頁
） 

 

『
栄
花
物
語
』
で
は
、
父
道
隆
の
墓
所
で
あ
る
木
幡
へ
参
り
、
次
に
菅
原
道
真
が
祀
ら
れ
て
い
る
北
野
へ
詣

で
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
小
右
記
』
長
徳
二
年
五
月
二
日
で
は
「
愛
太
子
山1

」、『
日
本
紀
略
』

長
徳
二
年
五
月
四
日
で
は
「
春
日
社2

」
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
ど
れ
が
正
し
い
の
か
は
不
明
で

あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
で
は
、
伊
周
が
厳
戒
態
勢
の
中
で
二
条
第
を
脱
出
で
き
た
理
由
を
父
道
隆
に
祈
っ

た
霊
験
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。 

 

内
大
臣
殿
、
今
宵
ぞ
率
て
出
で
さ
せ
た
ま
へ
と
、
思
し
念
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
験
に
や
、
そ
こ
ら
の
人
、
さ

 

1 

「
道
順
朝
臣
相
共
向
愛
太
子
山
」 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
小
右
記 

二
』
大
日
本
古
記
録
／
岩

波
書
店
／
一
九
六
一 

2 

「
権
帥
自
春
日
社
帰
京
」 

黒
板
勝
美
ほ
か
編
『
日
本
紀
略 

後
篇
』
新
訂
増
補
國
史
大
系
／
吉
川
弘

文
館
／
一
九
七
九 
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ば
か
り
言
い
の
の
し
り
つ
れ
ど
、
夜
中
ば
か
り
に
い
み
じ
う
寝
入
り
た
れ
ば
、
御
お
ぢ
の
明
順
ば
か
り

と
と
も
に
、
人
二
三
人
ば
か
り
し
て
盗
ま
れ
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
。
御
心
の
中
に
多
く
の
大
願
を
立
て
さ

せ
た
ま
ふ
験
に
や
、
事
な
く
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。 

（
１
：
二
四
二
頁
） 

 

果
た
し
て
木
幡
へ
脱
出
し
た
伊
周
は
父
道
隆
の
墓
に
詣
で
、
泣
く
泣
く
自
ら
の
無
実
を
訴
え
た
。
続
い
て
北

野
に
移
動
し
、
自
分
と
同
様
に
大
宰
府
へ
と
送
ら
れ
た
菅
原
道
真
に
も
願
掛
け
を
し
た
と
あ
る
。
伊
周
が
脱

出
し
た
翌
朝
か
ら
二
条
第
は
検
非
違
使
の
強
制
捜
査
に
遭
い
、
壁
を
割
っ
た
り
床
板
を
剥
が
し
た
り
な
ど
、

か
な
り
荒
々
し
い
捜
索
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
野
蛮
さ
に
対
し
、
伊
周
は
光
源
氏
に
喩
え
ら
れ
る
ほ
ど
に

優
美
な
才
人
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。 

 

詮
子
の
病
悩 

  

続
い
て
、
女
院
詮
子
の
病
悩
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
〈
表
１
〉
に
あ
る
通
り
、『
栄
花
物
語
』
か

ら
そ
の
事
実
が
す
っ
か
り
抜
け
落
ち
て
い
る
。
こ
の
長
徳
三
年
の
上
半
期
に
当
た
る
『
栄
花
物
語
』
の
で
き

ご
と
と
し
て
、
定
子
が
脩
子
内
親
王
と
共
に
参
内
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
参
内
は
、『
栄
花
物
語
』

で
は
定
子
に
と
っ
て
の
祖
父
、
高
階
成
忠
の
「
男
皇
子
が
生
ま
れ
る
兆
し
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
夢
を
見
た
」

と
の
言
に
よ
っ
て
実
現
し
た
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 

「
た
び
た
び
夢
に
召
し
還
さ
れ
る
べ
き
や
う
に
見
た
ま
へ
る
に
、
か
く
今
ま
で
音
な
く
は
べ
る
を
な

む
。
な
お
ほ
さ
る
べ
う
思
し
た
ち
て
内
裏
に
参
ら
せ
た
ま
へ
。
御
祈
り
を
い
み
じ
う
仕
う
ま
つ
り
て
、

寝
て
は
べ
り
し
夢
に
こ
そ
、
男
宮
生
ま
れ
た
ま
は
む
と
思
ふ
夢
見
て
は
べ
り
し
か
ば
、
こ
の
こ
と
に
よ

り
て
、
な
ほ
疾
く
参
ら
せ
た
ま
へ
と
、
そ
そ
の
か
し
啓
せ
さ
せ
む
と
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ
て
な
む
、
多
く

は
参
り
は
べ
り
つ
る
な
り
。
御
文
に
て
は
落
ち
散
る
や
う
も
や
と
思
ひ
た
ま
へ
て
な
ん
」
な
ど
そ
そ
の

か
し
、
泣
き
み
笑
ひ
み
夜
一
夜
御
物
語
あ
り
て
、
暁
に
は
帰
り
た
ま
ひ
ぬ
。（
中
略
）
宮
の
御
前
の
、

内
裏
参
り
の
こ
と
、
そ
そ
の
か
し
啓
し
つ
る
に
ぞ
思
し
た
た
せ
た
ま
へ
る
。 

（
１
：
二
七
五
～
二
七
六
頁
） 

 

実
際
の
定
子
の
参
内
は
、『
小
右
記
』
に
よ
る
と
六
月
二
十
二
日
と
な
っ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
、
伊
周
と

隆
家
の
召
還
は
こ
れ
よ
り
も
前
に
決
定
し
、
二
人
と
も
帰
京
が
済
ん
で
い
る
。
召
還
の
理
由
は
、
抜
け
落
ち
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て
い
る
詮
子
の
病
悩
を
受
け
て
、
そ
の
平
癒
祈
願
の
た
め
の
恩
赦
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
『
百
錬
抄3

』
は

伝
え
て
い
る
。
し
か
し
『
栄
花
物
語
』
は
展
開
を
大
き
く
変
え
、
こ
の
参
内
に
よ
っ
て
帝
と
定
子
と
の
間
に

敦
康
親
王
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
見
役
と
な
る
べ
き
親
族
と
し
て
伊
周
兄
弟
を
呼
び
戻
す
と

い
う
形
に
し
た
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
『
小
右
記
』
に
よ
る
と
、
定
子
の
参
内
の
六
月
二
十
二
日
、
お
そ
ら
く
母
詮
子
を
見
舞
う
た
め
で
あ

ろ
う
、
東
三
条
院
に
行
幸
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
人
手
が
そ
ち
ら
に
取
ら
れ
、
定
子
の
参
内
に
奉
仕
す
る

者
が
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
松
村
氏4

や
新
編
全
集5

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
栄
花
物
語
』
で
は
道
長
が
そ
の
参
内
の
手
配
を
行
っ
た
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
お

り
、
松
村
氏
は
「
事
実
の
裏
づ
け
の
得
ら
れ
な
い
道
長
賛
美
の
言
」
と
し
て
い
る
。 

 

敦
康
親
王
の
誕
生
時
期 

  

最
後
に
、
そ
の
敦
康
親
王
に
関
わ
る
部
分
を
確
認
す
る
。
長
徳
四
年
（9

9
8

）
に
な
り
、
架
空
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
三
月
に
出
産
で
あ
る
と
時
期
が
明
言
さ
れ
る
。 

 

は
か
な
く
月
日
も
過
ぎ
ぬ
。
長
徳
四
年
に
な
り
ぬ
。
若
宮
三
つ
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
い
か
に
い
と
ど

う
つ
く
し
う
と
、
思
ひ
や
り
聞
え
さ
せ
た
ま
ふ
も
、
い
と
い
と
恋
し
う
ま
め
や
か
に
思
し
出
づ
る
を
り

を
り
多
か
る
べ
し
。
中
宮
に
は
三
月
ば
か
り
に
ぞ
御
子
生
ま
れ
た
ま
ふ
べ
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
御
慎
み
を

よ
ろ
づ
に
思
せ
ど
、…

（
中
略
）
僧
都
の
君
も
よ
ろ
づ
に
頼
も
し
く
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
い
か
に
い

か
に
と
思
し
わ
た
る
ほ
ど
に
御
気
色
あ
り
。
さ
さ
と
の
の
し
り
騒
ぐ
ほ
ど
に
、
あ
は
れ
に
頼
も
し
き
方

な
し
。
た
だ
こ
の
但
馬
守
ぞ
、
よ
ろ
づ
頼
も
し
う
仕
う
ま
つ
る
。
二
位
も
か
く
と
聞
き
た
て
ま
つ
り
て
、

居
な
が
ら
額
を
つ
き
祈
り
ま
う
す
。 

（
１
：
二
八
二
～
二
八
三
頁
） 

 

 

3 

「（
長
徳
）
三
年
四
月
五
日
。
前
帥
。
出
雲
権
守
等
可
召
返
之
由
宣
下
。
去
月
廿
五
日
依
東
三
条
院
御

悩
。
非
常
赦
可
潤
恩
詔
哉
否
。
令
諸
卿
定
申
。
遂
有
恩
免
也
」 

黒
板
勝
美
ほ
か
編
『
百
錬
抄
』
新
訂
増

補
國
史
大
系
／
吉
川
弘
文
館
／
一
九
七
九 

4 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
全
注
釈 

二
』
角
川
書
店
／
一
九
七
一 

一
〇
八
頁 

5 

山
中
裕
ほ
か
校
注
『
栄
花
物
語
１
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
／
小
学
館
／
一
九
九
五 

二
七
七
頁
頭

注 
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し
か
し
『
小
右
記
』
が
伝
え
る
通
り
、
六
月
下
旬
か
ら
参
内
し
た
と
す
る
と
、
翌
三
月
に
出
産
予
定
と
い
う

の
は
早
す
ぎ
る
。『
栄
花
物
語
』
で
は
参
内
の
日
付
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
は
か
な
く
夏
に
も
な
り
ぬ

れ
ば
」（
１
：
二
七
四
頁
）
と
い
う
語
が
見
え
て
か
ら
成
忠
の
発
言
が
あ
っ
た
。
史
実
よ
り
も
も
っ
と
早
く

参
内
の
準
備
が
整
っ
て
い
な
い
と
、『
栄
花
物
語
』
内
で
も
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
実
際
は
敦
康
親
王
が
生
ま
れ
る
よ
り
も
前
に
死
亡
し
て
い
る
は
ず
の
高
階
成
忠
が
一
生
懸
命
安

産
を
祈
念
し
て
い
る
と
い
う
さ
ま
が
書
か
れ
て
い
る
。
敦
康
親
王
の
誕
生
後
に
も
、
無
事
に
生
ま
れ
た
親
王

に
つ
い
て
、
前
述
の
「
夢
」
に
関
わ
る
こ
と
を
成
忠
が
述
べ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。 

 

二
位
は
夢
を
ま
さ
し
く
見
な
し
て
、「
か
し
ら
だ
に
か
た
く
お
は
し
ま
さ
ば
、
一
天
下
の
君
に
こ
そ
は

お
は
し
ま
す
め
れ
。
よ
く
よ
く
心
こ
と
に
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
」
と
、
つ
ね
に
啓
せ
さ
す
。 

（
１
：
二
八
四
頁
） 

 

成
忠
は
既
に
死
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
明
ら
か
に
創
作
部
分
で
あ
る
。
予
言
を
思
わ
せ
る
「
夢
」

が
実
現
し
た
と
い
う
流
れ
に
つ
い
て
、
新
編
全
集
は
頭
注6

に
て
「
伊
周
・
隆
家
が
召
還
さ
れ
る
と
い
う
『
栄

花
』
の
論
理
が
成
忠
の
夢
見
に
顕
現
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て
歴
史
叙
述
が
展
開
す
る
」
と
指
摘
す
る
。 

 

そ
し
て
、
本
来
敦
康
親
王
が
生
ま
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
時
期
に
当
た
る
部
分
は
、
次
の
巻
の
領
域
に
あ
る
。

巻
六
「
か
が
や
く
藤
壺
」
は
彰
子
の
裳
着
か
ら
始
ま
り
、
す
ぐ
に
入
内
と
い
う
展
開
に
な
る
。『
栄
花
物
語
』

は
彰
子
入
内
の
記
述
に
続
い
て
定
子
や
他
の
女
御
た
ち
に
言
及
し
、
中
で
も
帝
と
の
子
に
恵
ま
れ
た
定
子

に
注
目
し
て
い
る
が
、
史
実
で
あ
れ
ば
、
こ
の
入
内
の
六
日
後
に
敦
康
親
王
が
誕
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
巻
五
「
浦
々
の
別
」
に
見
ら
れ
る
史
実
と
の
相
違
点
は
、
大
き
く
三
つ
あ
る
。「
伊
周

の
墓
参
り
」
は
相
違
点
と
言
う
よ
り
は
ど
れ
が
本
当
の
こ
と
か
定
か
で
は
な
い
と
い
う
レ
ベ
ル
で
あ
る
が
、

「
詮
子
の
病
悩
」
と
「
敦
康
親
王
の
誕
生
時
期
」
に
関
し
て
は
、
片
や
事
実
が
抹
消
さ
れ
、
片
や
時
期
が
大

き
く
変
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
伊
周
と
隆
家
が
召
還
さ
れ
る
時
期
や
理
由
が
変
わ
っ
て
い
る
。
本

来
で
あ
れ
ば
ち
ょ
う
ど
一
年
程
度
の
配
流
で
あ
っ
た
が
、
二
人
の
受
難
は
実
際
よ
り
も
も
う
一
年
延
び
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
多
く
の
、
し
か
も
か
な
り
重
要
な
で
き
ご
と
に
つ
い
て
年
次
的
な
操
作
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
に
は
作
者
の
意
図
的
な
創
作
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

次
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
相
違
点
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。 

 

6 

注
５ 

二
七
六
頁
頭
注 
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先
行
研
究 

  

こ
の
冒
頭
も
含
め
、
巻
四
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
及
び
巻
五
「
浦
々
の
別
」
で
描
か
れ
る
伊
周
の
配
流
事
件

と
、
「
須
磨
」「
明
石
」
の
光
源
氏
の
配
流
事
件
は
、
早
く
は
山
中
裕
氏7

に
よ
り
、
そ
の
関
係
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。「
浦
々
の
別
」
の
本
文
中
で
も
、
帰
邸
し
た
伊
周
の
姿
を
「
か
の
光
源
氏
も
か
く
や
あ
り
け
む
」

（
１
：
二
四
八
頁
）
と
評
し
て
い
て
、『
源
氏
物
語
』
を
意
識
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
山
中
氏
は
、

こ
の
『
栄
花
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
の
関
係
に
加
え
て
、
本
章
の
主
題
で
も
あ
る
敦
康
親
王
誕
生
を
始
め

と
し
た
、
こ
の
あ
た
り
の
で
き
ご
と
の
年
次
に
つ
い
て
も
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。 

 

 

さ
て
そ
こ
で
栄
花
物
語
の
こ
の
事
実
を
調
べ
て
み
る
に
伊
周
・
隆
家
の
召
還
は
皇
子
御
誕
生
に
よ

る
も
の
で
は
な
く
、
東
三
条
院
の
御
悩
に
よ
る
も
の
で
あ
る
事
が
日
本
紀
略
・
小
右
記
・
百
練
抄
等
に

よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。（
中
略
）
召
還
の
原
因
を
皇
子
御
誕
生
と
し
た
の
は
栄
花
物
語
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
源
語
を
模
倣
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
皇
子
御
誕
生
は
長
保
元
年
の
事
実
で
あ
っ
て
、

伊
周
召
還
か
ら
二
年
後
の
事
実
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
編
纂
状
態
の
混
乱
は
栄
花
の
著
者
が

長
徳
三
年
の
事
件
で
あ
る
伊
周
隆
家
召
還
の
原
因
を
そ
の
原
因
で
あ
る
東
三
条
院
の
御
悩
と
せ
ず
、

わ
ざ
わ
ざ
源
語
に
模
し
て
皇
子
御
誕
生
に
結
び
つ
け
た
た
め
、
長
保
元
年
の
事
件
を
挿
入
す
る
と
い

う
無
理
な
編
纂
状
態
を
呈
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。8 

 

山
中
氏
に
よ
れ
ば
、
混
乱
の
元
は
本
来
の
恩
赦
の
事
由
で
あ
る
「
東
三
条
院
の
御
悩
」
と
し
な
か
っ
た
た
め

で
あ
り
、
さ
ら
に
は
『
源
氏
物
語
』
で
、
光
源
氏
を
東
宮
（
後
の
冷
泉
帝
）
の
後
見
と
す
る
た
め
に
召
還
し

た
こ
と
に
準
え
た
か
ら
だ
と
い
う
。『
栄
花
物
語
』
で
は
光
源
氏
と
伊
周
、
東
宮
と
敦
康
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応

す
る
よ
う
な
人
物
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
実
際
の
年
次
の
ま
ま
で
は
敦
康
の
誕
生
が
遅
す
ぎ
て
う

ま
く
対
応
し
な
い
の
で
あ
る
。 

 

諸
研
究
は
概
ね
、
こ
の
「
源
氏
物
語
に
似
せ
る
た
め
に
操
作
を
行
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
見
に
賛
同
し
て

 

7 

山
中
裕
『
歴
史
物
語
成
立
序
説
』
第
二
章
第
五
節
「
栄
花
物
語
に
お
け
る
源
氏
物
語
の
影
響
」
東
京
大

学
出
版
会
／
一
九
六
二 

＊
初
稿
「
国
語
と
国
文
学
」
三
〇‐

七
／
一
九
五
三 

8 

注
７ 

一
三
五
頁 
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い
る
よ
う
で
あ
る
。
河
北
騰
氏9

は
「
作
者
の
意
識
的
な
虚
構
、
更
に
言
え
ば
物
語
な
創
作
と
い
う
事
に
、

落
ち
つ
い
て
来
な
い
訳
に
は
行
か
な
い
」
と
し
、
同
論
に
て
、
こ
の
巻
を
「
貴
種
流
離
譚
に
ほ
ぼ
近
い
」
と

し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

 

「
浦
々
の
別
れ
」
は
、
採
録
し
て
い
る
事
柄
自
体
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
に
先
行
す
る
「
見
果
て
ぬ
夢
」

及
び
、
次
に
続
く
「
耀
く
藤
壺
」
等
の
各
巻
と
、
記
事
内
容
は
全
く
密
接
な
関
係
な
ど
を
有
し
て
い
な

い
。
そ
し
て
一
巻
の
大
半
は
、
挙
げ
て
伊
周
と
い
う
光
源
氏
を
彷
彿
せ
し
め
る
貴
公
子
の
、
哀
れ
に
悲

し
い
流
離
譚
と
し
て
、
首
尾
照
応
し
た
纏
ま
り
を
持
つ
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
れ
は
、
伊
周
が
、
配
所
へ
赴
く
前
に
は
父
の
墓
地
に
無
実
を
泣
い
て
訴
え
、
一
旦
帰
京
し
た
後
に
は
、

母
の
展
墓
を
な
し
て
、
そ
こ
に
供
養
堂
を
建
て
よ
う
と
考
え
た
事
を
記
し
て
、
一
巻
を
閉
じ
て
い
る
点

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。 

  

ま
た
、
松
村
博
司
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
を
模
し
た
と
い
う
山
中
氏
の
説
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

こ
の
考
え
は
、
本
巻
の
全
体
に
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
が
濃
厚
に
、
ま
た
顕
著
に
う
か
が
わ
れ
る
と
こ

ろ
か
ら
見
て
、
具
象
化
さ
れ
た
事
実
と
し
て
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
箇
所

は
、
作
り
物
語
に
似
せ
て
書
く
こ
と
に
よ
る
事
実
の
改
変
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。10 

 

配
流
の
宣
旨
が
下
っ
た
夜
以
降
の
伊
周
の
失
踪
先
の
よ
う
に
、
事
実
や
詳
細
が
不
明
で
あ
る
事
柄
に
つ
い

て
潤
色
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。「
作
り
物
語
に
似
せ
て
書
く
」
と
い
う
明
ら
か
な
意
図
を
も
っ
て

書
か
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
松
村
氏
は
、『
栄
花
物
語
』
が
召
還
の
理
由
を
「
東
三
条
院
の
御
悩
」

と
し
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
清
水
好
子
氏
の
論
を
引
い
て
論
じ
て
い
る
。
清
水
氏
が
指
摘
す
る
の
は
、
道

長
の
日
記
で
あ
る
『
御
堂
関
白
記
』
に
空
白
期
間
が
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
で
あ
る
。 

 

 

す
る
と
、
旧
年
長
徳
四
年
九
月
道
長
快
癒
後
の
日
記
の
空
白
は
彰
子
入
内
の
実
現
に
奔
走
し
て
い

た
か
ら
だ
と
推
定
さ
れ
そ
う
だ
。
立
后
の
準
備
期
間
、
も
っ
と
も
熱
心
な
努
力
の
期
間
が
ぴ
っ
た
り
と

 

9 

河
北
騰
『
栄
花
物
語
研
究
』
第
二
篇
第
二
章
「「
浦
々
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別
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」
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／
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関
白
記
に
お
け
る
空
白
の
時
期
に
あ
た
る
こ
と
が
、
権
記
に
よ
っ
て
証
せ
ら
れ
た
い
ま
、
長
徳
四
年
秋

冬
の
不
執
筆
を
女
御
入
内
画
策
期
と
み
る
の
で
あ
る
。11 

 

清
水
氏
は
、『
御
堂
関
白
記
』
に
長
徳
四
年
の
後
半
の
記
述
が
欠
け
て
い
る
理
由
を
、
彰
子
の
入
内
に
奔
走

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
松
村
氏12

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

本
巻
は
こ
の
よ
う
な
、
道
長
の
病
気
、
彰
子
入
内
の
画
策
、
東
三
条
院
御
悩
等
一
切
触
れ
る
こ
と
な
く
、

そ
の
結
果
長
徳
四
年
の
史
実
は
大
き
く
改
変
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
年

の
史
実
の
書
き
替
え
は
、『
源
氏
物
語
』
に
似
せ
よ
う
と
し
た
だ
け
で
起
っ
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、

道
長
の
病
気
以
下
一
連
の
史
実
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
ら
と
無
関
係
な
記
述
を
す
る
必
要
上
考

え
出
さ
れ
た
こ
と
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
穿
っ
た
見
方
で
あ
ろ
う
か
。 

 

年
次
の
ず
れ
は
『
源
氏
物
語
』
へ
の
擬
え
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
本
来
長
徳
四
年
の
時
期
に
あ
っ
た
で
き

ご
と
、
す
な
わ
ち
「
道
長
の
病
気
以
下
一
連
の
史
実
」
を
避
け
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
言
う
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
道
長
の
病
気
、
彰
子
入
内
の
画
策
、
東
三
条
院
御
悩
等
」
を
『
栄
花
物

語
』
が
意
図
的
に
回
避
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
当
該
場
面
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
で
は
、『
源
氏
物
語
』
須
磨
・
明
石
の
巻
に
影
響
を

受
け
、
そ
れ
を
模
倣
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
東
三
条
院
病
悩
な
ど
一
部
の
で
き
ご
と
が
描
か
れ

て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
点
に
注
目
し
な
が
ら
、
敦
康
親
王
の
生
年
誤
り
を
は
じ
め
と

し
た
史
実
と
の
齟
齬
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。 

 

二
、
虚
構
対
現
実
の
構
図
１
：
召
還
と
後
見 

 

津
島
知
明
氏
の
論 

  

前
節
で
見
た
通
り
、
現
時
点
で
の
定
説
は
、『
源
氏
物
語
』
に
近
づ
け
る
た
め
に
敦
康
親
王
の
生
年
を
操

作
し
、
伊
周
兄
弟
召
還
の
恩
赦
事
由
を
親
王
の
後
見
と
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
節
で
は

 

1
1 

清
水
好
子
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」「
中
古
文
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」
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こ
の
準
え
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
花
物

語
』
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
相
違
点
に
つ
い
て
、
津
島
知
明

氏13

の
論
を
引
き
な
が
ら
改
め
て
両
作
品
を
比
較
し
つ
つ
考
察
す
る
。 

 

津
島
知
明
氏
は
、「
長
徳
四
年
。『
栄
花
』
に
よ
る
こ
の
年
次
設
定
は
、
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
伊
周
・
隆

家
ら
の
召
還
を
、
敦
康
の
誕
生
と
結
び
つ
け
る
た
め
の
作
為
で
あ
っ
た
」
と
し
な
が
ら
も
、
『
源
氏
物
語
』

と
『
栄
花
物
語
』
で
は
、
召
還
さ
れ
た
人
物
が
「
後
見
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
差
異
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、『
栄
花
物
語
』
で
の
伊
周
兄
弟
は
敦
康
親
王
の
後
見
と
は

な
り
得
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
召
還
さ
れ
、
本
位
に
復
帰
し
て
か
ら
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
、
津
島
氏14

は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

  

『
栄
花
』
が
そ
れ
ま
で
敦
康
の
「
後
見
」
と
呼
ん
で
き
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
御
匣
殿
」
（
道
隆
四

女
）
だ
っ
た
（
巻
第
五
・
六
・
八
に
一
例
ず
つ
）。（
中
略
）『
栄
花
』
は
そ
れ
を
、
一
条
が
敦
康
を
語

る
場
面
に
限
っ
て
、
立
坊
あ
る
い
は
そ
の
後
の
政
権
を
支
え
る
公
的
存
在
と
し
て
、
し
か
も
そ
れ
が

「
い
な
い
」
と
い
う
形
で
特
化
さ
せ
て
い
る
わ
け
だ
。 

 

『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、
敦
康
親
王
の
後
見
は
御
匣
殿
と
呼
ば
れ
る
叔
母
、
道
隆
四
女
で
あ
っ
た
。
そ
の

御
匣
殿
も
長
保
四
年
に
死
去
し
、
そ
の
後
は
、
こ
れ
も
道
長
に
よ
る
戦
略
の
一
つ
と
も
言
え
よ
う
が
、
彰
子

の
猶
子
と
し
て
養
育
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
関
わ
る
描
写
で
あ
ろ
う
か
、「
浦
々
の

別
」
で
は
道
長
が
敦
康
親
王
誕
生
を
「
九
条
殿
の
御
族
よ
り
ほ
か
の
こ
と
は
あ
り
な
む
や
」（
１
：
二
八
五

頁
）
と
、
九
条
流
の
誉
れ
で
あ
る
と
し
て
我
が
こ
と
の
よ
う
に
喜
ぶ
さ
ま
が
描
か
れ
る
。 

 

ま
た
津
島
氏
は
同
論
に
て
、 

 

『
栄
花
』
が
伊
周
ら
の
召
還
を
『
源
氏
』
に
拠
る
か
に
装
い
な
が
ら
、「
後
見
」
な
る
語
を
避
け
て
い

た
こ
と
、
一
条
が
そ
の
不
在
し
か
語
ら
な
い
こ
と
に
、
む
し
ろ
『
栄
花
』
の
腐
心
を
み
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

と
も
指
摘
し
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』
が
「
後
見
」
と
い
う
語
を
一
条
帝
に
言
わ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

『
栄
花
物
語
』
で
の
一
条
帝
は
伊
周
た
ち
を
後
見
と
認
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

1
3 

津
島
知
明
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慶
親
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『
源
氏
物
語
』
と
の
比
較 

  

こ
こ
ま
で
、
津
島
氏
の
論
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
両
作
品
の
差
異
を
紹
介
し
た
が
、
改
め
て
本
文
に
沿
い

な
が
ら
『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
を
対
照
す
る
。
ま
ず
、『
源
氏
物
語
』
で
の
召
還
の
事
由
に
つ
い

て
、「
明
石
」
の
巻
の
記
述
を
引
く
。 

 

年
か
は
り
ぬ
。
内
裏
に
御
薬
の
こ
と
あ
り
て
、
世
の
中
さ
ま
ざ
ま
に
の
の
し
る
。
当
帝
の
御
子
は
、
右

大
臣
の
む
す
め
、
承
香
殿
女
御
の
御
腹
に
男
御
子
生
ま
れ
た
ま
へ
る
、
二
つ
に
な
り
た
ま
へ
ば
、
い
と

い
は
け
な
し
。
春
宮
に
こ
そ
は
譲
り
き
こ
え
た
ま
は
め
、
お
ほ
や
け
の
御
後
見
を
し
、
世
を
ま
つ
り
ご

つ
べ
き
人
を
思
し
め
ぐ
ら
す
に
、
こ
の
源
氏
の
か
く
沈
み
た
ま
ふ
こ
と
い
と
あ
た
ら
し
う
あ
る
ま
じ

き
こ
と
な
れ
ば
、
つ
ひ
に
后
の
御
諫
め
を
も
背
き
て
、
赦
さ
れ
た
ま
ふ
べ
き
定
め
出
で
来
ぬ
。 

（
２
「
明
石
」
二
六
一
～
二
六
二
頁
） 

 

光
源
氏
が
須
磨
へ
下
っ
て
か
ら
二
年
に
な
る
こ
ろ
、
朱
雀
帝
本
人
の
不
調
は
続
い
て
い
る
が
、
後
継
者
た
る

べ
き
男
皇
子
は
無
事
に
成
長
し
て
い
る
。
そ
こ
で
帝
は
譲
位
を
考
え
た
が
、
「
お
ほ
や
け
の
御
後
見
を
し
、

世
を
ま
つ
り
ご
つ
べ
き
人
」
と
し
て
想
定
し
た
の
が
光
源
氏
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
新
編
全
集
は
こ
の
「
お
ほ

や
け
」
に
「
朝
廷
」
と
い
う
漢
字
と
現
代
語
訳
を
当
て
、
津
島
氏
は
「
帝
」
と
解
し
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』

で
敦
康
親
王
の
誕
生
に
寄
せ
る
擬
え
が
発
生
し
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
こ
は
「
冷
泉
帝
の
後
見
」
と
解
す
る

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
呼
び
戻
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
朱
雀
帝
で
あ
る
が
、
光
源
氏
を
「
お
ほ
や

け
の
後
見
」
と
し
た
こ
と
は
、
桐
壺
院
の
遺
言
で
あ
っ
た
。 

 

次
に
は
大
将
の
御
事
、「
は
べ
り
つ
る
世
に
変
ら
ず
、
大
小
の
こ
と
を
隔
て
ず
何
ご
と
も
御
後
見
と
思

せ
。
齢
の
ほ
ど
よ
り
は
、
世
を
ま
つ
り
ご
た
む
に
も
、
を
さ
を
さ
憚
り
あ
る
ま
じ
う
な
む
見
た
ま
ふ
る
。

か
な
ら
ず
世
の
中
た
も
つ
べ
き
相
あ
る
人
な
り
。
さ
る
に
よ
り
て
、
わ
づ
ら
は
し
さ
に
、
親
王
に
も
な

さ
ず
、
た
だ
人
に
て
、
お
ほ
や
け
の
御
後
見
を
せ
さ
せ
む
と
思
ひ
た
ま
へ
し
な
り
。
そ
の
心
違
へ
さ
せ

た
ま
ふ
な
」
と
、
あ
は
れ
な
る
御
遺
言
ど
も
多
か
り
け
れ
ど
、…

 

（
２
「
賢
木
」
九
六
頁
） 

 

こ
の
言
を
思
え
ば
、
先
の
「
明
石
」
の
例
で
、
新
編
全
集
が
「
お
ほ
や
け
」
の
意
を
「
朝
廷
」
と
し
て
い
た
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こ
と
に
も
一
理
あ
る
。
源
氏
の
身
分
と
し
た
の
は
若
年
の
頃
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
時
の
桐
壺
院
の
意
図
と
し

て
は
具
体
的
に
ど
の
代
の
帝
の
後
見
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
国
家
に
仕
え
る
政
治
家
と
し
て
の
意
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。 

 

一
方
、『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
伊
周
兄
弟
の
召
還
の
場
面
で
は
、
女
院
詮
子
と
一
条
帝
が
相
談
し
た
上

で
、
道
長
に
申
し
出
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
。 

 

か
か
る
ほ
ど
に
、
今
宮
の
御
事
の
い
と
い
た
は
し
け
れ
ば
、
い
と
や
む
ご
と
な
く
思
さ
る
る
ま
ま
に
、

「
い
か
で
今
は
こ
の
御
事
の
験
に
旅
人
を
」
と
の
み
思
し
め
し
て
、
つ
ね
に
女
院
と
上
の
御
前
と
語
ら

ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
殿
に
も
か
や
う
に
ま
ね
び
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
ば
、「
げ
に
御
子
の
御
験

は
は
べ
ら
む
こ
そ
は
よ
か
ら
め
。
今
は
召
し
に
遣
は
さ
せ
た
ま
へ
か
し
」
な
ど
奏
し
た
ま
へ
ば
、
上
い

み
じ
う
う
れ
し
う
思
し
め
し
な
が
ら
、「
さ
は
さ
る
べ
き
や
う
に
と
も
か
く
も
」
と
の
ど
や
か
に
仰
せ

ら
る
。 

（
１
：
二
八
五
～
六
頁
） 

 

『
栄
花
物
語
』
で
は
帝
と
母
女
院
と
の
意
見
の
相
違
は
な
い
。
ま
た
、
召
還
の
目
的
も
『
源
氏
物
語
』
と
は

異
な
り
、「
御
子
の
御
験
」、
す
な
わ
ち
皇
子
誕
生
と
い
う
慶
事
に
よ
る
恩
赦
と
し
て
い
る
。
津
島
氏
の
指
摘

し
て
い
た
通
り
、「
後
見
」
の
語
は
見
え
な
い
。 

 

で
は
、
対
照
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
光
源
氏
が
東
宮
（
冷
泉
帝
）
の
後
見
と
な
っ
た
の
は
い

つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
。 

 

帝
お
り
ゐ
さ
せ
た
ま
は
む
の
御
心
づ
か
ひ
近
う
な
り
て
、
こ
の
若
宮
を
坊
に
と
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た

ま
ふ
に
、
御
後
見
し
た
ま
ふ
べ
き
人
お
は
せ
ず
、
御
母
方
、
み
な
親
王
た
ち
に
て
、
源
氏
の
公
事
知
り

た
ま
ふ
筋
な
ら
ね
ば
、
母
宮
を
だ
に
動
き
な
き
さ
ま
に
し
お
き
た
て
ま
つ
り
て
、
強
り
に
と
思
す
に
な

む
あ
り
け
る
。 

（
１
「
紅
葉
賀
」
三
四
七
頁
） 

 

た
だ
春
宮
を
ぞ
い
と
恋
し
う
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
御
後
見
の
な
き
を
う
し
ろ
め
た
う
思
ひ
き
こ
え

て
、
大
将
の
君
に
よ
ろ
づ
聞
こ
え
つ
け
た
ま
ふ
も
、
か
た
は
ら
い
た
き
も
の
か
ら
う
れ
し
と
思
す
。 

（
２
「
葵
」
一
七
頁
） 
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光
源
氏
も
初
め
か
ら
冷
泉
帝
の
後
見
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
冷
泉
帝
の
血
筋
は
母
方
も
皆
皇
族
で
あ

っ
て
、
政
治
的
後
ろ
盾
と
し
て
の
冷
泉
帝
の
「
後
見
」
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
譲
位
を
考

え
た
際
に
は
、
母
藤
壺
の
地
位
を
強
固
に
し
、
当
面
の
対
応
策
と
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
譲
位

が
済
ん
で
か
ら
、
改
め
て
光
源
氏
に
そ
の
役
目
が
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
に
光
源
氏
が
大

将
に
昇
進
し
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。「
紅
葉
賀
」
の
時
点
で
三
位
は
先
に
拝
し
て
い
た
が
、
役

職
の
方
が
追
い
つ
き
、
次
期
帝
の
後
見
を
任
せ
ら
れ
る
程
度
に
社
会
的
地
位
が
強
固
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
点
が
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
冷
泉
帝
の
後
見
」
と
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
「
敦
康
親
王
の
後

見
」
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
光
源
氏
と
は
違
い
、
伊
周
兄
弟
は
親
王
の
父
で
あ
る
帝
か
ら
、
後
見
と
見
な

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
比
較
を
踏
ま
え
、
津
島
氏
の
『
栄
花
物
語
』
及
び
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
の
解
釈
を
参
照
す
る
。 

 

『
栄
花
』
の
敦
康
は
、
当
然
な
が
ら
彼
の
末
路
を
承
知
の
上
で
語
ら
れ
て
い
る
。「
後
見
が
あ
れ
ば
立

坊
で
き
た
」
と
い
う
一
条
の
述
懐
は
、
常
に
敦
成
と
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
結
果

か
ら
遡
っ
た
理
由
付
け
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。（
中
略
）「
後
見
が
な
い
」
と
い
う
一
条
の
無
念
は
、
道
長

そ
の
人
が
「
お
ほ
や
け
の
御
後
見
」
に
な
れ
ば
立
坊
も
実
現
で
き
た
と
い
う
理
屈
に
、
進
ん
で
読
み
替

え
得
る
言
説
な
の
だ
。（
中
略
）
逆
に
い
え
ば
『
源
氏
物
語
』
は
、
敦
康
の
即
位
も
が
起
こ
り
得
る
よ

う
な
世
界
を
、「
後
見
」
を
鍵
語
に
実
現
し
て
し
ま
っ
た
物
語
だ
と
も
い
え
る
。
し
か
も
興
味
深
い
こ

と
に
、
そ
の
成
立
と
同
時
期
に
敦
康
を
育
む
一
条
と
彰
子
の
姿
が
あ
っ
た
わ
け
だ
。
当
の
一
条
が
敦
成

誕
生
後
も
、
つ
ま
り
は
『
源
氏
』
成
立
後
に
、
敦
康
立
坊
の
望
み
を
つ
な
ぎ
続
け
た
こ
と
を
思
う
と
、

彼
の
物
語
へ
の
感
応
（
同
時
に
物
語
作
者
の
時
代
へ
の
感
応
）
の
程
を
、
や
は
り
過
分
に
も
想
像
し
た

く
な
る
。『
栄
花
』
が
立
坊
断
念
の
根
拠
に
「
後
見
」
を
持
ち
出
し
た
所
に
は
、『
源
氏
』
の
理
解
者
た

る
一
条
の
横
顔
が
、
逆
説
的
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

つ
ま
り
『
栄
花
物
語
』
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
達
成
さ
れ
た
冷
泉
帝
即
位
と
史
実
を
対
比
す
る
こ
と
で
、

史
実
で
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
敦
康
親
王
の
立
坊
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
、
読
者
が
意
識
で
き
る
形

で
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
源
氏
準
拠
」
は
一
見
準
え
と
見
せ
か
け
て
、
虚
構
（
後
見

と
し
て
光
源
氏
が
帰
京
し
、
東
宮
が
帝
位
に
つ
い
た
こ
と
）
と
、
現
実
（
伊
周
兄
弟
が
戻
っ
て
き
て
も
後
見

と
は
な
り
得
ず
、
敦
康
親
王
が
立
坊
で
き
な
か
っ
た
こ
と
）
と
を
、
対
比
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。 

 

こ
の
『
栄
花
物
語
』
の
対
比
構
造
は
、
『
源
氏
物
語
』
を
知
っ
て
い
る
読
者
に
は
、
大
い
に
「
あ
は
れ
」
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を
誘
っ
た
で
あ
ろ
う
。
須
磨
に
退
き
、
う
ら
寂
し
い
地
で
京
の
人
々
を
思
う
光
源
氏
に
伊
周
を
重
ね
て
い
た

の
に
続
き
、
敦
康
親
王
誕
生
に
よ
っ
て
呼
び
戻
さ
れ
る
と
い
う
展
開
に
は
、
そ
の
先
を
歴
史
と
し
て
知
っ
て

い
て
も
ほ
ん
の
一
片
の
期
待
を
抱
か
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
後
の
物
語
の
中
で
、
道
長
が
「
敦

康
親
王
立
坊
を
妨
げ
た
悪
大
臣
」
と
な
ら
な
い
の
は
、
伊
周
兄
弟
の
自
業
自
得
と
い
う
の
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、「
後
見
」
を
定
め
る
の
は
道
長
で
は
な
く
、
親
王
の
父
で
あ
る
帝
で
あ
る
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
理

屈
が
思
い
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
『
源
氏
物
語
』
に
寄
せ
た
物
語
展
開
を
し
て
い
る
か
ら
こ
そ

得
ら
れ
る
効
能
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
「
虚
構
対
現
実
」
の
関
係
性
を
構
築
す
る
た
め
に
、
『
栄
花
物
語
』
は
「
現
実
」

の
立
場
を
維
持
し
つ
つ
も
、
極
力
『
源
氏
物
語
』
に
似
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
そ
の
た
め

だ
け
に
親
王
の
生
年
の
操
作
と
い
う
大
そ
れ
た
こ
と
を
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。「
皇
子
誕
生
の
験
に
よ
る
恩

赦
」
で
あ
れ
ば
、
内
親
王
で
は
あ
る
が
長
徳
二
年
十
二
月
十
六
日
に
脩
子
内
親
王
が
生
ま
れ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
『
源
氏
物
語
』
で
は
男
皇
子
で
あ
っ
た
の
だ
し
、
即
位
の
可
能
性
な
ど
の
点
で
、
親
王
と
内
親
王
で
は

大
き
な
違
い
が
あ
る
。
先
の
津
島
氏
の
論
は
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
親
王
で
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
も

の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
脩
子
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
年
次
操
作
に
及
ば
ず
に
済
ま
せ
る
こ
と
も
で
き

た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
中
村
康
夫
氏15

は
、『
百
練
抄
』
の
記
述
の
方
を
疑
い
、
詮
子
の
平
癒
祈
願
で
は
な
く

脩
子
内
親
王
と
い
う
慶
事
に
よ
る
恩
赦
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
を
思
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の

定
説
で
あ
る
「『
源
氏
物
語
』
に
近
づ
け
る
た
め
、
親
王
の
生
年
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
伊
周
兄
弟
召

還
の
恩
赦
事
由
と
し
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
考
え
以
外
に
も
、
何
か
し
ら
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
松
村
氏
が
注
目
し
て
い
た
「
東
三
条
院
の
御
悩
を
書
か
な
か
っ
た

点
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。 

 

三
、
虚
構
対
現
実
の
構
図
２
：
消
え
た
詮
子
病
悩 

 

深
澤
三
千
男
氏
の
論 

  

前
節
で
詳
し
く
見
た
『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
の
準
え
の
関
係
に
加
え
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て

 

1
5 

中
村
康
夫
『
皇
位
継
承
の
記
録
と
文
学
：『
栄
花
物
語
』
の
謎
を
考
え
る
』
第
三
章
「『
栄
花
物
語
』
の

謎
」
臨
川
書
店
／
二
〇
一
七 

一
五
八
～
一
六
二
頁 
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指
摘
が
多
い
の
が
、「
長
徳
三
～
四
年
あ
た
り
の
詮
子
と
道
長
の
病
気
を
書
か
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
、
第
一
節
で
引
い
た
松
村
氏
の
論
に
加
え
て
、
深
澤
三
千
男
氏
は
以
下
の
よ
う
に
分
析
し
て

い
る
。 

 

こ
の
局
面
で
、
伊
周
を
源
氏
に
見
立
て
た
（『
栄
花
物
語
』
自
体
に
明
示
）
以
上
、
伊
周
執
政
に
執
拗

に
反
対
し
て
、
わ
が
子
一
条
帝
に
、
好
意
を
寄
せ
て
い
た
道
長
が
ま
だ
大
臣
に
す
ら
な
っ
て
い
な
い
の

に
、
あ
ら
ゆ
る
先
例
を
無
視
し
て
執
政
に
指
名
す
る
よ
う
迫
っ
た
（『
大
鏡
』
に
詳
し
く
、『
栄
花
物
語
』

に
は
仄
め
か
し
程
度
）
東
三
条
院
こ
そ
、
源
氏
の
敵
役
弘
徽
殿
太
后
に
イ
メ
ー
ジ
が
だ
ぶ
っ
て
行
く
だ

ろ
う
。（
中
略
）
先
行
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
厳
然
と
し
て
、
こ
わ
も
て
で
底
意
地
の
悪
か
っ
た
弘
徽
殿
太

后
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
際
史
実
通
り
東
三
条
院
御
悩
と
伊
周
等
の
赦
免
を
直
結

し
て
し
ま
う
と
、
弘
徽
殿
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
す
ぎ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。（
中
略
）
善
意
の
人
と
し

て
イ
メ
ー
ジ
付
け
た
い
以
上
、
詮
子
に
悪
役
弘
徽
殿
を
だ
ぶ
ら
せ
る
わ
け
に
は
行
か
な
く
て
、
い
わ
ば

『
源
氏
物
語
』
避
け
で
史
実
改
変
を
迫
ら
れ
た
動
機
が
推
測
さ
れ
よ
う
。16 

 

『
栄
花
物
語
』
が
『
源
氏
物
語
』
に
寄
せ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
実
在
の
人
間
関
係
に
『
源
氏
物
語
』

の
登
場
人
物
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
東
三
条
院
詮
子
が
、
主
人
公
光
源
氏
の
敵
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
弘
徽
殿
大
后
と
、
当
帝
の
母
と
い
う
立
場
で
完
全
に
一
致
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
更

に
は
、
平
癒
祈
願
に
恩
赦
を
行
う
ほ
ど
の
病
気
を
詮
子
が
抱
え
て
い
た
こ
と
は
、「
須
磨
」
や
「
明
石
」
の

巻
で
弘
徽
殿
大
后
が
患
っ
て
い
た
記
述
と
も
一
致
し
て
し
ま
う
。
確
か
に
、
そ
れ
は
避
け
た
い
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
の
一
方
で
、
深
澤
氏
は
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。 

 

こ
の
局
面
で
は
む
し
ろ
史
実
で
は
『
源
氏
物
語
』
と
一
致
し
て
い
た
、
東
三
条
院
御
悩
に
よ
る
「
大
赦
」

（
山
中
は
こ
れ
を
も
『
栄
花
物
語
』
著
者
が
知
ら
な
か
っ
た
事
と
す
る
）
の
史
実
を
伊
周
等
赦
免
の
原

因
か
ら
外
し
て
し
ま
う
事
で
、
暗
い
悪
役
を
排
除
し
、
史
実
に
反
し
て
ま
で
『
源
氏
物
語
』
離
れ
す
る

場
合
も
あ
っ
た
事
が
面
白
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
栄
花
物
語
』
著
者
は
『
源
氏
物
語
』
に

ど
っ
ぷ
り
と
浸
り
放
し
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、『
源
氏
物
語
』
を
利
用
す
る
事
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』

以
上
の
世
界
を
こ
の
世
に
構
築
し
よ
う
と
企
て
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
う
し
た
方

 

1
6 

深
澤
三
千
男
「
源
氏
物
語
と
栄
花
物
語
（
三
）」 

山
中
裕
編
『
王
朝
歴
史
物
語
の
世
界
』
吉
川
弘
文

館
／
一
九
九
一 
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針
が
『
源
氏
物
語
』
世
界
の
深
い
記
号
性
、
ド
ラ
マ
性
を
す
っ
か
り
台
無
し
に
し
た
、
平
板
で
無
味
乾

燥
な
『
栄
花
物
語
』
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
結
果
に
終
わ
っ
た
に
せ
よ
。 

 

前
節
で
は
、
津
島
氏
の
論
か
ら
、
伊
周
と
光
源
氏
、
敦
康
親
王
と
冷
泉
帝
に
つ
い
て
『
源
氏
物
語
』
と
『
栄

花
物
語
』
の
差
異
を
見
た
が
、
こ
こ
で
は
東
三
条
院
詮
子
と
弘
徽
殿
大
后
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
『
源
氏
物

語
』
と
『
栄
花
物
語
』
の
差
異
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
深
澤
氏
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。 

 

史
実
と
の
齟
齬
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
史
書
た
る
よ
り
も
物
語
た
る
事
が
目
ざ
さ
れ
て

い
た
と
、
短
絡
し
て
考
え
る
事
は
で
き
な
い
。（
中
略
）
時
日
ひ
い
て
は
因
果
関
係
の
変
更
に
ま
で
及

ぶ
、
史
料
操
作
に
よ
る
理
想
化
＝
歴
史
の
組
替
え
も
容
認
さ
れ
る
面
が
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。 

 

こ
の
考
え
に
よ
る
な
ら
ば
、『
栄
花
物
語
』
は
敦
康
親
王
の
誕
生
年
次
だ
け
で
な
く
、
詮
子
や
道
長
の
病
を

な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
以
上
の
理
想
化
さ
れ
た
世
界
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
詮
子
か
ら
悪
役
弘
徽
殿
の
イ
メ
ー
ジ
を
排
除
し
、
伊
周
召
還
の
事
由
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
っ

た
「
詮
子
病
悩
を
隠
す
」
と
い
う
操
作
は
、
そ
の
一
端
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
こ
で
、
こ
の
詮
子
と
弘
徽
殿
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
第
二
節
で
の
「
虚
構
対
現
実
」
の
よ
う
な
対
比
構

造
を
当
て
は
め
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
と
い
う
「
虚
構
」
で
は
、
意
地
悪
な

敵
役
の
弘
徽
殿
が
い
な
が
ら
も
、
光
源
氏
は
政
界
中
枢
へ
の
復
帰
を
果
た
し
、
冷
泉
帝
も
無
事
即
位
す
る
。

一
方
「
現
実
」
の
立
場
に
置
か
れ
る
は
ず
の
『
栄
花
物
語
』
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
伊
周
は
帰
京
こ
そ
で
き

た
も
の
の
元
の
立
場
に
は
程
遠
く
、
敦
康
親
王
は
つ
い
に
東
宮
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
弘
徽
殿
大
后
と
は

違
っ
て
、
詮
子
は
伊
周
ら
の
不
在
の
折
、
参
内
を
た
め
ら
う
定
子
に
若
宮
と
の
参
内
を
勧
め
、
敦
康
親
王
の

誕
生
に
際
し
て
も
様
々
な
贈
り
物
を
し
、
伊
周
兄
弟
の
召
還
に
際
し
て
も
異
を
唱
え
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ

ん
な
優
し
い
女
院
が
い
た
と
し
て
も
、
中
関
白
家
の
「
現
実
」
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
こ
の

「
中
関
白
家
に
優
し
い
詮
子
像
」
を
「
現
実
」
と
言
い
切
る
の
は
難
し
い
。
せ
い
ぜ
い
「
脚
色
さ
れ
た
現
実
」

で
あ
ろ
う
。 

 

と
は
い
え
、「
脚
色
さ
れ
た
現
実
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
歴
史
の
大
き
な
流
れ
は
壊
さ
ず
、
そ
れ
で
い

て
「
虚
構
」
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
の
弘
徽
殿
大
后
と
対
比
さ
せ
る
に
は
至
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
対
比

が
深
澤
氏
の
言
う
「『
源
氏
物
語
』
以
上
の
世
界
を
こ
の
世
に
構
築
し
よ
う
と
企
て
た
」
こ
と
に
当
て
は
ま

る
の
か
ど
う
か
は
判
断
し
か
ね
る
が
、
厳
し
い
状
況
に
あ
り
な
が
ら
も
主
人
公
の
政
界
復
帰
が
果
た
さ
れ

た
『
源
氏
物
語
』
と
、
敵
か
ら
憐
れ
み
に
も
似
た
慈
悲
を
向
け
ら
れ
な
が
ら
敗
北
を
喫
し
た
『
栄
花
物
語
』
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の
対
比
構
造
に
よ
っ
て
、
如
何
と
も
し
が
た
い
歴
史
の
「
あ
は
れ
」
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
狙
い
は

感
じ
取
れ
る
。 

 

し
か
し
こ
こ
で
、
そ
う
ま
で
し
て
詮
子
と
弘
徽
殿
の
一
致
を
避
け
る
な
ら
ば
、
初
め
か
ら
「
源
氏
準
拠
」

な
ど
と
い
う
も
の
を
持
ち
込
ま
な
け
れ
ば
良
い
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
根
本
的
な
疑
問
が
浮
か

ぶ
。
詮
子
の
件
が
あ
っ
て
も
伊
周
や
敦
康
親
王
の
周
辺
に
「
源
氏
準
拠
」
の
演
出
を
加
え
た
か
っ
た
と
い
う

こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
た
だ
病
悩
を
な
か
っ
た
こ
と
に
し
た
だ
け
で
詮
子
と
弘
徽
殿
の
類

似
性
が
な
く
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
な
ぜ
こ
の
二
人
が
重
な
り

合
う
の
か
と
い
う
と
、
伊
周
や
光
源
氏
が
流
離
し
て
い
る
間
に
病
に
罹
っ
て
い
た
と
い
う
類
似
が
あ
る
か

ら
で
は
な
く
、
当
代
の
帝
の
母
と
い
う
動
か
し
が
た
い
身
の
上
そ
の
も
の
が
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
致
を
避
け
る
と
い
う
目
的
で
行
わ
れ
た
操
作
に
し
て
は
、
そ
の
目
的
は
達
成
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
詮
子
と
弘
徽
殿
の
過
剰
な
一
致
を
避
け
た
い
と
い
う
の
は
確
か
に
事
実
で
は
あ
ろ
う
が
、

『
栄
花
物
語
』
が
詮
子
の
病
を
書
か
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
も
っ
と
他
に
優
先
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。 

 

史
実
と
の
比
較 

  

と
こ
ろ
で
、
詮
子
に
関
し
て
は
、
弘
徽
殿
大
后
と
の
類
似
性
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
注
目
し
て
お
き
た
い

点
が
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
が
語
る
伊
周
の
罪
の
中
に
、「
帝
の
御
母
后
を
呪
は
せ
た
て
ま
つ
り
た
る
罪
」
が

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
巻
四
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
の
終
わ
り
近
く
で
、
伊
周
が
行
っ
た
悪
事
が
様
々
に
語
ら
れ

る
。
恋
愛
の
も
つ
れ
か
ら
花
山
院
に
矢
を
射
か
け
た
こ
と
、
大
元
法
と
い
う
皇
族
の
み
に
許
さ
れ
た
法
会
を

行
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
女
院
を
呪
詛
し
た
と
の
疑
い
で
あ
る
。 

  

ま
た
大
元
法
と
い
ふ
こ
と
は
、
た
だ
公
の
み
ぞ
昔
よ
り
お
こ
な
は
せ
た
ま
ひ
け
る
、
た
だ
人
は
い
み

じ
き
事
あ
れ
ど
お
こ
な
ひ
た
ま
は
ぬ
こ
と
な
り
け
り
。
そ
れ
を
こ
の
内
大
臣
殿
忍
び
て
こ
の
年
ご
ろ

お
こ
な
は
せ
た
ま
ふ
と
い
う
こ
と
こ
の
ご
ろ
聞
え
て
、
こ
れ
よ
か
ら
ぬ
こ
と
の
う
ち
に
入
り
た
な
り
。 

 

ま
た
、
女
院
の
御
悩
み
、
を
り
を
り
い
か
な
る
こ
と
に
か
と
思
し
め
し
、
御
物
の
怪
な
ど
い
ふ
事
ど

も
も
あ
れ
ば
、
こ
の
内
大
臣
殿
を
、
な
ほ
御
心
掟
心
幼
く
て
は
い
か
が
は
あ
べ
か
ら
ん
と
、
傾
き
、
も

て
悩
み
き
こ
ゆ
る
人
々
多
か
る
べ
し
。 

（
１
：
二
三
一
頁
） 
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女
院
詮
子
が
病
に
罹
り
、
人
々
は
噂
す
る
。
あ
の
内
大
臣
、
や
は
り
心
の
持
ち
よ
う
が
こ
う
も
幼
稚
で
は…

…

と
、
伊
周
が
「
何
か
」
を
し
で
か
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
栄
花
物
語
』
の
記

述
で
は
、
呪
い
の
現
場
や
呪
具
を
見
た
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
詮
子
に
悪
さ
を
し
て
い
る
物
の
怪
の
正
体
も

分
か
っ
て
い
な
い
。
大
元
法
に
つ
い
て
も
詮
子
の
病
に
つ
い
て
も
噂
以
上
の
こ
と
は
語
ら
れ
ず
、「
祭
果
て

て
な
ん
花
山
院
の
御
事
な
ど
出
で
く
べ
し
」（
１
：
二
三
一
頁
）
と
、
花
山
院
へ
の
不
敬
事
件
の
落
と
し
所

を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
話
題
が
移
っ
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
次
の
巻
五
「
浦
々
の
別
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
罪
状
が
述
べ
ら
れ
る
。 

 

聞
け
ば
、「
太
上
天
皇
を
殺
し
た
て
ま
つ
ら
む
と
し
た
る
罪
一
つ
、
帝
の
御
母
后
を
呪
は
せ
た
て
ま
つ

り
た
る
罪
一
つ
、
公
よ
り
ほ
か
の
人
い
ま
だ
お
こ
な
は
ざ
る
大
元
法
を
、
私
に
隠
し
て
お
こ
な
は
せ
た

ま
へ
る
罪
に
よ
り
、
内
大
臣
を
筑
紫
の
帥
に
な
し
て
流
し
遣
は
す
」
と
い
ふ
こ
と
を
読
み
の
の
し
る
に
、

宮
の
内
の
上
下
、
声
を
と
よ
み
泣
き
た
る
ほ
ど
の
有
様
、
こ
の
文
読
む
人
も
あ
わ
て
た
り
。 

（
１
：
二
四
一
頁
） 

 

傍
線
部
の
通
り
、
罪
状
の
中
に
「
帝
の
御
母
后
」
を
呪
詛
し
た
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
当
の
伊
周
本
人

は
、
左
遷
前
に
参
じ
た
父
道
隆
の
墓
所
に
て
、「
み
づ
か
ら
怠
る
と
思
ひ
た
ま
ふ
こ
と
は
べ
ら
ね
ど
」（
１
：

二
四
三
頁
）
と
、
こ
れ
を
否
認
す
る
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。 

 

な
ほ
こ
の
御
身
は
な
れ
さ
せ
た
ま
は
ず
、
平
ら
か
に
と
ま
も
り
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
ま
た
か
け

ま
く
も
か
し
こ
き
公
の
御
心
地
に
も
、
ま
た
女
院
の
御
夢
な
ど
に
も
、
こ
の
こ
と
咎
な
か
る
べ
き
さ
ま

に
思
は
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
」 

（
１
：
二
四
四
頁
） 

 

ま
た
、
自
分
の
代
わ
り
に
父
道
隆
の
御
霊
が
身
重
の
定
子
を
庇
護
し
て
く
れ
る
よ
う
頼
み
、
帝
に
も
女
院
に

も
自
分
が
無
実
で
あ
る
こ
と
を
分
か
ら
せ
て
ほ
し
い
と
訴
え
る
。
無
実
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
い

た
い
相
手
と
し
て
帝
と
女
院
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
大
元
法
の
件
と
呪
詛
の
件
の
「
被

害
者
」
に
当
た
る
人
物
で
あ
る
。
一
方
で
花
山
院
に
は
全
く
言
及
が
な
い
が
、
そ
も
そ
も
出
家
の
身
で
あ
り

な
が
ら
女
に
通
っ
て
い
た
花
山
院
に
全
く
非
が
な
い
と
は
言
え
な
い
と
い
う
点
が
伊
周
を
強
気
に
さ
せ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

で
は
、
実
際
の
伊
周
配
流
の
事
由
は
一
体
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
諸
記
録
に
よ
っ
て
若
干
の
差
が
見
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ら
れ
る
が
、
『
日
本
紀
略
』
と
『
小
右
記
』
に
は
こ
の
女
院
へ
の
呪
詛
が
罪
状
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
宣
命
。
以
内
大
臣
藤
伊
周
朝
臣
為
大
宰
権
帥
。
以
権
中
納
言
同
隆
家
朝
臣
為
出
雲
権
守
。
去
正
月
依
奉

射
危
華
山
院
法
皇
。
又
奉
呪
詛
東
三
条
〔
院
〕
之
聞
也
。 

（『
日
本
紀
略
』
長
徳
二
年
四
月
廿
四
日
） 

 

仰
配
流
宣
命
事
〔
射
花
山
法
皇
事
、
呪
咀
女
院
事
、
私
行
大
元
法
帥
事
等
也
〕 

（『
小
右
記
』
長
徳
二
年
四
月
廿
四
日
） 

 

『
日
本
紀
略
』
で
は
大
元
法
が
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
次
に
見
る
よ
う
に
密
告
が
あ
っ
た
こ
と
は
記
し
て
い

る
。
ま
た
、
巻
四
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
で
挙
げ
ら
れ
て
い
た
女
院
の
病
に
つ
い
て
『
小
右
記
』
と
『
日
本
紀

略
』
は
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。 

 

依
天
皇
不
出
御
也
。
依
東
三
条
院
御
悩
也
。
法
琳
寺
申
内
大
臣
修
大
元
法
之
由
。 

（『
日
本
紀
略
』
長
徳
二
年
四
月
一
日
） 

 

早
朝
参
女
院
、
謁
右
大
臣
、
院
御
悩
昨
日
極
重
、
被
停
院
号
・
年
爵
年
官
等
事
之
由
、
昨
夜
被
奏
聞
了
、

又
云
、
或
人
呪
咀
云
々
、
人
々
厭
物
自
寝
殿
板
敷
下
掘
出
云
々
、 

（『
小
右
記
』
長
徳
二
年
三
月
二
十
九
日
＊
前
日
か
ら
連
続
） 

  

こ
の
病
悩
は
本
来
長
徳
二
年
の
晩
春
あ
た
り
の
頃
で
あ
り
、『
小
右
記
』
で
は
呪
い
の
道
具
が
実
際
に
発

見
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
や
っ
た
の
が
誰
な
の
か
と
い
う
真
相
は
不
明
だ
が
、
伊

周
が
詮
子
を
呪
詛
し
て
い
る
と
の
噂
は
世
間
に
広
ま
っ
て
い
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
諸
記
録
を
追
っ

て
い
く
と
、
伊
周
が
詮
子
を
呪
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ら
の
罪
で
左
遷
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
詮
子
が
実
際
に
病

気
に
な
っ
た
こ
と
と
い
う
、
史
実
に
お
け
る
伊
周
と
詮
子
に
関
す
る
事
柄
の
流
れ
が
浮
き
上
が
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
が
詮
子
の
病
気
を
表
に
出
さ
な
か
っ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
つ
ま
り
、
詮
子
の
病
気
を
あ
り
の
ま
ま
書
く
と
、
あ
た
か
も
伊
周
の
呪
い
が
効
い
て
い
る
か
の
よ
う

に
見
え
て
し
ま
う
。『
栄
花
物
語
』
は
そ
れ
を
避
け
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

『
権
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
後
も
詮
子
が
物
の
怪
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
長

保
二
年
五
月
二
十
二
日
の
記
事
に
、
先
年
、
つ
ま
り
長
保
元
年
（
長
徳
五
年
）、
詮
子
が
「
高
二
位
」
の
霊
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に
悩
ま
さ
れ
た
と
あ
る
。 

 
参
院
、
参
内
、 

今
朝
定
澄
律
師
来
臨
。
相
逢
、
召
仰
勘
解
由
判
官
行
忠
、
自
院
請
興
福
寺
僧
十
五
口
、
始
自
来
廿
六
日
、

於
長
者
殿
、
為
消
除
御
悩
、
可
令
転
読
大
般
若
不
断
経
、〔
諷
経
、〕
先
年
院
御
悩
之
時
、
静
昭
闍
梨
申

行
此
事
、
高
二
位
霊
出
来
云
、
功
徳
殊
勝
之
由
、
其
度
御
悩
早
平
癒
。
仍
今
申
行
耳
。 

（
『
権
記
』
長
保
二
年
五
月
二
十
二
日17

） 

  

こ
こ
で
は
道
長
の
た
め
の
読
経
の
打
ち
合
わ
せ
で
あ
っ
た
が
、
先
年
詮
子
の
御
悩
で
も
同
じ
誦
経
を
行

っ
た
と
こ
ろ
、
高
二
位
の
霊
が
現
れ
、「
功
徳
が
殊
勝
で
あ
る
」
、
つ
ま
り
「
誦
経
の
功
徳
の
力
が
強
く
て
悪

さ
が
で
き
な
い
」
と
言
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
高
二
位
と
は
高
階
成
忠
の
こ
と
で
あ
り
、
伊
周
ら
の
母
高

階
貴
子
の
父
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
伊
周
の
親
族
の
物
の
怪
に
よ
る
騒
ぎ
が
実
際
に
起
き
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。 

 

『
源
氏
物
語
』
を
知
っ
て
い
る
者
は
、
朱
雀
帝
の
眼
病
が
父
桐
壺
院
の
霊
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
知
っ
て

い
る
。『
栄
花
物
語
』
が
、
も
し
史
実
の
通
り
に
詮
子
の
病
気
を
描
い
て
い
た
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
と
同

様
に
、
詮
子
の
「
御
悩
」
が
霊
の
し
わ
ざ
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
霊
は
誰
か
。
『
権
記
』
に
見
え
る
よ
う
に
、

史
実
で
も
物
の
怪
騒
動
は
実
際
に
起
き
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
霊
の
孫
に
当
た
る
人
物
に
「
女
院
呪
詛
」
の

容
疑
が
か
か
っ
て
い
る
。
読
者
が
『
源
氏
物
語
』
と
史
実
の
両
方
を
知
っ
て
い
れ
ば
、『
栄
花
物
語
』
を
読

ん
で
も
疑
わ
し
い
人
物
と
し
て
伊
周
が
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
の
場
合
、
も
し
病
気
平
癒
祈
願
の
恩
赦
と
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
読
者
に
は
ど
う
映
る
だ
ろ
う
か
。
ま
だ

呪
い
が
詮
子
に
効
い
て
い
る
状
態
で
呪
詛
し
た
当
人
で
あ
る
（
か
も
し
れ
な
い
）
伊
周
を
赦
免
し
て
し
ま
っ

て
は
、
物
語
と
し
て
不
都
合
で
あ
ろ
う
し
、
今
後
物
語
中
で
「
栄
花
」
を
描
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
道
長
の

失
政
と
も
映
ろ
う
。
何
よ
り
も
、
第
二
節
で
の
『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
に
見
え
る
「
虚
構
対
現
実
」

の
対
比
構
造
を
最
大
限
に
活
か
す
た
め
に
は
、
伊
周
は
光
源
氏
に
極
力
似
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
墓
前

で
訴
え
た
「
無
実
」
は
本
当
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
本
当
に
伊
周
が
呪
詛
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
て
し
ま
う
と
、
伊
周
は
「
無
実
の
光
源
氏
」
の
立
場
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
不
都
合

を
消
し
去
る
に
は
、
女
院
の
病
が
伊
周
の
し
わ
ざ
で
は
な
い
と
読
者
に
思
わ
せ
る
よ
う
に
細
々
と
手
を
加

え
る
よ
り
も
、
い
っ
そ
詮
子
の
病
悩
そ
の
も
の
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
の
が
一
番
効
果
的
だ
っ
た
の
で
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あ
ろ
う
。 

 

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
第
二
節
で
見
出
し
た
も
の
と
は
ま
た
別
の
次
元
の
「
虚
構
対
現
実
」
が
現
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
伊
周
が
女
院
を
呪
詛
し
た
と
い
う
噂
が
立
ち
、
実
際
に
高
階
成
忠
が
霊
と
な
っ
て

女
院
を
祟
っ
て
い
た
と
い
う
史
実
に
見
え
る
「
現
実
」
と
、
自
身
の
無
実
と
無
念
を
亡
き
父
に
訴
え
、
京
を

去
っ
て
行
っ
た
悲
劇
の
主
人
公
伊
周
を
描
く
『
栄
花
物
語
』
に
見
る
「
虚
構
」
で
あ
る
。 

 

深
澤
氏
が
主
張
し
た
「
『
源
氏
物
語
』
を
利
用
す
る
事
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
以
上
の
世
界
を
こ
の
世

に
構
築
し
よ
う
と
企
て
た
」
と
い
う
の
は
、
弘
徽
殿
大
后
の
よ
う
な
絵
に
描
い
た
よ
う
な
悪
役
を
な
く
す
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、
光
源
氏
の
よ
う
な
主
人
公
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
実
際
の
貴
族
社
会
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
家
の
利
益
を
考
え
つ
つ
、
そ
れ
で
い
て
社
会
そ
の
も
の

を
大
き
く
揺
る
が
し
て
し
ま
っ
て
は
本
末
転
倒
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
動
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を

あ
り
の
ま
ま
に
書
い
た
の
で
は
、
た
だ
の
「
現
実
」
で
あ
っ
て
、
物
語
と
し
て
優
れ
た
「
虚
構
」
に
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。 

 

四
、
彰
子
入
内
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
道
長
の
暗
躍 

  

さ
て
、
こ
こ
ま
で
、
二
つ
の
「
虚
構
対
現
実
」
の
構
造
に
つ
い
て
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
や
効
果
に

つ
い
て
考
察
し
た
。
最
後
に
、
そ
う
し
た
様
々
な
目
的
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
年
次
の
操
作
が
、
な
ぜ
こ
の
時

期
に
落
ち
着
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
。
恩
赦
が
行
わ
れ
、
伊
周
兄
弟
の
帰
京
が
な
っ
た
の
は
な

ぜ
長
徳
四
年
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
詮
子
の
病
悩
に
つ
い
て
書
け
な
い
と
し
て
、
敦
康
親
王
誕

生
の
恩
赦
と
す
る
な
ら
ば
、
親
王
誕
生
の
年
次
で
あ
る
長
保
元
年
（999

）
に
恩
赦
を
寄
せ
る
よ
う
に
操
作

す
る
選
択
肢
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。 

 

深
澤
氏18

は
「
須
磨
退
去
の
翌
々
年
召
還
さ
れ
た
源
氏
の
年
立
に
倣
っ
た
」
と
述
べ
る
が
、
さ
し
あ
た
っ

て
注
目
し
た
い
の
は
、
第
一
節
で
引
用
し
た
清
水
氏
の
論
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
松
村
氏
の
論
で
あ
る
。
繰

り
返
し
に
な
る
が
、
清
水
氏
は
、
長
徳
四
年
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
半
年
間
、『
御
堂
関
白
記
』
の
記
述

が
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
翌
長
保
元
年
二
月
、
入
内
前
の
彰
子
が
従
三
位
に
な
る
と
い
う
点
に
注
目
し
て
、

空
白
の
長
徳
四
年
下
半
期
を
、
道
長
の
「
女
御
入
内
画
策
期
」
と
見
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
松
村
氏
は
、

長
徳
四
年
の
史
実
の
書
き
替
え
は
「
道
長
の
病
気
以
下
一
連
の
史
実
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
ら
と
無
関

係
な
記
述
を
す
る
必
要
上
考
え
出
さ
れ
た
こ
と
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

1
8 

注
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に
同
じ
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深
澤
氏
の
説
を
積
極
的
に
否
定
す
る
理
由
は
な
い
が
、
松
村
氏
の
言
う
「
長
徳
四
年
の
道
長
」
を
隠
す
た

め
に
史
実
の
書
き
替
え
ま
で
行
っ
た
と
い
う
説
も
少
し
考
え
て
み
た
い
。
確
か
に
政
争
の
た
め
暗
躍
す
る

姿
は
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
詮
子
の
病
悩
と
同
じ
く
、
そ
も
そ
も
書
か
ず
に

長
徳
四
年
の
記
述
を
短
く
済
ま
せ
ば
良
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
本
当
に
目
的
は
隠
す
こ
と
だ
け
な
の
だ

ろ
う
か
。 

 

こ
こ
で
『
栄
花
物
語
』
巻
五
「
浦
々
の
別
」
か
ら
少
し
進
み
、
巻
六
「
か
か
や
く
藤
壺
」
に
目
を
向
け
て

み
る
。
巻
六
は
「
大
殿
の
姫
君
十
二
に
な
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
年
の
内
に
御
裳
着
あ
り
て
、
や
が
て
内
に
参
ら

せ
た
ま
は
む
と
い
そ
が
せ
た
ま
ふ
」（
１
：
二
九
九
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
彰
子
の
裳
着
、
入
内
へ
の
言
及

か
ら
始
ま
る
。
こ
こ
に
は
年
次
や
裳
着
の
様
子
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
の
よ
う

に
入
内
の
準
備
の
様
子
が
語
ら
れ
、
道
長
、
花
山
院
、
公
任
な
ど
か
ら
祝
い
の
歌
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、

早
々
に
入
内
の
場
面
に
移
る
。
長
保
元
年
十
一
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
諸
記
録
と
も
齟
齬
は
全
く
な
い
。

『
御
堂
関
白
記
』
に
よ
る
と
裳
着
が
長
保
元
年
二
月
九
日
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
裳
着
と
入
内
の
間
に
は
史

実
で
は
約
九
か
月
も
の
隔
た
り
が
あ
る
の
だ
が
、
裳
着
か
ら
入
内
ま
で
実
に
手
際
良
く
流
れ
て
行
く
。
こ
の

巻
六
冒
頭
の
新
編
全
集19

の
頭
注
に
は
、 

 

巻
頭
に
成
人
し
た
彰
子
を
置
き
、
時
代
の
新
し
い
局
面
を
描
く
。
道
長
の
子
女
と
い
う
新
た
な
世
代
の

登
場
が
歴
史
の
切
れ
目
と
し
て
機
能
し
、『
栄
花
』
の
巻
単
位
の
構
想
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
。 

 

と
あ
る
。
巻
が
替
わ
る
と
同
時
に
、
新
た
な
ヒ
ロ
イ
ン
と
も
い
う
べ
き
彰
子
が
登
場
し
、
そ
の
華
々
し
い
後

宮
デ
ビ
ュ
ー
が
語
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
こ
こ
で
史
実
に
目
を
向
け
る
と
、
彰
子
の
入
内
の
六
日
後
、
長
保
元
年
十
一
月
七
日
に
何
が
あ
っ

た
か
。
一
条
天
皇
第
一
皇
子
、
敦
康
親
王
の
誕
生
で
あ
る
。
道
長
に
と
っ
て
、
娘
の
華
々
し
い
デ
ビ
ュ
ー
に

水
を
差
す
、
さ
ぞ
邪
魔
な
存
在
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
後
、
巻
六
「
か
か
や
く
藤
壺
」
で
は
、
彰
子
と
定

子
の
様
子
が
交
互
に
描
か
れ
、
次
第
に
二
人
の
明
暗
が
分
か
れ
て
行
く
と
い
う
流
れ
が
あ
る
の
だ
が
、
も
し

こ
こ
で
敦
康
親
王
が
生
ま
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
入
内
早
々
に
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
定
子
に
大
き
く
後
れ
を
取

っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
印
象
を
持
た
せ
か
ね
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
同
様
の
例
と
し
て
、『
栄
花
物
語
』
で
は
長
徳
五
（
長
保
元
）
年
六
月
の
内
裏
焼
亡
が
無
視
さ
れ
て
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い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
も
新
編
全
集
頭
注20

に
指
摘
が
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
で
は
当
初
か
ら

「
こ
の
御
方
藤
壺
に
お
は
し
ま
す
に
」（
１
：
三
〇
二
頁
）
と
、
通
常
通
り
宮
中
に
入
っ
た
よ
う
な
書
き
ぶ

り
で
あ
る
が
、
こ
の
火
災
に
よ
り
、
入
内
当
初
は
里
内
裏
で
あ
り
、
約
一
年
後
、
改
め
て
藤
壺
に
入
っ
た
と

い
う
。
大
き
く
史
実
か
ら
外
れ
る
嘘
を
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
か
か
や
く
藤
壺
」
と
『
源
氏
物

語
』
を
意
識
し
た
巻
名
に
瑕
を
つ
け
な
い
よ
う
、
意
図
的
に
隠
さ
れ
た
で
き
ご
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

『
栄
花
物
語
』
と
し
て
は
、
彰
子
の
入
内
と
い
う
慶
事
に
水
を
差
す
「
敦
康
親
王
の
誕
生
」
と
い
う
で
き

ご
と
を
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
は
い
え
第
一
皇
子
の
存
在
自
体
を
抹
消
す
る
わ

け
に
も
い
か
な
い
。
姉
で
あ
る
脩
子
内
親
王
の
誕
生
や
、
定
子
本
人
が
参
内
し
た
期
間
と
の
兼
ね
合
い
を
考

え
れ
ば
、
早
く
し
す
ぎ
て
は
具
合
が
悪
い
。
で
は
ど
こ
に
移
動
さ
せ
る
か
。
そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た
年
次
が

「
長
徳
四
年
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
巻
五
「
浦
々
の
別
」
を
中
関

白
家
の
動
静
の
み
に
集
中
す
る
巻
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
徳
二
年
、
伊
周
兄
弟
の
転
落
劇
が

あ
り
、
伊
周
た
ち
の
母
高
階
貴
子
が
亡
く
な
る
な
ど
、
中
関
白
家
が
悲
し
み
に
包
ま
れ
る
。
定
子
は
一
人
不

安
に
耐
え
、
年
末
に
脩
子
内
親
王
が
誕
生
す
る
。
翌
年
、
長
徳
三
年
は
独
り
心
細
く
過
ご
す
定
子
に
目
が
向

け
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
帝
か
ら
は
変
わ
ら
ず
寵
愛
を
受
け
て
い
る
さ
ま
が
描
か
れ
、
定
子
は
再
び
懐
妊
す
る
。

年
が
明
け
て
長
徳
四
年
、
敦
康
親
王
が
誕
生
し
、
史
実
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
遅
れ
て
恩
赦
が
出
さ
れ
、
長
徳

四
年
末
に
伊
周
が
帰
京
し
た
と
こ
ろ
で
巻
五
が
終
わ
る
。
年
の
変
わ
り
目
、
巻
の
変
わ
り
目
、
そ
し
て
物
語

の
主
役
も
変
わ
り
目
を
迎
え
る
。
中
関
白
家
の
悲
し
み
に
寄
り
添
っ
た
「
浦
々
の
別
」
か
ら
、
新
た
な
栄
花

の
主
役
で
あ
る
道
長
家
に
注
目
し
始
め
る
「
か
か
や
く
藤
壺
」
に
移
り
、
そ
れ
ら
が
上
手
く
リ
ン
ク
し
て
い

る
の
で
あ
る
。 

 

更
に
、
こ
こ
に
深
澤
氏
の
「
須
磨
退
去
の
翌
々
年
召
還
さ
れ
た
源
氏
の
年
立
に
倣
っ
た
」
と
い
う
説
も
加

え
る
と
、
伊
周
と
光
源
氏
を
繋
ぐ
糸
を
補
強
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
物
語
構
成
の
上
で
も
、
オ
マ
ー
ジ
ュ
に

よ
る
演
出
の
上
で
も
、
ま
さ
に
八
方
丸
く
収
ま
る
采
配
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

お
わ
り
に 

  

本
章
で
は
、
歴
史
の
順
序
を
大
き
く
捻
じ
曲
げ
た
『
栄
花
物
語
』
巻
五
「
浦
々
の
別
」
に
お
け
る
年
次
設

定
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

 

第
一
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
ま
と
め
、『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
年
次
の
ず
れ
は
『
源
氏
物

 

2
0 

注
５ 

三
〇
二
～
三
〇
三
頁
頭
注 
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語
』
に
準
え
る
た
め
の
操
作
で
あ
る
と
い
う
指
摘
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。 

 

第
二
節
で
は
、
そ
の
「
源
氏
準
拠
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
再
確
認
し
た
。『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
花
物

語
』
の
対
比
構
造
は
、
実
現
し
な
か
っ
た
敦
康
親
王
即
位
を
め
ぐ
る
虚
構
と
現
実
の
対
比
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
歴
史
を
知
っ
て
い
る
読
者
に
対
し
て
も
、
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
敦
康
親
王
即
位
を
思
わ
せ
る
と

い
う
効
果
を
生
ん
で
い
る
。 

 

第
三
節
で
は
、
本
来
恩
赦
の
事
由
で
あ
っ
た
は
ず
の
詮
子
病
悩
を
『
栄
花
物
語
』
が
隠
蔽
し
た
理
由
に
つ

い
て
考
察
し
た
。
詮
子
と
弘
徽
殿
大
后
に
つ
い
て
、
立
場
的
に
は
重
な
り
つ
つ
も
人
格
的
に
は
異
な
っ
た
似

て
非
な
る
人
物
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ
り
、
第
二
節
の
対
比
構
造
が
よ
り
深
ま
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、

こ
こ
で
は
『
栄
花
物
語
』
と
史
実
と
の
間
で
も
虚
構
と
現
実
の
対
比
が
起
き
て
お
り
、
悲
劇
の
主
人
公
と
し

て
の
伊
周
像
を
構
築
す
る
た
め
に
女
院
の
病
悩
を
物
語
か
ら
抹
消
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。 

 

そ
し
て
第
四
節
で
は
、
恩
赦
の
年
次
が
「
長
徳
四
年
」
に
設
定
さ
れ
た
意
図
に
つ
い
て
、
「
源
氏
準
拠
」

に
よ
る
演
出
で
も
あ
り
、
彰
子
の
入
内
に
水
を
差
さ
な
い
た
め
で
も
あ
り
、
更
に
は
物
語
の
内
容
と
巻
の
変

わ
り
目
を
整
合
さ
せ
る
こ
と
で
、
読
者
に
時
代
の
変
化
を
も
意
識
さ
せ
る
手
法
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
察
し
た
。 

 

『
栄
花
物
語
』
巻
五
「
浦
々
の
別
」
は
、『
源
氏
物
語
』
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
歴
史
の
敗
者
と
な
っ
た

中
関
白
家
の
人
々
の
「
あ
は
れ
」
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
中
関
白
家
の
話
は
巻
五
で
片
付
け
ら
れ
、
女

御
彰
子
と
い
う
新
た
な
ヒ
ロ
イ
ン
が
登
場
す
る
巻
六
以
降
の
、
新
時
代
の
到
来
の
邪
魔
は
し
な
い
。「
源
氏

準
拠
」
と
い
う
一
つ
の
演
出
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
た
『
栄
花
物
語
』
の
年
次
の
操
作
は
、
実
は
そ

れ
以
外
の
様
々
な
史
実
と
の
相
違
と
い
う
不
都
合
へ
の
対
処
や
、
作
品
構
成
上
の
思
惑
も
絡
み
合
っ
て
、
大

胆
に
な
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。 
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第
二
章 

正
編
に
お
け
る
引
歌
表
現
：
諸
行
無
常
へ
の
導
き 

   

は
じ
め
に 

  

物
語
に
は
、
次
に
あ
げ
る
例
の
よ
う
に
、
文
中
に
和
歌
や
他
作
品
の
一
節
を
部
分
的
に
引
用
す
る
こ
と
で

内
容
を
表
現
す
る
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。 

 

か
く
て
年
も
か
は
り
ぬ
れ
ば
、
元
日
は
朝
拝
な
ど
し
て
、
よ
ろ
づ
め
で
た
く
過
ぎ
も
て
い
く
に
、
花
の

都
は
め
で
た
き
に
、
か
の
旅
の
御
有
様
ど
も
、「
春
や
昔
の
」
と
の
み
思
さ
れ
つ
つ
、
あ
は
れ
に
年
さ

へ
へ
だ
た
り
ぬ
る
を
、
よ
ろ
づ
い
と
お
ぼ
つ
か
な
、
あ
ま
た
の
霞
立
ち
へ
だ
て
た
る
心
地
せ
さ
せ
た
ま

ふ
。 

（
１
：
二
七
二
頁
） 

  

こ
れ
は
『
栄
花
物
語
』
巻
五
「
浦
々
の
別
」
の
一
場
面
で
あ
る
。
年
が
改
ま
り
、
世
間
が
新
年
の
喜
び
に

わ
い
て
い
る
一
方
、
中
関
白
家
で
は
左
遷
さ
れ
た
藤
原
伊
周
と
隆
家
を
思
っ
て
沈
ん
で
い
る
と
い
う
場
面

で
あ
る
。
傍
線
部
「
春
や
昔
の
」
と
は
、
有
名
な
業
平
の
歌
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
我
が
身
一

つ
は
元
の
身
に
し
て
」
と
い
う
歌
の
一
部
を
引
い
た
も
の
で
、
彼
ら
が
い
た
頃
と
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
を
嘆
く
表
現
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ま
で
、『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
こ
う
し
た
引
歌
表
現
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
松
村
博
司
氏
の
『
栄

花
物
語
の
研
究
』
に
「
引
歌
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
一
節
と
、
吉
田
茂
氏
に
よ
る
論
の
他
は
、
注
釈
書
に

て
個
々
の
例
が
指
摘
さ
れ
る
以
外
に
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
後
述
す
る
吉
田
茂
氏
の

先
行
研
究
に
よ
る
と
、
出
典
が
分
か
る
も
の
だ
け
で
も
正
編
で
四
三
例
、
続
編
で
二
八
例
と
、『
栄
花
物
語
』

中
に
合
計
七
一
例
あ
る
。
こ
の
数
だ
け
で
も
十
分
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
わ
た
く
し
に

定
め
た
方
針
に
従
っ
て
改
め
て
正
編
を
調
査
し
直
し
た
と
こ
ろ
、
用
例
数
が
大
幅
に
増
え
、
正
編
だ
け
で
も

七
十
例
を
超
え
る
結
果
と
な
っ
た
。 

 

本
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
『
栄
花
物
語
』
正
編
に
お
け
る
引
歌
表
現
に
注
目
し
、
引
歌
が
用
い
ら
れ
た
場

面
、
巻
の
傾
向
、
典
拠
と
な
っ
た
歌
や
そ
の
収
録
歌
集
な
ど
に
つ
い
て
調
査
し
、
先
行
研
究
を
補
い
つ
つ
数
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量
的
、
質
的
な
分
析
を
行
う
。
今
回
正
編
の
み
を
対
象
と
し
た
の
は
、『
栄
花
物
語
』
は
正
編
と
続
編
で
か

な
り
そ
の
性
質
が
異
な
り
、
ま
た
正
編
に
関
し
て
は
比
較
的
先
行
研
究
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
正
編
を
調

査
、
考
察
し
た
上
で
、
今
後
の
研
究
の
足
掛
か
り
に
す
る
た
め
で
あ
る
。 

 

一
、
先
行
研
究 

  

再
調
査
と
そ
の
分
析
に
先
立
っ
て
、『
栄
花
物
語
』
正
編
の
引
歌
に
関
す
る
先
行
研
究
と
、
そ
れ
に
付
随

す
る
論
を
確
認
す
る
。 

 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
の
研
究
』
に
よ
る
引
歌
一
覧 

  

『
栄
花
物
語
』
の
引
歌
研
究
は
、
ま
ず
松
村
博
司
氏
に
よ
っ
て
正
編
の
引
歌
箇
所
の
一
覧
、
巻
、
出
典
ご

と
の
用
例
数
が
表
で
示
さ
れ
た
。
松
村
氏
は
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、『
栄
花
物
語
』
中
の
引
歌
表
現
は
、
甚

だ
多
い
と
言
え
る
よ
う
な
数
で
は
な
い
こ
と
、
典
拠
に
つ
い
て
も
三
代
集
が
中
心
で
あ
っ
て
変
化
に
乏
し

い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 

 

物
語
三
十
巻
の
中
全
く
引
歌
を
見
な
い
巻
は
、
二
、
一
七
、
二
二
、
二
三
、
二
四
、
二
五
、
二
六
、
二

九
、
三
〇
の
九
巻
を
数
へ
る
。（
朗
詠
集
の
詩
を
除
く
）
行
文
の
中
に
古
歌
の
一
句
を
引
用
す
る
こ
と

は
王
朝
文
学
の
常
套
手
段
で
あ
る
が
、
こ
の
物
語
は
か
く
の
如
く
で
甚
だ
多
い
と
は
い
へ
な
い
。
又
そ

の
典
拠
も
三
代
集
（
中
で
も
古
今
集
が
最
も
多
い
）
を
中
心
と
し
て
、
外
は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
す
る
に

足
り
ぬ
数
量
で
、
変
化
に
乏
し
い
。1 

  

こ
の
松
村
氏
の
一
覧
表
で
は
、
正
編
に
は
四
六
例
の
引
歌
表
現
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
『
栄
花
物
語
』
の
引
歌
研
究
の
土
台
が
で
き
た
と
言
え
る
が
、
そ
の
後
の
研
究
、
注
釈
書
に
よ
っ
て
新

た
に
指
摘
さ
れ
た
引
歌
も
あ
る
ほ
か
、
松
村
氏
に
よ
る
一
覧
表
に
は
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
意
図
的
に

数
に
入
れ
な
か
っ
た
事
例
が
あ
る
と
い
う
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。 

 

 

1 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
の
研
究
』
第
二
篇
第
四
章
「
正
篇
の
典
拠
」
刀
江
書
院
／
一
九
五
六 

三
一
五

頁 
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か
う
し
た
事
実
は
作
者
の
教
養
や
傾
向
を
知
る
一
資
料
と
な
り
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し

な
が
ら
作
者
の
推
定
に
役
立
た
し
め
る
た
め
に
は
な
ほ
細
心
な
注
意
を
必
要
と
す
る
。
と
い
ふ
理
由

は
、
以
上
典
拠
を
持
つ
部
分
が
総
べ
て
果
し
て
作
者
の
筆
に
な
つ
た
文
か
否
か
に
は
若
干
の
疑
問
を

附
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
物
語
の
性
質
上
既
成
の
文
献
を
と
り
入
れ
る
こ
と

が
多
く
、
こ
の
物
語
特
有
の
文
体―

―

即
ち
作
者
自
身
の
手
に
な
つ
た
部
分
を
明
瞭
に
区
分
す
る
こ

と
は
、
今
日
何
人
と
雖
も
こ
れ
を
能
く
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
と
思
は
れ
る
が
、
し
か
し
一
面
全
然
見

当
が
つ
か
な
い
の
で
も
な
く
、
私
に
は
推
定
す
べ
き
若
干
の
根
拠
は
あ
る
が
、
右
の
一
文
の
如
き
は
他

の
部
分
と
全
く
ス
タ
イ
ル
を
異
に
し
て
、
傍
註
の
如
く
出
典
語
を
羅
列
し
た
修
飾
の
多
い
文
章
と
し

て
、
到
底
こ
れ
を
作
者
固
有
の
筆
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。2 

  

松
村
氏
の
一
覧
表
に
は
、「
作
者
の
筆
に
な
つ
た
文
か
否
か
」
と
い
う
点
を
問
題
と
し
て
、
文
体
の
面
か

ら
見
て
他
の
部
分
と
異
な
る
、
つ
ま
り
『
栄
花
物
語
』
の
作
者
に
よ
る
文
章
で
は
な
く
他
資
料
に
よ
る
引
用

で
あ
る
と
見
な
し
、
意
図
的
に
数
に
含
め
て
い
な
い
引
歌
表
現
が
あ
る
。
こ
れ
は
、『
栄
花
物
語
』
に
は
そ

の
本
文
の
一
部
が
他
の
日
記
な
ど
の
資
料
か
ら
引
用
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
背
景
に
あ

る
。
巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
見
ら
れ
る
敦
成
親
王
の
誕
生
の
場
面
は
、
そ
の
内
容
の
一
致
度
か
ら
『
紫
式
部

日
記
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
出
典
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
引
用
の
例
で
あ
る
。 

 

松
村
氏
は
そ
れ
に
準
ず
る
例
と
し
て
、
巻
十
一
「
つ
ぼ
み
花
」
で
、
長
和
三
年
に
年
が
変
わ
っ
た
際
の
、

過
剰
に
引
歌
表
現
が
見
ら
れ
る
一
部
分
を
挙
げ
て
い
る
。 

 

は
か
な
く
年
も
か
へ
り
て
、
長
和
三
年
に
な
り
ぬ
。
正
月
一
日
よ
り
は
じ
め
て
、
新
し
く
め
づ
ら
し
き

御
有
様
な
り
。
あ
ら
た
ま
の
年
た
ち
か
へ
り
ぬ
れ
ば
、
雲
の
上
も
晴
れ
晴
れ
し
う
見
え
て
空
を
仰
が
れ
、

夜
の
ほ
ど
に
た
ち
か
は
り
た
る
春
の
霞
も
紫
に
薄
く
濃
く
た
な
び
き
、
日
の
け
し
き
う
ら
ら
か
に
光

さ
や
け
く
見
え
、
百
千
鳥
も
囀
り
ま
さ
り
、
よ
ろ
づ
み
な
心
あ
る
さ
ま
に
見
え
、
枝
も
な
か
り
つ
る
花

も
い
つ
し
か
と
紐
を
と
き
、
垣
根
の
草
も
青
み
わ
た
り
、
朝
の
原
も
荻
の
焼
原
か
き
払
ひ
、
春
日
野
の

飛
火
の
野
守
も
、
万
代
の
春
の
は
じ
め
の
若
菜
を
摘
み
、
氷
解
く
風
も
ゆ
る
く
吹
き
て
枝
を
鳴
ら
さ
ず
、

谷
の
鶯
も
行
く
末
は
る
か
な
る
声
に
聞
え
て
耳
と
ま
り
、
船
岡
の
子
の
日
の
松
も
、
い
つ
し
か
と
君
に

引
か
れ
て
万
代
を
経
ん
と
思
ひ
て
、
と
き
は
か
き
は
の
緑
色
深
く
見
え
、…

（
２
：
三
五
～
三
六
頁
） 

 

 

2 

注
１ 

三
一
六
～
三
一
七
頁 
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こ
の
部
分
は
引
歌
に
よ
る
新
年
の
寿
ぎ
の
言
葉
を
長
々
と
連
ね
て
お
り
、
他
の
年
変
わ
り
と
比
べ
る
と
、
確

か
に
過
剰
な
印
象
を
受
け
る
。
こ
の
年
変
わ
り
表
現
の
直
前
に
は
道
長
の
娘
姸
子
が
三
条
帝
後
宮
に
入
内

し
た
こ
と
の
記
述
、
直
後
に
は
「
宮
の
御
方
の
女
房
」、
す
な
わ
ち
姸
子
方
の
女
房
た
ち
の
装
い
が
非
常
に

華
や
か
で
あ
る
と
の
記
述
が
続
く
。
ま
た
、
巻
十
六
に
も
同
様
に
姸
子
周
辺
の
記
述
で
こ
の
よ
う
な
表
現
が

一
か
所
認
め
ら
れ
る
た
め
、
松
村
氏
は
、
こ
の
年
変
わ
り
表
現
は
姸
子
周
辺
の
人
物
に
よ
る
日
記
な
ど
の
資

料
を
用
い
て
書
か
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
明
言
す
る
こ
と
は
避
け
て
い
る
。 

 

本
節
の
文
章
は
作
者
本
来
の
筆
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
既
成
の
文
献
か
ら
の
転
用
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
も
と
も
と
ど
う
い
う
も
の
の
た
め
に
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
類
例
と
し
て

挙
げ
た
〈
も
と
の
し
づ
く
〉
の
文
と
関
連
づ
け
て
考
え
れ
ば
、
あ
る
い
は
中
宮
（
後
に
皇
太
后
）
姸
子

付
き
の
女
房
の
筆
に
な
る
も
の
を
利
用
し
た
と
言
い
得
な
い
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
だ
け

に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
あ
た
り
の
内
容
と
は
無
関
係
な
既
成
の
文
を
借
用
し
た
と
い
う
ほ
う
が
妥

当
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。3 

  

こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
、
松
村
氏
の
一
覧
表
で
は
こ
れ
ら
の
例
が
数
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

白
井
た
つ
子
氏
は
、『
栄
花
物
語
』
内
で
他
資
料
を
引
用
し
て
い
る
例
で
あ
る
巻
八
「
は
つ
は
な
」
の
『
紫

式
部
日
記
』
の
利
用
箇
所
に
つ
い
て
、
元
の
資
料
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
作
者
に
よ
っ
て
操
作
が
行
わ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。 

 

 

『
栄
花
物
語
』
の
作
者
は
、
大
方
に
お
い
て
、
日
記
の
中
か
ら
、
私
的
な
感
慨
の
表
白
が
行
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
を
、
切
り
捨
て
よ
う
と
し
た
に
は
相
違
な
い
が
、
外
的
事
象
と
、
自
己
の
内
面
の
問
題
と

を
、
し
か
と
絡
み
合
わ
せ
て
叙
述
し
て
い
る
『
紫
式
部
日
記
』
が
、
優
れ
た
主
体
性
を
持
っ
て
叙
述
さ

れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
、
こ
れ
を
利
用
す
る
側
の
困
難
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』

の
作
者
が
、
日
記
の
中
に
纏
綿
す
る
紫
式
部
の
私
的
感
懐
を
抜
き
去
り
、
客
観
的
事
象
に
つ
い
て
の
記

述
だ
け
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
試
み
て
、
失
敗
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
な
が
ち
、
力
量
不
足
の

せ
い
ば
か
り
で
は
な
か
ろ
う
。4 

 

3 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
全
注
釈 

三
』
角
川
書
店
／
一
九
七
二 

二
二
九
頁 

4 

白
井
た
つ
子
「『
紫
式
部
日
記
』
と
『
栄
花
物
語
』「
は
つ
は
な
」
と
の
比
較
の
問
題
」 

日
本
文
学
研
究

資
料
叢
書
『
歴
史
物
語
１
』
有
精
堂
出
版
／
一
九
七
一 

＊
初
出
「
文
芸
研
究
」
五
三
／
一
九
六
六 
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白
井
氏
は
、『
栄
花
物
語
』
の
作
者
は
、
本
来
日
記
に
は
書
か
れ
て
い
た
紫
式
部
の
私
的
な
感
想
を
敢
え

て
省
い
て
用
い
る
な
ど
、
他
資
料
を
『
栄
花
物
語
』
に
取
り
入
れ
る
た
め
に
意
識
的
に
改
変
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
松
村
氏
の
一
覧
表
か
ら
除
か
れ
た
長
和
三
年
の

年
変
わ
り
に
つ
い
て
も
『
栄
花
物
語
』
の
本
文
に
添
わ
せ
る
よ
う
な
改
変
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
定
で
き
、『
栄

花
物
語
』
作
者
の
意
思
が
全
く
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

厳
密
な
考
察
を
行
う
た
め
に
は
、
初
め
か
ら
こ
う
し
た
用
例
を
弾
い
て
し
ま
う
こ
と
は
せ
ず
、
後
か
ら
必
要

に
応
じ
て
分
類
を
す
る
方
法
を
取
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
今
回
改
め
て
そ
れ
ら
を
含
め
た
一

覧
表
を
作
成
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

源
氏
物
語
の
引
歌 

  

次
に
、
他
作
品
で
は
あ
る
が
『
源
氏
物
語
』
内
の
引
歌
表
現
に
つ
い
て
、
山
口
博
氏
の
研
究
を
あ
げ
る
。

山
口
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
引
歌
の
用
例
数
が
多
い
巻
を
順
に
あ
げ
る
と
、「
須
磨―

明
石―

松
風
」

「
若
菜
上―

若
菜
下―

柏
木
」「
椎
本―

総
角―

宿
木
」
の
三
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
集
合
が
浮
か
び
上

が
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

試
み
に
、
全
五
四
巻
の
二
割
、
約
一
二
巻
程
度
引
歌
の
多
い
巻
を
上
位
か
ら
拾
う
と
、
一
一
巻
目
が
歌

数
二
〇
例
と
区
切
り
が
よ
い
。
高
位
順
に
列
挙
す
る
と
、（
数
字
は
引
歌
数
） 

総
角
（
四
〇
） 

宿
木
（
三
六
） 

柏
木
（
二
四
） 

須
磨
（
二
三
） 

若
菜
上
（
二
三
） 

明
石
（
二
一
） 

松
風
（
二
一
） 

若
菜
下
（
二
一
） 

夕
顔
（
二
〇
） 

葵
（
二
〇
） 

椎
本
（
二
〇
） 

で
あ
る
。
こ
の
一
一
巻
の
う
ち
、
夕
顔
と
葵
の
二
巻
を
除
く
と
次
の
よ
う
に
は
っ
き
り
三
分
類
が
可
能

で
あ
る
。 

須
磨―

―

明
石―

―

松
風 

若
菜
上―

―

若
菜
下―

―

柏
木 

椎
本―

―

総
角―

―

宿
木 

 

物
語
構
成
上
の
重
要
な
巻
々
を
指
摘
す
る
に
は
甲
論
乙
駁
が
あ
ろ
う
が
、
こ
の
三
系
列
が
重
要
な

部
分
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。（
中
略
）
あ
や
ど
ら
れ
る
べ
き
所
、
そ
れ
が
物
語
構
成
上
重
要

な
巻
々
で
あ
っ
て
始
め
て
意
味
が
あ
る
。
あ
た
か
も
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
歌
を
配
置
す
る
よ
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う
な
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
源
氏
物
語
の
作
者
は
、
引
歌
を
単
な
る
修
辞
か
ら
構
成
に
か
か
わ
る
技

法
に
昇
華
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。5 

  

山
口
氏
が
「
構
成
に
か
か
わ
る
技
法
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
引
歌
数
を
物
語
構
成
の
一
つ
の
指
標
と
し
て

見
る
こ
と
は
、『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
。『
栄
花
物
語
』
が
そ
の
表
現
や
物
語
構
成
を

『
源
氏
物
語
』
に
倣
っ
て
い
る
こ
と
は
、
山
中
裕
氏6

な
ど
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
引
歌

に
関
し
て
も
そ
の
類
似
性
は
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、「
用
例
数
」
に
つ
い
て
の
考
察
に

お
い
て
詳
し
く
触
れ
る
。 

 

ま
た
、
山
口
氏
は
同
論
に
て
、
引
歌
の
用
例
を
「…

と
」「…

な
ど
」
の
形
で
引
歌
で
あ
る
こ
と
を
明
示

し
て
あ
る
Ａ
型
と
、
引
用
歌
句
が
本
文
と
融
合
し
、
形
式
の
上
か
ら
は
引
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い

な
い
Ｂ
型
に
分
類
し
た
。
更
に
、
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
の
み
が
必
要
な
も
の
、
元
歌
の
他
の
句
を
引
き
出

す
た
め
の
も
の
、
元
歌
全
体
を
考
慮
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
も
の
、
な
ど
の
よ
う
に
細
分
化
し
て
考
察
し

て
い
る
。 

 

Ａ 

型 

引
歌
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
あ
る
場
合
。 

「―
―

と
」「―

―

な
ど
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
本
文
に
融
合
し
て
い
な
い
。
作
者
や
登
場
人
物
が

意
識
し
て
引
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
歌
意
は
か
な
り
重
要
で
あ
る
。
引
用
歌
句
は
大
幅
に
は
改
変
さ

れ
て
い
な
い
。（
中
略
） 

Ｂ 

型 

引
用
歌
句
が
本
文
と
融
合
、
形
式
の
上
か
ら
は
引
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場

合
。（
中
略
）
Ａ
型
に
く
ら
べ
る
と
原
歌
を
複
雑
に
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
歌
は
解
体
引
用
さ
れ

る
。 

  

続
い
て
、
吉
田
茂
氏
は
、
こ
の
山
口
氏
の
研
究
を
『
栄
花
物
語
』
に
援
用
し
、
Ａ
Ｂ
型
の
別
を
独
自
に
分

類
し
て
考
察
し
て
い
る
。 

 

 

5 

山
口
博
「
源
氏
物
語
の
引
歌
」 

山
岸
徳
平
、
岡
一
男
監
修
『
源
氏
物
語
講
座 

第
七
巻
：
表
現
・
文

体
・
語
法
』
有
精
堂
出
版
／
一
九
七
一 

6 

山
中
裕
『
歴
史
物
語
成
立
序
説
』
第
二
章
第
五
節
「
栄
花
物
語
に
お
け
る
源
氏
物
語
の
影
響
」
東
京
大

学
出
版
会
／
一
九
六
二 

＊
初
稿
「
国
語
と
国
文
学
」
三
〇‐

七
／
一
九
五
三 
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Ａ
型
の
引
歌
の
出
典
の
中
で
は
、『
古
今
集
』
が
群
を
抜
い
て
多
く
、
そ
れ
に
『
拾
遺
集
』
が
続
く
と

こ
ろ
は
、
時
代
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
伊
勢
集
』
を
出
典
と
す

る
例
が
目
立
っ
て
い
る
。
歌
の
内
容
に
つ
い
て
分
類
す
る
と
、
春
夏
秋
冬
の
歌
を
ま
と
め
た
四
季
歌
九

首
（
春
四
首
、
秋
三
首
、
冬
二
首
）、
恋
歌
七
首
、
賀
歌
四
首
、
雑
歌
三
首
、
哀
傷
歌
二
首
、
他
に
雑

躰
二
首
、
神
遊
歌
一
首
で
、
恋
物
語
の
『
源
氏
物
語
』
に
比
べ
て
四
季
歌
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
。（
中
略
）
Ｂ
型
の
引
歌
は
Ａ
型
の
そ
れ
と
比
べ
、
四
季
歌
が
際
立
っ
て
多
く
な
っ
て
い
る
と

言
え
る
。
中
で
も
春
と
秋
の
歌
が
多
く
、
こ
れ
は
山
口
氏
が
『
源
氏
物
語
』
の
引
歌
に
つ
い
て
の
考
察

の
中
で
、「
春
秋
の
自
然
（
風
景
）
描
写
に
引
歌
が
活
用
さ
れ
て
い
る
事
を
語
っ
て
い
る
」
と
述
べ
ら

れ
る
こ
と
と
符
合
す
る
こ
と
に
な
る
。7 

 

Ａ
Ｂ
型
の
別
を
用
い
て
『
栄
花
物
語
』
の
引
歌
を
観
察
す
る
と
、
Ａ
型
の
引
歌
の
出
典
の
中
で
は
、『
古
今

集
』
が
群
を
抜
い
て
多
く
、
そ
れ
に
『
拾
遺
集
』
が
続
く
こ
と
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
伊
勢
集
』
を
出
典
と

す
る
例
が
目
立
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
歌
の
内
容
に
注
目
す
る
と
季
節
の
歌
が
多
く
、
Ｂ

型
の
場
合
は
そ
の
特
徴
が
非
常
に
際
立
つ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

 

加
え
て
、
吉
田
氏
は
正
続
の
違
い
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。 

 

正
篇
で
は
自
然
（
風
景
）
描
写
に
引
歌
が
用
い
ら
れ
、
続
篇
で
は
特
に
装
束
描
写
に
集
中
す
る
か
た
ち

で
引
歌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
両
者
は
同
じ
引
歌
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
効
果
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
前
者
の
場
合
は
、
古
歌
の
力
を
借
り
て
そ
の
場
面
が
重
層
的
、
増
幅
的
に
描
出
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
情
趣
が
増
し
、
作
品
世
界
を
豊
潤
な
も
の
に
す
る
効
果
が
あ
る
が
、
後
者
の
場
合
は
、

古
歌
の
力
を
借
り
て
装
束
を
視
覚
的
、
映
像
的
に
認
知
し
や
す
く
な
る
も
の
の
、
古
歌
の
意
味
や
歌
人

の
感
情
が
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
効
果
は
表
層
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
や
は
り
、
正
篇
を
記
し
た
作
者
は
、
歴
史
的
出
来
事
に
取
材
し
な
が
ら
も
、
歴
史
そ
の
ま
ま
の
記

述
を
超
え
て
、「
物
語
」
を
創
出
し
よ
う
と
い
う
明
確
な
意
思
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
続
篇
の
作
者
に
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
意
思
は
感
じ
ら
れ
な
い
。 

 

 

吉
田
氏
は
、
ど
う
い
っ
た
描
写
の
た
め
に
引
歌
が
用
い
ら
れ
る
か
を
正
編
と
続
編
で
比
較
し
、
正
編
で
は

 

7 

吉
田
茂
「『
栄
花
物
語
』
の
和
歌
・
引
歌
考
」 

山
中
裕
、
久
下
裕
利
編
『
栄
花
物
語
の
新
研
究
：
歴
史

と
物
語
を
考
え
る
』
新
典
社
／
二
〇
〇
七 
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自
然
や
風
景
描
写
、
続
編
で
は
人
々
の
装
束
の
描
写
に
集
中
す
る
と
い
う
結
論
を
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
か
ら
、
正
編
の
作
者
は
歴
史
的
事
実
を
題
材
と
し
な
が
ら
も
、
物
語
と
し
て
作
品
世
界
を
豊
か
に
創

出
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。 

 

問
題
の
所
在 

  

こ
こ
ま
で
参
照
し
た
先
行
研
究
と
問
題
の
所
在
を
ま
と
め
る
。 

 

ま
ず
、
現
在
の
研
究
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
松
村
氏
の
一
覧
表
に
は
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
れ
の

み
に
頼
っ
た
研
究
に
は
無
理
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
松
村
氏
の
一
覧
表
以
降
の
研
究
を
含
め
た

再
調
査
を
行
う
こ
と
が
本
章
の
中
心
的
な
意
義
で
あ
る
。
更
に
、
そ
の
調
査
結
果
に
基
づ
き
、
次
の
こ
と
を

考
察
す
る
。 

 

山
口
氏
の
研
究
で
述
べ
ら
れ
た
「
物
語
構
成
上
の
重
要
な
巻
に
は
引
歌
が
多
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ

た
事
象
は
『
栄
花
物
語
』
で
も
同
様
に
見
ら
れ
る
の
か
と
い
っ
た
疑
問
に
つ
い
て
考
え
る
。
『
源
氏
物
語
』

の
場
合
は
、
光
源
氏
の
須
磨
明
石
へ
の
流
離
、
女
三
宮
と
柏
木
の
密
通
、
そ
し
て
薫
と
大
君
の
悲
恋
と
い
う

三
つ
の
物
語
を
構
成
す
る
巻
で
あ
っ
た
が
、『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
は
巻
別
の
引
歌
用
例
数
に
ど
の
よ
う

な
意
味
が
見
出
せ
る
か
を
調
査
、
検
討
し
た
い
。 

 

次
節
で
は
、
再
調
査
の
方
針
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

 

二
、
用
例
数
と
内
容
の
関
係 

  

再
調
査
に
当
た
り
、
基
本
的
に
は
『
栄
花
物
語
の
研
究
』
で
提
示
さ
れ
た
一
覧
表
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
そ

こ
で
指
摘
さ
れ
た
項
目
の
再
検
討
と
、『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
と
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
ま
た
吉
田
氏

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
項
目
の
追
加
に
よ
っ
て
、
新
た
な
一
覧
表
を
作
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
加
え

て
、
従
来
特
に
指
摘
の
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
、
筆
者
が
追
加
し
た
部
分
が
あ
る
。
詳
し
く
は
付
録
の
一

覧
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

本
章
に
お
け
る
再
調
査
の
方
針
と
し
て
、
特
に
注
記
が
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
以
下
に
挙
げ
る
。 

 

１
．
別
資
料
か
ら
の
引
用
の
可
能
性
が
あ
る
箇
所
も
数
え
る
。 

＊
例
：
巻
一
一
〔
一
三
〕
長
和
三
年
の
年
変
わ
り
表
現 

２
．
一
つ
の
言
葉
に
複
数
の
引
歌
表
現
が
含
ま
れ
る
場
合
、
二
例
と
数
え
る
。 
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＊
例
：
二
〇
〔
六
〕「
闇
の
夜
の
錦
」 

→
「
春
の
夜
の
闇
は
あ
や
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
見
え
ね
香
や
は
か
く
る
る
」（
古
今
集
・
春
） 

 

「
見
る
人
も
な
く
て
ち
り
ぬ
る
奥
山
の
紅
葉
は
夜
の
錦
な
り
け
り
」（
古
今
集
・
秋
） 

３
．
複
数
の
歌
集
に
重
複
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
勅
撰
集
を
優
先
し
て
数
え
る
。 

４
．
参
考
歌
、
類
歌
が
多
く
特
定
し
切
れ
な
い
も
の
は
、
最
も
場
面
の
内
容
と
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の

を
選
定
す
る
。 

＊
例
：
一
一
〔
一
三
〕「
と
き
は
か
き
は
の
緑
色
深
く
見
え…

」 

→

「
山
し
な
の
山
の
い
は
ね
に
松
を
う
ゑ
て
と
き
は
か
き
は
に
い
の
り
つ
る
か
な
」
拾
遺
集
・
賀 

５
．
現
存
の
歌
集
に
見
え
な
い
歌
の
引
用
は
「
不
明
」
と
し
て
数
え
る
。 

＊
例
：
一
二
〔
二
四
〕「
河
ぞ
ひ
柳
風
吹
け
ば
動
く
と
す
れ
ど
根
は
静
か
な
り
」 

６
．
典
拠
が
不
明
で
あ
っ
て
も
、
五
及
び
七
音
の
和
語
か
つ
「…

と
・
な
ど
」
で
示
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
引

歌
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
「
不
明
」
と
し
て
数
え
る
。 

＊
例
：
一
三
〔
二
九
〕・
一
四
〔
二
五
〕「
い
つ
ま
で
草
の…
」 

 

巻
別
引
歌
用
例
数 

  

は
じ
め
に
、
作
中
の
引
歌
数
を
巻
別
に
集
計
し
て
〈
図
１
〉
に
ま
と
め
た
。
引
歌
が
確
認
で
き
な
か
っ
た

巻
は
表
記
し
て
い
な
い
。
単
純
に
数
を
見
る
と
、
前
述
し
た
長
和
三
年
の
年
変
わ
り
に
用
い
ら
れ
た
引
歌
の

数
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
巻
十
一
が
十
三
例
と
突
出
し
て
い
る
。
続
い
て
多
い
順
に
挙
げ
て
い
く
と
、
巻

五
、
十
六
、
十
三
、
二
十
七
、
二
十
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
ま
で
が
五
例
以
上
の
引
歌
を
含
む

巻
と
な
っ
て
い
る
。
四
例
の
巻
は
な
く
、
相
対
的
に
見
て
「
多
い
」
と
す
る
に
は
五
例
で
線
を
引
く
の
が
よ

ろ
し
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

一
方
、
表
の
右
行
、
濃
い
色
で
示
し
た
部
分
と
黄
色
の
帯
で
、
松
村
氏
が
除
く
と
し
て
い
た
巻
十
一
で
の

引
歌
群
と
同
じ
用
法
で
あ
る
年
変
わ
り
・
季
節
変
わ
り
に
用
い
ら
れ
た
引
歌
を
除
い
た
残
り
の
数
を
試
み

に
示
し
て
い
る
。
年
変
わ
り
に
限
っ
て
言
う
と
、
複
数
の
引
歌
表
現
が
ま
と
ま
っ
て
用
い
ら
れ
る
長
和
三
年

の
よ
う
な
例
は
、
こ
の
巻
十
一
、
十
六
以
外
に
目
立
っ
た
も
の
は
な
い
。
除
い
た
残
り
の
数
は
五
〇
例
と
な

り
、
総
数
の
約
三
割
が
年
変
わ
り
、
季
節
変
わ
り
表
現
で
あ
っ
た
。 
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図
１ 

巻
別
引
歌
数 

 

引
歌
が
多
い
巻
の
内
容 

  

続
い
て
、
こ
こ
ま
で
挙
げ
た
六
つ
の
巻
に
つ
い
て
、
巻
毎
の
内
容
、
ど
う
い
っ
た
部
分
に
引
歌
が
使
わ
れ

て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
巻
名
の
由
来
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
触
れ
て
お
く
が
、
正
編
の
成
立
当
初
か
ら
巻

名
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
松
村
博
司
氏
は
、「
正
篇
三
十
巻
の
巻
名
に
つ
い
て
考

へ
て
み
る
に
、
果
し
て
作
者
自
身
に
よ
つ
て
命
名
せ
ら
れ
た
も
の
か
否
か
、
肯
定
す
る
に
せ
よ
、
否
定
す
る

に
せ
よ
、
と
も
に
確
実
な
根
拠
に
乏
し
い
や
う
に
思
は
れ
る8

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
一
部
の
巻
名
が
短

編
物
語
の
題
名
に
近
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
例
え
ば
巻
二
「
花
山
尋
ぬ
る
中
納
言
」
や
巻
二
十

一
「
後
く
ゐ
の
大
将
」
の
よ
う
な
も
の
は
、「
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
」「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」

 

8 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
の
研
究
』
第
一
篇
第
六
章
「
巻
名
に
つ
い
て
」
刀
江
書
院
／
一
九
五
六 

二
一

一
頁 

2

6

2

3

1

5

2

2

7

2

2

6

3

13

1

1

3

1

1

8

3

1

1

1 

1 

7 

2 

5 

2 

2 

4 
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の
よ
う
な
名
前
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
い
っ
た
タ
イ
ト
ル
の
傾
向9

は
平

安
後
期
以
降
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
松
村
氏
は
「
も
し
正
篇
に
作
者
自
身
に
よ
る
巻
名
が
附
け
ら

れ
て
ゐ
な
か
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
出
羽
の
弁
が
続
篇
の
巻
三
十
一―

三
十
七
を
書
い
た
時
（
中
略
）
に
、

正
篇
を
も
籠
め
て
命
名
し
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か1

0

」
と
推
察
し
て
い
る
。 

 

以
下
、
各
巻
の
内
容
を
ま
と
め
る
が
、
松
村
氏
に
よ
る
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
の
各
巻
の
解
説
か
ら
、
内

容
に
つ
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
合
わ
せ
て
引
用
す
る
。 

 

巻
五
「
浦
々
の
別
」 

 

藤
原
伊
周
、
隆
家
兄
弟
が
花
山
院
に
対
す
る
不
敬
事
件
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
筑
紫
と
但
馬
に
流
さ
れ
て

か
ら
、
再
び
帰
京
す
る
ま
で
の
顛
末
が
詳
し
く
物
語
的
に
し
る
さ
れ
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
全
巻
を
こ
の

た
め
に
費
し
、
独
立
性
の
強
い
特
異
な
一
篇
の
物
語
を
構
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
が
見

ら
れ
る
。1

1 

  

巻
名
は
、
伊
周
が
流
離
中
に
詠
ん
だ
作
中
歌
「
か
た
が
た
に
別
る
る
身
に
も
似
た
る
か
な
明
石
も
須
磨
も

お
の
が
浦
々
」
が
元
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
雑
の
部
の
「
白
浪
は
た
て
ど
衣
に
か
さ
な

ら
ず
あ
か
し
も
す
ま
も
お
の
が
う
ら
う
ら
」
と
い
う
人
麻
呂
の
歌
を
用
い
た
本
歌
取
り
の
歌
で
あ
る
。
道
長

の
甥
で
あ
る
伊
周
兄
弟
が
失
脚
す
る
と
こ
ろ
か
ら
巻
が
始
ま
り
、
大
宰
府
へ
の
左
遷
を
経
て
、
二
年
半
後
に

帰
京
す
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
そ
の
間
、
同
母
姉
妹
で
あ
る
中
宮
定
子
が
天
皇
の
子
を
二
人
生
み
、
兄
弟
の

母
高
階
貴
子
が
亡
く
な
る
と
い
っ
た
で
き
ご
と
が
挟
ま
れ
、
一
貫
し
て
中
関
白
家
に
注
目
す
る
巻
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
巻
頭
、
巻
末
が
伊
周
の
失
脚
と
帰
京
と
で
対
応
し
て
お
り
、
構
成
が
し
っ
か
り
と
考
え
ら

れ
た
巻
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。 

 

引
歌
の
用
法
に
つ
い
て
も
、
六
つ
の
巻
の
う
ち
で
人
物
の
感
情
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
引
歌
が
最

 

9 

小
木
喬
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
上
に
示
さ
れ
て
い
る
連
体
修
飾
語
の
内
容
が
、
下
に
示
さ

れ
て
い
る
人
物
に
よ
っ
て
行
動
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
形
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
形
の
題
名

は
、「
源
氏
」
以
前
で
は
「
月
待
つ
女
」
一
編
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
る
」（
小
木
喬
『
散
佚
物
語
の
研
究 

平
安
・
鎌
倉
時
代
編
』
第
一
章
第
二
節
五
「
六
条
斎
院
物
語
合
」
笠
間
書
院
／
一
九
七
三 

三
八
頁 

＊

初
出
「
六
条
斎
院
物
語
合
に
つ
い
て
」「
国
語
と
国
文
学
」
四
九‐

二
／
一
九
七
二
） 

1
0 

注
９ 

二
一
二
頁 

1
1 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
全
注
釈 

二
』
角
川
書
店
／
一
九
七
一 

解
説
一
四
四
頁 
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も
多
い
巻
で
あ
り
、
年
変
わ
り
、
季
節
変
わ
り
の
た
め
の
引
歌
は
一
例
し
か
な
い
。 

 

巻
十
一
「
つ
ぼ
み
花
」 

 

本
巻
は
比
較
的
短
い
巻
に
属
し
、
三
条
天
皇
の
皇
女
禎
子
内
親
王
の
御
誕
生
と
、
帝
が
土
御
門
殿
に
行

幸
さ
れ
て
、
若
宮
と
対
面
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
内
親
王
を
中
心
と
す
る
記
事
が
主
要
な
も
の
と
な
っ
て

お
り
、
全
巻
の
約
六
割
を
占
め
て
い
る
。
年
紀
的
に
も
（
中
略
）
月
日
の
順
を
追
っ
て
正
確
に
描
か
れ

て
い
る
が
、
単
一
の
事
項
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
当
然
と
も
い
え
よ
う
。1

2 

  

巻
十
一
「
つ
ぼ
み
花
」
の
巻
名
は
、
巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
て
先
に
彰
子
に
生
ま
れ
て
い
た
道
長
の
初
孫

敦
成
親
王
を
「
は
つ
は
な
」
と
呼
ん
だ
こ
と
に
対
し
て
、
初
め
て
の
女
子
の
孫
で
あ
る
禎
子
内
親
王
を
呼
ん

だ
作
中
の
言
葉
が
元
で
あ
る
。
そ
の
名
の
通
り
、
禎
子
内
親
王
の
誕
生
記
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
冒
頭
に

先
帝
一
条
天
皇
の
女
御
顕
光
女
元
子
と
道
兼
女
尊
子
、
ま
た
巻
末
近
く
に
教
通
室
で
あ
る
公
任
女
の
懐
妊

に
言
及
が
あ
る
以
外
は
、
ほ
ぼ
姸
子
と
禎
子
内
親
王
に
注
目
し
て
い
る
。
巻
末
で
は
禎
子
内
親
王
の
祖
母
と

曾
祖
母
に
当
た
る
倫
子
と
穆
子
に
対
面
し
、
穆
子
が
曾
孫
を
喜
ぶ
場
面
で
巻
が
終
わ
る
。 

 

こ
の
巻
十
一
の
引
歌
は
、
一
例
を
除
き
、
松
村
氏
が
除
く
と
し
て
い
た
過
剰
な
引
歌
に
よ
る
長
和
三
年
の

年
変
わ
り
表
現
で
あ
る
。
大
勢
の
女
房
、
乳
母
た
ち
を
従
え
、
七
月
に
誕
生
し
た
内
親
王
を
連
れ
た
姸
子
の

参
内
が
済
ん
で
か
ら
の
こ
と
で
、
和
歌
集
の
序
文
の
よ
う
な
様
相
を
な
し
て
い
る
。
新
編
全
集
は
頭
注
で
、

「
こ
こ
を
特
別
に
彩
る
理
由
が
あ
る
と
す
る
と
禎
子
内
親
王
の
誕
生
し
か
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う1

3
」
と
し

て
お
り
、
こ
の
美
文
調
は
他
資
料
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
記
述
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
一
例
は
、

松
風
の
音
を
管
弦
の
楽
器
と
重
ね
合
わ
せ
る
表
現
で
、
自
然
描
写
で
あ
る
。 

 

巻
十
三
「
ゆ
ふ
し
で
」 

 

前
斎
宮
當
子
内
親
王
出
家
の
話
は
、
前
巻
第
三
八
節
の
前
斎
宮
帰
京
後
、
三
位
中
将
道
雅
と
密
通
の
噂

が
立
っ
た
と
い
う
話
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
本
巻
に
お
い
て
は
歌
物
語
的
な
色
彩
が
濃
く
描
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か
れ
て
い
る
。（
中
略
）
次
い
で
三
条
院
御
悩
重
篤
・
御
出
家
・
崩
御
・
葬
送
・
御
遺
財
処
分
・
御
法

事
・
中
宮
の
供
養
の
こ
と
な
ど
、
三
条
院
に
関
す
る
一
連
の
記
事
が
か
な
り
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
中
略
）
続
い
て
本
巻
に
お
け
る
主
要
な
記
事
と
し
て
、
東
宮
敦
明
親
王
の
退
位
事
件
と
、
そ
の
後
に

お
い
て
道
長
の
女
高
松
殿
明
子
腹
の
寛
子
に
婿
取
ら
れ
る
記
事
が
続
き
、
こ
れ
ら
一
連
の
物
語
は
全

巻
の
半
ば
以
上
を
占
め
て
い
る
。1

4 

  

巻
十
三
「
ゆ
ふ
し
で
」
の
冒
頭
で
は
、
前
巻
か
ら
続
い
て
い
る
伊
周
の
息
子
道
雅
と
前
斎
宮
当
子
内
親
王

と
の
話
題
が
語
ら
れ
、
巻
名
は
道
雅
が
前
斎
宮
に
宛
て
て
詠
ん
だ
歌
に
由
来
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
斎

宮
と
の
恋
愛
譚
は
巻
の
冒
頭
の
僅
か
な
分
量
の
み
で
あ
っ
て
、
巻
全
体
を
見
た
場
合
の
大
き
な
で
き
ご
と

は
、
三
条
院
の
崩
御
に
次
い
で
敦
明
親
王
の
廃
太
子
と
敦
良
親
王
の
立
太
子
、
立
太
子
の
機
会
を
二
度
に
わ

た
っ
て
奪
わ
れ
た
敦
康
親
王
、
そ
し
て
道
長
女
寛
子
に
夫
小
一
条
院
を
奪
わ
れ
た
延
子
の
嘆
き
と
い
っ
た

よ
う
に
、
廃
太
子
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
巻
末
は
、
源
経
房
が
三
条
院
の
遺
笛
を
姸
子
の
元
に
持
参

し
、
禎
子
の
乳
母
が
詠
ん
だ
歌
で
巻
が
終
わ
る
。 

 

こ
の
巻
十
三
に
は
引
歌
が
六
例
あ
る
と
こ
ろ
、
二
例
が
冒
頭
の
斎
宮
に
関
わ
る
部
分
、
二
例
が
延
子
の
嘆

き
、
残
る
二
例
が
三
条
院
へ
の
哀
傷
と
年
変
わ
り
表
現
で
あ
る
。
確
か
に
分
量
的
に
は
廃
太
子
の
話
題
に
は

遠
く
及
ば
な
い
が
、
巻
名
の
こ
と
も
あ
り
、
作
者
は
こ
の
斎
宮
の
話
題
を
重
要
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

巻
十
六
「
も
と
の
し
づ
く
」 

 

本
巻
は
『
栄
花
物
語
』
の
中
で
も
屈
指
の
長
大
な
巻
と
し
て
、
阿
弥
陀
堂
造
営
の
よ
う
に
、
前
巻
と
の

有
機
的
関
係
に
乏
し
い
書
き
方
の
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
一
面
堀
河
左
大
臣
一
家
の
醜
い
争
い
を
中
心

と
し
て
、
延
子
・
頼
定
・
顕
光
と
、
次
々
に
病
没
し
て
、
総
て
は
死
が
解
決
し
て
ゆ
く
人
生
の
哀
愁
を

写
し
た
と
こ
ろ
や
、
長
家
北
の
方
（
行
成
女
）
の
死
や
公
任
姫
君
の
急
死
を
写
し
て
物
語
的
に
す
ぐ
れ

た
場
面
を
形
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
と
も
に
、
尚
侍
嬉
子
の
東
宮
御
参
り
の
よ
う
な
明
る
く
、

し
か
も
物
語
的
に
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
も
多
く
、
読
み
応
え
の
あ
る
一
巻
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。1

5 

  

巻
十
六
「
も
と
の
し
づ
く
」
の
巻
名
は
、
先
妻
延
子
が
亡
く
な
っ
た
際
に
、
夫
小
一
条
院
が
詠
じ
た
引
歌
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表
現
が
巻
名
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
す
ゑ
の
つ
ゆ
も
と
の
し
づ
く
や
よ
の
な
か
の
お
く
れ
さ
き
だ
つ
た

め
し
な
る
ら
ん
」
と
い
う
遍
昭
の
歌
が
元
に
な
っ
て
お
り
、『
遍
照
集
』
に
は
「
よ
の
は
か
な
さ
の
お
も
ひ

し
ら
れ
は
べ
り
し
か
ば
」
と
い
う
詞
書
が
あ
る
。
延
子
の
死
に
始
ま
っ
て
、
も
が
さ
の
流
行
や
人
々
の
死
を

描
き
、
法
成
寺
の
金
堂
供
養
の
準
備
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
巻
で
あ
る
。
本
巻
で
訃
報

に
言
及
が
あ
る
人
物
は
、
源
頼
定
、
藤
原
道
綱
、
藤
原
行
成
女
、
藤
原
顕
光
、
藤
原
公
季
の
子
息
、
公
任
女

（
円
融
后
遵
子
の
養
女
）
で
あ
る
。
世
の
無
常
、
儚
さ
を
表
現
す
る
巻
名
は
本
巻
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
内
容
と
し
て
は
そ
う
い
っ
た
人
の
「
死
」
が
多
く
描
か
れ
る
巻
と
言
え
る
が
、
松
村
氏
は
「
そ
の
内

部
に
明
暗
の
交
替
の
は
げ
し
い
巻
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。「
明
」
に
当
た
る
話
題
と
し

て
は
嬉
子
の
東
宮
参
入
や
、
枇
杷
殿
、
阿
弥
陀
堂
の
造
営
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
分
量
的
に
は

「
暗
」
に
当
た
る
部
分
の
方
が
多
い
。 

 

ま
た
、
こ
の
巻
に
は
巻
十
一
と
同
じ
く
姸
子
周
辺
の
場
面
で
季
節
変
わ
り
の
表
現
が
固
ま
っ
て
用
い
ら

れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
も
同
様
に
、
姸
子
方
の
女
房
に
よ
る
記
録
等
が
用
い
ら
れ
た
か
と
疑
わ
れ
る

部
分
で
あ
る
。 

 

巻
二
十
「
御
賀
」 

 

本
巻
は
ほ
と
ん
ど
一
巻
を
挙
げ
て
、
倫
子
の
六
十
の
賀
を
描
い
て
い
る
。
道
長
の
五
十
の
賀
は
、
長
和

四
年
十
月
二
十
五
日
に
皇
太
后
彰
子
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
そ
れ
は
本
書
巻
第
十
二
〈
た
ま
の
む
ら

ぎ
く
〉
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
何
故
か
本
書
に
は
そ
の
記
事
は
な
い
。1

6 

  

巻
二
十
「
御
賀
」
は
、
巻
名
の
通
り
、
道
長
の
妻
倫
子
の
還
暦
の
祝
賀
を
描
く
巻
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』

の
中
で
も
短
い
巻
で
、
巻
末
に
源
経
房
が
太
宰
府
に
て
没
し
た
と
い
う
訃
報
以
外
は
、
ほ
ぼ
こ
の
「
六
十
の

賀
」
だ
け
に
集
中
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
五
例
と
い
う
数
が
見
え
る
の
は
、
道
長
の
正
妻
と
、
三
人

の
帝
の
中
宮
と
な
っ
た
娘
た
ち
と
い
う
『
栄
花
物
語
』
の
登
場
人
物
た
ち
の
中
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
地
位

の
人
々
が
挙
っ
て
登
場
す
る
巻
で
あ
り
、
き
ら
び
や
か
に
飾
ら
れ
る
べ
き
内
容
で
あ
る
こ
と
と
、
二
つ
の
歌

を
典
拠
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
闇
の
世
の
錦
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
が
理
由
に
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
ほ
ぼ
同
じ
表
現
が
巻
二
十
四
「
わ
か
ば
え
」
に
も
見
え
る
。 

 

 

1
6 

注

15 

解
説
四
八
七
頁 



53 

巻
二
十
七
「
こ
ろ
も
の
玉
」 

 
前
巻
の
記
事
を
承
け
て
、
中
納
言
長
家
北
の
方
逝
去
の
事
、
大
納
言
公
任
出
家
の
物
語
、
大
宮
彰
子
が

落
飾
さ
れ
て
上
東
門
院
と
号
さ
れ
た
事
等
を
主
要
記
事
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
日
時
を
記
し
て
編

年
体
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
て
、
巻
第
十
六
〈
も
と
の
し
づ
く
〉
に
匹
敵
す
る
長
文
の

巻
と
な
っ
て
い
る
。（
中
略
）
要
す
る
に
本
巻
は
、
中
に
教
通
と
禔
子
内
親
王
の
婚
儀
の
よ
う
な
記
事

も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
死
や
出
家
の
物
語
が
主
体
を
占
め
、
暗
の
巻
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。1

7 

  

最
後
に
、
巻
二
十
七
「
こ
ろ
も
の
玉
」
は
、
二
人
の
妹
（
寛
子
と
嬉
子
）
を
亡
く
し
た
後
に
出
家
し
た
彰

子
と
、
在
俗
の
ま
ま
の
姸
子
に
よ
る
贈
答
の
歌
語
が
巻
名
と
な
っ
て
い
る
。
巻
の
冒
頭
か
ら
詠
み
人
知
ら
ず

の
体
で
歌
の
贈
答
を
並
べ
、
立
て
続
け
に
亡
く
な
っ
た
寛
子
と
嬉
子
を
世
の
中
全
体
が
惜
し
ん
で
い
る
よ

う
な
視
点
で
語
り
始
め
る
。
続
い
て
道
長
の
息
子
長
家
の
妻
と
な
っ
て
い
た
斉
信
女
が
死
産
の
上
に
母
体

も
す
ぐ
亡
く
な
る
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
他
に
も
小
式
部
内
侍
、
源
顕
基
の
北
の
方
の
訃
報
が
続
く
。
娘
を

失
っ
た
父
斉
信
は
公
任
と
嘆
き
を
共
有
し
て
い
る
が
、
公
任
は
同
様
に
道
長
の
息
子
教
通
と
結
婚
し
て
い

た
娘
を
亡
く
し
た
経
験
を
持
つ
。
そ
う
い
っ
た
残
さ
れ
た
人
々
の
嘆
き
や
出
家
が
描
か
れ
る
本
巻
は
、
亡
く

な
っ
た
人
々
の
一
周
忌
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。
引
歌
は
年
変
わ
り
が
二
例
あ
る
ほ
か
は
、
斉
信
と
公
任
の
心

情
や
居
所
に
関
わ
る
部
分
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

六
つ
の
巻
を
ど
う
捉
え
る
か 

  

こ
こ
ま
で
各
巻
の
特
徴
を
松
村
氏
の
意
見
を
交
え
て
ま
と
め
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
巻
の
特
徴
は
何
か

と
考
え
る
と
、
な
か
な
か
難
し
い
も
の
が
あ
る
。
し
い
て
言
う
な
ら
ば
、
た
だ
編
年
体
で
で
き
ご
と
を
綴
っ

た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
巻
の
主
題
と
も
言
う
べ
き
中
心
的
話
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
か
。

巻
五
「
浦
々
の
別
」
は
伊
周
兄
弟
の
左
遷
と
帰
京
、
巻
十
一
「
つ
ぼ
み
花
」
は
禎
子
内
親
王
の
誕
生
記
、
巻

十
三
「
ゆ
ふ
し
で
」
は
敦
明
親
王
の
廃
太
子
、
巻
十
六
「
も
と
の
し
づ
く
」
は
疫
病
と
死
、
巻
二
十
「
御
賀
」

は
倫
子
の
還
暦
の
賀
、
巻
二
十
七
「
こ
ろ
も
の
玉
」
は
家
族
と
死
に
別
れ
た
人
々
の
嘆
き
、
と
い
っ
た
具
合

に
主
題
的
な
内
容
が
設
定
で
き
、
前
斎
宮
に
巻
名
が
由
来
す
る
巻
十
三
「
ゆ
ふ
し
で
」
を
除
い
て
、
巻
名
と
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一
致
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
前
述
の
松
村
氏
に
よ
る
「
続
編
の
成
立
時
に
正
編
に
も
巻
名
が
つ
け
ら
れ
た
」

と
い
う
説
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
既
に
あ
る
内
容
に
合
わ
せ
て
巻
名
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
各
巻
は
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
に
集
中
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
「
も
と
の
し

づ
く
」
と
「
こ
ろ
も
の
玉
」
は
、
分
量
と
し
て
は
わ
ず
か
だ
が
、
松
村
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
暗
い
死
の

話
題
の
合
間
に
東
宮
参
入
や
教
通
の
結
婚
の
よ
う
な
明
る
い
話
題
が
混
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
巻
十

三
「
ゆ
ふ
し
で
」
は
、
廃
太
子
と
い
う
大
き
な
事
件
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
巻
名
と
の
一
致

が
見
ら
れ
な
い
。
巻
名
に
関
わ
っ
て
い
る
前
斎
宮
の
話
題
は
冒
頭
の
僅
か
な
分
量
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ

れ
に
関
連
し
て
、
巻
名
の
由
来
に
注
目
す
る
と
、
六
つ
の
巻
の
内
、「
つ
ぼ
み
花
」
と
「
御
賀
」
以
外
の
四

つ
が
歌
語
や
引
歌
表
現
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
正
編
三
十
巻
の
巻
名
の
う
ち
、
歌
を
由
来
と
す
る
も

の
は
九
つ
あ
る
が
、
本
文
中
に
現
れ
る
引
歌
表
現
を
由
来
と
す
る
も
の
は
「
浦
々
の
別
」
と
「
も
と
の
し
づ

く
」
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
思
え
ば
、
巻
名
に
関
し
て
も
引
歌
な
い
し
は
歌
語
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
傾
向
は
認
め
ら
れ
よ
う
。 

 

加
え
て
、
こ
れ
ら
の
巻
の
中
心
的
話
題
は
、
道
長
方
の
で
き
ご
と
に
限
ら
な
い
と
い
う
点
に
も
注
目
さ
れ

る
。
道
長
家
が
話
題
の
中
心
に
あ
り
、
か
つ
喜
び
の
話
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
巻
十
一
、
二
十
で
、
巻

二
十
七
は
巻
名
こ
そ
彰
子
と
姸
子
の
歌
に
依
っ
て
い
る
が
、
家
族
の
死
に
よ
る
悲
し
み
を
語
る
内
容
で
あ

り
、
公
任
や
斉
信
の
家
に
つ
い
て
割
か
れ
る
分
量
も
少
な
く
な
い
。
巻
五
は
中
関
白
家
の
悲
哀
に
注
目
し
た

巻
で
あ
る
し
、
巻
十
六
は
疫
病
と
い
う
社
会
不
安
を
描
い
た
巻
で
あ
る
。
巻
十
三
は
「
前
斎
宮
」
と
「
廃
太

子
」
と
い
う
よ
う
に
、
注
目
さ
れ
る
話
題
が
二
つ
あ
る
が
、
そ
の
ど
ち
ら
も
道
長
家
が
中
心
で
は
な
い
。
表

面
的
に
見
る
な
ら
ば
、
様
々
な
家
の
、
様
々
な
人
々
の
、
喜
怒
哀
楽
に
注
目
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
巻
毎
の
あ
ら
す
じ
や
巻
名
と
内
容
の
関
係
性
と
い
っ
た
特
徴
を
参
照
す
る
限
り
で
は
、

『
栄
花
物
語
』
の
引
歌
表
現
の
特
徴
が
『
源
氏
物
語
』
の
そ
れ
と
同
じ
と
見
る
に
は
い
さ
さ
か
早
計
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。
先
行
研
究
と
し
て
挙
げ
た
山
口
氏
の
研
究
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
「
物
語
構
成
上
の
重

要
な
部
分
」
に
引
歌
が
多
い
と
さ
れ
、
そ
の
中
心
は
光
源
氏
の
須
磨
流
離
、
女
三
宮
と
柏
木
の
密
通
、
そ
し

て
薫
と
大
君
と
の
悲
恋
と
い
う
話
題
の
周
辺
の
巻
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
三
つ
は
『
源
氏
物
語
』
の
全
編
を
通

し
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
重
大
ポ
イ
ン
ト
を
振
り
返
ろ
う
と
す
れ
ば
、
必
ず
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
な
話
題
で
あ
ろ

う
。 

 

そ
れ
に
対
し
、
先
に
挙
げ
た
『
栄
花
物
語
』
の
六
巻
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
六
巻
は
連
続
し
て
お
ら
ず
正
編

全
体
に
分
散
し
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
で
見
ら
れ
た
「
須
磨―

―

明
石―

―

松
風
」
の
ま
と
ま
り
と
い
う

よ
う
に
、
関
連
す
る
話
題
で
集
め
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
し
か
し
こ
の
点
は
、
作
品
全
体
の

分
量
を
考
え
れ
ば
さ
ほ
ど
問
題
で
は
な
か
ろ
う
。 
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次
に
、
正
編
全
体
で
見
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
巻
が
重
要
な
部
分
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
み

た
い
。
そ
こ
で
、
岡
一
男
氏
に
よ
る
『
栄
花
物
語
』
正
編
の
総
括
を
参
照
す
る
。 

 

上
篇
で
は
「
浦
々
の
別
」
に
お
け
る
道
長
の
反
対
派
伊
周
一
家
の
流
謫
の
さ
ま
や
、「
輝
く
藤
壷
」「
鳥

辺
野
」「
は
つ
花
」
の
諸
巻
の
彰
子
中
宮
の
栄
華
の
さ
ま
と
定
子
皇
后
の
悲
劇
的
な
死
と
の
対
照
な
ど

す
こ
ぶ
る
精
彩
が
あ
り
、
そ
の
後
は
彼
一
家
の
顕
栄
、
子
女
の
入
内
・
立
后
・
出
産
、
外
孫
皇
子
の
立

坊
・
即
位
の
華
や
か
な
諸
儀
式
が
は
て
し
な
く
続
く
。
特
に
巻
十
五
「
疑
」
で
、
道
長
が
出
家
し
て
か

ら
は
、
そ
の
法
成
寺
創
建
を
中
心
と
す
る
仏
事
供
養
の
盛
儀
に
筆
力
を
悉
し
、「
本
の
雫
」「
音
楽
」「
玉

の
台
」「
鳥
の
舞
」
な
ど
で
、
我
々
は
そ
の
未
曽
有
の
堂
塔
の
荘
厳
と
天
皇
・
東
宮
・
三
后
の
行
幸
啓

の
下
で
行
わ
れ
た
供
養
の
華
美
絢
爛
な
さ
ま
に
恍
惚
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
盛
者
必
衰
の
理
で
、
道
長

は
三
女
一
男
に
先
立
た
れ
つ
つ
、
万
寿
四
年
十
二
月
六
十
二
歳
で
薨
ず
る
が
、
そ
の
さ
ま
を
釈
迦
の
入

滅
に
比
し
て
、「
鶴
の
林
」
に
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
翌
年
の
二
月
の
除
目
に
、
道
長
の
六
男
長
家
が

権
大
納
言
に
陞
る
の
で
、
上
篇
は
終
っ
て
い
る
。1

8 

 

『
栄
花
物
語
』
の
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
は
「
伊
周
一
家
の
流
謫
」「
彰
子
と
定
子
の
対
照
」「
仏
事
の
盛

儀
」「
道
長
一
家
の
繁
栄
」
そ
し
て
「
盛
者
必
衰
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
名
前
が
挙
が
っ
て
い

る
巻
五
「
浦
々
の
別
」
は
や
は
り
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
ほ
か
、
こ
こ
で
は
具
体
例
と
し
て
挙
が
っ

て
い
な
い
「
つ
ぼ
み
花
」
と
「
御
賀
」
に
関
し
て
は
道
長
一
家
の
繁
栄
を
描
く
巻
と
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

単
純
に
引
歌
が
多
い
巻
は
こ
れ
ら
の
ト
ピ
ッ
ク
が
見
え
る
巻
で
あ
る
と
し
て
し
ま
う
に
は
、
廃
太
子
や
前

斎
宮
の
話
題
が
混
在
し
て
い
た
巻
十
三
「
ゆ
ふ
し
で
」
を
ど
う
解
釈
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
や
、「
も
と

の
し
づ
く
」「
こ
ろ
も
の
玉
」
を
仏
教
や
盛
者
必
衰
に
注
目
し
た
巻
と
し
て
良
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。 

 

ま
た
、
こ
れ
ら
六
巻
の
中
で
の
共
通
点
が
あ
る
か
ど
う
か
を
考
え
た
場
合
、
先
ほ
ど
様
々
な
家
の
喜
怒
哀

楽
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
た
よ
う
に
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
そ
こ
に
共
通
す
る
何
か
が
あ
る
か
は
分
か
ら
な

い
。
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、
「
失
脚
」
「
廃
太
子
」
「
死
」
な
ど
、
暗
い
話
題
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
も
「
誰
か
ら
見
て
暗
い
」
の
か
と
い
う
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
『
栄
花
物
語
』
正
編
は
道

長
の
死
に
よ
っ
て
そ
の
三
十
巻
が
終
わ
り
、
そ
の
構
成
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
光
源
氏
と
「
雲
隠
」
の

 

1
8 

岡
一
男
『
古
典
逍
遥―

―

文
芸
学
試
論―

―

』
十
三
（
一
）「
歴
史
物
語
（
第
一
稿
）」
笠
間
書
院
／
一

九
七
一 

三
五
六
頁 

＊
初
出 

高
木
市
之
助
ほ
か
『
日
本
文
学
講
座 

第
二
巻
』
河
出
書
房
／
一
九
五

〇 
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巻
に
も
重
な
る
も
の
が
あ
る
と
の
指
摘1

9

も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
道
長
を
主
人
公
と
し
て
中
心
に
し
て
見

た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
で
は
、
同
じ
で
き
ご
と
で
あ
っ
て
も
見
え
方
が
変
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
歴
史
に
は
い
わ
ゆ
る
勝
者
と
敗
者
が
い
る
わ
け
で
、『
栄
花
物
語
』
の
視
点
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い

う
点
も
含
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

 

次
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
更
に
深
め
、
最
終
的
に
こ
れ
ら
引
歌
の
多
い
巻
々
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ

き
か
、
考
察
す
る
。 

 

三
、
引
歌
が
多
い
巻
で
読
む
『
栄
花
物
語
』 

 

〈
道
長
中
心
〉
と
〈
道
長
以
外
〉
の
視
点 

  

本
節
で
は
、
先
に
挙
げ
た
六
つ
の
巻
の
内
容
に
つ
い
て
、
二
つ
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
。
こ
こ
で
い
う
二

つ
の
視
点
と
は
、〈
道
長
中
心
〉
と
〈
道
長
以
外
〉
で
あ
る
。
前
節
で
は
極
力
誰
の
視
点
に
も
立
た
ず
に
内

容
を
追
っ
た
が
、
本
節
で
は
、
そ
れ
ら
の
巻
で
の
で
き
ご
と
を
〈
道
長
中
心
〉
に
見
る
か
、
そ
れ
と
も
道
長

に
敵
対
す
る
〈
道
長
以
外
〉
の
視
点
で
見
る
か
に
よ
っ
て
、
見
え
方
が
ど
う
変
わ
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
ら
に

つ
い
て
『
栄
花
物
語
』
は
ど
う
い
っ
た
記
述
を
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

 

巻
五
「
浦
々
の
別
」 

  

本
巻
は
中
関
白
家
が
中
心
と
な
り
、
そ
の
没
落
と
悲
哀
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
〈
道
長
中

心
〉
の
視
点
で
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
ラ
イ
バ
ル
が
弱
体
化
し
て
い
く
様
」
を
詳
細
に
見
て
い
く
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。
巻
五
が
伊
周
の
帰
京
で
幕
を
閉
じ
た
あ
と
、
巻
六
「
か
か
や
く
藤
壺
」
で
は
打
っ
て
変
わ
っ

て
彰
子
の
裳
着
と
入
内
準
備
と
い
う
明
る
い
話
題
に
よ
っ
て
幕
開
け
と
な
る
。
史
実
で
は
彰
子
の
入
内
の

六
日
後
に
敦
康
親
王
が
誕
生
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
意
図
的
な
操
作
が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
第
一
章
に
て

 

1
9 

藤
岡
作
太
郎
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
さ
て
栄
華
が
一
旦
鶴
林
に
筆
を
絶
ち
た
る
は
、
源
氏
が

幻
に
主
人
公
の
最
期
を
含
め
て
、
雲
隠
の
欠
陥
あ
る
に
同
じ
。
殿
上
花
見
以
下
、
道
長
薨
後
の
事
を
記
し
た

る
は
、
源
氏
の
匂
宮
以
下
に
擬
え
た
る
も
の
に
し
て
、
下
篇
を
十
帖
と
し
た
る
は
、
或
い
は
宇
治
十
帖
に
比

し
た
る
に
て
も
あ
る
べ
し
」 

藤
岡
作
太
郎
著
、
秋
山
虔
ほ
か
校
注
『
国
文
学
全
史 

平
安
朝
篇
２
』
東
洋

文
庫 

平
凡
社
／
一
九
七
四 
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す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。〈
道
長
中
心
〉
の
立
場
で
、
か
つ
意
地
の
悪
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
巻
五

は
、
巻
六
に
て
栄
花
の
始
ま
り
と
な
る
彰
子
入
内
と
い
う
話
題
を
華
々
し
く
演
出
す
る
た
め
の
、
言
わ
ば

「
前
振
り
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
悪
意
は
、
本
文
か
ら
は
伺
え
な
い
。
道
長
も
詮
子
も
、『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
右
大
臣
と
弘
徽
殿
大
后
と
は
違
う
の
で
あ
る
。 

 

反
対
に
〈
道
長
以
外
〉
の
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
伊
周
の
傷
心
に
寄
り
添
い
、
敗
北
者
へ
の
同
情
を
誘
い
、

道
長
と
い
う
勝
者
が
い
た
歴
史
の
違
う
一
面
を
眺
め
る
内
容
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
度
播

磨
へ
配
流
さ
れ
た
伊
周
が
、
密
か
に
京
へ
戻
っ
て
い
た
こ
と
へ
の
世
間
の
批
評
に
も
表
れ
て
い
る
。 

 

世
の
人
、
こ
の
殿
の
御
有
様
を
、
あ
る
は
、「
あ
し
う
し
た
ま
へ
れ
ば
、
こ
と
わ
り
」
と
言
ふ
人
も
あ

り
、
ま
た
す
こ
し
物
の
心
知
り
た
る
心
ば
へ
あ
る
人
は
、「
か
の
御
身
に
て
は
、
お
は
し
た
る
に
く
か

ら
ず
。
母
の
死
ぬ
べ
き
が
、
わ
れ
を
見
て
死
な
ん
、
わ
れ
を
見
て
死
な
ん
と
、
寝
て
も
覚
め
て
も
言
は

む
を
、
身
は
い
た
づ
ら
に
な
る
と
も
な
ど
思
す
に
こ
そ
は
あ
ら
め
。
あ
は
れ
な
る
こ
と
な
り
や
。
か
の

も
と
の
播
磨
も
今
は
過
ぎ
た
ま
ひ
ぬ
ら
む
か
し
。
中
納
言
こ
そ
か
し
こ
く
お
は
せ
ず
な
り
に
け
れ
。
な

ほ
た
ま
し
ひ
は
お
は
す
る
君
ぞ
か
し
」
な
ど
ぞ
聞
え
け
る
。 

（
１
：
二
六
五
頁
） 

 

危
篤
の
母
高
階
貴
子
に
一
目
会
う
た
め
、
外
に
知
れ
た
ら
も
う
二
度
と
都
の
土
は
踏
め
な
い
だ
ろ
う
と
覚

悟
し
つ
つ
密
入
京
の
罪
を
犯
し
た
伊
周
に
対
す
る
賛
否
両
論
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
伊
周
に
同
情
的
な
意

見
を
「
物
の
心
知
り
た
る
心
ば
へ
あ
る
人
」
の
も
の
と
し
て
、
母
の
た
め
故
の
行
動
で
あ
り
、
「
あ
は
れ
」

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
密
入
京
に
は
至
ら
な
か
っ
た
弟
の
隆
家
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
る
が
、
こ

ち
ら
に
は
称
賛
の
み
で
否
定
の
語
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
反
応
を
踏
ま
え
る
と
、
伊
周
の
行
動
は
、「
決
し

て
推
奨
は
さ
れ
な
い
が
、
人
の
心
を
打
つ
、
情
に
あ
ふ
れ
た
行
為
で
あ
る
」
と
い
う
評
価
と
な
ろ
う
か
。 

 

巻
十
一
「
つ
ぼ
み
花
」 

  

禎
子
内
親
王
の
誕
生
を
書
い
た
「
つ
ぼ
み
花
」
は
、〈
道
長
中
心
〉
に
し
て
見
れ
ば
、
そ
の
名
の
通
り
栄

花
の
つ
ぼ
み
の
一
つ
で
あ
り
、
喜
ば
し
い
で
き
ご
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
道
長
の
描
写
を
詳
細
に
追
う
と
、

や
は
り
内
親
王
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
不
満
を
感
じ
て
い
る
様
子
が
見
え
る
。 

 

殿
の
御
前
い
と
口
惜
し
く
思
し
め
せ
ど
、
さ
は
れ
、
こ
れ
を
は
じ
め
た
る
御
事
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
、
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ま
た
も
お
の
づ
か
ら
と
思
し
め
す
に
、
こ
れ
も
わ
ろ
か
ら
ず
思
し
め
さ
れ
て
、
今
宵
の
う
ち
に
御
湯
殿

あ
る
べ
く
の
の
し
り
た
つ
。 

（
２
：
二
三
頁
） 

 

今
後
は
男
皇
子
も
期
待
で
き
よ
う
と
思
い
直
し
て
は
い
る
が
、
こ
こ
で
「
口
惜
し
」
と
い
う
道
長
の
感
想
を

記
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
道
長
の
野
心
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
一
方
、
一
種
の
伏
線
で
も
あ

る
だ
ろ
う
。
こ
の
後
姸
子
に
は
期
待
し
て
い
た
男
皇
子
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
敦
明
親
王
の
廃
太
子

が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
こ
は
道
長
に
と
っ
て
の
一
つ
の
試
練
を
予
感
さ
せ
る
場
面
で
も
あ
る
の
で
あ

る
。 

 

一
方
、〈
道
長
以
外
〉
の
視
点
で
見
た
場
合
、
巻
の
冒
頭
に
少
し
語
ら
れ
る
一
条
後
宮
の
後
日
談
的
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
と
、
姸
子
に
仕
え
る
女
房
た
ち
に
注
目
さ
れ
る
。
巻
十
一
の
冒
頭
が
顕
光
女
元
子
と
道
兼
女
尊
子

に
つ
い
て
の
話
題
で
始
ま
る
こ
と
は
前
節
に
て
紹
介
し
た
が
、
ま
ず
元
子
に
源
頼
定
が
密
か
に
通
っ
て
い

る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
二
人
の
恋
愛
は
父
顕
光
に
快
く
思
わ
れ
ず
、
父
が
娘
の
髪
を
切
っ
て
尼
に
し
、
そ
れ

で
も
密
会
を
や
め
な
い
の
で
家
か
ら
追
い
出
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
乱
暴
な
結
末
を
迎
え
て
し
ま
う

が
、
そ
れ
に
対
し
、
世
間
の
反
応
と
い
う
形
で
顕
光
の
行
動
を
批
判
し
て
い
る
。 

 

宰
相
も
さ
る
べ
き
に
こ
そ
と
思
ひ
つ
つ
、
お
ろ
か
な
ら
ず
通
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
お
の
づ
か
ら

御
髪
な
ど
も
目
や
す
く
な
り
も
て
ゆ
く
。
あ
や
し
う
ひ
が
ひ
が
し
き
こ
と
に
世
の
人
も
思
ひ
き
こ
え

た
り
。
同
じ
き
若
君
達
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
は
村
上
の
四
の
宮
、
源
帥
殿
の
御
女
の
腹
な
れ
ば
、
い
と

も
の
き
よ
く
も
の
し
た
ま
ふ
を
、
あ
や
に
く
に
こ
の
殿
の
た
ま
ふ
を
ぞ
、
か
へ
す
が
へ
す
あ
や
し
き
こ

と
に
人
聞
ゆ
め
る
。 

（
２
：
二
〇
頁
） 

 

当
の
宰
相
頼
定
は
色
好
み
と
し
て
知
ら
れ
た
人
物
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
元
子
を
大
切
に
し
て
い
る
よ
う

で
あ
り
、
し
か
も
村
上
天
皇
と
源
高
明
の
孫
で
あ
る
か
ら
実
に
高
貴
な
人
物
で
あ
る
。
娘
の
再
婚
相
手
と
し

て
は
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
に
、
こ
の
頑
迷
は
何
で
あ
る
か
と
人
々
は
噂
し
た
の
で
あ
る
。
『
栄
花
物
語
』

で
は
こ
の
顕
光
に
つ
い
て
、
年
老
い
て
偏
屈
に
な
っ
た
人
物
と
い
う
表
現
が
度
々
見
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
も

そ
の
一
例
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
姸
子
が
産
後
再
び
参
内
す
る
際
に
多
く
の
女
房
が
付
き
従
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
る
が
、
そ
の
中
に

は
、
元
々
は
高
貴
な
家
柄
の
姫
と
し
て
育
て
ら
れ
て
い
た
人
々
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
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い
て
は
第
三
、
四
章
で
も
紹
介
し
た
が
、
元
は
帝
の
妻
に
な
る
べ
く
育
て
ら
れ
た
よ
う
な
姫
君
た
ち
が
勝
者

の
家
の
姫
に
仕
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
は
、
実
に
屈
辱
的
な
こ
と
で
あ
り
、
し
か
し
抗
え
な
い
こ
と
で

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、『
栄
花
物
語
』
は
道
長
家
を
直
接
批
判
は
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
人
々

の
名
前
を
挙
げ
、
「
さ
て
も
あ
さ
ま
し
き
世
な
り
や
。
太
政
大
臣
の
御
女
も
か
く
出
で
ま
じ
ら
ひ
た
ま
ふ
、

い
み
じ
き
こ
と
な
り
」（
２
：
三
五
頁
）
と
だ
け
述
べ
て
い
る
。 

 

巻
十
三
「
ゆ
ふ
し
で
」 

  

巻
十
一
で
予
感
さ
れ
た
道
長
の
試
練
は
、
早
く
も
こ
こ
で
現
実
と
な
る
。「
ゆ
ふ
し
で
」
で
は
三
条
天
皇

の
崩
御
と
敦
明
親
王
の
廃
太
子
が
描
か
れ
る
が
、〈
道
長
中
心
〉
の
視
点
で
こ
れ
ら
の
で
き
ご
と
を
見
た
場

合
、
こ
の
廃
太
子
を
以
て
道
長
の
地
位
が
当
面
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

道
長
は
外
戚
の
地
位
を
手
放
さ
ず
に
済
ん
だ
ば
か
り
か
、
三
条
皇
統
の
流
れ
を
断
ち
切
り
、
自
ら
の
姉
と
娘

た
ち
が
成
し
た
一
条
皇
統
が
生
き
残
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
肝
心
の
後
一
条
天
皇
の
元
服

の
記
事
は
『
栄
花
物
語
』
で
は
詳
し
く
描
か
れ
ず
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
道
長
が
太
政
大
臣
に
な
っ
た
こ
と
も

『
栄
花
物
語
』
に
は
言
及
す
ら
な
い
。
松
村
氏2

0

は
『
大
鏡
』
で
は
詳
細
に
こ
の
廃
太
子
の
真
相
が
語
ら
れ

て
い
る
の
に
対
し
、『
栄
花
物
語
』
で
は
、
小
一
条
院
と
な
っ
た
敦
明
親
王
と
寛
子
の
結
婚
や
、
そ
れ
と
対

比
さ
れ
る
堀
河
の
女
御
延
子
と
顕
光
の
姿
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。 

 

で
は
そ
の
顕
光
や
延
子
の
よ
う
な
〈
道
長
以
外
〉
の
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
巻
十
三
で
起
き
た
こ
と
は
ど

う
い
っ
た
意
味
を
持
つ
か
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
今
上
帝
と
東
宮
が
ど
ち
ら
も
道
長
の
孫
と
な

っ
た
今
、
そ
れ
に
勝
利
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
。
し
か
も
顕
光
と
延
子
に
と
っ
て
更
に
つ
ら
い

こ
と
に
は
、
当
の
小
一
条
院
が
道
長
の
女
寛
子
に
婿
入
り
し
、
顕
光
親
子
を
見
捨
て
る
形
に
な
っ
た
。『
栄

花
物
語
』
は
こ
の
堀
河
殿
を
出
て
い
く
小
一
条
院
と
残
さ
れ
る
人
々
の
様
子
を
追
っ
て
い
る
。 

 

 

よ
ろ
づ
に
た
だ
わ
が
御
命
知
ら
ぬ
こ
と
を
の
み
、
え
も
い
は
ず
聞
え
た
ま
ひ
て
、
出
で
さ
せ
た
ま
ふ

に
、
宮
た
ち
の
た
ち
騒
ぎ
見
送
り
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
御
涙
も
こ
ぼ
る
れ
ば
、
つ
い
ゐ
さ
せ
た

ま
ひ
て
、
よ
ろ
づ
に
慰
め
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
御
乳
母
ど
も
召
し
て
、
抱
か
せ
た
て
ま
つ
ら
せ

た
ま
ひ
て
、
殿
の
御
方
に
お
は
し
ま
さ
せ
て
ぞ
、
す
こ
し
心
や
す
く
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
道
の
そ
ら
も
な

く
い
み
じ
う
思
さ
る
べ
し
。 

 

2
0 

注
３ 

解
説
四
七
三
頁 
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（
２
：
一
二
六
頁
） 

 

延
子
と
の
間
に
生
ま
れ
て
い
る
宮
た
ち
は
ま
だ
幼
い
よ
う
で
、
父
を
慕
っ
て
騒
ぐ
の
を
乳
母
に
抱
か
せ
て

な
だ
め
る
が
、
小
一
条
院
自
身
も
子
供
た
ち
の
こ
と
を
思
っ
て
心
を
痛
め
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』
は
こ
の

廃
太
子
事
件
に
つ
い
て
、
気
ま
ま
な
自
由
を
懐
か
し
む
親
王
に
よ
る
辞
退
と
い
う
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
が
、

敦
明
親
王
に
対
し
て
は
強
く
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
顕
光
に
対
す
る
厳
し
い
見

方
は
依
然
と
し
て
あ
る
。 

 

 

殿
は
こ
は
ぎ
に
て
、
足
駄
は
き
て
、
杖
を
つ
き
て
、
道
の
ま
ま
に
歩
か
せ
た
ま
ひ
て
、
御
前
の
小
木

ど
も
の
小
さ
き
繕
は
せ
た
ま
へ
ば
、
一
、
二
の
宮
は
人
に
抱
か
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
つ
づ
き
歩
か
せ
た
ま

ふ
ほ
ど
も
、
あ
は
れ
に
す
ご
げ
な
り
。
高
松
殿
の
有
様
を
、
院
い
か
に
御
覧
ず
ら
む
と
、
御
目
移
り
の

ほ
ど
も
、
恥
づ
か
し
う
す
ず
ろ
は
し
う
思
さ
る
る
御
心
の
内
も
こ
と
わ
り
な
が
ら
、
ま
た
あ
な
が
ち
な

り
。 

（
２
：
一
三
二
頁
） 

 

栄
え
た
道
長
家
と
比
べ
ら
れ
て
は
、
小
一
条
院
は
そ
ち
ら
に
目
移
り
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
と
考
え
る

姿
勢
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
で
は
あ
る
が
と
一
応
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
「
あ
な
が
ち
な
り
」
と
す
る
。

新
編
全
集
は
「
身
の
あ
り
よ
う
を
わ
き
ま
え
ぬ
と
い
う
も
の
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
や
や
意
訳
で
あ
ろ

う
。
次
の
用
例
は
、
巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
て
、
敦
成
親
王
が
生
ま
れ
た
後
、
彰
子
が
再
び
懐
妊
に
よ
り
退

出
す
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
顕
光
に
つ
い
て
の
「
あ
な
が
ち
な
り
」
と
い
う
表
現
は
、

強
情
に
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

こ
た
み
は
男
女
の
御
有
様
あ
な
が
ち
な
る
ま
じ
け
れ
ど
、
な
ほ
さ
し
並
ば
せ
た
ま
は
ん
ほ
ど
の
威
さ

は
こ
よ
な
か
る
べ
け
れ
ば
、
同
じ
さ
ま
を
思
し
心
ざ
す
べ
し
。 

（
１
：
四
三
三
頁
） 

 

既
に
男
皇
子
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
次
に
生
ま
れ
る
子
に
は
男
女
の
有
り
様
に
「
あ
な
が
ち
な

る
」
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
男
皇
子
が
二
人
立
ち
並
ぶ
の
は
こ
の
上
な
い
喜
び
で
あ
る
か

ら
、
今
回
も
そ
の
よ
う
に
祈
願
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
こ
で
顕
光
の
何
が
「
あ
な

が
ち
な
り
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
い
つ
ま
で
も
過
去
に
こ
だ
わ
り
嘆
い
て
い
る
こ
と
で
は
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な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
顕
光
の
描
写
の
直
前
に
は
、「
上
陽
白
髪
人
」
の
詩
句
が
引
か
れ
、
延
子
が
小
町
の

「
わ
が
身
世
に
経
る
」
と
い
う
歌
句
で
嘆
い
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
批
判
で
は
な
く
「
あ
は
れ
」
が
強
調
さ
れ

る
が
、
二
人
の
嘆
き
は
同
じ
で
あ
る
。
巻
を
通
し
て
中
関
白
家
に
寄
り
添
っ
た
巻
五
「
浦
々
の
別
」
ほ
ど
の

分
量
で
は
な
い
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
顕
光
親
子
の
嘆
き
に
も
『
栄
花
物
語
』
は
注
目
し
て
い
る
。 

 

こ
の
顕
光
親
子
に
加
え
て
、
こ
の
廃
太
子
に
関
連
す
る
一
連
の
事
件
で
、
自
ら
退
位
を
申
し
出
た
（
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
敦
明
親
王
は
除
い
て
、
本
来
最
も
絶
望
す
る
は
ず
の
人
物
が
い
る
。
残
る
一
条
天

皇
の
皇
子
は
敦
良
親
王
だ
け
で
は
な
い
。
定
子
所
生
の
敦
康
親
王
は
、
ま
た
し
て
も
帝
位
を
逃
し
た
の
で
あ

る
。
彼
も
こ
の
事
態
を
注
視
し
、
今
度
は
も
し
や
と
望
み
を
か
け
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
東
宮
と
な
っ

た
の
は
敦
良
親
王
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
中
関
白
家
に
と
ど
め
を
刺
す
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

既
に
伊
周
は
亡
く
、
弟
の
隆
家
も
病
を
理
由
に
大
宰
府
に
赴
任
し
て
お
り
、
更
に
伊
周
の
息
子
の
道
雅
も
本

巻
の
冒
頭
で
前
斎
宮
と
の
恋
愛
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
起
こ
し
て
い
た
。
そ
ん
な
状
態
で
は
そ
も
そ
も
望
み
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
中
関
白
家
の
人
々
に
関
す
る
記
述
は
ほ
ぼ
な
く
、
敦
康
親
王
に
つ
い
て
の

言
及
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
も
顕
光
と
延
子
に
比
べ
れ
ば
か
な
り
少
な
い
。 

 

敦
康
親
王
、
ひ
い
て
は
中
関
白
家
と
、
顕
光
親
子
の
違
い
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
「
諦
観
」
だ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
立
太
子
の
記
述
に
続
き
、
敦
康
親
王
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。 

 

式
部
卿
宮
、
こ
の
方
に
は
む
げ
に
思
し
め
し
絶
え
に
し
か
ど
、
こ
の
た
び
の
隙
に
は
か
な
ら
ず
立
ち
出

で
さ
せ
た
ま
ふ
べ
か
り
つ
る
を
、
御
宿
世
を
ば
知
ら
せ
た
ま
は
ず
と
も
、
な
ほ
あ
や
し
く
と
は
い
か
で

か
思
し
め
さ
ざ
ら
ん
。
世
と
と
も
に
は
れ
ば
れ
し
か
ら
ぬ
御
気
色
に
も
、
心
苦
し
う
な
む
。 

（
２
：
一
一
一
頁
） 

 

敦
良
親
王
の
立
太
子
を
聞
い
た
敦
康
親
王
は
、
や
は
り
不
条
理
な
こ
と
と
落
胆
す
る
。
し
か
し
顕
光
と
異
な

っ
て
い
る
の
は
、「
む
げ
に
思
し
め
し
絶
え
」
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
自
身
も
自
分
の
後
ろ
盾
の
な
さ
を

よ
く
よ
く
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
だ
っ
て
皇
后
腹
の
皇
子
で
あ
る
の
に
道
理
に
合
わ
ぬ
こ
と

と
は
思
う
け
れ
ど
も
、
元
よ
り
諦
め
は
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
に
顕
光
と
の
違
い
が
あ
る
。
そ
し
て
顕
光
の

「
執
心
」
に
対
す
る
批
判
は
、
物
の
怪
と
な
っ
て
道
長
家
に
大
き
な
祟
り
を
も
た
ら
す
こ
と
の
、
一
種
の
伏

線
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
敦
康
親
王
も
『
栄
花
物
語
』
で
は
一
度
だ
け
物
の
怪
と
し
て
名
前
が
挙

が
っ
た
こ
と
が
あ
る2

1

が
、
そ
の
時
は
大
ご
と
に
な
ら
ず
収
束
し
て
い
る
。 

 

2
1 

「
さ
ま
ざ
ま
の
御
物
の
怪
ど
も
い
み
じ
う
こ
は
し
。
関
白
殿
わ
た
り
、
式
部
卿
宮
さ
へ
出
で
た
ま
ひ
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巻
十
六
「
も
と
の
し
づ
く
」 

  

本
巻
は
延
子
や
顕
光
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
人
々
の
死
や
天
然
痘
の
流
行
と
い
っ
た
記
述
が
目
立
つ
。

〈
道
長
中
心
〉
の
視
点
か
ら
見
て
も
、
当
然
こ
の
社
会
不
安
が
根
底
に
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
道
長
は
阿

弥
陀
堂
を
建
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。『
栄
花
物
語
』
の
中
で
は
そ
の
完
成
は
描
か
れ
な

い
が
、
ゆ
く
ゆ
く
は
法
成
寺
に
発
展
す
る
も
の
で
あ
り
、
道
長
の
仏
教
帰
依
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
阿

弥
陀
堂
は
、
本
巻
に
て
姸
子
方
で
書
写
さ
れ
た
法
華
経
の
供
養
の
場
と
な
り
、
美
し
く
仕
立
て
ら
れ
た
経
巻

と
人
々
が
御
堂
へ
集
ま
る
様
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
道
長
家
に
関
わ
る
仏
教
の
話
題
は
、
倫
子
と
明

子
の
出
家
、
倫
子
に
よ
る
西
北
院
建
立
が
あ
り
、
巻
の
後
半
に
な
る
と
、
実
際
に
行
わ
れ
る
の
は
巻
十
七
「
お

む
が
く
」
で
あ
る
が
、
法
成
寺
金
堂
供
養
の
準
備
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
四
女
の
嬉
子
が
東
宮

に
参
入
し
て
お
り
、
そ
の
周
辺
の
記
述
だ
け
は
暗
い
社
会
背
景
に
相
反
し
て
華
や
か
な
様
子
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
道
長
の
周
辺
だ
け
に
限
っ
て
言
え
ば
、
死
者
の
記
述
が
多
い
こ
の
巻
も
、
仏
教
と
東
宮
参
入
の
話

題
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
世
間
は
暗
い
雰
囲
気
で
あ
る
一
方
、
道
長
周
辺
の
人
々
が
仏
道
に
励
ん
で
い

る
姿
が
差
し
挿
ま
れ
る
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
異
母
兄
弟
で
あ
る
道
綱
が
死
を
覚
悟
し

て
出
家
し
た
際
に
は
「
あ
へ
な
む
、
め
や
す
き
こ
と
な
め
り
」（
２
：
二
二
〇
頁
）
と
い
う
道
長
の
反
応
が

わ
ず
か
に
見
ら
れ
た
が
、『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
言
及
が
な
い
。 

 

こ
れ
ま
で
の
三
巻
で
は
、
同
一
の
で
き
ご
と
に
対
し
て
二
つ
の
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
意
味

づ
け
ら
れ
る
か
、
と
い
う
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
本
巻
で
は
両
者
に
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て

い
る
か
、
と
い
う
見
方
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
長
に
近
し
い
人
物
に
不
幸
が
な
か
っ
た
か
ら
と
い

う
理
由
も
あ
る
が
、
巻
十
三
「
ゆ
ふ
し
で
」
の
敦
明
親
王
廃
太
子
に
よ
り
、
道
長
の
絶
対
的
優
勢
が
確
定
し

て
い
る
た
め
、
道
長
の
視
点
が
治
世
者
と
し
て
の
視
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
一
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

治
世
者
に
と
っ
て
、
死
者
の
増
加
や
疫
病
は
「
自
ら
が
治
め
て
い
る
世
の
中
の
社
会
問
題
」
な
の
で
あ
り
、

仏
教
の
話
題
が
増
え
る
の
は
、
治
世
者
一
族
が
そ
の
社
会
問
題
に
対
応
す
る
手
段
と
し
て
仏
教
に
頼
っ
て

い
る
こ
と
の
表
れ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

一
方
、〈
道
長
以
外
〉
の
人
々
は
、
登
場
す
る
場
面
の
ほ
と
ん
ど
が
誰
か
の
死
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

〈
道
長
以
外
〉
の
人
々
は
、
社
会
問
題
で
は
な
く
自
ら
に
起
こ
っ
た
で
き
ご
と
と
し
て
、
死
や
病
に
向
き
合

 

て
、
い
と
恐
ろ
し
き
こ
と
多
か
る
な
か
に
、
東
宮
の
御
乳
母
な
ど
の
、
貴
船
に
祈
り
申
し
た
る
な
ど
い
ふ

こ
と
さ
へ
御
物
の
怪
申
す
を
」（
３
：
七
五
頁
） 
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っ
て
い
る
。
藤
原
行
成
の
人
事
異
動
に
関
わ
る
部
分
が
例
外
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
な
ぜ
異
動
す
る
こ
と
に
な

っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
娘
の
結
婚
と
死
が
間
接
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
巻
名
の
由
来
で
も
あ
る
小
一
条

院
に
よ
る
引
歌
は
巻
頭
か
ら
語
ら
れ
る
延
子
の
死
に
際
し
て
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
当
然
父

親
で
あ
る
顕
光
の
様
子
に
言
及
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
顕
光
は
嘲
笑
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
殿
は
お
は
せ
ぬ
人
を
つ
と
抱
き
て
、
よ
ろ
づ
に
言
ひ
つ
づ
け
て
泣
か
せ
た
ま
ふ
も
、
い
み
じ
う
悲

し
。「
か
か
る
を
り
に
や
、
人
は
法
師
に
も
な
る
ら
ん
」
と
の
た
ま
は
す
る
に
、
御
前
な
る
人
々
心
の

中
に
ほ
ほ
ゑ
ま
れ
け
る
。
源
宰
相
は
い
と
心
苦
し
き
殿
の
御
有
様
を
見
捨
て
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
も
、

事
の
は
じ
め
い
と
情
け
な
か
り
し
御
心
の
、
思
ひ
忘
れ
た
ま
は
ぬ
な
り
け
り
。 

（
２
：
二
〇
七
頁
） 

 

娘
を
失
っ
た
悲
し
み
に
暮
れ
、
こ
う
い
っ
た
折
に
人
は
世
を
捨
て
る
も
の
で
あ
る
か
と
言
っ
た
こ
と
を
、

軽
々
し
い
道
心
で
あ
る
と
周
囲
の
人
々
は
嘲
笑
す
る
。
も
う
一
人
の
娘
で
あ
る
元
子
と
連
れ
添
い
、
体
面
上

は
婿
で
あ
る
は
ず
の
源
頼
定
が
顕
光
を
見
捨
て
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し
、
そ
れ
は
顕
光
自
ら
が
招
い
た

こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
と
念
を
押
す
。
延
子
死
去
の
翌
年
に
そ
の
頼
定
が
亡
く
な
っ
た
際
に
も
、
軋
轢
を
残
し

た
ま
ま
で
あ
り
、
頼
定
へ
の
態
度
が
非
情
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
更
に
そ
の
翌
年
、
顕
光
自

身
が
亡
く
な
っ
た
時
の
描
写
は
「
あ
は
れ
に
心
細
き
御
事
な
り
」（
２
：
二
三
二
頁
）
と
顕
光
に
対
し
て
否

定
的
な
見
方
は
さ
れ
ず
、
亡
き
妻
の
家
の
こ
と
を
世
話
す
る
婿
小
一
条
院
へ
の
称
賛
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

巻
十
三
「
ゆ
ふ
し
で
」
で
の
廃
太
子
と
寛
子
と
の
結
婚
以
降
、『
栄
花
物
語
』
は
顕
光
に
厳
し
い
目
を
向
け

て
き
た
が
、
そ
の
死
の
描
写
は
あ
っ
け
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

巻
二
十
「
御
賀
」 

  

巻
五
「
浦
々
の
別
」
が
ほ
ぼ
中
関
白
家
に
の
み
注
目
し
た
内
容
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
巻
二
十
「
御
賀
」

は
、
ほ
ぼ
道
長
家
の
祝
賀
に
集
中
し
て
い
る
巻
で
あ
る
。〈
道
長
中
心
〉
の
視
点
で
は
当
然
家
族
の
慶
事
で

あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
は
倫
子
や
御
賀
の
儀
式
に
だ
け
注
目
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
普
段
は
一
堂
に

会
す
る
こ
と
の
少
な
い
彰
子
、
姸
子
、
威
子
、
嬉
子
の
四
姉
妹
が
母
の
御
賀
の
た
め
に
参
集
し
、
更
に
そ
こ

に
は
姸
子
所
生
の
禎
子
内
親
王
も
加
わ
っ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
の
引
き
連
れ
て
い
る
女
房
た
ち
に
つ
い
て

の
描
写
も
ま
た
引
歌
を
用
い
て
い
て
き
ら
び
や
か
で
あ
る
。
そ
の
他
、
庭
の
景
色
、
高
名
な
人
物
に
よ
る
調

度
品
、
集
ま
っ
た
人
々
へ
の
禄
な
ど
も
、
道
長
家
の
圧
倒
的
な
栄
え
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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そ
の
よ
う
な
道
長
家
の
繁
栄
も
、〈
道
長
以
外
〉
の
視
点
か
ら
見
た
場
合
に
は
、「
敗
北
の
象
徴
」
と
な
る

で
あ
ろ
う
。「
浦
々
の
別
」
が
道
長
に
と
っ
て
「
ラ
イ
バ
ル
の
弱
体
化
」、
つ
ま
り
政
争
に
勝
利
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
と
は
逆
の
構
図
で
あ
る
。
し
か
し
「
浦
々
の
別
」
で
の
中
関
白
家
の
没
落
に
は
、

そ
れ
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
巻
か
ら
始
ま
る
道
長
家
の
明
る
い
話
題
を
際
立
た
せ
る
と
い
う
も
う
ひ

と
つ
の
意
味
が
あ
っ
た
。
で
は
こ
の
「
御
賀
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
道
長
家
の
幸
せ
に
の
み
注
目
し
た
本
巻

に
続
く
巻
二
十
一
「
後
く
ゐ
の
大
将
」
で
は
、
道
長
の
息
子
教
通
の
妻
（
公
任
女
）
が
出
産
後
に
物
の
怪
に

よ
っ
て
亡
く
な
る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
る
。
こ
の
時
の
物
の
怪
は
道
隆
の
息
子
隆
円
の
霊
で
あ
る
と

思
わ
れ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
道
長
家
に
直
接
大
打
撃
を
与
え
る
事
件
で
は
な
か
っ
た
が
、
物
の
怪
騒
ぎ
は
こ

れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

巻
二
十
七
「
こ
ろ
も
の
玉
」 

  

本
巻
は
、
巻
二
十
五
「
み
ね
の
月
」
と
巻
二
十
六
「
楚
王
の
夢
」
に
て
起
き
た
物
の
怪
に
よ
る
大
き
な
事

件
の
後
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
事
件
と
は
、
道
長
の
二
人
の
娘
、
寛
子
と
嬉
子
の
死
で
あ
る
。
巻
は
二
つ
に
分

か
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
二
人
の
死
は
ひ
と
月
し
か
離
れ
て
い
な
い
。〈
道
長
中
心
〉
の
視
点
で
見
る
本

巻
は
、
常
に
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
る
。
長
家
の
妻
で
あ
っ
た
斉
信
女
が
亡
く
な
り
、
娘
の
死
を
嘆
い
て
い
る

斉
信
も
、
そ
の
悲
し
み
に
呼
応
し
つ
つ
出
家
を
選
ん
だ
公
任
も
、
も
は
や
道
長
に
と
っ
て
は
鏡
を
見
て
い
る

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
死
産
で
あ
っ
た
斉
信
女
に
対
し
て
嬉
子
は
親
仁
親
王
を
遺
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
親

王
の
五
十
日
祝
い
も
、
道
長
に
と
っ
て
は
死
ん
だ
娘
を
思
い
出
す
機
会
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が

伺
え
る
。 

 

東
宮
よ
り
も
思
し
至
ら
ぬ
こ
と
な
く
、
こ
ま
か
に
せ
さ
せ
た
ま
へ
る
に
つ
け
て
も
、
殿
の
御
前
、
い
と

ど
忍
び
が
た
く
思
さ
る
べ
し
。
花
籠
や
折
櫃
物
な
ど
、
殿
上
人
な
ど
に
の
た
ま
は
せ
た
れ
ば
、
み
な
書

き
つ
け
を
し
つ
つ
ま
ゐ
ら
せ
た
り
。
あ
べ
い
か
ぎ
り
は
め
で
た
き
に
つ
け
て
も
、
ま
し
て
と
ぞ
思
さ
れ

け
る
。 

（
３
：
三
三
頁
） 

 

道
長
家
を
悲
し
み
に
追
い
や
っ
た
二
人
の
娘
の
死
は
、
ど
ち
ら
も
顕
光
と
延
子
親
子
の
物
の
怪
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
寛
子
は
巻
二
十
五
「
み
ね
の
月
」
に
て
、
死
の
直
前
に
、
道
長
が
小
一
条

院
に
し
た
所
業
に
よ
っ
て
自
分
が
死
ぬ
の
だ
と
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。 
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「
何
ご
と
を
か
と
も
か
く
も
思
ひ
は
べ
ら
ん
。
た
だ
つ
ら
し
と
思
ひ
き
こ
え
さ
す
る
こ
と
は
、
こ
の
院

の
御
こ
と
を
、
か
か
ら
で
は
べ
ら
ば
や
と
思
ひ
は
べ
り
し
こ
と
を
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
身
の
い
た
づ
ら

に
な
り
は
べ
る
こ
と
な
ん
あ
る
」（
２
：
四
八
一
頁
） 

 

寛
子
が
「
敦
明
親
王
の
件
で
、
そ
う
し
な
い
で
欲
し
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
を
（
道
長
が
）
な
さ
っ
て
」
と

言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
結
婚
に
つ
い
て
寛
子
本
人
の
気
持
ち
が
叙
述
さ
れ
た
部
分
は
『
栄
花
物
語
』
に
は
見

受
け
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
物
の
怪
が
言
わ
せ
た
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
訴
え
に
対
し
、
道
長

は
「
さ
や
は
思
ひ
は
べ
り
し
」（
２
：
四
八
一
頁
）
と
弁
解
す
る
が
、
寛
子
は
亡
く
な
り
、
更
に
は
巻
二
十

六
「
楚
王
の
夢
」
で
は
嬉
子
も
同
じ
物
の
怪
に
よ
っ
て
死
去
す
る
。
こ
の
や
り
と
り
は
「
悲
劇
の
種
を
ま
い

た
の
は
道
長
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
を
読
者
に
印
象
付
け
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
〈
道
長
中
心
〉
に
見
た
場
合
の
本
巻
は
「
物
の
怪
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
死
を
嘆
く
」

巻
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、「
こ
ろ
も
の
玉
」
に
お
い
て
道
長
家
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
こ
と
が

全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
巻
末
で
は
中
宮
威
子
が
春
以
来
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
、
里
下
が
り
の

準
備
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
本
巻
は
終
幕
と
な
る
。
し
か
し
、
二
度
に
わ
た
っ
て
娘
を
失
っ
た
道
長
に
は
、

「
い
み
じ
う
思
さ
れ
な
が
ら
、
も
の
恐
ろ
し
う
胸
つ
ぶ
れ
」（
３
：
七
五
頁
）
と
感
じ
ら
れ
、
こ
れ
も
不
安

の
種
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 

で
は
、〈
道
長
以
外
〉
の
人
々
に
と
っ
て
の
本
巻
が
、
娘
の
死
に
よ
っ
て
心
が
弱
っ
た
道
長
を
他
者
が
眺

め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
他
に
も
人
々
の
死
を
報
じ
る
記
事
が
多
く

あ
り
、
そ
の
正
体
に
は
言
及
が
な
い
も
の
の
、
斉
信
女
も
同
じ
よ
う
に
物
の
怪
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
こ
ち
ら
は
死
産
で
あ
っ
て
子
供
を
残
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
斉
信
の
長
い
嘆
き
の

言
葉
に
も
「
児
君
を
だ
に
、
平
ら
か
に
得
さ
せ
て
ぞ
う
せ
た
ま
は
ま
し
」（
３
：
二
五
頁
）
と
、
せ
め
て
子

供
だ
け
で
も
形
見
に
遺
し
て
い
て
く
れ
た
な
ら
と
い
う
訴
え
が
あ
る
。
こ
う
し
た
世
の
中
の
様
子
を
『
栄
花

物
語
』
自
身
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 

あ
さ
ま
し
う
い
み
じ
う
、
え
さ
ら
ぬ
人
々
を
置
き
て
別
れ
た
ま
ふ
人
多
か
る
年
の
有
様
、
い
は
ん
方
な

く
心
憂
し
や
。
誰
も
よ
そ
よ
そ
な
れ
ば
こ
そ
お
ろ
か
に
も
あ
れ
、
お
の
お
の
御
家
に
は
、
こ
れ
に
似
た

る
こ
と
な
し
と
の
み
思
し
ま
ど
ふ
ぞ
、
げ
に
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
見
え
た
ま
ひ
け
る
。 

（
３
：
四
〇
頁
） 
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他
人
事
で
あ
っ
た
な
ら
な
お
ざ
り
で
あ
ろ
う
が
、
当
事
者
に
は
ま
た
と
な
い
つ
ら
い
こ
と
だ
と
い
う
、
至
極

当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
巻
で
は
道
長
家
も
道
長
以
外
の
家
も
そ
の
「
当
事
者
」
な
の
で
あ
る
。 

 
引
歌
が
多
い
巻
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
「
あ
ら
す
じ
」 

 

 

  

こ
こ
ま
で
、
引
歌
数
が
比
較
的
多
い
六
つ
の
巻
に
つ
い
て
、
視
点
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
各
巻
が
ど
う

違
っ
て
見
え
る
の
か
を
分
析
し
た
。
巻
五
「
浦
々
の
別
」
か
ら
、
既
に
道
長
優
位
の
時
代
は
始
ま
っ
て
い
た

が
、
正
編
の
終
り
に
近
づ
い
た
巻
二
十
七
「
こ
ろ
も
の
玉
」
に
至
っ
て
、
ど
ち
ら
の
視
点
か
ら
も
同
じ
も
の

が
見
え
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。
こ
こ
ま
で
の
分
析
で
得
ら
れ
た
内
容
を
表
に
ま
と
め
る
と
〈
表
１
〉
の

よ
う
に
な
る
。 

 

太
字
は
展
開
の
伏
線
や
、
そ
の
伏
線
の
回
収
と
な
っ
て
い
る
部
分
を
示
し
て
い
る
。
濃
い
色
で
示
し
た
部

巻 道長中心 道長以外

6 彰子入内

25・26 寛子、嬉子の死

27 物の怪による死に対する嘆き 物の怪による死に対する嘆き

20 （政争における敗北）

（ライバルの弱体化）
中関白家の没落

（続く彰子入内との対比）

姸子に禎子内親王誕生

（後宮における試練の予感）

5

11

13 試練を乗り越えて外戚確立

16

顕光の頑迷

高貴な姫君たちの没落

敦明親王廃太子

敦康親王、延子と顕光の嘆き

顕光の執心

社会問題への対応策としての

仏教帰依

自家に関わる疫病や死

顕光と延子の死

家族の慶事、自家の栄え

（続く道長女の死との比較）

表１ 引歌数の多い巻の展開図 
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分
は
、
引
歌
数
の
上
で
は
該
当
巻
で
は
な
い
が
、
補
足
と
し
て
表
記
し
て
い
る
巻
で
あ
る
。
引
歌
数
が
多
い

巻
々
は
分
散
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
実
は
話
の
展
開
に
は
繋
が
り
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
六
巻
だ
け
で
一

種
の
あ
ら
す
じ
を
追
え
る
巻
の
集
団
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
ら
す
じ
は
最
終
的
に
物
の
怪
と
な
っ
て
道

長
家
に
害
を
な
す
顕
光
親
子
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
前
節
に
て
挙
げ
た
巻
十
三
「
ゆ
ふ
し

で
」
を
ど
う
解
釈
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
顕
光
に
注
目
す
れ
ば
一
種
の
伏
線
を
内
包
し
た

巻
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
岡
氏
は
巻
十
六
「
も
と
の
し
づ
く
」
を
仏
教
行
事
の
華

美
を
述
べ
る
巻
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
た
が
、
行
事
の
主
催
側
で
な
い
人
々
に
目
を
向
け
れ
ば
、
こ
れ
も
ま

た
顕
光
親
子
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 

 

し
か
し
、『
栄
花
物
語
』
の
正
編
を
全
体
的
に
見
た
場
合
、
物
語
は
顕
光
に
そ
れ
ほ
ど
注
目
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
巻
八
「
は
つ
は
な
」
ま
で
は
ま
だ
伊
周
が
存
命
で
あ
り
、
中
関
白
家
と
の
対
比
構
造
は
続
い

て
い
る
。
ま
た
、
巻
十
五
「
う
た
が
ひ
」
以
降
は
仏
教
を
中
心
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
法
住
寺
グ
ル
ー
プ
」

の
巻
が
見
え
始
め
、
顕
光
親
子
が
関
わ
る
話
題
の
合
間
に
そ
れ
ら
が
挟
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、
中

関
白
家
に
お
け
る
巻
五
「
浦
々
の
別
」
の
よ
う
に
、
顕
光
家
だ
け
に
集
中
し
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
な
巻
も

な
い
。
各
巻
で
ど
う
い
っ
た
場
面
で
引
歌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
は
本
章
第
二
節
と
付
録
の
一
覧
表
を
参

照
さ
れ
た
い
が
、
延
子
が
悲
し
み
に
暮
れ
る
様
子
に
用
い
ら
れ
た
も
の
は
数
例
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
顕
光

の
心
情
な
ど
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
引
歌
は
な
い
。 

 

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
引
歌
数
は
顕
光
自
身
に
注
目
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
巻
の
展
開

や
場
面
を
飾
り
、
強
調
し
、
印
象
付
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
道
長
に
と
っ
て
の
輝
か
し
い

栄
花
ば
か
り
を
徹
底
し
て
述
べ
る
巻
、
所
謂
「
敗
者
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
嘆
き
を
描
い
た
巻
、
社
会
全
体

が
暗
闇
に
沈
ん
で
い
る
巻
、「
勝
者
」
と
見
ら
れ
て
い
た
道
長
家
の
人
々
ま
で
も
が
等
し
く
「
死
」
と
い
う

悲
し
み
を
得
る
巻
な
ど
、
引
歌
で
飾
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
巻
を
並
べ
る
と
、
さ
な
が
ら
群
像
劇
の
様
相
を
成
す

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
巻
々
の
最
後
に
「
勝
者
と
敗
者
が
同
じ
悲
し
み
を
感
じ
て
い
る
巻
」
が
当
た
っ

て
い
る
こ
と
は
、
群
像
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
「
諸
行
無
常
」
の
歴
史
の
姿
を
読
者
に
印
象
付
け
た
い
と
い

う
『
栄
花
物
語
』
の
意
図
を
象
徴
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
坂
本
太
郎
氏
が
「
道
長
の

栄
花
を
述
べ
、
そ
の
人
と
な
り
を
讃
嘆
す
る
の
に
誇
張
の
い
い
廻
し
を
し
て
い
る
が
、
し
か
し
著
者
は
す
べ

て
の
人
に
深
い
同
情
を
も
ち
、
共
感
を
い
だ
い
て
筆
を
進
め
て
い
る2

2

」
と
し
た
「
善
意
の
歴
史
」
に
も
通

じ
る
も
の
が
あ
る
。 

 

2
2 

坂
本
太
郎
『
日
本
の
修
史
と
史
学
』
第
二
章
「
物
語
風
歴
史
と
宗
教
的
史
論
の
時
代
」
講
談
社
学
術
文

庫
／
二
〇
二
〇 

＊
原
本 

坂
本
太
郎
『
日
本
の
修
史
と
史
学
』
日
本
歴
史
新
書
／
至
文
堂
／
一
九
五
八 
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お
わ
り
に 

  

本
章
で
は
『
栄
花
物
語
』
の
正
編
に
お
け
る
引
歌
表
現
に
注
目
し
、
そ
の
用
例
数
の
比
較
的
多
い
巻
に
つ

い
て
、
道
長
を
中
心
に
し
た
視
点
と
道
長
以
外
に
よ
る
視
点
を
比
較
し
つ
つ
、
内
容
や
構
成
に
つ
い
て
分
析

し
た
。
そ
の
結
果
、
引
歌
で
飾
ら
れ
た
巻
々
は
必
ず
し
も
道
長
の
栄
花
を
語
る
ば
か
り
の
も
の
で
は
な
く
、

道
長
の
栄
花
の
陰
に
隠
れ
た
敗
者
の
様
子
や
、
勝
者
と
思
わ
れ
た
者
で
さ
え
も
死
を
嘆
い
て
い
る
様
子
に

目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
を
成
し
て
お
り
、『
栄
花
物
語
』
が
表
現
し
た
い
も
の
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
機
能
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
察
結
果
を
得
た
。 

 

『
源
氏
物
語
』
で
「
物
語
構
成
上
の
重
要
な
巻
」
に
引
歌
が
配
置
さ
れ
て
い
た
の
と
は
少
し
異
な
る
が
、

道
長
に
と
っ
て
の
「
た
だ
の
栄
花
」
だ
け
で
な
く
、「
諸
行
無
常
」
が
浮
か
び
上
が
る
構
成
を
意
識
し
て
引

歌
を
用
い
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、『
栄
花
物
語
』
の
そ
の
叙
述
と
構
成
の
能
力
は
大
い
に
再
評
価
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

ま
た
、
残
る
課
題
と
し
て
、
先
行
研
究
に
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
Ａ
Ｂ
型
の
分
類
の
問
題
が
あ
る
。
吉
田
氏

は
『
栄
花
物
語
』
で
の
Ａ
Ｂ
分
類
と
、
元
歌
の
部
立
の
傾
向
に
つ
い
て
、「
Ｂ
型
の
引
歌
は
Ａ
型
の
そ
れ
と

比
べ
、
四
季
歌
が
際
立
っ
て
多
く
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
の
傾
向
と
の
一
致
を
見

て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
大
き
く
用
例
数
が
増
え
た
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
再
度
検

証
し
た
い
。
加
え
て
、
Ａ
Ｂ
型
を
分
け
る
理
由
は
他
に
見
出
だ
せ
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
今
後
改

め
て
考
え
て
い
き
た
い
。 
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第
三
章 

巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
お
け
る
伊
周
の
遺
言 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

：
姫
君
た
ち
の
退
場 

   

は
じ
め
に 

  

い
つ
の
世
も
、
親
は
子
よ
り
先
に
死
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
子
を
遺
し
て
死
ぬ
親
の
不
安
や
心
配
も
ま
た
、

い
つ
の
世
に
も
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
平
安
の
世
も
例
外
で
は
な
い
。
現
存
最
古
の
歴
史
物
語
『
栄
花
物
語
』

に
は
、
死
期
を
迎
え
、
妻
子
を
遺
し
て
最
期
を
迎
え
る
父
親
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

中
で
も
、
巻
八
「
は
つ
は
な
」
で
の
、
藤
原
伊
周
の
死
を
前
に
し
た
家
族
へ
の
訓
戒
の
場
面
は
、
一
家
全

体
が
重
苦
し
い
絶
望
の
雰
囲
気
を
ま
と
っ
て
い
る
。
二
人
の
娘
、
息
子
道
雅
、
北
の
方
を
前
に
、
も
う
長
く

な
い
こ
と
を
匂
わ
せ
、
没
落
に
よ
る
苦
労
や
屈
辱
を
予
想
し
、
今
後
の
身
の
振
り
方
、
自
ら
の
後
悔
を
子
供

た
ち
に
懇
々
と
語
り
掛
け
る
体
で
物
語
は
綴
ら
れ
て
い
る
。
二
人
の
娘
は
ま
だ
結
婚
前
の
身
で
あ
る
が
、
そ

の
結
婚
を
世
話
す
る
べ
き
父
で
あ
る
自
分
は
、
今
日
と
も
明
日
と
も
知
れ
ぬ
身
で
あ
る
。
頼
る
べ
き
母
（
伊

周
北
の
方
）
も
、
子
供
の
世
話
役
と
し
て
頼
み
に
で
き
る
よ
う
な
人
で
は
な
い
。
入
内
を
夢
見
て
大
事
に
育

て
た
娘
た
ち
は
今
後
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
嘆
き
の
言
葉
に
続
い
て
、
伊
周
が
時
勢
に
つ

い
て
述
べ
た
「
今
の
世
の
こ
と
と
て
、
い
み
じ
き
帝
の
御
女
や
、
太
政
大
臣
の
女
と
い
へ
ど
、
み
な
宮
仕
に

出
で
立
ち
ぬ
め
り
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。「
昨
今
は
、
貴
き
帝
の
御
息
女
や
太
政
大
臣
の
御
息
女
と
い
え

ど
、
み
ん
な
宮
仕
え
に
出
て
し
ま
う
よ
う
だ
。
同
じ
よ
う
に
自
分
の
子
供
た
ち
も
身
を
落
と
し
て
し
ま
う
の

だ
ろ
う
か
」、
と
い
う
危
惧
に
加
え
て
、「
そ
う
な
っ
た
ら
自
分
の
恥
だ
か
ら
何
と
か
踏
み
と
ど
ま
っ
て
く
れ
」

と
い
う
の
が
伊
周
の
最
後
の
願
い
で
あ
っ
た
。 

 

巻
八
「
は
つ
は
な
」
は
、
そ
の
中
関
白
家
没
落
の
仕
上
げ
と
も
い
う
べ
き
伊
周
の
死―

―

道
長
に
対
抗
し

よ
う
と
し
た
最
後
の
相
手
の
死
が
描
か
れ
る
。
伊
周
本
人
が
巻
八
の
時
点
で
退
場
し
て
し
ま
う
た
め
、
そ
れ

以
前
の
話
に
な
る
が
、『
栄
花
物
語
』
は
中
関
白
家
、
と
り
わ
け
伊
周
の
斜
陽
に
注
目
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
点
が
多
い
。
巻
五
「
浦
々
の
別
」
は
「
巻
の
大
半
を
挙
げ
て
、
藤
原
伊
周
・
隆
家
兄
弟
が
、

花
山
院
に
対
す
る
不
敬
事
件
に
坐
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
筑
紫
と
但
馬
に
流
さ
れ
て
か
ら
赦
さ
れ
て
帰
京
す
る
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ま
で
の
顛
末
を
描
い
て
、
特
殊
な
一
篇
の
物
語
を
構
成
し
て
ゐ
る1

」
と
言
わ
れ
、
し
か
も
そ
の
端
々
に
『
源

氏
物
語
』
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
織
り
込
ん
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
『
栄
花
物
語
』
は
伊
周
の
人

生
に
少
な
か
ら
ず
興
味
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、『
栄
花
物
語
』
を
読
み
解
く
上
で
、

伊
周
の
描
か
れ
方
を
追
究
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

 

本
章
で
は
、
伊
周
の
死
と
そ
の
遺
言
に
注
目
し
、『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
伊
周
の
描
か
れ
方
の
一
端
を

明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
伊
周
の
妻
や
子
供
た
ち
、
弟
隆
家
と
い
っ
た
中
関
白
家
の
人
々
、
及
び
伊
周
と
同

時
期
に
道
長
と
外
戚
を
争
う
位
置
に
あ
っ
た
藤
原
為
光
と
そ
の
娘
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
巻
八
「
は
つ
は

な
」
は
、
既
に
彰
子
の
入
内
が
達
成
さ
れ
、
後
に
後
一
条
天
皇
と
な
る
皇
子
が
誕
生
す
る
な
ど
、
道
長
の
栄

花
の
始
ま
り
と
も
言
え
る
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
『
栄
花
物
語
』
は
、
道
長
家
の
華
々
し
い
喜
び
の

裏
側
に
い
る
敗
者
と
も
い
え
る
人
々
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
対
し
て

ど
う
い
っ
た
描
写
で
向
き
合
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。 

 

一
、
伊
周
の
遺
言
場
面 

 

伊
周
の
遺
言 

  

巻
八
「
は
つ
は
な
」
は
、『
栄
花
物
語
』
の
中
で
最
も
長
編
で
あ
り
、
そ
の
名
の
通
り
「
栄
花
の
初
花
」

た
る
敦
成
親
王
の
誕
生
を
描
い
た
巻
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
道
長
と
の
政
争
に
破
れ
た
伊
周
の
最
期
を
描

く
巻
で
も
あ
る
。
松
村
博
司
氏2

は
本
巻
を
三
部
構
成
と
見
て
、
第
一
部
は
彰
子
の
懐
妊
ま
で
、
第
二
部
は

敦
成
親
王
誕
生
記
、
そ
し
て
第
三
部
は
、
皇
子
誕
生
に
対
す
る
伊
周
の
嘆
き
か
ら
遺
言
と
死
を
経
て
、
一
条

天
皇
の
譲
位
思
案
で
巻
が
締
め
括
ら
れ
る
ま
で
と
し
て
い
る
。
本
章
で
注
目
す
る
伊
周
の
遺
言
は
こ
の
第

三
部
に
当
た
る
。
ま
た
、
松
村
氏
は
第
三
部
の
主
要
記
事
を
「
伊
周
の
晩
年
と
薨
去
」「
中
宮
彰
子
引
続
き

皇
子
出
産
の
事
」「
具
平
親
王
女
隆
姫
と
頼
通
の
結
婚
」「
尚
侍
姸
子
東
宮
御
参
り
」
と
大
別
し
、
伊
周
家
に

関
わ
る
一
連
の
関
連
記
事
は
、「
巻
八
全
体
の
中
に
お
い
て
は
、
道
長
関
係
記
事
と
明
瞭
な
明
暗
の
対
照
を

見
せ
る
よ
う
な
文
学
的
構
成
が
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

以
下
、
内
容
で
区
切
り
つ
つ
遺
言
の
内
容
を
紹
介
す
る
。
伊
周
の
遺
言
は
子
供
と
妻
に
語
り
か
け
る
台
詞

 

1 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
の
研
究 

第
三
』
第
一
篇
二
「
栄
花
物
語
巻
五
・
六
に
関
す
る
覚
書
」
桜
楓
社

／
一
九
六
七 

一
五
頁 

＊
初
出
「
金
城
国
文
」
二
七
／
一
九
六
三 

2 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
全
注
釈 

二
』
角
川
書
店
／
一
九
七
一 

五
八
七
～
五
九
一
頁 
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の
体
裁
で
書
か
れ
て
い
る
。 

 
年
も
か
へ
り
ぬ
。
寛
弘
七
年
と
ぞ
い
ふ
め
る
。
よ
ろ
づ
の
例
の
有
様
に
て
過
ぎ
も
て
行
く
に
、
帥
殿
は

今
年
と
な
り
て
は
、
い
と
ど
御
心
地
重
り
て
、
今
日
や
今
日
や
と
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
何
ご
と
も
月
ご

ろ
し
つ
く
さ
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
今
は
い
か
が
す
べ
き
と
思
し
嘆
き
、
さ
る
は
一
昨
年
よ
り
は
、
御
封
な

ど
も
例
の
大
臣
の
定
に
得
さ
せ
た
ま
へ
ど
、
国
々
の
守
も
、
は
か
ば
か
し
く
す
が
や
か
に
奉
ら
ば
こ
そ

あ
ら
め
、
い
と
い
と
ほ
し
げ
な
り
。
御
心
地
い
み
じ
う
な
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
こ
の
姫
君
二
所
、
蔵
人
少

将
と
を
並
め
据
ゑ
て
、
北
の
方
に
聞
え
た
ま
ふ
。 

（
１
：
四
四
八
頁
） 

 

『
栄
花
物
語
』
巻
八
「
は
つ
は
な
」
の
後
半
、
時
は
寛
弘
七
年
（1

0
1

0

）、
道
長
と
の
政
争
に
破
れ
、
中
関

白
家
の
巻
き
返
し
は
も
は
や
絶
望
的
な
状
況
で
あ
る
。
藤
原
伊
周
の
病
状
は
悪
化
し
、
地
方
か
ら
の
税
収
も

は
か
ば
か
し
く
な
い
。
そ
ん
な
状
況
に
つ
い
て
草
子
地
、
語
り
手
部
分
は
、
傍
線
部
で
「
た
い
そ
う
お
気
の

毒
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
同
情
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
伊
周
は
体
調
も
優
れ
ず
、
自
ら
の
死

を
悟
っ
た
の
か
、
三
人
の
子
供
た
ち
と
妻
を
並
べ
て
遺
言
と
も
訓
戒
と
も
い
え
る
も
の
を
語
る
。 

 

「
己
な
く
な
り
な
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
ど
も
を
か
し
た
ま
は
ん
ず
ら
ん
。
世
の
中
に
は
べ
り
つ
る

か
ぎ
り
は
、
と
あ
り
と
も
か
か
り
と
も
、
女
御
、
后
と
見
た
て
ま
つ
ら
ぬ
や
う
は
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ず

と
思
ひ
と
り
て
、
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
り
つ
る
に
、
命
耐
へ
ず
な
り
ぬ
れ
ば
、
い
か
が
し
た
ま
は
ん
と

す
る
。
今
の
世
の
こ
と
と
て
、
い
み
じ
き
帝
の
御
女
や
、
太
政
大
臣
の
女
と
い
へ
ど
、
み
な
宮
仕
に
出

で
立
ち
ぬ
め
り
。
こ
の
君
達
を
い
か
に
ほ
し
と
思
ふ
人
多
か
ら
ん
と
す
ら
ん
な
。
そ
れ
は
た
だ
異
事
な

ら
ず
、
己
が
た
め
の
末
の
世
の
恥
な
ら
ん
と
思
ひ
て
。 

（
１
：
四
四
八
頁
） 

  

伊
周
の
長
い
台
詞
部
分
が
始
ま
る
。
こ
れ
が
本
人
の
言
で
あ
る
か
、
実
際
に
本
人
が
言
っ
た
も
の
と
し
て

も
一
字
一
句
違
わ
な
い
ほ
ど
正
確
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
な
ど
は
一
旦
お
く
と
し
て
、
言
っ
て
い
る
内
容

や
そ
の
表
現
に
は
臨
場
感
が
あ
っ
て
非
常
に
写
実
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
二
人
の
姫
君
を
前
に
、「
今
の

世
は
貴
人
の
娘
た
ち
も
み
ん
な
〈
宮
仕
え
〉
に
出
る
ら
し
い
」「
娘
た
ち
を
女
房
に
欲
し
い
と
思
う
人
は
多

か
ろ
う
」
と
娘
た
ち
の
将
来
や
結
婚
に
つ
い
て
危
惧
す
る
。
ま
た
、
娘
た
ち
に
不
本
意
な
結
婚
が
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、「
世
間
に
は
自
分
の
采
配
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
語
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
娘
た
ち
の
将
来
を
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心
配
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
一
方
、
自
分
の
不
名
誉
へ
の
心
配
が
伺
え
る
。 

 

こ
こ
で
伊
周
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
で
表
記
し
た
部
分
で
、「
今
の
世
の
中
で
は
、
高
貴
な
帝
の
娘
や
太
政
大
臣

の
娘
も
み
ん
な
宮
仕
え
に
出
て
行
く
」
と
い
う
内
容
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
宮
仕
え
」
は
、
貴
人
の
家

に
使
用
人
と
し
て
仕
え
る
と
い
う
意
と
思
わ
れ
、
内
親
王
や
大
臣
家
の
女
で
さ
え
も
使
用
人
に
身
を
落
と

す
こ
と
、
自
分
の
娘
た
ち
も
そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
自
分
の
死
後

の
恥
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

男
に
ま
れ
、
何
の
宮
、
か
の
御
方
よ
り
と
て
、
こ
と
も
よ
う
語
ら
ひ
よ
せ
て
は
、
故
殿
の
何
と
あ
り
し

か
ば
か
か
る
ぞ
か
し
と
、
心
を
遣
ひ
し
か
ば
な
ど
こ
そ
は
、
世
に
も
言
ひ
思
は
め
。
母
と
て
お
は
す
る

人
、
は
た
こ
の
君
達
の
有
様
を
は
か
ば
か
し
う
後
見
も
て
な
し
た
ま
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
な
ど
て
世
に

あ
り
つ
る
を
り
、
神
仏
に
も
、『
己
が
あ
る
を
り
、
先
に
た
て
た
ま
へ
』
と
、
祈
り
請
は
ざ
り
つ
ら
ん

と
思
ふ
が
悔
し
き
こ
と
。
さ
り
と
て
尼
に
な
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
す
れ
ば
、
人
聞
き
も
の
狂
ほ
し
き
も

の
か
ら
、
あ
や
し
の
法
師
の
具
ど
も
に
な
り
た
ま
は
ん
ず
か
し
。
あ
は
れ
に
悲
し
き
わ
ざ
か
な
。
ま
ろ

が
死
な
ん
後
、
人
笑
は
れ
に
人
の
思
ふ
ば
か
り
の
ふ
る
ま
ひ
有
様
掟
て
た
ま
は
ば
、
か
な
ら
ず
恨
み
き

こ
え
ん
と
す
。
ゆ
め
ゆ
め
ま
ろ
が
な
か
ら
ん
世
の
面
伏
、
ま
ろ
を
人
に
言
ひ
笑
は
せ
た
ま
ふ
な
よ
」 

（
１
：
四
四
八
～
四
四
九
頁
） 

 

そ
の
彼
の
懸
念
の
原
因
の
ひ
と
つ
と
思
わ
れ
る
が
、
子
供
た
ち
の
後
見
人
と
し
て
頼
る
べ
き
母
親
（
伊
周
北

の
方
）
が
当
て
に
な
ら
な
い
こ
と
を
嘆
く
。
そ
れ
は
本
人
の
気
質
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
血
縁
的
に
も
あ
ま
り

当
て
に
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
伊
周
の
北
の
方
は
源
重
光
女
で
あ
り
、
具
平
親
王
の
母
荘
子
女
王
の
姪
に

当
た
る
。
し
か
し
重
光
は
長
徳
四
年
に
他
界
し
て
お
り
、
い
と
こ
の
関
係
に
あ
た
る
具
平
親
王
は
娘
の
隆
姫

が
前
の
年
に
頼
通
と
結
婚
し
て
い
る
た
め
、
頼
る
の
は
難
し
か
ろ
う
。
こ
ん
な
こ
と
な
ら
自
分
の
目
が
届
く

う
ち
に
「
子
供
た
ち
を
先
に
死
な
せ
て
く
れ
」
と
神
仏
に
頼
め
ば
よ
か
っ
た
の
だ
、
と
伊
周
は
後
悔
を
語
る
。

そ
う
は
言
っ
て
も
、
娘
を
尼
に
し
た
と
こ
ろ
で
不
安
が
晴
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
伊
周
は
娘
た
ち
に
言
い
聞

か
せ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
そ
ん
な
伊
周
の
訓
戒
に
対
し
て
、
娘
た
ち
や
北
の
方
も
泣
く
こ
と
し
か
で
き

な
い
。
そ
し
て
次
に
「
松
君
の
少
将
」
す
な
わ
ち
息
子
道
雅
に
訓
戒
の
対
象
が
移
る
。 

 

な
ど
、
泣
く
泣
く
申
し
た
ま
へ
ば
、
大
姫
君
、
小
姫
君
、
涙
を
流
し
た
ま
ふ
も
お
ろ
か
な
り
、
た
だ
あ

き
れ
て
お
は
す
。
北
の
方
も
答
へ
た
ま
は
ん
方
も
な
く
、
た
だ
よ
よ
と
泣
き
た
ま
ふ
。
松
君
の
少
将
な

ど
を
、「
と
り
わ
き
い
み
じ
き
も
の
に
言
ひ
思
ひ
し
か
ど
、
位
も
か
ば
か
り
な
る
を
見
置
き
て
死
ぬ
る
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こ
と
。
わ
れ
に
後
れ
て
い
か
が
せ
む
と
す
る
。
魂
あ
れ
ば
さ
り
と
も
と
は
思
へ
ど
も
、
い
か
に
せ
ん
と

す
ら
ん
な
。
い
で
や
、
世
に
あ
り
わ
づ
ら
ひ
、
官
位
人
よ
り
は
短
し
、
人
と
等
し
く
な
ら
ん
な
ど
思
ひ

て
、
世
に
し
た
が
ひ
、
も
の
お
ぼ
え
ぬ
追
従
を
な
し
、
名
簿
う
ち
し
な
ど
せ
ば
、
世
に
片
時
あ
り
廻
ら

せ
じ
と
す
。
そ
の
定
な
ら
ば
、
た
だ
出
家
し
て
山
林
に
入
り
ぬ
べ
き
ぞ
」
な
ど
、
泣
く
泣
く
言
ひ
つ
づ

け
た
ま
ふ
を
、
い
み
じ
う
悲
し
と
思
ひ
ま
ど
ひ
た
ま
ふ
。
げ
に
こ
と
わ
り
に
悲
し
と
も
お
ろ
か
な
り
。 

（
１
：
四
四
九
～
四
五
〇
頁
） 

 

娘
た
ち
に
対
し
て
は
「
結
婚
や
宮
仕
え
で
恥
を
か
か
せ
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
話
が
主
立
っ
た
も
の
で
、「
人

聞
き
も
の
狂
ほ
し
き
も
の
か
ら
、
あ
や
し
の
法
師
の
具
ど
も
に
な
り
た
ま
は
ん
ず
か
し
」
と
、
尼
に
な
っ
た

と
し
て
も
卑
し
い
法
師
た
ち
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
家
名
に
傷
を
つ
け
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
こ

と
を
想
定
し
て
い
た
。
一
方
、
息
子
に
対
し
て
は
、「
官
位
を
追
い
求
め
る
余
り
、
他
人
に
追
従
を
す
る
な
」

と
い
う
訓
戒
で
あ
り
、「
出
家
し
て
隠
遁
せ
よ
」
と
具
体
的
に
出
家
を
推
奨
し
て
い
る
。 

 

伊
周
の
娘
た
ち
の
結
末 

  

伊
周
の
台
詞
は
こ
こ
ま
で
で
、
続
け
て
弟
の
隆
家
が
弱
気
に
な
っ
て
い
る
伊
周
を
励
ま
す
様
子
や
、
定
子

所
生
の
脩
子
内
親
王
と
敦
康
親
王
が
伯
父
伊
周
の
容
態
を
心
配
す
る
様
子
、
伊
周
の
妻
子
の
ひ
と
と
な
り

の
描
写
が
あ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
正
月
二
十
九
日
に
死
去
し
た
と
の
記
事
が
あ
り
、
中
関
白
家
の
話
題
は
一

旦
途
切
れ
て
い
る
。
し
か
し
悲
劇
は
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
ず
、
同
巻
の
終
盤
、
伊
周
が
懸
念
し
て
い
た
こ

と
が
早
々
に
現
実
と
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

か
の
帥
殿
の
大
姫
君
に
は
た
だ
今
の
大
殿
の
高
松
殿
腹
の
三
位
中
将
通
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
と
ぞ
い
ふ

と
、
世
に
聞
え
た
り
。
あ
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
殿
の
思
し
掟
て
し
に
は
違
ひ
た
り
。
中
将
い
み
じ

う
色
め
か
し
う
て
、
よ
ろ
づ
の
人
た
だ
に
過
ぐ
し
た
ま
は
ず
な
ど
し
て
、
御
方
々
の
女
房
に
も
の
の
た

ま
ひ
、
子
を
さ
へ
生
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
に
、
こ
の
御
あ
た
り
に
お
は
し
初
め
て
後
は
、
こ
よ
な
き
御
心

用
ゐ
な
れ
ど
、
な
ほ
を
り
を
り
の
も
の
の
紛
れ
ぞ
、
い
と
心
づ
き
な
う
お
は
し
け
る
。
あ
は
れ
に
心
ざ

し
の
あ
る
ま
ま
に
よ
ろ
づ
に
あ
つ
か
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
仕
ま
つ
る
人
も
う
ち
泣
き
、
女
君
も
恥
づ

か
し
き
ま
で
思
し
け
り
。
母
北
の
方
、
も
と
よ
り
中
の
君
を
ぞ
い
み
じ
く
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
け
れ

ば
、
よ
ろ
づ
に
こ
の
御
た
め
に
は
お
ろ
か
な
る
さ
ま
に
見
え
た
ま
ひ
け
る
。 

（
１
：
四
五
九
頁
） 
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二
人
の
姫
君
の
う
ち
、
年
長
の
大
姫
君
の
方
に
、
道
長
の
明
子
腹
の
息
子
頼
宗
が
通
い
始
め
た
。
道
長
家
へ

の
配
慮
か
ら
か
、「
あ
し
か
ら
ぬ
こ
と
」
や
「
こ
よ
な
き
御
心
用
ゐ
」
な
ど
と
肯
定
的
な
見
方
を
す
る
一
方
、

「
御
方
々
の
女
房
に
も
の
の
た
ま
ひ
、
子
を
さ
へ
生
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
」
と
頼
宗
の
好
色
性
に
言
及
し
て
い

る
点
や
、「
伊
周
が
訓
戒
し
て
い
た
こ
と
に
は
背
い
て
し
ま
っ
た
」
と
伊
周
の
立
場
か
ら
見
た
物
言
い
も
さ

れ
て
い
る
点
に
も
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
伊
周
の
目
算
通
り
と
す
る
意
図
な
の
か
、
「
当
て
に
な
ら
な
い
」

と
心
配
し
て
い
た
母
北
の
方
の
無
策
の
様
に
つ
い
て
も
描
写
が
あ
る
。 

 

加
え
て
、
大
姫
君
に
続
い
て
妹
の
中
の
君
の
そ
の
後
ま
で
、
巻
八
で
完
結
し
て
し
ま
う
。 

 

中
の
君
を
ば
中
宮
よ
り
ぞ
た
び
た
び
御
消
息
聞
え
た
ま
へ
ど
、
昔
の
御
遺
言
の
片
端
よ
り
破
れ
ん
い

み
じ
さ
に
、
た
だ
今
思
し
も
か
け
ざ
め
れ
ど
、
目
や
す
き
ほ
ど
の
御
ふ
る
ま
ひ
な
ら
ば
さ
や
う
に
や
と
、

心
苦
し
う
ぞ
見
え
た
ま
ひ
け
る
。
あ
は
れ
な
る
世
の
中
は
、
寝
る
が
中
の
夢
に
劣
ら
ぬ
さ
ま
な
り
。 

（
１
：
四
六
〇
頁
） 

 

右
の
引
用
か
ら
そ
の
ま
ま
続
い
て
い
る
本
文
で
あ
る
。
妹
に
は
中
宮
彰
子
か
ら
た
び
た
び
「
手
紙
」
が
あ
っ

た
と
い
う
表
現
が
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
女
房
出
仕
の
要
請
で
あ
る
こ
と
は
、
続
く
「
昔
の
御
遺
言
の
片

端
よ
り
破
れ
ん
い
み
じ
さ
」
と
い
う
語
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
御
ふ
る
ま
ひ
」
を
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』

と
新
編
全
集
は
「
お
取
り
扱
い
」「
お
扱
い
」
と
、
彰
子
側
の
待
遇
の
よ
う
に
訳
す
が
、
こ
こ
は
「
難
の
な

い
身
の
振
り
で
あ
る
な
ら
ば
」
と
中
の
君
本
人
の
挙
動
と
解
せ
る
。
亡
父
伊
周
の
遺
言
の
手
前
、「
今
の
と

こ
ろ
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
は
言
い
つ
つ
も
、
話
が
進
み
そ
う
な
様
子
を
見
せ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
伊
周

の
遺
言
に
背
い
て
い
る
こ
と
に
は
重
点
が
置
か
れ
、
世
の
儚
さ
を
思
わ
せ
る
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
心
苦

し
と
「
見
え
な
さ
っ
て
い
る
」
主
体
は
、
前
の
部
分
か
ら
続
い
て
い
る
と
見
れ
ば
中
の
君
本
人
で
は
な
く
、

娘
を
使
用
人
に
落
と
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
北
の
方
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
こ
の
部
分
に
は
富
岡
本
に
異
同
が
あ
る
。『
栄
花
物
語
の
研
究
：
校
異
編
』（
松
村
博
司
編
／
風
間

書
房
／
一
九
八
五
～
一
九
八
六
）
を
参
考
に
、
反
映
さ
せ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
重
要
な
部
分
に
傍
線

を
付
し
、
仮
名
遣
い
な
ど
大
意
に
影
響
の
な
い
も
の
は
新
編
全
集
の
校
訂
に
従
い
、
濁
点
な
ど
は
筆
者
が
補

っ
た
。 

 

中
の
君
は
、
中
宮
よ
り
ぞ
た
び
た
び
御
消
息
聞
え
た
ま
へ
ど
、
昔
の
御
遺
言
の
片
端
よ
り
破
れ
ん
が
い

み
じ
さ
に
、
た
だ
今
思
し
か
け
ざ
ん
め
れ
ど
、
や
す
き
ほ
ど
の
御
ふ
る
ま
ひ
な
ら
ば
さ
や
う
に
や
と
、
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心
苦
し
う
ぞ
見
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
。
あ
は
れ
な
る
世
中
は
、
寝
る
が
中
の
夢
に
劣
ら
ぬ
さ
ま
な
る
に
、 

 

富
岡
本
で
は
「
夢
の
よ
う
な
世
の
儚
さ
」
の
形
容
か
ら
、
次
の
話
題
（
敦
道
親
王
薨
去
）
に
続
い
て
い
る
。

こ
ち
ら
の
本
文
で
は
、「
気
楽
な
程
度
の
身
の
振
り
な
ら
ば
そ
の
よ
う
に
」
と
い
う
条
件
に
な
り
、「
北
の
方

が
我
が
子
中
の
君
に
対
し
て
」
つ
ら
い
と
感
じ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
富
岡
本
の
方
が
梅
沢
本
よ
り
も
姫

君
本
人
に
対
し
て
の
気
遣
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

二
人
の
姫
君
は
こ
れ
以
降
『
栄
花
物
語
』
に
登
場
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
大
姫
君
は
次
の
巻
九

「
い
は
か
げ
」
で
頼
宗
と
の
子
を
出
産
す
る
場
面
が
あ
る
。 

 

か
く
い
ふ
ほ
ど
に
、
故
帥
殿
の
姫
君
に
は
、
高
松
殿
の
二
位
中
将
住
み
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
ご
ろ
ぞ

御
子
に
生
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
れ
ば
、
い
み
じ
う
う
つ
く
し
き
女
君
に
お
は
す
れ
ば
、
殿
は
后
が
ね

と
抱
き
持
ち
て
、
う
つ
く
し
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
七
日
が
ほ
ど
の
御
有
様
か
ぎ
り
な
く
、
御
方
々

よ
り
も
御
と
ぶ
ら
ひ
ど
も
あ
り
。
殿
の
御
前
は
た
さ
ら
な
り
、
よ
ろ
づ
に
知
り
あ
つ
か
ひ
き
こ
え
さ
せ

た
ま
ふ
。
あ
は
れ
、
帥
殿
の
い
み
じ
き
も
の
に
か
し
づ
き
た
ま
ひ
き
を
思
し
出
づ
る
に
も
、
こ
れ
わ
ろ

き
振
舞
に
は
あ
ら
ね
ど
、
世
に
か
ぎ
り
な
き
御
有
様
に
思
し
掟
て
し
も
の
を
と
、
ま
づ
思
ひ
出
で
き
こ

ゆ
る
人
々
多
か
り
。
詳
し
き
御
事
も
、
世
の
騒
が
し
き
営
み
な
れ
ば
、
え
書
き
つ
く
さ
ず
な
り
ぬ
、
推

し
は
か
る
べ
し
。
こ
の
君
生
れ
た
ま
ひ
て
後
は
、
内
裏
、
殿
な
ど
に
参
り
た
ま
ふ
も
、
暇
惜
し
う
思
さ

れ
て
な
ん
。 

（
１
：
四
七
九
～
四
八
〇
頁
） 

 

巻
八
「
は
つ
は
な
」
で
頼
宗
が
通
っ
て
来
て
い
た
話
の
後
日
談
で
、
二
人
の
間
に
は
早
く
も
子
が
生
ま
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
も
巻
八
の
時
と
同
様
に
、
伊
周
家
側
の
無
念
と
道
長
家
側
の
厚
遇
を
混
在
さ
せ
る
書
き
ぶ
り

で
、「
悪
い
身
の
振
り
で
は
な
い
が
」
と
い
う
よ
う
に
、
母
北
の
方
が
気
に
し
て
い
た
「
ふ
る
ま
ひ
」
と
い

う
観
点
で
大
姫
君
の
結
末
を
語
っ
て
い
る
。 

 

一
方
の
中
の
君
に
い
た
っ
て
は
、
女
房
の
一
人
と
し
て
名
前
が
挙
が
っ
た
り
、
出
仕
の
待
遇
の
参
考
と
し

て
言
及
さ
れ
た
り
す
る
の
み
で
あ
る
。 

 

母
北
の
方
、
さ
る
こ
と
な
り
と
思
し
た
ち
て
、
さ
る
べ
き
こ
と
ど
も
せ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
宰
相
、「
大

人
十
人
、
童
女
二
人
、
下
仕
、
さ
や
う
に
て
あ
へ
は
べ
り
な
ん
。
帥
殿
の
御
方
、
大
宮
に
参
り
た
ま
ひ

し
、
さ
や
う
に
な
ん
聞
き
た
ま
へ
し
」
と
申
し
た
ま
ひ
て
、
靡
き
き
こ
え
た
ま
ふ
よ
し
の
御
返
り
聞
え
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た
ま
ひ
つ
。 

（
２
：
一
四
三
頁
） 

 

『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
姉
妹
の
物
語
は
こ
こ
で
あ
っ
け
な
く
終
わ
っ
て
い
る
。 

 

問
題
の
所
在 

  

さ
て
、
注
目
し
た
い
の
が
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
で
あ
る
。
こ
の
「
今
の
世
の
こ
と
と
て
、

い
み
じ
き
帝
の
御
女
や
、
太
政
大
臣
の
女
と
い
へ
ど
、
み
な
宮
仕
に
出
で
立
ち
ぬ
め
り
」
と
い
う
部
分
は
、

「
高
貴
な
女
性
が
使
用
人
と
し
て
家
に
仕
え
る
」
と
い
う
世
相
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
素
直
に
読
め
ば
、「
最
上
級
の
ク
ラ
ス
の
女
性
た
ち
で
さ
え
宮
仕
え
（
貴
族
の
家
庭
で
使
用
人
と
し
て

働
く
こ
と
）
に
出
て
行
く
ら
し
い
。
道
隆
の
孫
で
あ
り
、
伊
周
の
正
妻
腹
の
娘
で
あ
る
二
人
は
、
教
養
も
た

し
な
み
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
目
的
に
、
自
分
の
死
後
、
娘
た
ち
を
手
に
入
れ
た
が
る
者

が
大
勢
い
る
だ
ろ
う
し
、
二
人
は
そ
れ
に
抗
え
ず
使
用
人
に
身
を
落
と
し
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
」
と
い
っ

た
伊
周
の
危
惧
が
伺
え
る
。 

 

ま
ず
、
こ
こ
で
、
出
で
立
ち
ぬ
「
め
り
」
と
、
伊
周
が
「
推
定
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

小
田
勝
氏
は
「
推
定
」
に
つ
い
て
、「
証
拠
性
を
も
っ
て
成
立
し
た
認
識3

」
と
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
助

動
詞
「
め
り
」
に
つ
い
て
は
、「
視
覚
に
よ
っ
て
事
態
を
推
定
す
る
意
を
表
す
」
も
の
で
、「
話
し
手
の
主
観

的
な
判
断
に
偏
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
人
的
、
主
観
的
な
判
断
で
は
あ
る
が
、
彼
の

中
に
は
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
っ
て
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
一
つ
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
伊
周
の
発
言
に
彼
な
り
の
判
断
基
準
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
は
一
般
的

に
妥
当
な
も
の
で
、
伊
周
の
独
り
よ
が
り
で
的
外
れ
な
心
配
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。 

 

と
い
う
の
も
、
『
栄
花
物
語
』
の
失
脚
前
の
伊
周
は
、
そ
の
愚
行
と
も
言
え
る
失
政
を
描
か
れ
て
い
る
。

長
徳
元
年
（9

9
5

）、
巻
四
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
で
、
道
隆
の
死
が
四
月
十
日
と
明
記
さ
れ
た
直
後
に
、「
人

の
衣
袴
の
丈
、
伸
べ
縮
め
制
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」
の
記
事
が
挟
ま
れ
る
の
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く

記
事
は
四
月
二
十
三
日
の
済
時
の
薨
去
な
の
で
、
当
然
ま
だ
道
隆
の
四
十
九
日
す
ら
済
ん
で
い
な
い
時
点

に
据
え
ら
れ
た
記
事
で
あ
る
が
、
実
際
は
、
こ
の
宣
旨
は
こ
の
約
三
か
月
後
、
七
月
に
至
っ
て
か
ら
出
さ
れ

 

3 

小
田
勝
『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』
第
七
章
「
推
定
・
推
量
」
和
泉
書
院
／
二
〇
一
五 

一
一
七
頁 
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た
も
の
で
あ
る4

の
で
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
作
為
的
な
挿
入
で
あ
る
。
新
編
全
集
は
「
道
長
が
内
覧
と
な
っ

て
か
ら
の
こ
と
。
こ
の
制
に
伊
周
が
関
与
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
」（
１
：
二
一
一
頁
頭
注
）
と
さ
え
見
る
。

彼
の
遺
言
は
、
こ
れ
と
同
様
に
、
伊
周
の
愚
か
さ
や
疑
心
暗
鬼
を
示
す
よ
う
な
『
栄
花
物
語
』
の
手
法
で
は

な
い
か
と
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

結
論
か
ら
言
え
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
伊
周
次
女
は
彰
子
の
女
房
に
な
り
、『
栄
花
物
語
』
内
で
は
他

に
も
「
貴
女
の
宮
仕
え
」
の
例
が
散
見
さ
れ
る
の
で
、
伊
周
の
読
み
そ
の
も
の
は
全
く
正
し
い
も
の
と
し
て

書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
や
っ
て
「
太
政
大
臣
の
女
」
の
例
は
あ
る
も
の
の
、「
帝
の

女
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
帝
の
孫
な
ら
源
道
方
女
（
醍
醐
帝
孫
／
寛
子
女
房
）、
敦
平
親
王
女
（
三
条
帝

孫
／
禎
子
女
房
）
な
ど
実
例
が
見
つ
か
る
が
、
内
親
王
が
人
に
仕
え
る
身
分
に
な
る
と
い
う
の
は
『
栄
花
物

語
』
に
一
例5

あ
る
も
の
の
他
資
料
で
は
確
認
で
き
ず
、
少
々
言
い
過
ぎ
の
感
が
あ
る
。 

 

「
物
語
」
と
い
う
性
質
上
、
こ
の
台
詞
が
史
実
と
は
異
な
る
「
演
出
」、
つ
ま
り
伊
周
が
実
際
に
発
言
し

た
も
の
で
は
な
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
台
詞
が
実
際
の
発
言

を
伝
え
て
い
た
と
し
て
も
、
ま
た
は
他
の
誰
か
に
よ
る
脚
色
や
創
作
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
『
栄
花
物
語
』

で
の
伊
周
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
享
受
す
る
上
で
、
こ
の
よ
う
に
「
推
定
」
の
助
動
詞
で
も
っ
て
書
か
れ
た
「
主

観
的
根
拠
」、
す
な
わ
ち
「
み
な
宮
仕
に
出
で
立
ち
ぬ
め
り
」
の
具
体
例
を
探
る
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
有
力
な
「
根
拠
」
が
実
際
の
史
実
に
お
い
て
発
見
で
き
る
場
合
は
、『
栄
花
物
語
』
の
作
者
、
及
び

読
者
は
、
そ
れ
に
よ
る
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
彼
の
遺
言
を
受
容
し
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

は
た
し
て
『
栄
花
物
語
』
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
実
際
の
寛
弘
七
年
時
点
の
女
性
た
ち
の
宮
仕

え
事
情
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
伊
周
が
遺
言
で
述
べ
る
「
宮
仕
え
す
る
貴

女
」
の
実
際
の
例
が
如
何
な
る
も
の
か
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
古
記
録
の
類
か
ら
「
太
政
大
臣
の
女
」

が
宮
仕
え
に
出
た
例
を
探
し
、『
栄
花
物
語
』
の
記
述
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、『
栄
花
物
語
』
を
読
む
上
で
の

実
例
と
し
て
想
定
で
き
る
か
否
か
、
考
察
を
進
め
る
。 

 

二
、
宮
仕
え
す
る
太
政
大
臣
の
女 

 

 

4 

「
長
徳
元
年
七
月
十
五
日
、
御
衣
袖
令
縫
縮
給
事
、…

」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
小
右
記 

十
』

小
記
目
録
下 

第
十
七
禁
制
事 

大
日
本
古
記
録
／
岩
波
書
店
／
一
九
八
二 

 

5 

『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
六
「
根
あ
は
せ
」
で
、
花
山
院
の
乳
母
子
腹
の
内
親
王
が
彰
子
に
宮
仕
え
を
し

て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。 
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藤
原
為
光
と
そ
の
女 

  

本
節
で
は
、「
太
政
大
臣
の
女
が
宮
仕
え
に
出
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、
史
実
の
例
を
確
認
し
て
い
く
。
手

順
と
し
て
は
、
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
松
村
博
司
氏
の
先
行
研
究
を
参
照
し
、
指
摘
さ
れ
て

い
る
人
物
に
つ
い
て
、
古
記
録
の
記
述
、『
栄
花
物
語
』
で
の
描
か
れ
方
を
参
照
す
る
。 

 

太
政
大
臣―

お
ほ
と
の
大
臣
〔
富
〕 

（『
栄
花
物
語
全
注
釈 

二
』
校
異
） 

 

富
岡
本
は
「
お
ほ
と
の
」
と
尊
称
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
人
や
大
臣
な
ど
の
意
。「
お
ほ
と
の
」
に
太
政

大
臣
を
含
め
る
な
ら
ば
そ
れ
で
も
よ
い
。 

（『
栄
花
物
語
全
注
釈 

二
』 

五
五
九
頁
校
異
考
） 

 

太
政
大
臣
為
光
の
女
五
の
君
は
三
条
后
妍
子
の
女
房
と
な
る
よ
う
な
例
が
あ
る
。 

（『
栄
花
物
語
全
注
釈 
二
』 

五
五
九
頁
語
釈
） 

 

取
り
上
げ
た
部
分
に
は
異
同
が
あ
る
が
、
松
村
氏
が
言
う
よ
う
に
、「
お
ほ
と
の
」
は
太
政
大
臣
の
ほ
か
大

臣
ク
ラ
ス
の
人
間
を
指
し
、
大
意
に
影
響
な
し
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
今
回
は
詳
し
く
扱
わ
な
い
。
そ
し
て
、

松
村
氏
は
「
太
政
大
臣
の
女
」
の
例
と
し
て
、
藤
原
為
光
の
五
女
が
道
長
の
娘
姸
子
の
女
房
に
な
る
例
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

ま
ず
は
父
で
あ
る
藤
原
為
光
に
つ
い
て
、『
公
卿
補
任
』
の
正
暦
三
年6

の
記
事
で
は
、
彼
は
正
暦
三
年
に

死
去
し
、
諡
は
恒
徳
公
、
法
住
寺
の
建
立
に
よ
っ
て
法
住
寺
殿
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
と
あ
る
。
太
政
大
臣
ま

で
の
ぼ
っ
た
人
物
で
、
正
一
位
を
追
贈
さ
れ
て
い
る
。
為
光
は
師
輔
の
九
男
で
、
道
長
た
ち
兄
弟
か
ら
見
る

と
叔
父
に
当
た
る
た
め
、
為
光
女
た
ち
と
道
長
は
従
兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
為
光
女
た
ち
に
つ
い
て
、

『
大
鏡
』
は
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。 

 

御
男
子
七
人
・
女
君
五
人
お
は
し
き
。
女
二
所
は
、
佐
理
の
兵
部
卿
の
御
妹
の
腹
、
い
ま
三
所
は
、
一

 

6 

黒
板
勝
美
ほ
か
編
『
公
卿
補
任
』
一
条
天
皇 

正
暦
三
年
（9

9
2

） 

新
訂
増
補
國
史
大
系
／
吉
川
弘
文

館
／
一
九
七
一 
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条
摂
政
の
御
女
の
腹
に
お
は
し
ま
す
。
男
公
達
の
御
母
、
皆
あ
か
れ
あ
か
れ
に
お
は
し
ま
し
き
。
女
君

一
所
は
、
花
山
院
の
御
時
の
女
御
、
い
み
じ
う
時
に
お
は
せ
し
ほ
ど
に
、
う
せ
た
ま
ひ
に
き
。
い
ま
一

所
も
、
入
道
中
納
言
の
北
の
方
に
て
う
せ
た
ま
ひ
に
き
。（
中
略
）
ま
こ
と
、
一
条
摂
政
殿
の
御
女
の

腹
の
女
君
達
、
三
・
四
・
五
の
御
方
。
三
の
御
方
は
、
鷹
司
殿
の
上
と
て
、
尼
に
な
り
て
お
は
し
ま
す
。

四
の
御
方
は
、
入
道
殿
の
俗
に
お
は
し
ま
し
し
折
の
御
子
う
み
て
、
う
せ
た
ま
ひ
に
き
。
五
の
君
は
、

今
の
皇
太
后
宮
に
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。 

（『
大
鏡
』
為
光 

二
三
〇
頁
） 

  

『
大
鏡
』
に
よ
る
と
、
五
人
の
娘
の
う
ち
上
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
花
山
天
皇
と
入
道
中
納
言
（
藤
原
義
懐
）

の
妻
と
な
り
、
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
三
、
四
、
五
女
は
同
母
姉
妹
で
あ
り
、
三
女
は
鷹
司
殿
（
源
雅
信
）

の
妻
に
な
り
、
後
に
尼
に
な
っ
た
。
四
女
は
入
道
殿
（
藤
原
道
長
）
の
出
家
前
に
そ
の
子
を
な
し
た
が
亡
く

な
っ
た
。
五
女
は
皇
太
后
宮
、
す
な
わ
ち
三
条
天
皇
中
宮
で
あ
っ
た
姸
子
に
女
房
と
し
て
出
仕
し
た
こ
と
が

語
ら
れ
て
い
る
。
宮
仕
え
を
経
験
し
た
の
は
四
女
と
五
女
で
あ
る
よ
う
だ
。 

 

『
尊
卑
分
脈
』
の
記
述
は
こ
れ
ら
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
概
ね
一
致
し
て
い
る
が
、
系
図
に
書
か
れ
た
五

人
の
女
子
の
う
ち
、
五
番
目
の
女
子
に
は
「
隆
家
卿
室
」7

と
傍
記
が
あ
る
。
一
方
、「
こ
の
外
女
子
二
人
／

一
人
皇
后
宮
女
房
／
一
人
安
木
守
家
平
室
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
、『
大
鏡
』
が
「
五
の
君
」
と
す

る
人
物
は
、
こ
の
系
図
外
の
「
一
人
皇
后
宮
女
房
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
為
光
女
の
う
ち
、
隆
家
や
家
平
の

妻
に
な
っ
た
と
い
う
人
物
は
、『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』
と
も
に
見
え
な
い
。 

  

次
に
、
為
光
女
た
ち
を
古
記
録
の
類
で
追
う
と
、
父
為
光
を
失
っ
た
の
ち
の
姉
妹
の
動
向
が
僅
か
な
が
ら

分
か
る
。
そ
の
流
れ
を
〈
表
１
〉
に
ま
と
め
た
。
ま
ず
正
暦
三
年
（9

9
2

）
の
父
為
光
の
死
か
ら
三
年
後
、

『
日
本
紀
略
』
長
徳
元
年
（9

9
5

）
二
月
七
日8

の
記
事
に
は
「
今
夜
。
故
太
政
大
臣
家
焼
亡
」
と
あ
り
、
娘

た
ち
の
居
所
と
思
わ
れ
る
為
光
邸
が
火
災
に
遭
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
『
権
記
』
長
徳
四
年
（9

9
8

）

十
月
二
十
九
日9

の
条
に
、
一
条
殿
は
女
院
詮
子
の
手
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
娘
た
ち

の
動
向
は
二
十
年
ほ
ど
不
明
で
あ
る
が
、
長
和
四
年
（1

0
1

5

）、
四
女
と
五
女
が
道
長
家
の
「
家
子
」
す
な

 

7 

『
尊
卑
分
脈
』
隆
家
の
子
季
定
は
「
母
恒
徳
公
女
」
と
あ
る
。（
黒
板
勝
美
ほ
か
編
『
尊
卑
分
脈 

第
一

篇
』
新
訂
増
補
國
史
大
系
／
吉
川
弘
文
館
／
一
九
五
七
） 

8 

黒
板
勝
美
ほ
か
編
『
日
本
紀
略 

後
編
』
新
編
増
補
國
史
大
系
／
吉
川
弘
文
館
／
一
九
七
九 

9 

増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
『
権
記 

一
』
増
補
史
料
大
成
／
臨
川
書
店
／
一
九
六
五 
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わ
ち
「
道
長
家
に
属
す
る
妻
子
及
び
使
用
人
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
『
小
右
記
』
に
よ
っ
て
分
か
る
。
為

光
女
た
ち
が
道
長
家
に
出
仕
す
る
こ
と
は
『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
で
も
語
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
為

光
邸
焼
亡
以
降
の
空
白
の
せ
い
で
、
四
女
と
五
女
の
正
確
な
道
長
家
出
仕
の
開
始
時
期
は
不
明
で
あ
る
。 

 

 

  

そ
し
て
長
和
五
年
（1

0
1

6

）
正
月
二
十
一
日
、
春
宮
大
夫
斉
信
卿
の
妹
の
死
亡
記
事
が
『
小
右
記
』1

0
に

見
ら
れ
、
更
に
同
日
、『
御
堂
関
白
記
』1

1

で
は
、
物
忌
の
た
め
に
道
長
が
外
出
せ
ず
に
斎
食
に
努
め
た
と
い

う
旨
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。『
小
右
記
』
で
は
、
参
議
藤
原
公
信
と
同
腹
の
妹
が
懐
胎
中
に
亡
く
な
っ
た
と

い
う
旨
を
述
べ
て
お
り
、
公
信
の
母
は
伊
尹
女
で
あ
る
か
ら
『
大
鏡
』
に
よ
れ
ば
三
、
四
、
五
女
の
同
母
兄

弟
で
あ
る
。
五
女
は
こ
れ
以
降
も
「
五
君
」
と
い
う
名
前
が
見
え
る
の
で
、
こ
れ
は
三
女
か
四
女
の
死
亡
の

記
述
で
あ
ろ
う
か
。 

 

ち
な
み
に
、
道
長
の
寵
を
得
た
の
は
四
女
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
長
和
五
年
（1

0
1

6

）
六
月
十
五
日
、『
小

 

1
0 

「
春
宮
大
夫
斉
信
卿
妹
亡
、
懐
妊
未
産
云
々
、
参
議
公
信
同
腹
」 

1
1 

「
依
物
忌
無
他
行
、
斎
食
如
常
」 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
御
堂
関
白
記 

下
』
大
日
本
古
記
録

／
岩
波
書
店
／
一
九
五
四 

表 1 為光女関係年表 

（補：公卿補任、紀：日本紀略、権：権記、小：小右記） 

年 月日 できごと 典拠

992（正暦3） 6月16日 為光薨 補

995（長徳元） 2月7日 為光邸焼亡 紀

998（長徳4） 10月29日 詮子、為光邸を入手 権

1001（長保3） 2月10日 詮子、東三条院に遷御 権

1010（寛弘7） 1月29日 伊周死去（遺言？） 権

1015（長和4） 9月20日 為光女、道長家子として叙位 小

1016（長和5） 1月21日 為光女死去（公信同腹） 小

4月24日 道長、妊娠者により賀茂参詣せず 小

6月15日 道長、妊娠者により祇園参詣せず 小
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右
記
』
が
「
法
住
寺
太
相
府
女
懐
妊
、
世
号
五
君
」
と
、
同
じ
く
道
長
家
に
仕
え
て
い
た
五
女
の
懐
妊
を
伝

え
て
い
る
。
そ
の
様
は
十
六
箇
月
に
及
ぶ
異
常
な
妊
娠
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
道
長
の
子
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、

古
記
録
の
類
で
は
彼
女
が
ど
う
な
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
で
は
前
述
の
通
り
、
こ
の
後

も
女
房
と
し
て
名
前
だ
け
は
登
場
し
て
い
る
。 

 

『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
為
光
女 

  

で
は
、『
栄
花
物
語
』
で
は
、
為
光
女
た
ち―

―

特
に
四
女
と
五
女
は
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
巻
四
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
で
、
為
光
の
死
去
に
際
し
て
子
女
に
言
及
さ
れ
た
部
分
で
は
、
ま
ず
四
、

五
女
の
容
貌
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

女
君
た
ち
今
三
所
一
つ
御
腹
に
お
は
す
る
を
、
三
の
御
方
を
ば
寝
殿
の
御
方
と
聞
え
て
、
ま
た
な
う
か

し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ふ
。
四
、
五
の
御
方
々
も
お
は
す
れ
ど
、
故
女
御
と
寝
殿
の
御
方
と
を
の
み
ぞ
、

い
み
じ
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
。「
女
子
は
た
だ
容
貌
を
お
も
ふ
な
り
」
と
の
た
ま
は
せ

け
る
は
、
四
、
五
の
御
方
い
か
に
と
ぞ
推
し
は
か
ら
れ
け
る
。 

（
１
：
一
九
〇
頁
） 

 

三
女
に
比
べ
て
、
四
女
と
五
女
は
父
為
光
か
ら
の
愛
情
は
さ
ほ
ど
深
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由

を
、『
栄
花
物
語
』
は
遠
回
し
に
容
貌
の
せ
い
で
あ
ろ
う
と
推
察
し
て
い
る
。
そ
の
後
、『
栄
花
物
語
』
に
は
、

為
光
邸
で
あ
る
一
条
殿
を
相
続
し
た
の
は
、
と
り
わ
け
父
の
鍾
愛
を
受
け
て
い
た
三
女
で
、
そ
れ
故
に
彼
女

は
「
寝
殿
の
上
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
三
女
は
、
巻
四
で
、
藤
原
伊
周
が
通
っ
て
い

た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。 

 

か
か
る
ほ
ど
に
、
一
条
殿
を
ば
今
は
女
院
こ
そ
は
知
ら
せ
た
ま
へ
、
か
の
殿
の
女
君
た
ち
は
鷹
司
な
る

所
に
ぞ
住
み
た
ま
ふ
に
、
内
大
臣
殿
忍
び
つ
つ
お
は
し
通
ひ
け
り
。
寝
殿
の
上
と
は
三
の
君
を
ぞ
聞
え

け
る
、
御
か
た
ち
も
心
も
や
む
ご
と
な
う
お
は
す
と
て
、
父
大
臣
い
み
じ
う
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
り
た

ま
ひ
き
、
女
子
は
か
た
ち
を
こ
そ
と
い
ふ
こ
と
に
て
ぞ
、
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
、
そ
の
寝
殿

の
御
方
に
内
大
臣
殿
は
通
ひ
た
ま
ひ
け
る
に
な
ん
あ
り
け
る
。 

か
か
る
ほ
ど
に
、
花
山
院
こ
の
四
の
君
の
御
も
と
に
御
文
な
ど
奉
り
た
ま
ひ
、
気
色
だ
た
せ
た
ま
ひ
け

れ
ど
、
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
と
て
聞
き
入
れ
た
ま
は
ざ
り
け
れ
ば
、
た
び
た
び
御
み
づ
か
ら
お
は
し
ま
し
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つ
つ
、
今
め
か
し
う
も
て
な
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
こ
と
を
、
内
大
臣
殿
は
、
よ
も
四
の
君
に
は
あ
ら
じ
、

こ
の
三
の
君
の
こ
と
な
ら
ん
と
推
し
は
か
り
思
い
て
、…

 

（
１
：
二
二
八
～
二
二
九
頁
） 

 

三
女
は
詮
子
に
一
条
殿
を
譲
り
、
鷹
司
殿
と
い
う
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
。
そ
こ
へ
伊
周
は
通
っ
て
来
て
い

た
よ
う
な
の
だ
が
、
同
じ
こ
ろ
、
四
の
君
に
は
花
山
院
が
恋
文
を
送
り
、
誘
い
を
か
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
後
、『
栄
花
物
語
』
の
記
述
は
伊
周
が
起
こ
し
た
花
山
院
奉
射
事
件
に
続
く
。
史
実
で
は
ま
だ
一
条
殿

に
居
た
よ
う
で
あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
で
の
年
次
に
よ
る
と
、
三
女
は
こ
の
時
既
に
鷹
司
殿
に
移
っ
て
い

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
だ
結
婚
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
四
女
と
五
女
も
、『
栄
花
物
語
』

で
は
同
所
に
身
を
寄
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
て
男
た
ち
の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
た
四
女
は
、
古
記
録
で
は
長
和
四
年
（1

0
1

5

）
ま
で
動
向
が
不

明
で
あ
っ
た
が
、『
栄
花
物
語
』
で
は
も
う
少
し
早
い
段
階
で
消
息
が
語
ら
れ
る
。
伊
周
隆
家
兄
弟
の
左
遷

と
復
帰
の
騒
動
も
過
去
の
も
の
と
な
り
、
彰
子
の
入
内
、
定
子
の
死
去
を
経
て
、
い
よ
い
よ
道
長
の
天
下
が

目
前
に
迫
っ
た
頃
、
物
語
は
巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
至
っ
て
い
る
。
年
次
で
言
う
と
寛
弘
六
年
（1

0
0

9

）
の

時
点
に
、
道
長
夫
妻
か
ら
四
女
に
出
仕
の
お
呼
び
が
か
か
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。 

 

か
の
花
山
院
の
四
の
御
方
は
、
院
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
鷹
司
殿
に
渡
り
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、

殿
聞
し
め
し
て
、
か
れ
を
も
が
な
と
は
思
し
め
し
け
れ
ど
、
思
し
も
た
た
ぬ
ほ
ど
に
、
殿
の
上
ぞ
つ
ね

に
音
な
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ど
も
、
い
か
な
る
べ
い
こ
と
に
か
、
思
し
立
ち
が
た
か
り
け
り
。 

（
１
：
四
三
四
頁
） 

 

恋
人
だ
っ
た
花
山
院
が
亡
く
な
っ
て
頼
る
相
手
が
い
な
か
っ
た
の
か
、
四
女
は
姉
が
住
ん
で
い
る
鷹
司
殿

へ
移
っ
た
。
そ
の
噂
を
聞
き
、
道
長
は
「
か
れ
を
も
が
な
」
と
思
う
。
こ
れ
を
松
村
氏
は
「
情
人
に
し
た
い

も
の
だ
の
意1

2

」
と
見
る
が
、「
殿
の
上
」
す
な
わ
ち
倫
子
が
彼
女
の
獲
得
に
動
い
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ

る
の
で
、
こ
こ
は
女
房
と
し
て
の
出
仕
を
要
請
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、

新
編
全
集
は
頭
注
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

こ
の
一
節
は
〔
八
四
〕
で
同
じ
内
容
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
こ
で
、
四
の
御
方
が
道
長
に
寵
愛
さ
れ
た
こ

 

1
2 

注
２ 

五
二
五
頁 
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と
が
記
さ
れ
る
。
こ
こ
は
、
こ
の
時
点
に
置
か
れ
る
べ
き
必
然
性
は
乏
し
く
、
予
告
的
な
記
事
と
み
て

よ
い
だ
ろ
う
。『
栄
花
』
は
道
長
と
四
の
御
方
の
関
係
を
意
外
に
重
視
し
て
い
る
。 

（
１
：
四
三
四
頁
頭
注
） 

 

そ
の
〔
八
四
〕
に
当
た
る
の
が
、
次
の
部
分
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
既
に
寛
弘
七
年
に
年
が
替
わ
っ
た
こ
と
が

明
言
さ
れ
た
後
に
位
置
し
て
い
る
が
、
そ
の
す
ぐ
前
に
は
具
平
親
王
の
死
亡
記
事
（
寛
弘
六
年
）
が
書
か
れ
、

年
次
の
錯
綜
が
疑
わ
れ
る
部
分
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
新
編
全
集
は
「
年
季
不
明
の
記
事
や
時

間
が
限
定
さ
れ
な
い
状
況
記
事
を
巻
末
に
ま
と
め
る
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
」
と
分
析
し
て
い
る
。 

 

ま
こ
と
、
花
山
院
か
く
れ
さ
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
一
条
殿
の
四
の
君
は
、
鷹
司
殿
に
渡
り
た
ま
ひ
に

し
を
、
殿
の
上
の
御
消
息
た
び
た
び
あ
り
て
、
迎
へ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
姫
君
の
御
具
に
な
し
き

こ
え
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
殿
よ
ろ
づ
に
思
し
掟
て
き
こ
え
た
ま
う
し
ほ
ど
に
、
御
心
ざ
し
い
と
ま
め
や

か
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
家
司
な
ど
も
み
な
定
め
、
ま
こ
と
し
う
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
い

と
あ
べ
い
さ
ま
に
、
あ
る
べ
か
し
う
て
過
ぎ
さ
せ
た
ま
ふ
め
れ
ば
、
院
の
御
時
こ
そ
、
御
は
ら
か
ら
た

ち
も
知
り
き
こ
え
た
ま
は
ざ
り
し
か
、
こ
の
た
び
は
い
と
め
で
た
く
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
へ
り
け

り
。 

（
１
：
四
五
六
頁
） 

 

こ
の
二
度
目
の
言
及
で
は
、
四
女
は
既
に
道
長
家
に
出
仕
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
「
花
山

院
か
く
れ
さ
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
」
と
い
う
語
が
あ
っ
て
、
出
仕
に
踏
み
切
っ
た
理
由
を
花
山
院
の
死
に
求

め
て
い
る
。
待
遇
や
兄
弟
た
ち
の
評
を
述
べ
、『
栄
花
物
語
』
は
道
長
の
所
業
に
肯
定
的
な
言
葉
を
並
べ
て

い
る
。
こ
れ
以
降
、『
栄
花
物
語
』
に
四
女
は
登
場
し
な
い
。
一
方
、『
大
鏡
』
で
は
道
長
の
子
を
産
ん
だ
後

に
死
亡
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
彼
女
の
そ
の
後
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
っ
た
。『
大
鏡
』
の
記
述
は
淡
々
と

し
て
い
た
が
、
道
長
に
対
し
て
批
判
的
に
見
る
な
ら
ば
、
彼
女
は
道
長
夫
婦
に
よ
っ
て
使
用
人
の
身
分
に
堕

と
さ
れ
、
手
籠
め
に
さ
れ
て
孕
ま
さ
れ
た
挙
句
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
道
長
と
の
子
供
が
無
事
に
育

っ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
『
大
鏡
』
は
曖
昧
だ
が
、『
小
右
記
』
長
和
五
年
正
月
二
十
一
日
の
記
事
が
彼
女

に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
死
産
の
上
に
母
体
も
助
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

  

一
方
、
松
村
氏
が
「
宮
仕
え
す
る
太
政
大
臣
の
女
」
と
し
て
例
示
し
て
い
た
為
光
の
五
女
の
出
仕
は
、『
栄

花
物
語
』
で
は
、
三
条
天
皇
の
皇
女
禎
子
内
親
王
が
誕
生
し
た
折
に
描
か
れ
る
。
巻
は
十
一
「
つ
ぼ
み
花
」、
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年
次
は
長
和
二
年
（1

0
1

3

）
で
あ
る
。 

 

 

月
ご
ろ
さ
ま
ざ
ま
参
り
集
り
た
る
女
房
の
数
な
ど
多
か
る
べ
し
。
こ
た
み
は
法
住
寺
の
大
臣
の
五

の
君
、
や
が
て
五
の
御
方
と
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
。
故
関
白
殿
の
御
女
、
対
の
御
方
の
腹
の
君
、
こ
の

帝
の
麗
景
殿
の
尚
侍
の
御
は
ら
か
ら
な
る
べ
し
、
ま
た
正
光
の
大
蔵
卿
の
女
、
源
帥
の
御
中
の
君
腹
も

参
り
た
ま
へ
り
。
そ
れ
も
御
匣
殿
に
な
さ
せ
た
ま
へ
り
。 

（
２
：
三
四
頁
） 

 

「
こ
た
み
は
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
『
栄
花
物
語
』
は
五
女
の
女
房
出
仕
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
と
す
る
文
脈
が

伺
え
る
。『
小
右
記
』
で
「
家
子
」
に
な
っ
て
い
る
と
確
認
で
き
る
の
が
長
和
四
年
（1

0
1

5

）
の
こ
と
で
あ

っ
た
か
ら
、『
栄
花
物
語
』
で
は
、
五
女
は
そ
の
二
年
前
に
出
仕
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』

で
の
彼
女
は
こ
の
後
、
三
条
天
皇
の
中
宮
と
な
る
道
長
の
次
女
姸
子
と
、
そ
の
娘
で
あ
る
禎
子
内
親
王
の
周

辺
で
宮
仕
え
を
し
て
い
る
。
た
び
た
び
登
場
し
、
続
編
に
入
っ
て
か
ら
も
姿
は
見
え
る
が
、
た
く
さ
ん
い
る

女
房
の
中
の
一
人
と
し
て
名
前
を
挙
げ
ら
れ
る
程
度
に
留
ま
り
、
彼
女
が
大
き
く
ス
ト
ー
リ
ー
に
関
わ
る

よ
う
な
場
面
は
特
に
な
い
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
、
史
実
で
は
な
く
『
栄
花
物
語
』
中
に
限
っ
て
言
う
と
、
松
村
氏
が
「
宮
仕
え
を
す
る
太

政
大
臣
の
女
」
と
し
て
指
摘
し
て
い
た
為
光
五
女
は
、
伊
周
が
想
定
し
て
い
る
「
太
政
大
臣
の
女
」
で
は
な

い
こ
と
が
分
か
る
。
巻
十
一
の
時
点
で
の
姸
子
出
仕
が
彼
女
に
と
っ
て
初
め
て
の
宮
仕
え
で
あ
る
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
た
め
、『
栄
花
物
語
』
の
中
に
限
っ
て
言
え
ば
、
彼
女
は
ま
だ
読
者
の
念
頭
に
上
っ
て
い
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
太
政
大
臣
の
女 

  

こ
こ
ま
で
松
村
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
為
光
女
た
ち
の
出
仕
に
つ
い
て
諸
記
録
や
『
栄
花
物
語
』
で
の

記
述
を
確
認
し
て
き
た
が
、
為
光
女
の
他
に
仕
え
人
と
な
っ
た
「
太
政
大
臣
の
女
」
に
は
、
宮
の
宣
旨
（
兼
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家
女
？
）1

3

、
御
匣
殿
（
道
隆
女
）1

4

、
二
条
殿
の
御
方
（
道
兼
女
）1

5

な
ど
が
い
る
。
前
者
二
名
は
ほ
ぼ
名

前
だ
け
だ
が
、
道
兼
女
は
一
つ
の
物
語
の
よ
う
に
詳
細
に
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
『
栄
花
物
語
』

内
で
の
女
房
出
仕
は
寛
弘
七
年
よ
り
後
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

阿
部
秋
生
氏
は
こ
う
し
た
『
栄
花
物
語
』
の
女
房
事
情
に
つ
い
て
、
事
例
や
そ
の
前
後
に
あ
る
作
者
の
意

見
を
参
照
し
、
ま
と
め
て
い
る
。
以
下
そ
の
う
ち
の
関
係
深
い
と
思
わ
れ
る
一
部
を
抜
粋
す
る
。 

 

一 

道
長
時
代
以
前
に
も
全
く
な
か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
道
長
時
代
以
後
に
は
、
上
達
部
・
大
臣

の
子
女
の
出
仕
す
る
者
が
非
常
に
多
く
な
つ
た
。 

二 

（
中
略
） 

三 

（
中
略
） 

四 

（
中
略
） 

五 

か
う
し
た
現
象
が
起
る
の
は
、
い
は
ゆ
る
受
領
・
諸
大
夫
の
子
女
の
出
仕
希
望
者
が
減
少
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
増
加
の
一
途
を
辿
つ
て
ゐ
た
わ
け
で
、
出
仕
し
た
い
と
望
む
者
の
一
半
を

し
か
採
用
し
な
く
な
つ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
と
は
別
に
、
上
達
部
の
息
女
の
出
仕
を
、
半
ば

強
制
的
に
督
促
し
て
ゐ
る
。 

六 

関
白
・
大
臣
の
子
女
の
如
き
は
、
公
的
関
係
に
お
い
て
は
、
為
光
の
五
の
君
・
伊
周
女
周
子
の
場

合
に
明
ら
か
な
や
う
に
、
一
般
女
房
と
何
の
相
違
も
な
か
つ
た
。 

七 

⒁
の
「
二
条
殿
の
御
方
」
の
例
に
よ
る
と
、
道
長
の
北
の
方
倫
子
が
、
道
兼
の
姫
君
引
き
出
し
に

一
役
買
つ
て
ゐ
る
。
帥
源
中
納
言
の
姫
君
の
場
合
に
は
道
長
が
か
な
り
強
硬
な
発
言
を
し
て
ゐ

る
。
こ
の
姫
君
達
引
き
出
し
の
一
連
の
動
き
は
、
気
ま
ぐ
れ
な
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
中
心
人

物
に
は
、
道
長
・
倫
子
・
頼
通
を
考
へ
て
然
る
べ
き
で
あ
ら
う
。1

6 

 

1
3 

巻
三
「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」
に
「
殿
の
御
女
と
名
の
り
た
ま
ふ
人
あ
り
け
り
。
殿
の
御
心
地
に

も
、
さ
も
や
と
思
し
け
る
人
、
参
り
た
ま
ひ
て
、
宮
の
宣
旨
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
」（
１
：
一
四
〇
頁
）
と

あ
る
。 

1
4 

巻
十
一
「
つ
ぼ
み
花
」
で
、
禎
子
内
親
王
の
女
房
た
ち
の
中
に
「
故
関
白
殿
の
御
女
」（
２
：
三
四

頁
）
と
あ
っ
た
人
物
。
為
光
五
女
の
同
僚
。 

1
5 

巻
十
四
「
あ
さ
み
ど
り
」
で
、「
な
に
か
と
思
す
べ
き
に
あ
ら
ず
、
つ
れ
づ
れ
の
慰
め
に
語
ら
ひ
き
こ

え
さ
せ
ん
」（
２
：
一
四
二
頁
）
と
倫
子
か
ら
声
が
掛
か
る
。 

1
6 

阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
第
一
篇
第
二
章
「
作
者
の
環
境
」 

東
京
大
学
出
版
会
／
一
九
五

九 

四
五
二
～
四
五
三
頁 
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こ
れ
に
よ
る
と
、『
栄
花
物
語
』
は
、
上
達
部
の
子
女
を
女
房
に
招
聘
す
る
こ
と
を
道
長
家
の
施
策
だ
と
見

て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
道
長
「
家
」
の
施
策
と
し
た
の
は
、
姫
君
た
ち
を
召
致
し
た
人
物
は
道
長
一
人
で

は
な
く
、
倫
子
や
彰
子
な
ど
道
長
家
の
様
々
な
人
物
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
出
仕
要
請
を
『
栄
花
物
語
』
は
肯
定
的
に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
否
定
的
に
見
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
伊
周
次
女
の
出
仕
場
面
を
見
る
だ
け
で
も
、
大
臣
家
の
姫
君
が
出
仕
の
要
請
に
応
ず
る
な
ど
と
い

う
こ
と
を
、
本
人
や
家
族
が
喜
ん
で
い
た
と
は
と
て
も
言
い
難
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
為
光
四
女
の
出
仕

場
面
で
は
、
父
に
代
わ
っ
て
後
見
を
務
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
男
兄
弟
た
ち
の
好
意
的
な
反
応
を
描
い
た
り
、

「
御
方
」
と
呼
ば
れ
る
特
別
待
遇
を
強
調
し
た
り
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
な
配
慮
も
見
え
、

判
断
は
容
易
で
は
な
い
。
慎
重
な
考
察
が
必
要
と
な
ろ
う
。 

 

さ
て
、
こ
こ
ま
で
「
宮
仕
え
す
る
太
政
大
臣
の
女
」
の
例
を
探
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
『
栄
花
物
語
』
で
の
記

述
を
追
っ
て
き
た
が
、
伊
周
の
遺
言
の
時
点
で
「
宮
仕
え
」
を
連
想
で
き
る
人
物
は
、
強
い
て
い
う
な
ら
為

光
四
女
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
伊
周
の
遺
言
が
具
体
的
な
人
物
と
し
て

為
光
四
女
を
想
起
さ
せ
て
い
る
積
極
的
な
根
拠
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
親
王
や
太
政
大
臣

の
娘
な
ど
と
い
う
の
は
単
に
例
え
で
あ
っ
て
、
特
別
に
思
い
浮
か
べ
て
ほ
し
い
具
体
的
な
人
物
を
設
定
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
考
え
得
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

次
節
で
は
、
為
光
四
女
に
殊
更
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
仕
掛
け
が
あ
る
の
か
ど
う
か
に
加
え
て
、
当

初
の
問
題
で
あ
っ
た
「
具
体
的
な
人
物
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
」
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
伊
周
の
遺
言
の
効
果

に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

三
、『
栄
花
物
語
』
の
意
図 

 

為
光
四
女
に
注
目
さ
せ
る
構
成 

  

前
節
で
は
、『
栄
花
物
語
』
で
の
伊
周
の
遺
言
に
あ
る
「
太
政
大
臣
の
女
」
は
、
藤
原
為
光
の
四
女
が
想

定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
本
節
で
は
、『
栄
花
物
語
』
の
構
成
面
か
ら
こ
の
点
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
ま
た
、
残
っ
て
い
る
疑
問
点
と
し
て
、
四
女
の
出
仕
に
つ
い
て
少
し
離
れ
た
位
置
に
二
度
言
及

が
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
記
述
の
内
容
や
、
二
度
言
及
し
て
い
る
理
由
つ
い
て
も
改
め
て
考
察

し
て
い
く
。 

 

こ
の
為
光
四
女
に
つ
い
て
の
二
度
の
記
述
や
、
伊
周
の
遺
言
の
位
置
関
係
を
把
握
す
る
た
め
、
巻
八
の
巻
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末
周
辺
の
章
立
て
を
、
新
編
全
集
か
ら
引
用
し
た
〈
図
１
〉。
伊
周
を
は
じ
め
、
中
関
白
家
に
関
わ
る
人
々

の
記
事
は
ゴ
シ
ッ
ク
で
表
記
し
、
為
光
四
女
の
記
事
に
は
傍
線
を
付
し
た
。 

 

 

  

巻
八
「
は
つ
は
な
」
は
そ
の
名
の
通
り
、
道
長
の
後
宮
政
策
の
結
実
、
す
な
わ
ち
彰
子
所
生
の
皇
子
誕
生

が
話
題
の
中
心
と
な
る
。
後
半
は
そ
れ
に
加
え
て
妹
の
姸
子
の
東
宮
入
内
も
加
わ
る
。
そ
う
し
た
道
長
家
に

つ
い
て
書
か
れ
た
メ
イ
ン
ス
ト
ー
リ
ー
部
分
を
削
ぎ
落
し
て
い
く
と
、
伊
周
の
遺
言
場
面
と
薨
去
の
場
面

の
前
後
に
為
光
四
女
の
話
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
予
告
」
と
言
わ
れ
て
い
た
為
光
四
女
の

出
仕
譚
は
、
伊
周
の
遺
言
と
死
を
は
さ
ん
で
、
後
に
そ
の
結
果
が
語
ら
れ
て
お
り
、
伊
周
の
遺
言
に
あ
っ
た

「
太
政
大
臣
の
女
」
と
し
て
ま
さ
し
く
一
致
す
る
人
物
が
、
遺
言
の
前
後
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

伊
周
の
遺
言
は
当
然
そ
の
子
女
に
向
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
構
成
を
踏
ま
え
る
と
、
為
光
四
女
が

こ
の
遺
言
に
無
関
係
で
あ
る
と
は
到
底
思
え
な
い
。 

 

こ
こ
で
、
第
一
節
で
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
「
読
者
に
具
体
的
な
人
物
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
」
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。
為
光
本
人
は
も
ち
ろ
ん
太
政
大
臣
を
歴
任
し
た
貴
族
だ
が
、
そ
の
子
女
た
ち
は
と
い
う

と
、
女
子
は
前
述
の
通
り
花
山
天
皇
女
御
の
忯
子
が
早
逝
し
、
男
子
も
四
納
言
に
数
え
ら
れ
た
斉
信
以
外
は

振
る
わ
な
い
。
そ
の
斉
信
の
隆
盛
も
、
言
う
な
れ
ば
道
長
の
傘
下
に
入
っ
た
結
果
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

為
光
家
は
、
伊
周
家
と
全
く
同
じ
運
命
を
た
ど
っ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
伊
周
家
は
後
宮
政
策
の

中
心
だ
っ
た
定
子
と
そ
の
妹
で
あ
る
道
隆
四
女
（
御
匣
殿
）
を
続
け
て
亡
く
し
、
伊
周
の
死
後
、
二
人
の
娘

図 1 伊周の遺言場面前後の章立て 

   （新編全集による） 

為
光
四
女
の
伏
線
回
収
の
関
係 

〔66〕伊周の嘆き 

〔67〕寛弘六年年頭 

〔68〕彰子、再び懐妊 

〔69〕彰子、懐妊により、退出 

〔70〕為光女四の君と道長 

〔71〕頼通と具平親王女隆姫の結婚 

〔72〕姸子東宮参入の準備と、娍子の思い 

〔73〕伊周の周辺、敦成親王を呪詛 

〔74〕彰子、敦良親王を生む 

〔75〕伊周の病悩 

〔76〕姸子、東宮に参入 

〔77〕姸子と娍子の調度 

〔78〕東宮、遣使、娍子の有様 

〔79〕伊周の遺言 

〔80〕伊周家の人々 

〔81〕伊周薨去 

〔82〕済時女中の君と敦道親王 

〔83〕具平親王薨去 

〔84〕道長、為光女四の君を愛する 

〔85〕敦平親王の賀茂祭見物と、斎院の歌 

〔86〕敦明親王と顕光女延子の結婚 

〔87〕頼宗、伊周女大姫君と結婚 

〔88〕彰子、伊周女周子を召す 

伊
周
遺
言
の
伏
線
回
収
の
関
係 
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は
道
長
家
に
妻
と
女
房
と
い
う
形
で
吸
い
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
息
子
道
雅
も
ま
だ
幼
く
、
唯
一
希
望
が
残

さ
れ
て
い
る
の
は
弟
の
隆
家
だ
が
、
彼
は
道
長
に
取
り
入
る
こ
と
で
没
落
を
免
れ
た
の
で
あ
る
。
為
光
家
も

同
様
で
、
残
さ
れ
た
娘
た
ち
は
道
長
家
の
妾
や
女
房
と
な
っ
た
。
斉
信
も
隆
家
と
同
じ
選
択
を
し
た
の
で
あ

る
。 

 

伊
周
の
遺
言
の
前
後
で
は
、
そ
う
し
た
為
光
家
の
中
で
も
四
女
に
注
目
す
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
彼
女
が
早
く
に
伊
周
の
懸
念
す
る
「
使
用
人
に
身
を
落
と
す
こ
と
」
と
「
結
婚
で
失
敗
す
る
こ
と
」
の

両
方
を
経
験
し
て
し
ま
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
妹
の
五
女
も
ゆ
く
ゆ
く
は
同
じ
境
遇
に
な
る
が
、
伊
周
が

遺
言
す
る
時
期
に
持
ち
出
す
に
は
早
す
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
。
為
光
四
女
は
一
人
で
そ
の
両
方
の
境
遇
を
得

て
し
ま
っ
た
上
に
、
前
節
の
考
察
の
通
り
な
ら
ば
、
父
の
政
敵
で
あ
っ
た
道
長
の
子
を
孕
ん
だ
ま
ま
亡
く
な

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。『
栄
花
物
語
』
が
そ
の
死
を
描
か
な
い
の
は
、
道
長
の
名
誉
に
配
慮
し
て
の
こ
と

で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
死
亡
時
期
と
思
わ
れ
る
長
和
五
年
正
月
に
三
条
天
皇
が
譲
位
し
、
い
よ
い
よ

「
は
つ
は
な
」
た
る
後
一
条
天
皇
の
御
代
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
時
勢
に
泥
を
塗
ら
な
い
よ
う
配
慮
し

た
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
だ
っ
た
ろ
う
か
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
伊
周
の
遺
言
に
あ
る
「
太
政
大
臣
の
女
」
は
為
光
四
女
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
読
者
に
は
、
そ
の
す
ぐ
後
に
、
伊
周
が
心
配
し
て
い
た
自
身
の
娘
た
ち
が
為
光
四
女
と
同
じ
境

遇
に
身
を
落
と
し
た
と
い
う
結
末
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

「
ま
こ
と
」
で
始
ま
る
二
回
目 

  

さ
て
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、『
栄
花
物
語
』
は
何
故
わ
ざ
わ
ざ
二
回
「
為
光
四
女
の
宮
仕
え
」
に
つ

い
て
述
べ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
注
目
し
た
い
の
は
、
二
回
目
の
言
及
が
「
ま

こ
と
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
松
村
博
司
氏
は
二
度
目
の
語
り
始
め
の
「
ま

こ
と
」
を
「
忘
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
書
く
場
合
に
用
い
る1

7

」
と
述
べ
て
い
る
が
、『
栄
花
物
語
』

が
影
響
を
受
け
て
い
る
と
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
で
も
、
こ
れ
に
類
す
る
「
ま
こ
と
や
」
と
い
う
語
り
始
め

の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

小
林
美
和
子
氏1

8

は
、『
源
氏
物
語
』
で
の
「
ま
こ
と
や
」
の
用
法
に
つ
い
て
「
当
時
日
常
的
に
消
息
文
や

 

1
7 

注
２ 

五
七
三
頁 

1
8 

小
林
美
和
子
「
複
線
型
叙
述
の
物
語
構
造
に
於
る
効
果
」「
国
語
と
国
文
学
」
五
二‐

一
二
／
一
九
七

五 
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会
話
に
使
わ
れ
て
い
た
形
を
そ
の
ま
ま
模
写
し
て
、
物
語
や
日
記
の
世
界
へ
持
ち
込
ん
だ
文
型
と
、
理
解
さ

れ
る
」
と
分
析
し
、「
複
線
型
に
分
析
さ
れ
た
叙
述
部
分
の
流
れ
を
整
理
し
な
が
ら
、
主
流
・
傍
流
の
位
置

関
係
を
も
、
明
確
化
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、「
ま
こ
と
や
」
で
叙
述
さ
れ
た

部
分
は
、
一
旦
間
を
置
い
た
事
柄
を
再
び
取
り
上
げ
た
り
、
漏
れ
た
事
柄
を
拾
っ
た
り
、
後
日
談
だ
っ
た
り

と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
記
述
で
あ
り
、
想
起
さ
れ
る
人
物
は
物
語
の
傍
流
に
位
置
付
け
ら
れ
る
人
物
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

小
林
氏
の
論
は
『
源
氏
物
語
』
の
用
法
に
つ
い
て
の
も
の
だ
が
、『
栄
花
物
語
』
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

新
編
全
集
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
話
題
の
転
換
や
付
け
足
し
な
ど
の
語
り
始
め
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ま
こ
と
」

及
び
「
ま
こ
と
や
」
は
、
管
見
の
限
り
正
編
で
一
二
例
、
続
編
で
一
三
例
見
ら
れ
る
。
こ
の
割
合
の
差
か
ら
、

正
続
で
は
何
ら
か
の
事
情
で
文
体
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
た
め
、
今
回
は
正
編
の
み
に
注
目
す

る
。
正
編
の
一
二
例
で
「
ま
こ
と
」「
ま
こ
と
や
」
で
想
起
さ
れ
る
側
の
人
物
を
列
挙
す
る
と
、
祐
姫
（
藤

原
元
方
女
）、
藤
原
公
季
、
恭
子
斎
宮
、
選
子
大
斎
院
、
藤
原
有
国
、
為
光
四
女
、
藤
原
斉
信
、
藤
原
実
方
、

弁
の
乳
母
の
姪
、
藤
原
公
信
室
、
殿
の
宣
旨
の
女
、
藤
原
師
房
室
、
藤
原
長
家
で
あ
る
。
最
後
の
長
家
以
外

に
は
道
長
の
家
族
は
い
な
い
。
そ
の
長
家
も
道
長
の
息
子
で
は
あ
る
も
の
の
、
明
子
腹
で
あ
り
、
や
は
り
彼

ら
は
物
語
の
中
心
に
な
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
い
。『
源
氏
物
語
』
で
は
「
ま
こ
と
や
」
で
語
ら
れ
る
人
物

は
物
語
の
傍
流
に
位
置
す
る
と
い
う
小
林
氏
の
論
は
『
栄
花
物
語
』
に
も
適
用
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
う
ち

の
一
人
と
し
て
、「
ま
こ
と
」
で
語
り
出
さ
れ
る
為
光
四
女
も
「
傍
流
」
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。 

 

巻
八
は
道
長
・
伊
周
の
両
家
が
交
互
に
話
題
に
上
り
、
そ
の
明
暗
が
描
き
出
さ
れ
る
と
い
う
構
成1

9

に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
為
光
や
済
時
、
顕
光
と
い
っ
た
他
の
有
力
貴
族
の
娘
た
ち
も
時

折
話
題
に
上
る
。
特
に
姸
子
の
東
宮
居
貞
親
王
参
入
に
関
わ
る
場
面
で
は
、
十
年
以
上
連
れ
添
っ
て
多
く
の

子
を
成
し
て
い
る
済
時
女
娍
子
が
た
び
た
び
言
及
さ
れ
る
の
だ
が
、
巻
八
全
体
を
見
渡
し
た
と
き
、
や
は
り

伊
周
家
に
比
べ
る
と
注
目
度
は
低
い
。
し
か
し
、
巻
五
「
浦
々
の
別
」
で
伊
周
・
隆
家
兄
弟
の
左
遷
が
物
語

の
中
心
だ
っ
た
こ
ろ
に
比
べ
る
と
、
徐
々
に
そ
の
注
目
度
の
差
は
埋
ま
っ
て
き
て
い
る
。
確
実
に
中
関
白
家

へ
の
注
目
度
は
下
が
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
吉
海
直
人
氏2

0

は
前
掲
の
小
林
氏
の
研
究
を
受
け
て
「
ま
こ
と
や
」
と
六
条
御
息
所
に
注
目
し
、

 

1
9 

注
２ 

五
八
七
～
五
九
一
頁 

2
0 

吉
海
直
人
「
六
条
御
息
所
と
「「
ま
こ
と
や
」」 

中
古
文
学
研
究
会
編
『
源
氏
物
語
の
人
物
と
構
造
』

笠
間
書
院
／
一
九
八
二 
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「
夕
顔
」
の
巻
で
は
夕
顔
が
「
ま
こ
と
や
」
で
想
起
さ
れ
る
傍
流
の
女
性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
六
条
の

わ
た
り
」
が
主
流
の
女
性
と
し
て
想
定
で
き
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
吉
海
氏
は
、
そ
の
よ
う
に
「
夕

顔
」
の
巻
で
は
主
流
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
六
条
御
息
所
だ
が
、「
葵
」
の
巻
で
は
今
度
は
立
場
が
変
わ

り
、「
ま
こ
と
や
、
か
の
」
が
使
わ
れ
る
側
に
な
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
も
こ
の
本
流
傍
流
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
た
場
合
、「
本
流
」

に
相
当
す
る
の
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。『
栄
花
物
語
』
の
中
心
が
道
長
の
栄
華
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
巻

八
で
の
主
役
は
当
然
道
長
と
、
巻
名
の
「
は
つ
は
な
」
で
あ
る
皇
子
を
生
ん
だ
彰
子
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ

の
陰
に
は
や
は
り
明
暗
と
し
て
対
に
な
る
中
関
白
家
の
存
在
が
あ
り
、
伊
周
や
そ
の
眷
属
を
無
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
思
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
で
も
主
流
と
見
な
せ
る
人
物
は
一
人
で
は
な
か
っ
た
。「
夕
顔
」

の
巻
で
は
、
若
紫
は
ま
だ
物
語
に
登
場
し
て
お
ら
ず
、
藤
壺
に
も
特
段
言
及
が
な
か
っ
た
の
で
、
傍
流
の
夕

顔
と
主
流
の
「
六
条
の
わ
た
り
」
の
ほ
ぼ
一
対
一
だ
っ
た
が
、「
葵
」
の
巻
に
至
る
と
、
主
流
と
見
な
せ
る

人
物
は
、
後
世
に
巻
名
を
冠
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
葵
の
上
だ
け
で
は
な
い
。
若
紫
は
巻
末
に
な
ら
な
い
と
新

枕
を
交
わ
さ
な
い
の
で
「
女
君
」
と
は
呼
ば
れ
な
い
が
、
同
巻
の
端
々
で
溺
愛
さ
れ
て
い
る
様
が
描
か
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
巻
末
に
な
れ
ば
立
派
な
「
主
流
」
の
人
物
の
仲
間
入
り
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
彼
女
は

主
流
の
人
物
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
二
人
は
直
接
対
峙
す
る
こ
と
は
な
い
が
、「
紅
葉
賀
」
の
巻
で
は

源
氏
が
若
紫
を
迎
え
入
れ
た
と
の
噂
を
聞
い
て
葵
の
上
が
思
い
悩
む
様
が
描
か
れ
る
よ
う
に
、
当
初
か
ら

潜
在
的
に
光
源
氏
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
愛
情
を
争
う
関
係
に
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
本
来
、
本
流
の
人
物
た
ち
に
は
本
流
同
士
の
人
間
関
係
が
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
傍
流
な
ど

相
手
に
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
傍
流
な
の
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
で
も
、
傍
流
に
位
置
す
る
為
光
親
子

は
、
本
流
の
人
間
関
係
を
構
成
し
て
い
る
道
長
親
子
や
伊
周
親
子
と
比
べ
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
本
来
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
伊
周
が
亡
く
な
り
、
そ
の
娘
た
ち
も
伊
周
の
遺
言
の
通
り
に
身
を
落
と
す
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
大
姫
君
の
結
末
は
「
か
の
」
で
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
ま
こ
と
」
で
想
起

さ
れ
る
よ
う
な
傍
流
の
人
物
と
全
く
同
じ
立
場
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
意
識
さ
せ
る
の
が
為

光
四
女
の
二
度
目
の
言
及
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

二
度
目
の
言
及
が
も
た
ら
す
も
の 

  

こ
れ
ま
で
、
為
光
四
女
が
二
度
話
題
に
上
る
理
由
は
、
新
編
全
集
で
「
予
告
的
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に

一
種
の
伏
線
回
収
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
が
、
逆
に
「
こ
の
話
題
を
出
し
た
い
タ
イ
ミ
ン
グ
が
二
度
あ
っ

た
」
と
考
え
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
。 
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一
度
目
の
言
及
は
、
伊
周
が
遺
言
で
述
べ
る
懸
念
が
実
際
に
起
こ
り
得
る
こ
と
の
具
体
例
を
先
ん
じ
て

述
べ
た
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
伊
周
の
懸
念
は
誇
大
妄
想
で
は
な
く
実
際
に
起
こ
る
こ
と

な
の
だ
と
い
う
例
が
先
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
伊
周
の
遺
言
後
に
、
二
度
目
の
言
及
で
改

め
て
為
光
四
女
の
正
式
な
出
仕
が
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伊
周
の
読
み
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
示
さ
れ
る
。
更
に
、
為
光
四
女
の
出
仕
に
さ
ほ
ど
間
を
置
か
ず
に
伊
周
女
た
ち
の
顛
末
が
語
ら
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
た
だ
「
伊
周
女
が
没
落
し
た
」
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
な
く
、
傍
流
の
人
物
と
し
て
語
り
出
さ

れ
た
為
光
四
女
と
同
じ
境
遇
に
な
っ
た
こ
と
を
読
者
に
印
象
付
け
る
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

  

本
章
で
は
、
伊
周
の
遺
言
の
内
容
の
一
節
に
注
目
し
、
そ
の
前
後
文
脈
か
ら
、「
宮
仕
え
を
す
る
太
政
大

臣
の
女
」
の
具
体
的
な
人
物
像
と
し
て
為
光
四
女
を
読
者
に
想
定
さ
せ
る
構
造
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
物

語
の
「
傍
流
」
の
人
物
を
想
起
さ
せ
る
「
ま
こ
と
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
為
光
四
女
は
『
栄
花
物
語
』
の

文
脈
の
中
で
「
傍
流
」
に
位
置
す
る
人
物
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
後
に
続
く
伊
周

女
た
ち
の
顛
末
と
絡
み
合
い
、
伊
周
女
た
ち
は
遺
言
を
破
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
為
光
四
女
と
同
じ
境

遇
に
な
っ
た
、
つ
ま
り
物
語
の
中
心
か
ら
の
退
場
を
印
象
づ
け
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し

た
。
巻
八
「
は
つ
は
な
」
は
一
条
天
皇
が
譲
位
を
考
え
る
場
面
で
終
わ
り
、
次
の
巻
九
「
い
は
か
げ
」
は
天

皇
の
病
と
譲
位
で
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
二
巻
の
境
目
は
、
物
語
の
大
き
な
節
目
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
節

目
の
一
つ
と
し
て
、
伊
周
の
遺
言
は
、
彼
自
身
の
物
語
か
ら
の
退
場
だ
け
で
な
く
、
そ
の
子
供
た
ち
や
家
全

体
、
更
に
は
、
同
じ
境
遇
に
あ
る
そ
の
他
の
家
々
の
様
相
に
読
者
の
目
を
誘
導
し
て
い
る
。 

 

『
栄
花
物
語
』
で
の
伊
周
は
、
家
督
を
継
ぐ
契
機
と
な
っ
た
道
隆
の
死
の
前
後
で
は
、
政
策
の
迷
走
な
ど

未
熟
な
様
子
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
本
人
の
死
の
直
前
に
至
る
と
、
自
分
の
運
命
を
嘆
き
な

が
ら
も
、
残
し
て
い
く
家
族
の
今
後
を
的
確
に
予
想
し
て
訓
戒
を
残
す
姿
が
描
か
れ
る
。
当
然
な
が
ら
後
の

祭
り
で
あ
る
し
、
物
語
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
訓
戒
は
破
ら
れ
る
た
め
に
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い
。
し
か
し
、

そ
の
遺
言
は
、『
栄
花
物
語
』
が
伊
周
を
た
だ
の
「
愚
か
な
人
物
」
と
し
て
で
は
な
く
、
敗
者
と
し
て
の
悲

哀
を
込
め
て
描
こ
う
と
し
た
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
伊
周
の
遺
言
は
、
そ
の
死
後
、
中
関
白
家
の
子

供
た
ち
を
物
語
の
中
心
か
ら
退
場
さ
せ
、「
そ
の
他
大
勢
」
と
な
っ
た
事
実
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
遺
言
は
『
栄
花
物
語
』
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
物
語
を
劇
的
に
す
る
た
め
の
『
栄

花
物
語
』
に
よ
る
創
作
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
は
つ
は
な
」
を
手
に
し
た
道
長
の
栄
花
に
対
し
、
敗
者

た
ち
に
注
目
さ
せ
る
構
造
を
敢
え
て
作
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
で
、
事
実
は
小
説
よ
り
奇
な
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り
で
伊
周
が
実
際
に
言
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
方

法
で
伝
わ
り
、『
栄
花
物
語
』
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
か
。
残
る
疑
問
は
多
々
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
章
に
譲

る
こ
と
と
す
る
。 
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第
四
章 

巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
お
け
る
伊
周
の
遺
言 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

：
父
親
た
ち
の
遺
言 

  

は
じ
め
に 

  

『
栄
花
物
語
』
に
は
、
臨
場
感
に
溢
れ
た
、
実
際
に
見
て
き
た
よ
う
な
描
写
が
た
び
た
び
現
れ
る
。
死
を

目
前
に
し
て
、
藤
原
伊
周
が
遺
言
め
い
た
も
の
を
語
る
場
面
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
父
道
隆
の
死
後
、
長
徳

二
年
（9

9
6

）
に
大
宰
権
帥
に
堕
と
さ
れ
た
後
、
長
保
三
年
（1

0
0

1

）
に
は
本
位
の
正
三
位
に
復
位
し
て
い

る
が
、
病
が
重
く
な
り
、
寛
弘
七
年
（1

0
1

0

）
に
死
去
す
る
。
こ
の
死
去
の
直
前
場
面
で
、
伊
周
の
長
い
台

詞
の
体
裁
を
と
っ
て
書
か
れ
て
い
る
部
分
は
、
彼
の
遺
言
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
。
子
女
を
遺
し
て
逝
く
こ

と
へ
の
心
配
、
死
後
に
自
分
の
名
誉
が
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
へ
の
危
惧
、
昨
今
の
没
落
貴
族
の
事
情
な
ど
、

内
容
が
非
常
に
生
々
し
い
。 

 

こ
れ
は
「
物
語
」
と
し
て
は
ま
ま
起
こ
り
得
る
場
面
で
あ
ろ
う
。
前
章
で
は
、
伊
周
の
遺
言
と
そ
の
周
辺

の
構
成
に
注
目
し
、
父
を
亡
く
し
た
高
貴
な
姫
た
ち
が
物
語
か
ら
退
場
し
て
い
く
様
子
を
文
学
的
に
描
き

出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。 

 

一
方
、
視
点
を
変
え
て
、「
史
実
」
と
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
没
落
を
待
つ
ば
か
り
の
伊
周
一
家
に
、

こ
の
よ
う
な
哀
れ
な
父
の
遺
言
と
も
い
う
べ
き
訓
戒
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
れ
ば
、
確
か
に
そ
う
い
う
こ
と

も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
え
る
が
、
ご
く
近
し
い
家
族
に
限
っ
て
語
ら
れ
た
は
ず
の
遺
言
を
描
い
て
い
る
こ
の

場
面
は
、
ど
う
い
っ
た
制
作
過
程
を
経
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

倉
本
一
宏
氏
は
「
本
当
に
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
が
（
伊
周
の
遺
言
を
、
誰

が
ど
う
や
っ
て
聞
き
、
そ
れ
を
誰
が
ど
う
や
っ
て
原
史
料
に
作
り
、
そ
れ
を
誰
が
ど
う
や
っ
て
作
者
に
ま
で

伝
え
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
）1

」
と
一
笑
に
付
し
て
い
る
が
、
一
般
的
に
考
え
て
、「
歴
史
物
語
」
の
執
筆

に
際
し
、
作
者
が
何
ら
か
の
資
料
を
用
い
る
こ
と
は
当
然
想
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
に
お

い
て
も
同
巻
に
『
紫
式
部
日
記
』
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

 

1 

倉
本
一
宏
『
藤
原
伊
周
・
隆
家―

―

禍
福
は
糾
え
る
縄
の
如
し―

―

』
第
六
章
「
呪
詛
事
件
と
伊
周
の

死
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
／
二
〇
一
七 

一
七
五
頁 
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て
い
る
。
ま
た
、
当
該
場
面
の
、
い
わ
ゆ
る
地
の
文
の
特
徴
と
し
て
は
、
傍
線
部
「
今
日
や
今
日
や
と
見
え

さ
せ
た
ま
ふ
」（
１
：
四
四
八
頁
）
の
よ
う
な
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
な
写
実
性
や
、「
い
と
い
と

ほ
し
げ
な
り
」（
１
：
四
四
八
頁
）
の
よ
う
な
時
折
差
し
挟
ま
れ
る
主
観
性
が
入
り
交
じ
る
文
体
で
書
か
れ

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
伊
周
の
遺
言
も
同
様
に
、
遺
言
の
場
に
い
た
中
関
白
家
周
辺
の

女
房
の
よ
う
な
、
名
も
な
き
女
房
の
日
記
だ
と
か
証
言
だ
と
か
を
引
用
、
ま
た
は
一
部
参
考
に
し
て
作
ら
れ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
た
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
資
料
は
残
念
な
が
ら
現

存
し
て
い
な
い
。 

 

証
明
で
き
な
い
以
上
、
現
存
し
な
い
も
の
を
い
く
ら
考
え
た
と
こ
ろ
で
机
上
の
空
論
で
あ
る
と
い
う
意

見
は
至
極
も
っ
と
も
な
の
だ
が
、
も
う
少
し
こ
の
素
材
と
成
立
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
引
用
元

に
な
る
よ
う
な
資
料
が
な
か
っ
た
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
次
な
る
可
能
性
と
し
て
、『
栄
花
物
語
』
作
者

に
よ
る
大
胆
な
脚
色
に
よ
っ
て
こ
の
場
面
が
創
作
さ
れ
た
の
で
は
、
と
い
う
仮
定
が
浮
上
し
て
く
る
。
そ
の

場
合
、
次
に
考
え
る
べ
き
は
、
で
は
そ
の
脚
色
は
如
何
な
る
意
図
の
も
と
に
な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
今
井
源
衛
氏
の
次
の
指
摘
で
あ
る
。
今
井
氏
は
『
源
氏
物
語
』
と
晩
年
の

伊
周
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
そ
の
翌
年
正
月
の
末
に
伊
周
逝
去
の
報
が
そ
の
臨
終
の
あ
わ
れ
な
遺
言
と
と
も
に
世
間
に

伝
わ
っ
た
と
き
、
式
部
の
脳
裏
に
は
に
わ
か
に
新
し
い
創
作
へ
の
欲
求
が
は
げ
し
く
動
き
出
し
て
い

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

二
月
に
入
る
と
、
式
部
は
再
び
筆
を
執
り
一
心
に
か
き
始
め
た
。
巻
頭
の
重
要
人
物
八
宮
と
そ
の
二

人
の
娘
に
は
伊
周
晩
年
の
お
も
か
げ
が
宿
っ
た
。2 

 

式
部
の
耳
に
入
っ
た
で
あ
ろ
う
実
際
の
伊
周
の
最
期
と
『
源
氏
物
語
』
で
の
八
宮
親
子
の
描
か
れ
方
に
は
影

響
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
伊
周
の
表
現
と
の
関

係
性
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。『
栄
花
物
語
』
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る

箇
所3

が
多
数
あ
る
が
、
そ
の
『
源
氏
物
語
』
は
史
実
の
人
物
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ

 

2 

今
井
源
衛
『
紫
式
部
』
第
九
章
「『
源
氏
物
語
』
の
展
開
と
『
紫
式
部
日
記
』」
人
物
叢
書
（
新
装
版
）

／
吉
川
弘
文
館
／
一
九
八
五 

二
〇
五
～
二
〇
六
頁 

3 

巻
五
「
浦
々
の
別
」
で
伊
周
が
亡
父
道
隆
の
墓
前
に
参
る
場
面
が
あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
以
外
に
は
そ

う
し
た
記
録
は
な
く
、
須
磨
流
離
前
の
光
源
氏
が
故
桐
壺
院
の
墓
前
に
参
る
こ
と
参
考
に
し
た
と
見
ら
れ

る
。（
参
考
：
山
中
裕
『
歴
史
物
語
成
立
序
説
』
東
京
大
学
出
版
会
／
一
九
六
二
） 
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の
複
雑
な
関
係
性
が
『
栄
花
物
語
』
で
の
伊
周
の
遺
言
を
考
え
る
上
で
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

え
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
伊
周
の
遺
言
場
面
に
お
け
る
他
資
料
利
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
確
認
し
た
上
で
、

今
井
氏
の
述
べ
る
宇
治
の
八
宮
と
伊
周
と
の
関
係
性
が
見
出
せ
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
。
そ
の
上
で
、

『
栄
花
物
語
』
に
よ
る
潤
色
の
可
能
性
と
、
如
何
な
る
意
図
で
も
っ
て
そ
の
潤
色
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
考

察
す
る
。 

 

一
、
他
資
料
利
用
の
先
行
研
究 

  

先
に
述
べ
た
通
り
、『
栄
花
物
語
』
に
は
『
紫
式
部
日
記
』
を
利
用
し
た
部
分
が
あ
る
。
ま
ず
は
そ
う
し

た
他
資
料
利
用
が
他
に
も
想
定
し
得
る
か
ど
う
か
、
伊
周
の
遺
言
場
面
も
こ
れ
と
同
様
に
女
房
日
記
な
ど

の
他
資
料
を
利
用
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
が
、
現
存
資
料
が
な
い
限

り
仮
定
の
域
を
脱
し
得
ず
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
状
確
認

で
き
る
『
紫
式
部
日
記
』
利
用
部
分
に
見
ら
れ
る
特
徴
や
、
今
回
取
り
上
げ
る
遺
言
の
場
面
に
そ
の
特
徴
は

如
何
ほ
ど
見
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
参
考
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。 

 

内
容
に
つ
い
て 

  

巻
八
「
は
つ
は
な
」
で
、
一
条
天
皇
の
皇
子
敦
成
親
王
が
誕
生
し
た
折
の
一
節
は
、『
紫
式
部
日
記
』
を

用
い
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
『
栄
花
物
語
』『
紫
式
部
日
記
』

両
者
に
明
確
に
共
通
し
て
い
る
本
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
そ
れ
を
足
掛
か
り
に
、
日
記
を
利
用
し
た
部
分
の
文
体
や
内
容
に
つ
い
て
、
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ

て
い
る
。
ま
ず
は
こ
の
『
紫
式
部
日
記
』
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
未
発
見
の
他
資
料
か
ら
の
引
用
、
利

用
が
想
定
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
松
村
博
司
氏
の
研
究
を
参
照
す
る
。 

 

 

式
部
日
記
以
外
に
お
い
て
も
こ
の
物
語
は
女
房
日
記
の
如
き
を
取
り
入
れ
て
い
る
所
は
多
い
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
場
合
そ
う
し
た
日
記
の
利
用
法
は
大
体
式
部
日
記
の
場
合
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
式
部
日
記
の
場
合
は
幸
い
に
し
て
日
記
が
現
存
す
る
か
ら
、
物
語
と
日
記
の
両
者

を
比
較
対
照
し
て
区
別
を
明
瞭
に
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
典
拠
と
な
っ
た
女
房
日
記
の
現
存
し
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
、
漠
然
と
こ
れ
を
推
定
す
る
他
は
な
い
。
そ
し
て
女
房
日
記
的
な
部
分
は
す
べ
て
既
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成
の
文
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
作
者
自
身
も
そ
の
種
の
文
を
書
き
得
た
の
で
あ
り
、
作
者
の
文
と
既

存
の
成
文
と
が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
、（
た
と
え
ば
後
述
の
皇
太
后
姸
子
に
関
す
る
部
分
の
如

き
）
か
な
り
問
題
は
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
何
れ
に
せ
よ
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
の
範
囲

を
定
め
る
こ
と
に
は
相
当
の
困
難
が
あ
る
。4 

 

松
村
氏
も
他
の
日
記
的
な
素
材
の
存
在
を
想
定
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
資
料
と
『
栄
花
物
語
』
作
者
に
よ
る
文

章
が
混
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
が
、
や
は
り
現
存
の
『
栄
花
物
語
』
本
文
か
ら
で
は
そ
の
実

情
を
判
ず
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
松
村
氏
に
よ
る
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
で
は
、
巻
八
の
『
紫
式
部
日
記
』
を
利
用
し
て
い
る
部
分

の
特
徴
に
つ
い
て
、『
栄
花
物
語
』
作
者
は
積
極
的
に
『
紫
式
部
日
記
』
を
用
い
て
執
筆
し
よ
う
と
し
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

本
巻
の
約
三
分
の
一
の
量
を
占
め
る
誕
生
記
と
い
う
の
は
、
全
体
と
の
均
衡
を
失
し
て
い
る
と
も
見

ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
こ
と
は
た
ま
た
ま
『
紫
式
部
日
記
』
が
存
在
し
た
か
ら
と
も

い
い
う
る
が
、
道
長
の
栄
華
を
伝
え
よ
う
と
す
る
作
者
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、『
紫
式
部
日
記
』
が
あ

っ
た
か
ら
そ
れ
を
た
だ
利
用
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
積
極
的
に
こ
れ
を
用
い
て
委
細
を
書
き

残
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
す
る
こ
と
が
ま
た
、
村
上
天
皇
以
降
三
条
天
皇
に
い
た
る
ま

で
ど
の
天
皇
の
場
合
に
も
見
ら
れ
な
い
詳
細
な
帝
王
の
誕
生
記
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
道
長
の
栄
華

の
頌
と
し
て
の
目
的
を
十
二
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。5 

  

こ
れ
に
従
う
と
、『
紫
式
部
日
記
』
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
敦
成
親
王
の
誕
生
記
が
長
大
な
巻
八
の
三
分

の
一
と
い
う
長
さ
に
至
る
ま
で
の
詳
細
さ
で
も
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
更
に
穿
っ
た
見
方
を
す
れ

ば
、
仮
に
『
紫
式
部
日
記
』
が
存
在
し
な
か
っ
た
、
ま
た
は
『
栄
花
物
語
』
作
者
が
日
記
を
手
に
入
れ
ら
れ

な
か
っ
た
場
合
、
敦
成
親
王
の
誕
生
記
は
も
っ
と
簡
略
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問

が
わ
い
て
く
る
。
こ
の
疑
問
の
消
化
に
有
用
な
の
が
、
白
井
た
つ
子
氏
の
論
考
で
あ
る
。
白
井
氏
は
『
栄
花

物
語
』
の
敦
成
誕
生
時
の
描
写
が
詳
細
で
あ
る
一
方
、
年
子
で
生
ま
れ
た
敦
良
親
王
の
誕
生
場
面
が
簡
略
で

 

4 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
の
研
究
』
第
二
篇
第
四
章
「
正
篇
の
典
拠
」
刀
江
書
院
／
一
九
五
六 

二
八
四

～
二
八
五
頁 

5 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
全
注
釈 

二
』
角
川
書
店
／
一
九
七
一 

五
八
九
～
五
九
〇
頁 
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あ
る
点
に
注
目
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
敦
良
親
王
誕
生
の
記
事
の
叙
述
の
し
か
た
を
具
に
み
る
と
、（
中
略
）
等
々

と
い
っ
た
、
先
の
敦
成
親
王
誕
生
の
際
の
記
述
を
意
識
に
お
い
て
の
言
辞
が
目
立
つ
。
つ
ま
り
、
前
の

記
述
に
よ
り
か
か
っ
て
の
、
省
筆
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
重
複
を
避
け
る
た
め
の
構

成
上
、
措
辞
上
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、『
栄
花
物
語
』
の
作
者
が
、
敦
良

親
王
誕
生
に
関
す
る
良
い
資
料
を
手
に
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
を
も
反
映
し
て
い
る
こ
と
で

は
な
か
ろ
う
か
。6 

  

白
井
氏
は
、『
栄
花
物
語
』
作
者
は
後
に
日
記
と
し
て
纏
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
「
紫
式
部
に
よ
る
手
記
」

を
断
片
的
に
得
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
敦
成
親
王
の
誕
生
記
に
比
べ
、
詳
細
な

敦
良
親
王
の
誕
生
記
が
含
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
、
同
程
度
の
重
要
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
詳

細
さ
の
点
で
『
栄
花
物
語
』
で
の
記
述
に
差
が
生
じ
て
い
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

両
氏
の
論
に
よ
れ
ば
、『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
詳
細
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
相
応
の
参
考
資
料

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
詳
細
に
書
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
、
参
考
資
料
の
存
在

の
有
無
に
よ
っ
て
自
ず
と
記
事
に
す
る
内
容
が
定
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

で
は
同
様
に
、
伊
周
の
台
詞
や
家
族
の
反
応
を
詳
細
に
伝
え
る
当
該
場
面
は
、
執
筆
に
際
し
て
有
用
な
資

料
に
恵
ま
れ
た
部
分
だ
と
推
定
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
中
関
白
家
の
内
部
事
情
を
詳
細
に
描
い
た
エ
ピ
ソ

ー
ド
は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
巻
五
「
浦
々
の
別
」
で
は
、
九
州
配
流
の
宣
旨
が
下
さ
れ
た
伊
周
が
亡
父
道

隆
の
墓
に
参
る
様
子
や
、
伊
周
不
在
の
二
条
第
を
荒
々
し
く
捜
索
す
る
検
非
違
使
の
様
子
、
そ
の
後
の
配
流

か
ら
召
還
に
至
る
ま
で
、
こ
の
一
連
の
伊
周
・
隆
家
配
流
事
件
が
事
細
か
に
描
写
さ
れ
、
巻
五
は
中
関
白
家

が
話
題
の
中
心
だ
と
さ
え
思
え
る
。「
詳
細
さ
」「
資
料
が
な
け
れ
ば
書
け
な
い
」「
中
関
白
家
に
関
す
る
記

述
が
多
く
あ
る
」
と
い
う
点
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
『
紫
式
部
日
記
』
利
用
部
分
と
同
様
に
、「
中
関

白
家
に
仕
え
て
い
た
女
房
の
誰
か
」
に
よ
る
よ
う
な
、
ま
と
ま
っ
た
他
資
料
の
記
述
を
利
用
し
て
い
る
可
能

性
を
考
え
た
く
な
る
。 

 

し
か
し
、『
栄
花
物
語
』
は
も
う
一
つ
の
「
参
考
資
料
」、
す
な
わ
ち
『
源
氏
物
語
』
か
ら
多
大
な
影
響
を

受
け
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
下
向
前
に
父
の
墓
に
詣
で
、

 

6 

白
井
た
つ
子
「『
紫
式
部
日
記
』
と
『
栄
花
物
語
』「
は
つ
は
な
」
と
の
比
較
の
問
題
」 

日
本
文
学
研

究
資
料
叢
書
『
歴
史
物
語
１
』
有
精
堂
出
版
／
一
九
七
一 

＊
初
出
「
文
芸
研
究
」
五
三
／
一
九
六
六 
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自
ら
の
悲
嘆
と
潔
白
を
訴
え
る
伊
周
は
須
磨
下
向
前
の
光
源
氏
に
重
な
る7

。
ま
た
、
伊
周
と
隆
家
が
召
還

さ
れ
た
理
由
を
『
栄
花
物
語
』
が
「
今
宮
の
御
事
の
い
と
い
た
は
し
け
れ
ば
、
い
と
や
む
ご
と
な
く
思
さ
る

る
」（
１
：
二
八
五
頁
）
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
源
氏
の
帰
京
が
東
宮
の
後
見
の
た
め
と
さ
れ
た
こ
と
を
模

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
伊
周
の
姿
を
「
か
の
光
源
氏
も
か
く
や
あ
り
け
む
と
見
た
て
ま
つ
る
」

（
１
：
二
四
八
頁
）
と
例
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、『
源
氏
物
語
』
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
連
の
描
写
は
、
女
房
日
記
な
ど
、
長
徳
二
年
当
時
に
そ
の
様
子
を
見
て
い
た
人
物

に
よ
る
資
料
か
ら
の
引
用
と
は
考
え
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
仮
に
そ
ん
な
人
物
と
作
品
が
存
在
し
た
と
し

て
も
、
伊
周
の
配
流
を
直
に
見
た
で
あ
ろ
う
そ
の
時
に
は
、
ま
だ
当
の
『
源
氏
物
語
』
が
こ
の
世
に
生
ま
れ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
源
氏
オ
マ
ー
ジ
ュ
」
が
仮
に
『
栄
花
物
語
』
作
者
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
散

佚
し
た
他
資
料
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、『
栄
花
物
語
』
が
『
源
氏
物
語
』
成
立
後
に
書
か
れ
た
何

ら
か
の
資
料
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、『
栄
花
物
語
』
内
に
見
ら
れ
る
「
源
氏
オ
マ
ー
ジ

ュ
」
は
一
つ
や
二
つ
で
は
な
い
。
年
次
の
離
れ
た
巻
々
に
散
ら
ば
り8

、
オ
マ
ー
ジ
ュ
の
対
象
と
な
る
人
物

や
事
象
も
様
々
で
あ
る
か
ら
、
も
し
「
源
氏
オ
マ
ー
ジ
ュ
」
が
施
さ
れ
た
日
記
な
ど
を
引
用
し
て
い
る
と
し

て
も
、
複
数
の
異
な
る
資
料
が
『
源
氏
物
語
』
を
意
識
す
る
書
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
現
実
的
と
は
言
い
難
く
、
史
実
を
脚
色
し
た
他
資
料
か
ら
の
引
用
で
は
な
く
『
栄
花
物
語
』
に
よ
っ

て
主
導
さ
れ
た
演
出
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
記
述
が
具
体
的
か
つ
詳
細
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
安
易
に
他
資
料
の

存
在
を
想
定
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。 

 

文
体
に
つ
い
て 

  

次
に
、
他
資
料
利
用
部
分
の
文
体
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
や
、
本
文
か
ら
伺
え
る

語
り
手
の
造
型
な
ど
に
つ
い
て
、
こ
ち
ら
も
先
行
研
究
を
参
照
し
て
お
く
。 

 

ま
ず
、
白
井
た
つ
子
氏
は
前
掲
の
論
考
に
て
、『
紫
式
部
日
記
』
受
容
部
分
の
記
述
の
特
徴
に
つ
い
て
も

見
解
を
述
べ
て
い
る
。 

 

7 

注
３
参
照
。 

8 

山
中
裕
『
歴
史
物
語
成
立
序
説
』
第
二
章
第
五
節
「
栄
花
物
語
に
お
け
る
源
氏
物
語
の
影
響
」
東
京
大

学
出
版
会
／
一
九
六
二 

＊
初
出
「
国
語
と
国
文
学
」
三
〇‐

七
／
一
九
五
三 
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『
栄
花
物
語
』
の
作
者
は
、
大
方
に
お
い
て
、
日
記
の
中
か
ら
、
私
的
な
感
慨
の
表
白
が
行
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
を
、
切
り
捨
て
よ
う
と
し
た
に
は
相
違
な
い
が
、
外
的
事
象
と
、
自
己
の
内
面
の
問
題
と

を
、
し
か
と
絡
み
合
わ
せ
て
叙
述
し
て
い
る
『
紫
式
部
日
記
』
が
、
優
れ
た
主
体
性
を
持
っ
て
叙
述
さ

れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
、
こ
れ
を
利
用
す
る
側
の
困
難
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』

の
作
者
が
、
日
記
の
中
に
纏
綿
す
る
紫
式
部
の
私
的
感
懐
を
抜
き
去
り
、
客
観
的
事
象
に
つ
い
て
の
記

述
だ
け
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
試
み
て
、
失
敗
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
な
が
ち
、
力
量
不
足
の

せ
い
ば
か
り
で
は
な
か
ろ
う
。9 

  

白
井
氏
に
よ
る
と
、『
紫
式
部
日
記
』
受
容
部
分
で
は
、
紫
式
部
の
私
的
な
感
情
表
現
は
除
い
て
記
述
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る―

―

そ
れ
に
失
敗
す
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
が―

―

と
い
う
。
当
該
場
面
が
仮
に
日
記
類

か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
白
井
氏
の
述
べ
る
通
り
、
そ
も
そ
も
『
栄
花
物
語
』
作
者
が
他
資
料
を

得
た
段
階
で
断
片
的
で
あ
る
な
ど
、
様
々
な
理
由
に
よ
り
、
引
用
部
分
と
作
者
に
よ
る
創
作
と
が
混
在
し
て

い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
原
資
料
の
記
述
を
加
工
し
て
取
り
込
む
こ
と
を
、
山
下
太
郎
氏
は

「
語
り
換
え
」
と
呼
び
、
更
な
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

 

お
そ
ら
く
語
り
換
え
の
適
用
は
、『
日
記
』
と
『
初
花
』
と
の
間
に
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
在
は

確
認
の
で
き
な
い
、
多
彩
な
『
栄
花
物
語
』
の
原
資
料
も
周
到
な
語
り
換
え
の
の
ち
に
、『
栄
花
物
語
』

の
叙
述
展
開
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。1

0 

  

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
『
栄
花
物
語
』
の
原
資
料
と
も
い
う
べ
き
類
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
特
別
な
人
称

や
個
人
的
な
感
慨
な
ど
、
そ
の
作
者
の
存
在
が
伺
え
る
部
分
は
『
栄
花
物
語
』
に
吸
収
さ
れ
る
際
に
削
除
さ

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
や
は
り
文
体
の
面
か
ら
も
、
他
資
料
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
確
証
を
得
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

『
紫
式
部
日
記
』
の
利
用
部
分
に
関
し
て
は
右
の
通
り
だ
が
、
そ
も
そ
も
『
栄
花
物
語
』
全
体
を
通
し
て

の
語
り
手
像
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。
加
藤
静
子
氏
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

9 

注
６
に
同
じ
。 

1
0 

山
下
太
郎
「『
栄
花
物
語
・
初
花
』
の
〈
語
り
手
女
房
〉：
語
り
換
え
の
方
法
」 

高
橋
亨
、
辻
和
良
編

『
栄
花
物
語 

歴
史
か
ら
の
奪
還
』
森
話
社
／
二
〇
一
八 
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『
栄
花
物
語
』
と
い
う
作
品
が
、
道
長
・
倫
子
に
対
し
て
過
剰
と
言
っ
て
よ
い
呼
称
を
用
い
て
い
る
の

は
、『
赤
染
衛
門
集
』『
伊
勢
大
輔
集
』『
弁
乳
母
集
』
の
よ
う
な
、
宮
仕
え
女
房
が
主
人
に
待
遇
す
る

の
と
同
じ
発
想
で
あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
身
分
の
差
異
を
示
す
目
的
か
ら
で
は
な
く
、
道

長
・
倫
子
を
主
人
格
と
す
る
と
こ
ろ
に
作
者
が
属
し
て
い
る
か
ら
、
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
る
ま
い
。

1
1 

  

加
藤
氏
は
用
い
ら
れ
て
い
る
呼
称
を
詳
細
に
分
析
し
、『
栄
花
物
語
』
の
作
者
が
道
長
や
倫
子
を
主
人
と

し
て
特
別
視
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
作
者
が
」
と
し
て
い
る
が
、
道
長
や
倫
子
へ
の
呼
称
を
用

い
て
い
る
の
は
「
語
り
手
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
も
含
む
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
語
り
手
像
に
も
通
じ
て
く
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
作
品
全
体
を
通
し
て
こ
の
語
り
手
像
を
当
て
は
め
て
良
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
る
ま

い
。
例
え
ば
こ
の
伊
周
の
遺
言
場
面
の
よ
う
に
「
他
家
（
こ
こ
で
は
伊
周
家
）」
の
内
部
事
情
を
間
近
に
見

て
い
る
場
面
な
ど
で
は
、「
主
家
（
道
長
家
）」
の
色
を
出
し
過
ぎ
て
い
る
と
、
知
り
得
な
い
こ
と
を
知
っ
て

い
る
体
に
な
っ
て
不
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

同
じ
く
『
栄
花
物
語
』
の
「
言
語
主
体
」
に
注
目
し
た
も
の
に
、
渡
瀬
茂
氏
の
論
が
あ
る
。
渡
瀬
氏
は
日

記
的
な
文
体
の
分
析
を
踏
ま
え
、『
栄
花
物
語
』
全
体
の
文
体
的
特
徴
を
論
じ
て
い
る
。 

 

 

と
こ
ろ
が
、
栄
花
物
語
の
場
合
に
は
日
記
の
よ
う
な
言
語
主
体
の
具
体
的
な
形
象
は
与
え
ら
れ
な

い
。
叙
述
の
基
調
の
客
観
的
な
表
現
に
は
言
語
主
体
を
読
み
取
る
契
機
は
欠
け
て
い
る
が
、
そ
こ
に
挟

み
込
ま
れ
る
主
観
的
・
主
体
的
な
表
現
は
背
後
に
言
語
主
体
を
読
み
取
ら
せ
る
契
機
と
な
る
。
し
か
も

こ
の
作
品
は
言
語
主
体
が
明
確
な
人
物
像
と
な
る
こ
と
を
避
け
る
。
こ
の
点
が
こ
の
作
品
の
文
体
の

日
記
と
決
定
的
に
異
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
の
主
観
的
・
主
体
的
な
表
現
を

使
い
な
が
ら
、
日
記
の
よ
う
に
具
体
的
な
言
語
主
体
の
像
を
与
え
な
い
た
め
、
個
々
の
表
現
は
そ
の
帰

属
す
る
焦
点
を
欠
く
。
そ
の
た
め
に
こ
の
作
品
の
文
体
は
動
的
な
緊
張
を
欠
い
て
平
板
な
も
の
と
な

り
、「
主
情
的
」
な
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
こ
の
よ
う
な
文
体
は
、
こ
の
作
品
が
歴
史
叙
述
と
し
て
の
客
観
性
の
装
い
を
保
ち
な
が
ら
、

 

1
1 

加
藤
静
子
「『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
を
め
ぐ
る
呼
称
」『
王
朝
歴
史
物
語
の
生
成
と
方
法
』

風
間
書
房
／
二
〇
〇
三 

＊
初
出 

「
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
」
五
〇
／
一
九
九
九 
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し
か
も
そ
の
真
実
性
を
保
証
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
必
然
の
も
の
で
あ
っ
た
。1

2 

  

渡
瀬
氏
に
よ
る
と
、『
栄
花
物
語
』
で
は
歴
史
叙
述
の
真
実
性
を
保
証
す
る
た
め
に
主
観
的
な
表
現
が
多

用
さ
れ
る
一
方
、
言
語
主
体
、
つ
ま
り
「
語
り
手
」
の
具
体
的
人
物
像
は
つ
く
ら
な
い1

3

の
だ
と
い
う
。
加

藤
氏
の
説
と
合
わ
せ
る
と
、「
道
長
家
に
仕
え
て
い
る
多
数
の
女
房
の
う
ち
の
誰
か
」
と
い
う
程
度
の
抽
象

的
な
語
り
手
像
と
な
ろ
う
か
。
渡
瀬
氏
は
、
こ
う
し
た
主
観
的
表
現
を
物
語
作
品
に
持
ち
込
ん
だ
の
は
『
落

窪
物
語
』
で
あ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
が
そ
れ
を
更
に
徹
底
さ
せ
た
の
だ
と
続
け
て
い
る
。 

 

ま
た
、
渡
瀬
氏
は
同
論
で
、
そ
こ
で
は
推
量
や
疑
問
に
加
え
、
主
観
的
な
発
話
態
度
が
伺
え
る
「
め
り
」

「
べ
し
」「
け
り
」
と
い
っ
た
助
動
詞
を
効
果
的
に
用
い
て
い
る
と
述
べ
る
。 

 

さ
ら
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
作
品
で
は
た
と
え
ば
推
量
表
現
も
多
く
使
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
、
疑
問
表
現
や
い
わ
ゆ
る
「
草
子
地
」
な
ど
、
背
後
に
言
語
主
体
を
読
み
取
ら
せ
る
表
現
は
少
な

く
な
い
。
し
か
も
濫
用
に
陥
ら
ず
、
効
果
的
に
使
う
と
こ
ろ
に
こ
の
作
品
の
芸
術
性
の
高
さ
の
一
つ
の

所
以
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
客
観
に
徹
し
た
表
現
と
主
観
性
の
表
現
と
の
矛
盾
を
文
章
表
現

の
緊
張
感
へ
と
高
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
助
動
詞
「
め
り
」「
べ
し
」

や
「
け
り
」
等
々
は
動
詞
の
終
止
形
と
対
置
さ
れ
て
叙
述
に
様
々
な
彩
り
を
与
え
、
個
々
の
表
現
は
叙

述
全
体
の
な
か
で
機
能
し
て
い
る
。 

 

一
方
、
こ
う
し
た
「
め
り
」
や
「
べ
し
」
と
い
っ
た
推
量
の
表
現
に
つ
い
て
、
三
谷
邦
明
氏
は
巻
一
「
月
の

宴
」
の
巻
末
で
「
永
平
親
王
の
発
話
に
宰
相
済
時
が
〈
ひ
ど
く
困
っ
た
な
あ
〉
と
思
っ
た
様
子
」
を
例
に
挙

げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

他
者
に
た
い
し
て
推
量
す
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
見
聞
し
た
語
り
手
が
実
在
す
る
よ
う
に
読

者
に
語
り
、
宰
相
の
心
中
思
惟
を
事
実
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
め
り
」「
べ
し
」

な
ど
の
推
量
表
現
を
物
語
中
に
散
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
枠
組
み
の
虚
構
性
を
極
力
避
け
て
、
歴
史
的
事

 

1
2 

渡
瀬
茂
『
栄
花
物
語
新
攷
：
思
想
・
時
間
・
機
構
』
第
五
章
第
一
節
「
日
記
文
学
の
文
体
と
栄
花
物

語
」
和
泉
書
院
／
二
〇
一
六 

＊
初
出 

歴
史
物
語
講
座
『
栄
花
物
語
』
風
間
書
房
／
一
九
九
七 

1
3 

渡
瀬
氏
は
、
語
り
手
に
具
体
的
な
人
物
像
を
作
っ
た
例
が
『
大
鏡
』
で
あ
る
と
の
見
解
を
同
論
稿
で
述

べ
て
い
る
。 
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実
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
多
視
点
的
な
姿
勢
を
取

っ
て
読
者
を
説
得
し
よ
う
と
し
て
も
、
枠
組
み
が
三
人
称
過
去
で
あ
り
な
が
ら
推
量
表
現
を
伴
わ
な

い
言
説
で
あ
る
限
り
、
平
安
朝
に
お
い
て
は
物
語
虚
構
と
し
て
認
識
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。1

4 

 

語
り
手
が
推
量
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
効
果
と
は
、
そ
の
内
容
が
「
虚
構
で
は
な
く
事
実
な
の
だ
」

と
い
う
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
三
人
称
過
去
、
つ
ま
り
「
他
人
の
過
去
」

を
語
る
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
は
、
自
分
の
直
接
体
験
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
推
量
を
使
わ
な
い
場

合
、「
虚
構
の
も
の
で
あ
る
」
と
読
者
に
受
け
取
ら
れ
る1

5

と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
「
虚
構
性
」
に
つ
い
て
桜
井
宏
徳
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

確
か
に
い
い
う
る
の
は
、
い
わ
ば
歴
史
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
と
も
評
す
べ
き
、
そ
の
よ
う
な
「
語
り
」

の
方
法
に
よ
っ
て
、
仮
名
文
の
新
た
な
担
当
領
域
を
切
り
拓
い
て
い
っ
た
こ
と
こ
そ
が
、
文
学
史
上
・

文
章
史
上
に
お
け
る
『
栄
花
物
語
』
の
最
大
の
功
績
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。1

6 

 

前
掲
の
三
谷
氏
は
、
虚
構
性
の
要
素
を
含
ん
だ
仮
名
文
に
よ
っ
て
歴
史
を
記
し
た
こ
と
を
『
栄
花
物
語
』
の

「
敗
北
」
と
し
て
い
た
が
、
桜
井
氏
は
逆
に
、
そ
れ
ま
で
は
漢
文
の
独
壇
場
で
あ
っ
た
歴
史
叙
述
が
仮
名
文

で
も
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
点
に
『
栄
花
物
語
』
の
功
績
を
見
出
し
て
い
る
。 

 

こ
こ
ま
で
、
他
資
料
利
用
箇
所
を
含
め
た
『
栄
花
物
語
』
の
文
体
の
特
徴
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
ま
と

め
た
。
次
節
で
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
伊
周
の
遺
言
場
面
の
内
容
と
そ
の
文
体
を
改
め

て
確
認
し
、
諸
本
異
同
を
含
め
て
考
察
す
る
。 

 

 

1
4 

三
谷
邦
明
「
歴
史
物
語
の
方
法―

虚
構
と
事
実
あ
る
い
は
栄
華
物
語
と
大
鏡
を
め
ぐ
っ
て―

」「
平
安

朝
文
学
研
究
」
復
刊
一
二
／
二
〇
〇
三 

1
5 

三
谷
氏
は
、
こ
の
こ
と
を
克
服
し
た
『
大
鏡
』
は
「
栄
華
物
語
が
敗
北
し
た
、
歴
史
的
事
実
性
を
、
そ
れ

に
よ
っ
て
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
『
大
鏡
』
は
「
語
り
を
犠
牲
と
し
て
捧
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。 

1
6 

桜
井
宏
徳
「
歴
史
を
仮
名
文
で
「
書
く
」
と
い
う
こ
と―

『
栄
花
物
語
』
論
の
た
め
の
序
章―

」 

『
古

代
中
世
文
学
論
考
』
二
七
／
二
〇
一
二 
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二
、
伊
周
の
遺
言 

  

前
節
で
は
伊
周
の
遺
言
場
面
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
他
資
料
利
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
先
行
研
究
を

参
照
し
た
。
本
節
で
は
前
掲
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
伊
周
の
遺
言
場
面―

―

寛
弘
七
年
の
年
変
わ
り
か
ら

始
ま
る
中
関
白
家
の
様
子
を
描
写
し
た
部
分
の
内
容
及
び
文
体
的
特
徴
に
つ
い
て
、
諸
本
異
同
を
加
味
し

つ
つ
考
察
す
る
。 

 

伊
周
の
心
配
と
訓
戒 

  

ま
ず
伊
周
の
遺
言
場
面
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
本
節
に
て
比
較
す
る
八
宮
と
の
遺
言
と
共
通
す
る
要
素

を
、
用
例
中
に
傍
線
で
示
し
た
。
文
章
中
に
登
場
す
る
順
に
Ａ
～
Ｆ
の
要
素
を
挙
げ
、
伊
周
は
小
文
字
、
八

宮
は
大
文
字
で
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ａ
～
Ｆ
ま
で
の
各
要
素
に
相
当
す
る
が
片
方
の
例
に
複
数
の
要
素
が

含
ま
れ
る
と
こ
ろ
を
「
ｘ
」、
順
序
通
り
の
配
置
で
は
な
い
と
こ
ろ
を
「
Ｙ
」
で
補
っ
た
。 

 

太
宰
府
へ
の
左
遷
か
ら
帰
京
、
復
職
し
て
十
年
余
り
、
三
十
七
歳
で
失
意
の
う
ち
に
伊
周
は
没
し
た
。『
栄

花
物
語
』
の
寛
弘
七
年
、
年
変
わ
り
の
表
現
に
続
い
て
、
伊
周
の
訓
戒
は
始
ま
る
。 

 

「
己
な
く
な
り
な
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
ど
も
を
か
し
た
ま
は
ん
ず
ら
ん
。
世
の
中
に
は
べ
り
つ
る

か
ぎ
り
は
、
と
あ
り
と
も
か
か
り
と
も
、
女
御
、
后
と
見
た
て
ま
つ
ら
ぬ
や
う
は
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ず

と
思
ひ
と
り
て
、（
ａ
）

か
し
づ
き
た
て
ま
つ
り
つ
る
に
、
命
耐
へ
ず
な
り
ぬ
れ
ば
、
い
か
が
し
た
ま
は

ん
と
す
る
。
今
の
世
の
こ
と
と
て
、
い
み
じ
き
帝
の
御
女
や
、
太
政
大
臣
の
女
と
い
へ
ど
、
み
な
宮
仕

に
出
で
立
ち
ぬ
め
り
。
こ
の
君
達
を
い
か
に
ほ
し
と
思
ふ
人
多
か
ら
ん
と
す
ら
ん
な
。（
ｂ
１
）

そ
れ
は
た

だ
異
事
な
ら
ず
、
己
が
た
め
の
末
の
世
の
恥
な
ら
ん
と
思
ひ
て
。
男
に
ま
れ
、
何
の
宮
、
か
の
御
方
よ

り
と
て
、
こ
と
も
よ
う
語
ら
ひ
よ
せ
て
は
、（
ｂ
２
）

故
殿
の
何
と
あ
り
し
か
ば
か
か
る
ぞ
か
し
と
、
心
を

遣
ひ
し
か
ば
な
ど
こ
そ
は
、
世
に
も
言
ひ
思
は
め
。 

（
１
：
四
四
八
～
四
四
九
頁
） 

 

 

二
人
の
姫
君
を
前
に
、（
ａ
）「
こ
れ
ま
で
大
事
に
育
て
て
き
た
の
に
、
自
分
が
死
ん
だ
ら
ど
う
す
る
つ
も

り
か
」、
今
の
世
は
貴
人
の
娘1

7

た
ち
も
み
ん
な
〈
宮
仕
〉
に
出
る
ら
し
い
の
に
と
娘
た
ち
の
将
来
や
結
婚
に

 

1
7 

「
太
政
大
臣
」
に
は
「
大
殿
お
と
ゝ
」
と
い
う
異
同
（
明
暦
二
年
版
本
、
富
岡
甲
乙
本
）
が
あ
る
が
、
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つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。
次
に
娘
た
ち
に
不
本
意
な
結
婚
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、（
ｂ
）「
世
間
に
は
自
分
の

采
配
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
語
り
、
娘
た
ち
の
将
来
を
心
配
し
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
、
自
分
の
不
名
誉
を
懸
念
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
だ
「
訓
戒
」
と
い
う
よ
り
も
「
危
惧
」
で
あ
る
。

伊
周
は
次
に
、「
後
悔
」
や
「
嘆
き
」
を
語
り
始
め
る
。 

 

（
ｘ
）

母
と
て
お
は
す
る
人
、
は
た
こ
の
君
達
の
有
様
を
は
か
ば
か
し
う
後
見
も
て
な
し
た
ま
ふ
べ
き
に

あ
ら
ず
。
な
ど
て
世
に
あ
り
つ
る
を
り
、
神
仏
に
も
、『
己
が
あ
る
を
り
、
先
に
た
て
た
ま
へ
』
と
、

祈
り
請
は
ざ
り
つ
ら
ん
と
思
ふ
が
悔
し
き
こ
と
。
さ
り
と
て
尼
に
な
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
す
れ
ば
、
人

聞
き
も
の
狂
ほ
し
き
も
の
か
ら
、
あ
や
し
の
法
師
の
具
ど
も
に
な
り
た
ま
は
ん
ず
か
し
。
あ
は
れ
に
悲

し
き
わ
ざ
か
な
。
ま
ろ
が
死
な
ん
後
、
人
笑
は
れ
に
人
の
思
ふ
ば
か
り
の
ふ
る
ま
ひ
有
様
掟
て
た
ま
は

ば
、
か
な
ら
ず
恨
み
き
こ
え
ん
と
す
。（
ｃ
）

ゆ
め
ゆ
め
ま
ろ
が
な
か
ら
ん
世
の
面
伏
、
ま
ろ
を
人
に
言

ひ
笑
は
せ
た
ま
ふ
な
よ
」
な
ど
、
泣
く
泣
く
申
し
た
ま
へ
ば
、
大
姫
君
、
小
姫
君
、
涙
を
流
し
た
ま
ふ

も
お
ろ
か
な
り
、
た
だ
あ
き
れ
て
お
は
す
。
北
の
方
も
答
へ
た
ま
は
ん
方
も
な
く
、
た
だ
よ
よ
と
泣
き

た
ま
ふ
。 

（
１
：
四
四
九
頁
） 

 

（
ｘ
）「
母
（
伊
周
の
妻
）
は
子
供
の
世
話
で
は
頼
り
に
な
ら
な
い
」
と
妻
の
無
力
を
嘆
く
。
富
岡
本
系
統

で
は
「
母
御
と
て
お
は
す
る
は
、
は
た
こ
の
君
達
の
御
有
様
な
り
（
也
）。
は
か
ば
か
し
く
も
て
な
し
た
ま

ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。」
と
な
っ
て
お
り
、
若
干
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。「
也
」
と
「
を
」
と
の
誤
写
関
係
で
あ

ろ
う
が
、「
君
達
の
御
有
様
な
り
」
と
読
め
ば
、
親
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
わ
け
で
は
な
く
、
姉
妹
の
よ

う
な
様
子
で
あ
る
と
も
解
せ
る
だ
ろ
う
か
。
何
に
せ
よ
北
の
方
が
娘
た
ち
の
後
見
と
し
て
頼
り
な
い
と
い

う
点
は
一
致
し
て
い
る
。
更
に
、
何
故
神
仏
に
自
分
の
存
命
中
に
娘
た
ち
を
自
分
よ
り
先
に
死
な
せ
て
ほ
し

い
と
願
わ
な
か
っ
た
の
か
と
悲
観
し
、（
ｃ
）「
自
分
の
死
後
、
嘲
笑
の
的
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
、〈
面

伏
〉
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
な
」
と
重
ね
て
自
分
の
不
名
誉
の
心
配
を
し
、
娘
た
ち
に
釘
を
差
す
の
で

あ
る
。
そ
う
し
た
娘
た
ち
へ
の
訓
戒
に
続
き
、
次
は
息
子
道
雅
へ
と
訓
戒
の
対
象
が
移
る
。 

 

松
君
の
少
将
な
ど
を
、「
と
り
わ
き
い
み
じ
き
も
の
に
言
ひ
思
ひ
し
か
ど
、
位
も
か
ば
か
り
な
る
を
見

置
き
て
死
ぬ
る
こ
と
。
わ
れ
に
後
れ
て
い
か
が
せ
む
と
す
る
。
魂
あ
れ
ば
さ
り
と
も
と
は
思
へ
ど
も
、

 

大
意
に
は
影
響
な
い
。 
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い
か
に
せ
ん
と
す
ら
ん
な
。
い
で
や
、
世
に
あ
り
わ
づ
ら
ひ
、
官
位
人
よ
り
は
短
し
、
人
と
等
し
く
な

ら
ん
な
ど
思
ひ
て
、
世
に
し
た
が
ひ
、
も
の
お
ぼ
え
ぬ
追
従
を
な
し
、
名
簿
う
ち
し
な
ど
せ
ば
、
世
に

片
時
あ
り
廻
ら
せ
じ
と
す
。（
ｄ
）

そ
の
定
な
ら
ば
、
た
だ
出
家
し
て
山
林
に
入
り
ぬ
べ
き
ぞ
」
な
ど
、

泣
く
泣
く
言
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
を
、
い
み
じ
う
悲
し
と
思
ひ
ま
ど
ひ
た
ま
ふ
。
げ
に
こ
と
わ
り
に
悲
し

と
も
お
ろ
か
な
り
。 

（
１
：
四
四
九
～
四
五
〇
頁
） 

 

道
雅
に
は
、
（
ｄ
）「
人
並
み
に
な
ろ
う
と
し
て
世
間
に
追
従
を
す
る
く
ら
い
な
ら
、
出
家
し
て
隠
遁
せ
よ
」

と
い
う
。
こ
こ
で
よ
う
や
く
「
○
○
し
ろ
」
と
い
う
具
体
的
な
指
示
が
出
さ
れ
る
。
続
い
て
伊
周
は
弟
隆
家

に
懇
ろ
に
語
り
掛
け
る
。 

 

 

中
納
言
殿
あ
は
れ
に
聞
き
ま
ど
ひ
た
ま
ひ
て
、「
何
か
か
く
は
思
し
つ
づ
く
る
。
げ
に
み
な
さ
る
事

ど
も
に
は
は
べ
れ
ど
、
な
ど
て
か
い
と
こ
と
の
ほ
か
に
は
誰
も
お
は
せ
ん
」
な
ど
、
い
み
じ
う
泣
き
た

ま
へ
ば
、「
君
を
こ
そ
は
年
ご
ろ
子
の
や
う
に
思
ひ
き
こ
え
は
べ
り
つ
れ
ど
、
か
く
わ
れ
も
人
も
は
か

ば
か
し
か
ら
で
や
み
ぬ
る
こ
と
の
、
あ
は
れ
に
口
惜
し
き
こ
と
。（
ｅ
）

道
雅
を
な
ほ
よ
く
言
ひ
教
へ
た

ま
へ
」
な
ど
、
よ
ろ
づ
に
言
ひ
つ
づ
け
泣
き
た
ま
ふ
。 

（
１
：
四
五
〇
～
四
五
一
頁
） 

 

三
十
二
歳
の
隆
家
は
、
兄
の
懸
念
を
払
お
う
と
言
葉
を
尽
く
す
が
、
伊
周
は
（
ｅ
）「
道
雅
を
よ
く
よ
く
教

え
導
い
て
く
れ
」
と
言
い
置
く
。
こ
の
遺
言
が
済
む
と
、
娘
た
ち
、
妻
、
息
子
、
そ
し
て
伊
周
本
人
の
様
子

が
描
写
さ
れ
、
い
よ
い
よ
正
月
二
十
九
日
に
没
し
た
と
い
う
展
開
と
な
る
。 

 

伊
周
家
の
結
末 

  

前
述
の
よ
う
な
遺
言
の
後
、『
栄
花
物
語
』
は
同
巻
末
で
、
早
々
に
彼
の
家
族
が
危
惧
の
通
り
に
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
を
描
く
。
娘
た
ち
の
う
ち
、
姉
の
大
姫
君
は
道
長
の
明
子
腹
の
息
子
、
頼
宗
の
通
い
人
と
な
る
。

伊
周
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
語
ら
ひ
よ
せ
」
に
あ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
伊
周
の
死
去
以
降
、
巻
八
で
は

年
が
改
ま
っ
た
記
述
が
な
く
、
こ
の
後
に
続
く
敦
康
親
王
元
服
か
ら
も
、
物
語
は
ま
だ
寛
弘
七
年
の
時
点
に

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
早
く
も
大
姫
君
に
頼
宗
が
通
っ
て
い
る
と
い
う
噂
が
立
つ
。 
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か
の
帥
殿
の
大
姫
君
に
は
た
だ
今
の
大
殿
の
高
松
殿
腹
の
三
位
中
将
通
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
と
ぞ
い
ふ

と
、
世
に
聞
え
た
り
。（
ｆ
１
）

あ
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
殿
の
思
し
掟
て
し
に
は
違
ひ
た
り
。
中
将
い

み
じ
う
色
め
か
し
う
て
、
よ
ろ
づ
の
人
だ
に
過
ぐ
し
た
ま
は
ず
な
ど
し
て
、
御
方
々
の
女
房
に
も
の
の

た
ま
ひ
、
子
を
さ
へ
生
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
に
、
こ
の
御
あ
た
り
に
お
は
し
初
め
て
後
は
、
こ
よ
な
き
御

心
用
ゐ
な
れ
ど
、
な
ほ
を
り
を
り
も
の
の
紛
れ
ぞ
、
い
と
心
づ
き
な
う
お
は
し
け
る
。
あ
は
れ
に
心
ざ

し
の
あ
る
ま
ま
に
よ
ろ
づ
に
あ
つ
か
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
仕
ま
つ
る
人
も
う
ち
泣
き
、
女
君
も
恥
づ

か
し
き
ま
で
思
し
け
り
。
母
北
の
方
、
も
と
よ
り
中
の
君
を
ぞ
い
み
じ
く
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
け
れ

ば
、
よ
ろ
づ
に
こ
の
御
た
め
に
は
お
ろ
か
な
る
さ
ま
に
見
え
た
ま
ひ
け
る
。
中
の
君
を
ば
中
宮
よ
り
ぞ

た
び
た
び
御
消
息
聞
え
た
ま
へ
ど
、（
ｆ
２
）

昔
の
御
遺
言
の
片
端
よ
り
破
れ
ん
い
み
じ
さ
に
、
た
だ
今
思

し
も
か
け
ざ
め
れ
ど
、
目
や
す
き
ほ
ど
の
御
ふ
る
ま
ひ
な
ら
ば
さ
や
う
に
や
と
、
心
苦
し
う
ぞ
見
え
た

ま
ひ
け
る
。
あ
は
れ
な
る
世
の
中
は
、
寝
る
が
中
の
夢
に
劣
ら
ぬ
さ
ま
な
り
。 

（
１
：
四
五
九
～
四
六
〇
頁
） 

 

 

妾
腹
と
は
い
え
道
長
の
息
子
で
あ
る
か
ら
、（
ｆ
１
）「
悪
い
結
婚
で
は
な
い
に
せ
よ
、
伊
周
の
意
向
に
は

背
い
て
」
い
る
。
頼
宗
の
好
色
さ
と
大
姫
君
へ
の
愛
情
深
さ
が
混
在
し
、
こ
の
結
婚
に
つ
い
て
や
や
不
安
が

残
る
書
き
ぶ
り
で
、
伊
周
が
懸
念
し
て
い
た
母
北
の
方
の
動
き
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
。
更
に
、
中
の
君

に
つ
い
て
の
記
述
も
続
く
。
中
宮
彰
子
か
ら
女
房
と
し
て
の
出
仕
を
促
す
手
紙
が
た
び
た
び
あ
っ
た
が
、

（
ｆ
２
）「
遺
言
を
破
っ
て
し
ま
う
」
こ
と
に
心
を
痛
め
、
こ
の
時
は
ま
だ
思
い
も
か
け
な
い
こ
と
と
考
え

て
い
る
。
出
仕
後
の
彼
女
に
つ
い
て
は
、『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
二
年
十
月
二
十
二
日1

8

の
項
に
「
正
五
位
下

藤
原
周
子
、
大
宮
、
故
帥
殿
（
藤
原
伊
周
）
二
姫
」
と
叙
位
の
記
述
が
あ
り
、
彼
女
の
名
前
が
「
周
子
」
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
大
姫
君
の
結
婚
は
「
父
の
遺
言
を
破
っ
た
結
婚
」
と
し
て
語
ら
れ
、
入
内
を
見
据
え
て
娘
た

ち
を
養
育
し
て
き
た
父
伊
周
の
悲
哀
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
妹
の
中
の
君
は
、
倫
子
の
要
請
を
受
け
て
、
彰

子
付
き
の
女
房
に
な
る
。
彼
女
は
「
宮
仕
に
出
で
立
」
っ
た
わ
け
で
、
姉
妹
二
人
し
て
伊
周
の
遺
言
を
違
え

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

語
り
手
の
造
型
と
主
観
的
表
現 

 

 

1
8 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
御
堂
関
白
記 

下
』
大
日
本
古
記
録
／
岩
波
書
店
／
一
九
五
四 
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こ
う
し
た
臨
場
感
に
溢
れ
た
遺
言
は
如
何
に
し
て
書
か
れ
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て

ま
ず
検
討
し
た
い
の
が
、
こ
の
場
面
が
本
当
に
『
栄
花
物
語
』
の
意
図
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の

か
、
つ
ま
り
『
紫
式
部
日
記
』
を
利
用
し
て
敦
成
親
王
の
誕
生
記
が
書
か
れ
た
よ
う
に
、
誰
か
が
記
録
に
残

し
て
い
た
も
の
を
『
栄
花
物
語
』
が
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の

『
紫
式
部
日
記
』
に
当
た
る
も
の
が
現
存
し
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
以
外
の
情
報
か
ら
類
推
す
る
し
か
方
法

は
な
い
。 

 

そ
こ
で
、
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
先
に
挙
げ
た
先
行
研
究
で
注
目
さ
れ
て
い
た
文
体
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
渡
瀬
氏
が
述
べ
て
い
た
『
栄
花
物
語
』
全
体
を
見
た
時
の
特
徴
で
あ
る
「
抽
象
的
な
語
り
手
像
」
が
、

こ
の
伊
周
遺
言
場
面
の
「
語
り
」
に
も
合
致
す
る
の
か
否
か
、
考
え
て
み
た
い
。 

 

ま
ず
、
人
称
に
つ
い
て
で
あ
る
。
伊
周
は
「
帥
殿
」「
こ
の
殿
」、
隆
家
は
「
中
納
言
殿
」、
隆
円
は
「
僧

都
の
君
」、
道
雅
は
「
松
君
の
少
将
」「
少
将
」
と
な
っ
て
お
り
、
役
職
を
用
い
た
敬
称
で
あ
る
の
で
、
こ
れ

も
ど
こ
か
の
家
へ
の
帰
属
を
示
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
富
岡
甲
本
は
息
子
道
雅
に
言
及
す
る

時
に
「
み
ち
ま
さ
」
と
名
前
を
出
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
世
に
傍
書
が
混
入
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
加
え
て
、『
紫
式
部
日
記
』
利
用
部
分
で
は
、
女
房
た
ち
に
つ
い
て
も
「
紫
」「
宮
内
侍
」「
大
納
言

の
君
」
の
よ
う
な
具
体
的
な
人
物
名
が
見
ら
れ
た
が
、
伊
周
の
遺
言
場
面
の
女
房
た
ち
に
は
そ
う
し
た
も
の

は
見
ら
れ
な
い
。
人
称
に
つ
い
て
概
観
す
れ
ば
、
伊
周
の
遺
言
場
面
で
も
「
抽
象
的
な
語
り
手
像
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。 

 

次
に
、
語
り
手
の
行
動
に
つ
い
て
で
あ
る
。
伊
周
の
遺
言
か
ら
そ
の
薨
去
の
場
面
、
新
編
全
集
の
章
立
て

で
は
〔
七
九
〕
か
ら
〔
八
一
〕
に
あ
た
る
部
分
の
草
子
地
は
、
場
面
そ
の
も
の
が
伊
周
家
の
内
部
の
話
な
の

で
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
、
人
々
の
様
子
を
見
て
い
る
人
間
が
語
っ
て
い
る
体
に
な
る
。
語
り
手
は
そ
の
場

を
描
写
し
て
い
る
の
み
で
特
に
行
動
を
起
こ
し
た
り
は
し
な
い
。 

 

そ
の
一
方
で
、
語
り
手
の
「
主
観
的
」
な
表
現―
―

同
情
を
示
す
言
葉
、
主
観
的
に
見
た
容
貌
の
形
容
な

ど
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
語
り
手
が
伊
周
に
対
し
て
同
情
を
示
し
て
い
る
部
分
が
挙
げ
ら
れ
る
。

伊
周
の
御
封
に
つ
い
て
の
情
報
が
提
示
さ
れ
、
封
戸
か
ら
の
上
納
が
滞
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
の

だ
が
、
単
に
淡
々
と
事
実
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
語
り
手
に
よ
る
含
み
が
あ
る
個
所
が
見
ら
れ
る
。 

 

年
も
か
へ
り
ぬ
。
寛
弘
七
年
と
ぞ
い
ふ
め
る
。
よ
ろ
づ
の
例
の
有
様
に
て
過
ぎ
も
て
行
く
に
、
帥
殿
は

今
年
と
な
り
て
は
、
い
と
ど
御
心
地
重
り
て
、
今
日
や
今
日
や
と
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
何
ご
と
も
月
ご

ろ
し
つ
く
さ
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
今
は
い
か
が
す
べ
き
と
思
し
嘆
き
、
さ
る
は
一
昨
年
よ
り
は
、
御
封
な

ど
も
例
の
大
臣
の
定
に
得
さ
せ
た
ま
へ
ど
、
国
々
の
守
も
、
は
か
ば
か
し
く
す
が
や
か
に
奉
ら
ば
こ
そ
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あ
ら
め
、
い
と
い
と
ほ
し
げ
な
り
。
御
心
地
い
み
じ
う
な
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
こ
の
姫
君
二
所
、
蔵
人
少

将
と
を
並
め
据
ゑ
て
、
北
の
方
に
聞
え
た
ま
ふ
。 

（
１
：
四
四
八
頁
） 

 

梅
沢
本
を
底
本
に
用
い
る
新
編
全
集
は
「
こ
そ
あ
ら
め
」
を
「
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
」
と
訳
し
、
注
で
「
そ

ん
な
こ
と
は
な
い
か
ら
、
く
ら
い
を
補
い
読
む
」
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、
松
村
氏
は
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』

で
「
と
も
か
く
と
口
訳
し
た
が
、「
こ
そ
よ
く
あ
ら
め
」
の
略
と
見
て
も
よ
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。「
め
」

が
「
適
当
・
勧
誘
」
の
助
動
詞
で
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
に
は
「
だ
っ
た
ら
よ
い
の
だ
が
」
と
い
う
語
り
手
に

よ
る
同
情
が
覗
い
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
「
い
と
い
と
ほ
し
げ
な
り
」
と
い
う
同
情
的
な

表
現
が
続
く
。
こ
こ
に
は
流
布
本
系
に
「…

と
、
い
と
を
し
げ
な
り
」
と
い
う
異
同
が
あ
る
が
、
大
意
に
影

響
な
し
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
こ
う
し
た
部
分
は
、
渡
瀬
氏
の
言
う
「
歴
史
叙
述
と
し
て
の
客
観
性
の
装
い
を

保
ち
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
真
実
性
を
保
証
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
必
然
」
の
、
主
観
的
な
表
現
に
数
え
て
良

い
と
思
わ
れ
る
。 

 

こ
う
し
た
「
語
り
」
の
部
分
を
概
観
す
る
と
、
伊
周
の
遺
言
場
面
の
「
語
り
手
」
も
、
中
関
白
家
の
内
部

事
情
を
伝
え
、
伊
周
家
の
様
子
を
間
近
に
見
る
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
具
体
的
な
人
物
像
は
な

い
と
言
え
る
。
こ
れ
も
渡
瀬
氏
の
言
う
「
客
観
性
」
と
「
真
実
性
」
を
保
証
す
る
「
文
体
」
に
一
致
す
る
。

そ
う
し
た
点
か
ら
も
こ
こ
に
積
極
的
に
他
資
料
の
利
用
を
見
出
す
理
由
は
な
い
だ
ろ
う
。 

 

伊
周
の
長
台
詞 

  

次
に
、
こ
の
場
面
の
特
徴
と
し
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
伊
周
の
台
詞
の
長
さ
で
あ
る
。「
己
な
く
な
り

な
ば
」
か
ら
「
な
ど
、
泣
く
泣
く
申
し
た
ま
へ
ば
」
ま
で
、
発
話
主
体
は
伊
周
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
と
見

え
、
諸
注
釈
も
そ
の
判
断
に
揺
れ
は
な
い
。
諸
本
を
見
て
も
、「
己
な
く
な
り
な
ば
」
か
ら
始
ま
る
部
分
は
、

富
岡
本
に
は
若
干
本
文
に
壊
れ
が
見
え
る
が
、「
な
ど
、
泣
く
泣
く
申
し
た
ま
へ
ば
」
と
、
草
子
地
に
続
く

こ
と
は
共
通
し
て
お
り
、
一
続
き
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
梅
沢
本
で
数
え
る
と
約
二
四
行
（
一
頁
十
行
）
と

い
う
長
さ
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
長
大
な
独
白
は
、『
栄
花
物
語
』
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
新
編
全

集
を
参
考
に
『
栄
花
物
語
』
正
編
に
見
ら
れ
る
比
較
的
長
い
台
詞
の
例―

―

具
体
的
に
は
、
梅
沢
本
で
二
十

行
（
一
丁
）
を
超
え
る
も
の
を
確
認
す
る
と
、
以
下
の
八
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
新
編
全
集
か
ら
、
巻
〔
節
〕

節
題
（
冊
：
頁
）
話
者
、
及
び
概
要
を
〈
表
１
〉
に
ま
と
め
た
。 
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表
１ 

梅
沢
本
正
編
に
お
け
る
二
十
行
（
一
丁
）
以
上
の
台
詞 

  

用
例
の
分
布
と
し
て
は
巻
五
か
ら
巻
三
十
ま
で
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
ま
た
、
八
例
の
う
ち
、
発
言
者
を
太

字
で
示
し
た
三
例
が
僧
に
よ
る
発
言
で
あ
り
、
更
に
そ
の
う
ち
の
二
例
が
大
人
数
に
対
し
て
語
ら
れ
た
法

話
、
説
法
で
あ
る
。
順
番
が
前
後
す
る
が
、
表
に
▲
で
示
し
た
後
半
の
四
例
は
、「
人
の
死
に
際
し
て
述
べ

ら
れ
た
言
葉
」
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
比
叡
山
の
座
主
院
源
が
発
し
た
二
例
は
、
身
近
な

30 

〔14〕 

27 

〔27〕 

26 

〔22〕 

26 

〔18〕 

16 

〔32〕 

15 

〔4〕 

8 

〔79〕 

5 

〔6〕 

巻
〔
節
〕 

▲
道
長
の
葬
送 

▲
斉
信
、
公
任
を
訪

れ
、
と
も
に
嘆
く 

▲
小
一
条
院
と
あ
る

殿
ば
ら
と
の
世
間
話 

▲
院
源
、
悲
し
み
に

暮
れ
る
道
長
を
諭
す 

経
典
供
養 

△
道
長
の
述
懐 

△
伊
周
の
遺
言 

伊
周
、
木
幡
に
詣
る 

節
題 

院
源 

斉
信 

敦
明 

院
源 

永
昭 

道
長 

伊
周 

伊
周 

発
言
者 

道
長
の
死
に
際
し
て
の
法
話
。 

娘
を
失
っ
た
悲
し
み
。
娘
婿
が
家
に
来

な
く
な
る
と
慰
め
も
な
く
な
る
。 

自
分
が
先
に
死
に
寛
子
を
遺
す
こ
と

に
な
ら
ず
に
良
か
っ
た
と
思
う
。 

嬉
子
の
死
を
悲
し
む
だ
け
で
は
な
く
、

往
生
の
機
縁
に
せ
よ
と
諭
す
。 

姸
子
方
女
房
た
ち
の
書
写
し
た
経
典

の
供
養
の
た
め
の
説
法
。 

死
を
覚
悟
し
て
人
生
を
振
り
返
り
、
死

す
と
も
恥
は
な
い
と
述
懐
。 

臨
終
が
近
づ
き
、
家
族
に
対
し
て
訓
戒

と
無
念
を
訴
え
る
。 

配
流
前
、
道
隆
の
墓
前
で
定
子
へ
の
加

護
、
自
身
の
無
実
を
訴
え
る
。 

概
要 

３
：
一
六
九 

３
：
五
四 

２
：
五
三
一 

２
：
五
二
八 

２
：
二
三
九 

２
：
一
七
六 

１
：
四
四
八 

１
：
二
四
三 

冊
：
頁 



110 

誰
か
を
亡
く
し
た
人
に
対
し
て
僧
の
立
場
か
ら
発
言
し
た
も
の
で
あ
り
、
生
者
の
死
へ
の
執
着
を
諫
め
、
故

人
の
往
生
を
願
わ
せ
る
た
め
の
法
話
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
敦
明
親
王
と
斉
信
の
発
言
は
、
そ
れ
ぞ
れ

妻
と
娘
を
亡
く
し
た
折
の
悲
し
み
の
吐
露
で
あ
る
。 

 

注
目
し
た
い
の
は
、
表
に
△
で
示
し
た
伊
周
の
遺
言
と
、
巻
十
五
「
う
た
が
ひ
」
で
の
道
長
の
述
懐
で
あ

る
。
見
て
き
た
よ
う
に
、
伊
周
の
遺
言
は
自
身
の
死
が
近
い
こ
と
を
察
し
て
の
発
言
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の

道
長
の
台
詞
も
ま
た
、
病
に
よ
る
死
を
覚
悟
し
た
際
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
寛
仁
三
年
（1

0
1

9

）
の
年

変
わ
り
の
後
、
道
長
は
三
月
十
七
日
以
降
病
に
伏
せ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
道
長
の
台
詞
部
分
を
以
下
に
引

用
す
る
。 

 

殿
の
御
前
、「
さ
ら
に
命
惜
し
く
も
は
べ
ら
ず
。
さ
き
ざ
き
世
を
知
り
ま
つ
り
ご
ち
た
ま
へ
る
人
々
多

か
る
な
か
に
、
お
の
れ
ば
か
り
す
べ
き
事
ど
も
し
た
る
例
は
な
く
な
ん
あ
る
。
内
、
東
宮
お
は
し
ま
す
、

三
所
の
后
、
院
の
女
御
お
は
す
。
左
大
臣
に
て
摂
政
仕
う
ま
つ
る
。
次
は
内
大
臣
に
て
左
大
将
か
け
た

り
。
ま
た
大
納
言
あ
る
は
左
衛
門
督
に
て
、
別
当
か
け
た
り
。
こ
の
男
の
位
ぞ
ま
だ
い
と
浅
け
れ
ど
、

三
位
中
将
に
て
は
べ
り
。
み
な
こ
れ
次
々
の
公
の
御
後
見
仕
う
ま
つ
る
べ
し
。
み
づ
か
ら
太
政
大
臣
准

三
宮
の
位
に
て
は
べ
り
。
こ
の
二
十
余
年
の
ほ
ど
並
ぶ
人
な
く
て
、
身
一
つ
し
て
、
あ
ま
た
の
帝
の
御

後
見
を
仕
う
ま
つ
る
に
、
こ
と
な
る
難
な
く
て
過
ぎ
は
べ
り
ぬ
。
お
の
が
先
祖
の
貞
信
公
、
い
み
じ
う

お
は
し
た
る
人
、
わ
れ
太
政
大
臣
に
て
、
小
野
宮
の
大
臣
左
大
臣
、
次
郎
九
条
右
大
臣
、
四
郎
、
五
郎

な
ど
大
納
言
に
て
さ
し
並
び
た
ま
へ
り
け
れ
ど
、
后
立
ち
た
ま
は
ず
な
り
に
け
り
。
近
く
は
九
条
の
大

臣
、
わ
が
御
身
は
右
大
臣
に
て
や
み
た
ま
ひ
に
け
れ
ど
、
大
后
の
御
腹
の
冷
泉
、
円
融
院
お
は
し
ま
し
、

十
一
人
の
男
子
の
な
か
に
、
五
人
太
政
大
臣
に
な
り
た
ま
へ
り
。
今
に
い
み
じ
き
御
幸
ひ
な
り
か
し
。

さ
れ
ど
后
三
所
か
く
立
ち
た
ま
ひ
た
る
例
は
、
こ
の
国
に
は
ま
だ
な
き
な
り
」
な
ど
、
世
に
め
で
た
き

御
有
様
を
、
言
ひ
つ
づ
け
さ
せ
た
ま
ふ
。 

（
２
：
一
七
六
頁
） 

  

ま
ず
初
め
に
「
命
は
惜
し
く
は
な
い
」
と
言
い
切
り
、
儲
け
た
子
や
孫
た
ち
は
、
帝
や
東
宮
、
后
、
大
臣

と
、
ま
さ
に
栄
華
を
極
め
た
位
に
あ
る
こ
と
を
語
る
。
伊
周
が
「
女
御
、
后
と
見
た
て
ま
つ
ら
ぬ
や
う
は
あ

る
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
た
こ
と
を
、
道
長
は
や
っ
て
の
け
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
自
分
は
「
太
政
大
臣

准
三
宮
」
の
身
分
で
あ
る
こ
と
、
后
を
三
人
も
出
す
と
い
う
こ
れ
ま
で
先
祖
が
成
し
得
な
か
っ
た
快
挙
を
誇

る
。 

 

そ
し
て
こ
の
一
続
き
の
台
詞
に
次
い
で
、
や
り
残
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。 
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「
今
年
五
十
四
な
り
。
死
ぬ
と
も
さ
ら
に
恥
あ
ら
じ
。
今
行
く
末
も
か
ば
か
り
の
こ
と
は
あ
り
が
た
く

や
あ
ら
ん
。
た
だ
飽
か
ぬ
こ
と
は
、
尚
侍
を
東
宮
に
奉
り
、
皇
太
后
宮
の
一
品
宮
の
御
有
様
、
こ
の
二

事
を
せ
ず
な
り
ぬ
る
ぞ
あ
れ
ど
、
大
宮
お
は
し
ま
し
、
摂
政
の
大
臣
い
ま
す
が
れ
ば
、
さ
り
と
も
し
た

ま
ふ
こ
と
あ
り
な
ん
」
と
、
言
ひ
つ
づ
け
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
宮
々
、
殿
ば
ら
泣
か
せ
た
ま
ふ
。
僧
俗
も

涙
と
ど
め
が
た
し
。
上
は
さ
ら
に
も
言
は
ず
、
聞
え
さ
せ
ん
方
な
し
。 

（
２
：
一
七
六
頁
） 

 

こ
こ
で
死
ん
で
も
恥
じ
る
こ
と
は
な
い
が
、
心
残
り
な
の
は
娘
の
嬉
子
と
孫
の
禎
子
内
親
王
の
処
遇
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
彰
子
と
頼
通
が
い
れ
ば
心
配
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
続
け
る
。
伊
周
は
「
わ
れ
に
後
れ
て
い

か
が
せ
む
と
す
る
」
と
、
自
分
の
死
後
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
と
心
配
し
、
北
の
方
は
居
る
も
の
の
「
は

た
こ
の
君
達
の
有
様
を
は
か
ば
か
し
う
後
見
も
て
な
し
」
て
は
く
れ
ず
、
頼
り
な
い
と
悩
ん
で
い
た
。
伊
周

と
は
見
事
に
対
照
的
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
対
比
は
、
道
長
と
伊
周
、
二
人
の
人
生
の
対
比
そ
の
も
の
で
あ
る
。
巻
八
「
は
つ
は
な
」
は
、

巻
全
体
で
道
長
と
伊
周
の
悲
喜
が
交
互
に
描
か
れ
、
両
者
が
対
照
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る1

9

が
、
こ
こ
で
は
巻
を
越
え
て
そ
れ
と
同
様
の
構
図
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
人
の
遺
言―

―

道
長
は
こ
の
後
持
ち
直
す
の
で
厳
密
に
は
遺
言
で
は
な
く
な
る
の
だ
が―

―

は
、
そ
の

長
さ
や
観
点
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
二
人
の
明
暗
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て

い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
も
『
栄
花
物
語
』
作
者
の
意
思
が
働
き
、
潤
色
さ
れ
て
い
る
と
見
て
良
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
表
に
あ
げ
た
残
る
一
例
、
巻
五
「
浦
々
の
別
」
の
例
も
、
発
言
者
で
あ
る
伊
周
を
光
源

氏
に
準
え
る
よ
う
潤
色
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘2

0

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
遺
言

の
場
面
に
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

遺
言
場
面
に
つ
い
て
の
先
行
研
究 

  

加
え
て
、
諸
注
釈
は
こ
の
遺
言
の
場
面
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
分
析
を
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
松
村

博
司
氏
は
こ
の
遺
言
の
場
面
の
補
説
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

1
9 

注
５ 

五
八
七
～
五
九
一
頁 

2
0 

注
８
に
同
じ
。 
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本
書
の
作
者
は
中
関
白
家
に
つ
い
て
は
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
相
当
な
ス
ペ
ー
ス
を
さ
い
て
詳
述
し

て
き
た
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
本
書
を
お
い
て
は
他
に
見
ら
れ
な
い
話
も
あ
っ
た
し
、
摂
関
政
治
時
代
の

裏
面
史
と
い
う
べ
き
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
。（
中
略
）
本
節
の
記
事
は
、
な
お
第
七
十
二
節
か
ら
七

十
四
節
ま
で
と
、
後
日
譚
と
し
て
第
七
十
九
節
に
続
い
て
い
る
。2

1 

 

作
者
の
中
関
白
家
に
対
す
る
強
い
興
味
に
注
目
し
、
こ
の
出
自
不
明
の
遺
言
を
「
裏
面
史
」
と
評
し
て
い
る
。

「
第
七
十
二
節
か
ら
七
十
四
節
ま
で
」
は
前
述
の
「
伊
周
家
の
結
末
」
に
当
た
る
部
分
で
あ
る
。
な
お
、
松

村
氏
は
、
伊
周
が
「
み
な
宮
仕
に
出
で
立
ち
ぬ
め
り
」
と
言
う
「
い
み
じ
き
帝
の
御
女
や
、
太
政
大
臣
の
女
」

に
つ
い
て
、「
太
政
大
臣
為
光
の
女
五
の
君
は
三
条
后
妍
子
の
女
房
と
な
る
よ
う
な
例
が
あ
る
」
と
い
う
注

を
付
し
て
お
り
、
実
際
の
例
と
し
て
想
定
で
き
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

次
に
新
編
全
集2

2

は
、
頭
注
で
「
〔
二
九
〕
に
み
え
た
花
山
院
の
臨
終
の
言
葉
も
、
こ
こ
の
伊
周
と
同
じ

く
、
死
後
の
不
名
誉
を
恐
れ
、
娘
の
死
を
願
う
も
の
」
と
い
う
よ
う
に
、
巻
八
の
前
半
に
崩
御
し
た
花
山
院

の
臨
終
の
言
葉
と
、
伊
周
の
言
葉
に
共
通
す
る
点
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
す
る
。『
栄
花
物
語
』
で
の

花
山
院
の
崩
御
は
寛
弘
五
年
二
月
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
同
月
の
月
替
わ
り
の
記
述
に
続
い
て
、
花
山

院
の
不
調
と
遺
言
め
い
た
も
の
が
語
ら
れ
る
。 

 

か
か
る
ほ
ど
に
二
月
に
な
り
て
、
花
山
院
い
み
じ
う
わ
づ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
い
み
じ
う
あ
は
れ
い
か
に

と
聞
き
た
て
ま
つ
る
ほ
ど
に
、
御
瘡
の
熱
せ
さ
せ
た
ま
ふ
な
り
け
り
。
あ
は
れ
に
か
ぎ
り
と
見
ゆ
る
御

心
地
を
、
医
師
な
ど
頼
み
す
く
な
く
聞
え
さ
す
。
こ
の
女
腹
、
親
腹
に
、
あ
ま
た
の
御
子
た
ち
お
は
す

る
に
、
お
の
お
の
女
宮
二
人
づ
つ
ぞ
お
は
し
け
る
。「
わ
れ
死
ぬ
る
も
の
な
ら
ば
、
ま
づ
こ
の
女
宮
た

ち
を
な
ん
、
忌
の
う
ち
に
皆
と
り
持
て
行
く
べ
き
」
と
い
ふ
こ
と
を
の
み
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
御
匣
殿

も
女
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
涙
流
し
た
ま
ふ
。
親
腹
の
弟
宮
を
ば
、
そ
の
は
ら
か
ら
の
兵
部
命
婦
に
ぞ
生
れ

た
ま
ひ
け
る
ま
ま
に
、
「
こ
れ
は
お
の
れ
が
子
に
せ
よ
。
わ
れ
は
知
ら
ず
」
と
の
た
ま
は
せ
け
れ
ば
、

や
が
て
し
か
思
ひ
て
ぞ
養
ひ
た
て
ま
つ
り
け
る
。 

（
１
：
三
八
八
～
三
八
九
頁
） 

 

2
1 

注
５ 

五
五
九
～
五
六
〇
頁 

2
2 

山
中
裕
ほ
か
校
注
『
栄
花
物
語
１
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
／
小
学
館
／
一
九
九
五 

四
四
九
頁
頭

注 
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「
御
匣
殿
」
は
「
中
務
」
と
も
呼
ば
れ
る
女
で
、
花
山
院
は
中
務
と
そ
の
娘
の
両
方
と
関
係
を
持
ち
、
女
宮

が
二
人
ず
つ
い
た
と
い
う
。
そ
の
女
宮
た
ち
に
つ
い
て
、
一
人
を
除
い
て
「
自
分
が
死
ん
だ
ら
四
十
九
日
の

間
に
娘
は
あ
の
世
に
連
れ
て
行
く
」
と
い
う
予
言
め
い
た
遺
言
を
し
て
い
る
。
こ
の
件
は
他
の
記
録
に
は
見

ら
れ
な
い
が
、『
栄
花
物
語
』
で
は
、
以
下
に
引
用
す
る
よ
う
に
こ
の
予
言
は
実
現
し
、「
わ
れ
は
知
ら
ず
」

と
除
外
さ
れ
た
一
人
以
外
は
み
ん
な
死
亡
し
た
と
さ
れ
る
。 

 

 

ま
こ
と
に
御
忌
の
ほ
ど
、
こ
の
兵
部
命
婦
の
養
ひ
宮
を
は
な
ち
た
て
ま
つ
り
て
、
女
宮
た
ち
は
片

端
よ
り
み
な
う
せ
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、…

 

（
１
：
三
八
九
頁
） 

 

三
、
八
宮
の
遺
言 

  

本
節
で
は
、
今
井
氏
に
よ
っ
て
実
際
の
伊
周
と
の
類
似
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
宇
治
の
八
宮
の
遺
言
に

つ
い
て
分
析
す
る
。「
椎
本
」
で
語
ら
れ
る
彼
の
遺
言
は
、
宇
治
十
帖
の
物
語
展
開
に
お
い
て
非
常
に
重
要

で
あ
る
。
作
中
で
語
ら
れ
る
八
宮
の
遺
言
及
び
訓
戒
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
あ
り
、
薫
、
娘
姉
妹
、
侍
女
た

ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
言
葉
を
遺
し
て
い
る
。
伊
周
の
遺
言
は
正
月
で
あ
っ
た
が
、
八
宮
の
そ
れ
は
秋

が
深
ま
り
、
も
の
心
細
い
時
節
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

八
宮
の
心
配
と
訓
戒 

  

ま
ず
薫
へ
の
遺
言
で
あ
る
が
、
八
宮
の
薫
へ
の
遺
言
は
、「
宇
治
十
帖
最
初
の
「
橋
姫
」
巻
で
既
に
な
さ

れ
て
い
た
」
と
い
う
山
畑
幸
子
氏2

3

の
指
摘
が
あ
る
。
氏
は
「
橋
姫
」
の
場
面
を
、「「
と
ぶ
ら
ひ
」
と
お
願

い
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宇
治
か
ら
離
れ
さ
せ
る
こ
と
は
念
頭
に
な
い
よ
う
で
あ
る
」「
薫
へ
の
実
質
的
な

結
婚
の
依
頼
で
あ
り
、
結
婚
の
事
前
の
承
諾
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
橋

姫
」
の
場
面
で
も
、
次
に
引
用
す
る
「
椎
本
」
で
も
、
八
宮
が
薫
に
頼
ん
で
い
る
こ
と
は
同
じ
内
容
で
あ
る
。

こ
ち
ら
も
伊
周
の
用
例
と
同
じ
く
、
重
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
傍
線
と
記
号
を
附
し
た
。 

 

2
3 

山
畑
幸
子
「『
源
氏
物
語
』
続
編
に
お
け
る
八
宮
の
遺
言
の
一
視
点
：
遺
言
を
乗
り
越
え
た
女
性
た

ち
」「
清
心
語
文
」
九
／
二
〇
〇
七 
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…
宮
は
ま
い
て
、
例
よ
り
も
待
ち
よ
ろ
こ
び
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
こ
の
た
び
は
心
細
げ
な
る
物
語
い
と

多
く
申
し
た
ま
ふ
。「
（
Ｙ
）

亡
か
ら
む
後
、
こ
の
君
た
ち
を
さ
る
べ
き
も
の
の
た
よ
り
に
も
と
ぶ
ら
ひ
、

思
ひ
棄
て
ぬ
も
の
に
数
ま
へ
た
ま
へ
」
な
ど
お
も
む
け
つ
つ
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、「
一
言
に
て
も
う
け

た
ま
は
り
お
き
て
し
か
ば
、
さ
ら
に
思
ひ
た
ま
へ
怠
る
ま
じ
く
な
ん
。
世
の
中
に
心
を
と
ど
め
じ
と
は

ぶ
き
は
べ
る
身
に
て
、
何
ご
と
も
頼
も
し
げ
な
き
生
ひ
先
の
少
な
さ
に
な
む
は
べ
れ
ど
、
さ
る
方
に
て

も
め
ぐ
ら
ひ
は
べ
ら
む
限
り
は
、
変
ら
ぬ
心
ざ
し
を
御
覧
じ
知
ら
せ
ん
と
な
む
思
ひ
た
ま
ふ
る
」
な
ど

聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
う
れ
し
と
思
い
た
り
。 

（
５
：
一
七
九
頁
） 

 

（
Ｙ
）「
折
に
触
れ
て
二
人
の
娘
を
訪
れ
、
人
数
に
入
れ
て
世
話
を
し
て
ほ
し
い
」
と
薫
に
頼
ん
で
い
る
。

一
方
の
伊
周
は
娘
の
こ
と
を
頼
み
置
く
の
に
相
応
し
い
相
手
が
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
息
子
に
関

し
て
は
、
弟
の
隆
家
に
庇
護
を
頼
ん
で
い
る
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、
八
宮
は
静
謐
な
山
寺
で
の
念
仏
を
志

し
、
娘
た
ち
に
訓
戒
す
る
。 

 

「
世
の
こ
と
と
し
て
、
つ
ひ
の
別
れ
を
の
が
れ
ぬ
わ
ざ
な
め
れ
ど
、
思
ひ
慰
ま
ん
方
あ
り
て
こ
そ
、
悲

し
さ
を
も
さ
ま
す
も
の
な
め
れ
。（
Ａ
）

ま
た
見
ゆ
づ
る
人
も
な
く
、
心
細
げ
な
る
御
あ
り
さ
ま
ど
も
を

う
ち
棄
て
て
む
が
い
み
じ
き
こ
と
。
さ
れ
ど
も
、（
Ｂ
）

さ
ば
か
り
の
こ
と
に
妨
げ
ら
れ
て
、
長
き
夜
の

闇
に
さ
へ
ま
ど
は
む
が
益
な
さ
を
。
か
つ
見
た
て
ま
つ
る
ほ
ど
だ
に
思
ひ
棄
つ
る
世
を
、
去
り
な
ん
後

の
こ
と
知
る
べ
き
こ
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
わ
が
身
ひ
と
つ
に
あ
ら
ず
、（
Ｃ
）

過
ぎ
た
ま
ひ
に
し
御
面
伏

に
、
軽
々
し
き
心
ど
も
使
ひ
た
ま
ふ
な
。（
Ｄ
１
）
お
ぼ
ろ
け
の
よ
す
が
な
ら
で
、
人
の
言
に
う
ち
な
び
き
、

こ
の
山
里
を
あ
く
が
れ
た
ま
ふ
な
。
た
だ
、
か
う
人
に
違
ひ
た
る
契
り
こ
と
な
る
身
と
思
し
な
し
て
、

こ
こ
に
世
を
尽
く
し
て
ん
と
思
ひ
と
り
た
ま
へ
。
ひ
た
ぶ
る
に
思
ひ
し
な
せ
ば
、
事
に
も
あ
ら
ず
過
ぎ

ぬ
る
年
月
な
り
け
り
。
ま
し
て
、（
Ｄ
２
）

女
は
、
さ
る
方
に
絶
え
籠
り
て
、
い
ち
じ
る
く
い
と
ほ
し
げ
な

る
よ
そ
の
も
ど
き
を
負
は
ざ
ら
む
な
ん
よ
か
る
べ
き
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。 

（
５
：
一
八
四
～
一
八
五
頁
） 

 

伊
周
と
同
じ
く
（
Ａ
）「
娘
を
置
い
て
い
く
こ
と
の
懸
念
」
を
示
し
つ
つ
、
（
Ｂ
）「
娘
を
心
配
す
る
せ
い
で

自
分
の
悟
り
が
う
ま
く
行
か
な
い
の
で
は
」
と
言
う
。
伊
周
の
場
合
は
、
娘
の
結
婚
の
失
敗
が
自
分
の
汚
点

に
な
る
こ
と
を
心
配
し
て
い
た
。
方
向
性
は
違
う
が
、
娘
の
心
配
を
し
て
い
る
よ
う
で
実
は
自
分
の
こ
と
も
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考
え
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
両
者
に
共
通
す
る
語
と
し
て
（
Ｃ
）「
面
伏
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
伊
周
は
自
分
の
、
八
宮
は
亡
き

母
の
面
目
を
潰
さ
ぬ
よ
う
に
せ
よ
と
そ
れ
ぞ
れ
訓
戒
し
て
い
る
。
伊
周
も
母
の
こ
と
に
触
れ
は
し
た
が
、
母

の
面
目
と
い
う
点
で
の
言
及
で
は
な
か
っ
た
。 

 

そ
し
て
伊
周
と
同
じ
く
、
具
体
的
に
ど
う
し
て
ほ
し
い
か
と
い
う
点
を
述
べ
る
。
こ
の
点
は
、
具
体
的
に

語
っ
た
相
手
が
息
子
か
娘
か
、
そ
し
て
八
宮
の
場
合
は
皇
族
と
い
う
特
殊
な
身
分
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で

若
干
の
相
違
が
あ
る
が
、
（
Ｄ
１
・
２
）「
他
人
か
ら
誹
ら
れ
ぬ
よ
う
に
」
と
い
う
訓
戒
と
、「
然
る
べ
き
と

こ
ろ
に
隠
遁
せ
よ
」
と
い
う
教
え
と
を
見
れ
ば
、
両
者
に
共
通
し
て
い
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
八
宮
家
の

場
合
は
宇
治
を
「
離
れ
る
な
」
と
い
う
言
い
回
し
で
あ
る
。 

 

八
宮
家
の
結
末 

  

こ
う
し
た
八
宮
の
遺
言
の
後
に
娘
た
ち
が
迎
え
た
結
末
に
つ
い
て
は
、
詳
述
の
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
姉

の
大
君
は
亡
く
な
り
、
妹
の
中
の
君
は
匂
宮
に
妻
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
宇
治
を
離
れ
て
行
っ
た
。
大
君
の
四

十
九
日
の
後
、
薫
が
大
君
を
偲
ん
で
い
る
の
を
見
た
女
房
が
、
次
の
よ
う
に
薫
に
語
る
。 

 

「
御
心
地
の
重
く
な
ら
せ
た
ま
ひ
し
こ
と
も
、
た
だ
こ
の
宮
の
御
事
を
、
思
は
ず
に
見
た
て
ま
つ
り
た

ま
ひ
て
、
人
笑
へ
に
い
み
じ
と
思
す
め
り
し
を
、
さ
す
が
に
か
の
御
方
に
は
、
か
く
思
ふ
と
知
ら
れ
た

て
ま
つ
ら
じ
と
、
た
だ
御
心
ひ
と
つ
に
世
を
恨
み
た
ま
ふ
め
り
し
ほ
ど
に
、
は
か
な
き
御
く
だ
も
の
を

も
聞
こ
し
め
し
ふ
れ
ず
、
た
だ
弱
り
に
な
む
弱
ら
せ
た
ま
ふ
め
り
し
。
う
は
べ
に
は
、
何
ば
か
り
こ
と

ご
と
し
く
も
の
深
げ
に
も
も
て
な
さ
せ
た
ま
は
で
、
下
の
御
心
の
限
り
な
く
、
何
ご
と
も
思
す
め
り
し

に
、（
Ｆ
）
故
宮
の
御
戒
め
に
さ
へ
違
ひ
ぬ
る
こ
と
と
、
あ
い
な
う
人
の
御
上
を
思
し
悩
み
そ
め
し
な
り
」 

（
５
：
三
三
四
頁
） 

 

妹
の
不
本
意
な
結
婚
に
心
を
痛
め
、（
Ｆ
）「
父
の
戒
め
に
ま
で
背
い
て
し
ま
っ
た
」
と
思
い
つ
め
る
あ
ま
り

に
大
君
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
老
女
房
は
言
う
。
女
房
の
口
を
借
り
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
後
悔
は

大
君
の
も
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
伊
周
家
の
姉
妹
の
後
日
談
で
も
語
ら
れ
て
お
り
、
姉
と
妹
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
言
及
が
あ
っ
た
。 

 

長
谷
川
政
春
氏
は
遺
言
の
呪
縛
性
に
注
目
し
、「
薫
君
の
場
合
も
姫
君
た
ち
の
場
合
も
、
故
八
宮
の
遺
言
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の
呪
縛
性
が
顕
在
化
し
て
い
る
例2

4

」
と
述
べ
た
。
一
方
そ
れ
を
受
け
て
、
山
畑
氏
は
「
遺
言
に
呪
縛
さ
れ

て
い
る
の
は
八
宮
と
薫
の
男
性
で
あ
っ
て
、
大
君
・
中
君
、
女
房
も
含
め
て
女
性
は
そ
の
呪
縛
を
乗
り
越
え

て
い
る2

5
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
正
道
寺
康
子
氏
は
、
娘
た
ち
へ
の
影
響
を
「
八
宮
の
遺
言
は
、
軽
率
な
結

婚
を
戒
め
る
と
言
う
消
極
的
な
遺
言
で
あ
っ
た
た
め
、
娘
た
ち
に
苦
悩
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
っ
た2

6

」
と

い
う
よ
う
に
見
る
。 

 

四
、
二
つ
の
遺
言
の
類
似 

  

こ
こ
ま
で
二
つ
の
遺
言
と
そ
の
結
末
に
つ
い
て
、
内
容
の
上
で
の
類
似
点
を
見
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
を
ま

と
め
る
と
〈
図
１
〉
の
よ
う
に
な
る
。 

 

語
彙
の
レ
ベ
ル
で
は
「
面
伏
」
以
外
に
目
立
つ
一
致
は
得
難
い
。
し
か
し
、
両
者
の
話
題
の
流
れ
は
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
。「
子
の
心
配→

自
分
の
心
配→

隠
遁
せ
よ
」
と
い
う
大
き
な
流
れ
で
あ
る
。
更
に
遺
言
の

前
後
に
子
女
の
後
見
の
依
頼
を
し
て
い
る
点
と
、
後
に
遺
言
に
違
反
し
た
こ
と
を
後
悔
す
る
娘
が
描
か
れ

る
点
も
共
通
し
て
い
る
。
細
か
い
事
情
が
違
っ
て
い
る
た
め
、
全
く
同
じ
言
い
回
し
に
は
な
ら
な
い
が
、
伊

周
と
八
宮
の
遺
言
は
大
筋
で
似
通
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。『
栄
花
物
語
』
に
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の

影
響
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
を
思
え
ば
、
伊
周
の
遺
言
は
八
宮
の
遺
言
か
ら
大
き
く
影
響
を
受
け
、
執
筆
時

の
潤
色
に
際
し
て
大
い
に
活
用
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

 

2
4 

長
谷
川
政
春
「
宇
治
十
帖
の
世
界―

―

八
宮
の
遺
言
の
呪
縛
性―

―

」『
物
語
史
の
風
景
』
若
草
書
房

／
一
九
九
七 

＊
初
出
「
國
學
院
雑
誌
」
七
一‐

一
〇
／
一
九
七
〇 

2
5 

注

23

に
同
じ
。 

2
6 

伊
藤
禎
子
・
正
道
寺
康
子
・
八
島
由
香
・
谷
晃
一
「
人
物
フ
ァ
イ
ル―

―

八
宮
」『
人
物
で
読
む
『
源

氏
物
語
』
第
十
八
巻―

―

匂
宮
・
八
宮
』
勉
誠
出
版
／
二
〇
〇
六 
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図
１ 

八
宮
家
・
伊
周
家
の
比
較 

  

そ
う
だ
と
す
る
と
、
残
る
問
題
は
、『
栄
花
物
語
』
は
な
ぜ
こ
う
し
た
潤
色
を
行
っ
た
の
か
と
い
う
点
で

あ
る
。『
栄
花
物
語
』
の
中
関
白
家
に
つ
い
て
の
記
述
に
つ
い
て
、
福
家
俊
幸
氏
は
、『
紫
式
部
日
記
』
と
『
栄

遺言を 

破った 
後見の依頼 隠遁 母 面伏 自分の心配 

子を遺して 

死ぬ心配 
 

（

f1

）
あ
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
殿
の 

 
 
 

思
し
掟
て
し
に
は
違
ひ
た
り
。 

（

f2

）
昔
の
御
遺
言
の
片
端
よ
り
破
れ
ん 

 
 
 

い
み
じ
さ
に…

 

（
ｅ
）
道
雅
を
な
ほ
よ
く
言
ひ
教
へ
た
ま
へ 

（
ｄ
）
そ
の
定
な
ら
ば
、
た
だ
出
家
し
て 

 
 
 

山
林
に
入
り
ぬ
べ
き
ぞ 

（
ｘ
）
母
と
て
お
は
す
る
人
、
は
た
こ
の
君 

 
 
 

達
の
有
様
を
は
か
ば
か
し
う
後
見 

 
 
 

も
て
な
し
た
ま
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。 

（
ｃ
）
ゆ
め
ゆ
め
ま
ろ
が
な
か
ら
ん
世
の 

 
 
 

面
伏
、
ま
ろ
を
人
に
言
ひ
笑
は
せ 

 
 
 

た
ま
ふ
な
よ 

（

b1

）
そ
れ
は
た
だ
異
事
な
ら
ず
、
己
が 

 
 
 

た
め
の
末
の
世
の
恥
な
ら
ん
と 

 
 
 

思
ひ
て
。 

（

b2

）
故
殿
の
何
と
あ
り
し
か
ば
か
か
る 

 
 
 

ぞ
か
し
と
、
心
を
遣
ひ
し
か
ば 

 
 
 

な
ど
こ
そ
は
、
世
に
も
言
ひ
思
は
め
。 

（
ａ
）
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
り
つ
る
に
、 

 
 
 

命
耐
へ
ず
な
り
ぬ
れ
ば
、
い
か
が 

 
 
 

し
た
ま
は
ん
と
す
る
。 

伊 
 
 
 

周 

（
Ｆ
）
故
宮
の
御
戒
め
に
さ
へ
違
ひ
ぬ
る 

 
 
 

こ
と
と
、
あ
い
な
う
人
の
御
上
を 

 
 
 

思
し
悩
み
そ
め
し
な
り 

（
Ｙ
）
亡
か
ら
む
後
、
こ
の
君
た
ち
を
さ
る 

 
 
 

べ
き
も
の
の
た
よ
り
に
も
と
ぶ
ら
ひ
、 

 
 
 

思
ひ
棄
て
ぬ
も
の
に
数
ま
へ
た
ま
へ 

（

D1

）
お
ぼ
ろ
け
の
よ
す
が
な
ら
で
、
人
の 

 
 
 

言
に
う
ち
な
び
き
、
こ
の
山
里
を 

 
 
 

あ
く
が
れ
た
ま
ふ
な
。 

（

D2

）
女
は
、
さ
る
方
に
絶
え
籠
り
て
、 

 
 
 

い
ち
じ
る
く
い
と
ほ
し
げ
な
る
よ 

 
 
 

そ
の
も
ど
き
を
負
は
ざ
ら
む
な
ん 

 
 
 

よ
か
る
べ
き 

（
Ｃ
）
過
ぎ
た
ま
ひ
に
し
御
面
伏
に
、
軽
々 

 
 
 

し
き
心
ど
も
使
ひ
た
ま
ふ
な
。 

（
Ｃ
）
過
ぎ
た
ま
ひ
に
し
御
面
伏
に
、
軽
々 

 
 
 

し
き
心
ど
も
使
ひ
た
ま
ふ
な
。 

（
Ｂ
）
さ
ば
か
り
の
こ
と
に
妨
げ
ら
れ
て
、 

 
 
 

長
き
夜
の
闇
に
さ
へ
ま
ど
は
む
が 

 
 
 

益
な
さ
を
。 

（
Ａ
）
ま
た
見
ゆ
づ
る
人
も
な
く
、
心
細
げ 

 
 
 

な
る
御
あ
り
さ
ま
ど
も
を
う
ち 

 
 
 

棄
て
て
む
が
い
み
じ
き
こ
と 

八 
 
 
 

宮 
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花
物
語
』
に
お
け
る
隆
家
の
記
述
を
考
察
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 
『
栄
花
』
は
権
力
闘
争
が
一
定
の
決
着
が
つ
い
た
時
点
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
余
裕
が
あ
ら

わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
道
長
の
覇
権
を
見
届
け
た
上
の
描
写
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
当
時
の
対
抗
勢
力
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
対
抗
勢
力
に
な
り
え
た
人
々
に
対
し
て
も
や
さ
し
い
ま

な
ざ
し
を
向
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
す
で
に
結
果
の
出
て
い
る
過
去
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
敗
者
に
鞭
打
つ
よ
う
な
態
度
は
、『
栄
花
』
の
成
立
時
点
に
お
い
て
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。2

7 

 

『
栄
花
物
語
』
内
で
の
伊
周
周
辺
の
悲
劇
的
、
同
情
的
な
描
か
れ
方
の
理
由
を
、
執
筆
さ
れ
た
時
期
の
権
力

の
帰
趨
に
見
て
い
る
。
中
関
白
家
全
体
に
つ
い
て
こ
の
点
は
確
か
に
首
肯
で
き
る
が
、
今
回
の
場
面
を
説
明

す
る
に
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
敗
者
に
優
し
く
、
同
情
的
に
描
く
だ
け
な
ら
ば
、
こ

こ
ま
で
紙
幅
を
割
く
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
こ
こ
ま
で
の
分
量
を
割
か
ず
に
没
落
し
た
姫
君

を
描
い
た
例
と
し
て
は
、
松
村
氏
が
言
及
し
て
い
た
藤
原
為
光
女
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
父
為
光
の
没
後
、

娘
た
ち
は
道
長
の
妾
や
女
房
に
な
っ
た
が
、『
栄
花
物
語
』
で
は
娘
た
ち
に
言
及
は
あ
る
も
の
の2

8

大
き
く

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
父
為
光
の
遺
言
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。 

 

注
目
度
と
い
う
点
で
は
、
伊
周
は
既
に
巻
五
「
浦
々
の
別
」
で
没
落
す
る
姿
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
巻
五

「
浦
々
の
別
」
は
「
巻
の
大
半
を
挙
げ
て
、
藤
原
伊
周
・
隆
家
兄
弟
が
、
花
山
院
に
対
す
る
不
敬
事
件
に
坐

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
筑
紫
と
但
馬
に
流
さ
れ
て
か
ら
赦
さ
れ
て
帰
京
す
る
ま
で
の
顛
末
を
描
い
て
、
特
殊
な
一

篇
の
物
語
を
構
成
し
て
ゐ
る2

9

」
と
言
わ
れ
、
こ
こ
で
の
伊
周
は
須
磨
に
下
向
す
る
光
源
氏
に
模
さ
れ
て
い

た3
0

。
こ
の
こ
と
か
ら
も
『
栄
花
物
語
』
は
彼
の
人
生
に
少
な
か
ら
ず
興
味
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分

 

2
7 

福
家
俊
幸
「『
紫
式
部
日
記
』
と
『
栄
花
物
語
』
と
の
距
離
」 

山
中
裕
、
久
下
裕
利
編
『
栄
花
物
語

の
新
研
究
：
歴
史
と
物
語
を
考
え
る
』
新
典
社
／
二
〇
一
八 

2
8 

為
光
四
女
は
巻
八
「
は
つ
は
な
」
で
倫
子
に
出
仕
し
、
道
長
の
愛
人
と
し
て
寵
愛
さ
れ
る
描
写
が
あ
り

（
１
：
四
五
六
頁
）、
五
女
は
巻
十
一
「
つ
ぼ
み
花
」
で
禎
子
内
親
王
の
誕
生
に
際
し
、
出
仕
し
た
こ
と

が
述
べ
ら
れ
る
（
２
：
三
四
頁
） 

2
9 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
の
研
究 

第
三
』
第
一
篇
第
二
章
「
栄
花
物
語
巻
五
・
六
に
関
す
る
覚
書
」
桜

楓
社
／
一
九
六
七 

一
五
頁 

3
0 

注
３
参
照
。
ま
た
、
巻
五
「
浦
々
の
別
」
で
は
、
検
非
違
使
に
よ
る
家
宅
捜
索
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
帰
邸
し
た
伊
周
に
つ
い
て
「
御
か
た
ち
と
と
の
ほ
り
、
太
り
き
よ
げ
に
、
色
合
ま
こ
と
に
白
く
め
で



119 

か
る
。
遺
言
の
場
合
も
こ
れ
と
同
様
に
、
彼
の
周
辺
を
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
描
く
演
出
と
し
て
も
想
定
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

伊
周
の
遺
言
を
踏
ま
え
て
見
た
と
き
、
巻
末
の
大
姫
君
の
結
婚
場
面
は
、
松
村
氏
が
言
う
よ
う
に
彼
女
た

ち
の
「
後
日
譚
」
で
あ
り
、
遺
言
の
伏
線
を
回
収
す
る
部
分
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
伊
周
の
遺
言
が
作
者

に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
彼
女
た
ち
の
結
末
の
伏
線
と
し
て
書
か
れ
た
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。 

 

『
栄
花
物
語
』
作
者
は
、
史
実
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
結
末
を
淡
々
と
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
物
語
と
し

て
の
「
あ
は
れ
」
に
満
ち
た
表
現
で
描
き
出
す
手
法
を
『
源
氏
物
語
』
か
ら
学
び
取
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、

物
語
的
な
「
伏
線
」
の
張
り
方
と
も
言
う
べ
き
手
法
を
、
宇
治
の
八
宮
親
子
に
求
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。 

 

娘
の
結
婚
に
つ
い
て 

  

も
う
ひ
と
つ
注
目
し
て
お
き
た
い
の
が
、
伊
周
の
娘
た
ち
が
「
父
の
遺
言
を
破
っ
た
こ
と
を
嘆
く
」
と
い

う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
娘
の
結
婚
を
否
定
的
に
語
ら
な
い
遺
言
の
例
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
俊
蔭
と
、『
源
氏
物
語
』
の
桐
壺
更
衣
の
父
大
納
言
で
あ
る
。 

 

ま
ず
俊
蔭
の
例
か
ら
確
認
す
る
。「
俊
蔭
」
の
巻
で
、
俊
蔭
女
が
十
五
の
年
に
父
母
が
相
次
い
で
死
去
す

る
。
ま
ず
母
が
死
に
、
そ
の
後
病
に
罹
っ
た
俊
蔭
が
、
娘
に
遺
言
す
る
。 

 

「
わ
れ
、
あ
り
つ
る
世
に
は
、
わ
が
子
に
高
き
交
ら
ひ
を
も
せ
さ
せ
む
と
思
ひ
つ
れ
ど
も
、
若
く
て
は

知
ら
ぬ
国
に
渡
り
、
こ
の
国
に
帰
り
来
て
も
、
お
ほ
や
け
に
も
か
な
ひ
仕
う
ま
つ
ら
で
ほ
ど
経
れ
ば
、

貧
し
く
て
、
わ
が
子
の
行
く
先
の
掟
せ
ず
な
り
ぬ
。
天
道
に
ま
か
せ
奉
る
。
わ
が
領
ず
る
荘
々
、
は
た

多
か
れ
ど
、
た
れ
か
は
い
ひ
わ
く
人
あ
ら
む
。
あ
り
と
も
た
れ
か
い
ひ
ま
つ
は
し
知
ら
せ
む
。
た
だ
し
、

命
の
後
、
女
子
の
た
め
に
、
け
近
き
宝
と
な
ら
む
も
の
を
奉
ら
む
」 

（
１
：
四
六
頁
） 

 

俊
蔭
は
、
娘
を
高
貴
な
人
物
に
嫁
が
せ
た
い
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
今
と
な
っ
て
は
そ
れ
も
運
を
天

 

た
し
。
か
の
光
源
氏
も
か
く
や
あ
り
け
む
」（
１
：
二
四
八
頁
）
と
検
非
違
使
が
伊
周
を
評
し
て
い
る
描

写
が
あ
る
。 
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に
任
せ
る
し
か
な
い
と
諦
観
を
見
せ
る
。
娘
の
た
め
の
尽
力
だ
っ
た
と
も
と
れ
る
が
、
男
親
の
野
心
で
も
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
伊
周
が
「
女
御
、
后
と
見
た
て
ま
つ
ら
ぬ
や
う
は
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
言
っ
て
い

た
の
と
そ
う
大
差
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
か
ら
は
伊
周
と
は
大
き
く
異
な
る
。
物
語
の
テ
ー
マ

で
あ
る
「
琴
」
を
譲
り
、
人
生
の
禍
福
が
極
ま
っ
た
ら
弾
く
よ
う
に
、
ま
た
優
れ
た
子
が
で
き
た
ら
そ
れ
へ

与
え
る
よ
う
に
、
と
言
い
置
い
て
俊
蔭
は
亡
く
な
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
俊
蔭
の
遺
言
に
は
娘
の
結
婚
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
る
も
の
の
、
伊
周
の
よ
う
に
「
ろ
く

で
も
な
い
結
婚
は
す
る
な
」
と
い
う
訓
戒
に
は
至
ら
な
い
。
そ
れ
を
言
っ
て
し
ま
う
と
、
俊
蔭
女
に
は
こ
の

後
し
ば
し
の
没
落
が
待
っ
て
い
る
が
、
そ
の
没
落
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
結
婚
に
水
を
差
し
て
し
ま
う
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。 

 

次
に
、「
娘
の
結
婚
」
を
俊
蔭
よ
り
も
更
に
肯
定
的
に
見
て
い
る
の
が
『
源
氏
物
語
』
の
桐
壺
更
衣
の
父
、

故
大
納
言
の
遺
言
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
没
落
す
る
娘
を
危
惧
し
て
遺
言
す
る
父
」
の
例
と

し
て
、
桐
壺
更
衣
の
父
、
故
大
納
言
を
取
り
上
げ
な
い
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
物
語
の
当
初
か
ら
彼
は
既
に

故
人
で
あ
り
、
そ
の
遺
言
は
更
衣
の
母
の
台
詞
の
中
で
明
か
さ
れ
る
。 

 

生
ま
れ
し
時
よ
り
思
ふ
心
あ
り
し
人
に
て
、
故
大
納
言
、
い
ま
は
と
な
る
ま
で
、
た
だ
、「
こ
の
人
の

宮
仕
の
本
意
、
か
な
ら
ず
遂
げ
さ
せ
た
て
ま
つ
れ
。
我
亡
く
な
り
ぬ
と
て
、
口
惜
し
う
思
ひ
く
づ
ほ
る

な
」
と
、
か
へ
す
が
へ
す
諫
め
お
か
れ
は
べ
り
し
か
ば
、
は
か
ば
か
し
う
後
見
思
ふ
人
も
な
き
ま
じ
ら

ひ
は
、
な
か
な
か
な
る
べ
き
こ
と
と
思
ひ
た
ま
へ
な
が
ら
、
た
だ
か
の
遺
言
を
違
へ
じ
と
ば
か
り
に
出

だ
し
立
て
は
べ
り
し
を
、 

（
１
：
三
〇
頁
） 

 

更
衣
の
母
は
、
内
裏
か
ら
の
使
者
の
命
婦
に
、
更
衣
の
入
内
は
父
の
故
大
納
言
の
「
本
意
」
で
あ
っ
た
と
い

う
事
情
を
語
る
。
命
婦
が
持
ち
帰
っ
た
そ
の
話
と
母
の
手
紙
に
、
帝
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。 

 

 

「
故
大
納
言
の
遺
言
あ
や
ま
た
ず
、
宮
仕
の
本
意
深
く
も
の
し
た
り
し
よ
ろ
こ
び
は
、
か
ひ
あ
る
さ

ま
に
と
こ
そ
思
ひ
わ
た
り
つ
れ
、
言
ふ
か
ひ
な
し
や
」
と
う
ち
の
た
ま
は
せ
て
、
い
と
あ
は
れ
に
思
し

や
る
。「
か
く
て
も
、
お
の
づ
か
ら
、
若
宮
な
ど
生
ひ
出
で
た
ま
は
ば
、
さ
る
べ
き
つ
い
で
も
あ
り
な

む
。
寿
く
と
こ
そ
思
ひ
念
ぜ
め
」
な
ど
の
た
ま
は
す
。 

（
１
：
三
四
頁
） 
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大
納
言
の
遺
言
を
守
り
、
宮
仕
え
を
し
た
甲
斐
を
与
え
て
や
り
た
か
っ
た
と
残
念
が
り
、
自
分
た
ち
に
残
さ

れ
た
若
宮
の
成
長
を
帝
は
思
い
や
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
故
大
納
言
も
伊
周
と
同
じ
く
、
娘
の
入
内
を
願
っ
て
い
た
。
し
か
し
自
分
の
失
脚
と
死
で

そ
れ
を
諦
め
た
伊
周
と
は
異
な
り
、
大
納
言
は
自
分
が
死
ん
で
も
娘
の
入
内
は
諦
め
る
な
と
遺
言
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
娘
の
入
内
は
成
り
、
遺
言
は
達
成
さ
れ
た
。 

 

こ
の
大
納
言
の
遺
言
に
つ
い
て
日
向
一
雅
氏
は
、
大
納
言
家
と
明
石
一
門
は
源
氏
の
家
系
で
あ
っ
た
と

推
測
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

彼
ら
は
家
の
断
絶
を
代
償
と
し
て
、
女
子
を
介
し
て
新
し
い
源
家
と
し
て
再
生
す
る
こ
と
に
賭
け
た
。

大
納
言
が
更
衣
を
入
内
さ
せ
た
意
図
は
そ
こ
に
あ
り
、
光
源
氏
は
大
納
言
の
そ
う
い
う
遺
志
を
負
っ

て
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。3

1 

 

こ
の
視
点
に
立
て
ば
、
大
納
言
家
と
八
宮
家
は
同
じ
皇
族
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
片
や
積
極
的
に
娘
の
入
内

を
推
し
進
め
、
片
や
娘
の
軽
率
な
結
婚
を
戒
め
る
と
い
う
よ
う
に
、
娘
の
結
婚
に
対
す
る
姿
勢
が
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
八
宮
が
右
大
臣
家
に
担
ぎ
出
さ
れ
、
見
捨
て
ら
れ
た
過
去
を
持
っ
て
い
る
こ
と

を
思
え
ば
、
こ
の
対
照
は
非
常
に
興
味
深
い
。
と
は
い
え
、
中
の
君
が
次
期
東
宮
候
補
で
あ
る
匂
宮
の
妻
と

な
り
、
若
宮
も
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
家
と
し
て
は
、
再
生
の
萌
芽
も
見
え
な
い
で
は
な
い
。 

 

俊
蔭
と
故
大
納
言
の
二
例
を
思
え
ば
、
伊
周
の
大
姫
君
の
場
合
も
、
頼
宗
と
の
結
婚
が
彼
女
を
没
落
か
ら

救
っ
た
と
、
も
っ
と
肯
定
的
に
語
っ
て
も
良
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
同
じ
「
は
つ
は
な
」
の

巻
に
て
、
倫
子
に
出
仕
し
た
藤
原
為
光
四
女
が
道
長
の
愛
人
と
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
太

政
大
臣
の
娘
と
い
う
高
貴
な
姫
が
没
落
し
た
例
と
言
え
よ
う
が
、『
栄
花
物
語
』
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
語
る
。 

 

い
と
あ
べ
い
さ
ま
に
、
あ
る
べ
か
し
う
て
過
ぎ
さ
せ
た
ま
ふ
め
れ
ば
、
院
の
御
時
こ
そ
、
御
は
ら
か
ら

た
ち
も
知
り
き
こ
え
た
ま
は
ざ
り
し
か
、
こ
の
た
び
は
い
と
め
で
た
く
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
へ
り

け
り
。 

（
１
：
四
五
六
頁
） 

 

3
1 

日
向
一
雅
「
按
察
使
大
納
言
の
遺
言―

―

明
石
一
門
の
物
語
の
始
発―

―

」 

日
向
一
雅
・
仁
平
道
明

編
『
源
氏
物
語
の
始
発―

―

桐
壺
巻
論
集
』
竹
林
舎
／
二
〇
〇
六 
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彼
女
が
「
望
ま
し
い
」
有
様
に
扱
わ
れ
、
彼
女
の
兄
弟
た
ち
も
そ
れ
を
歓
迎
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
為
光

四
女
本
人
は
、
出
仕
前
に
倫
子
か
ら
の
誘
い
に
対
し
て
「
思
し
も
た
た
ぬ
ほ
ど
に
」（
１
：
四
三
四
頁
）
と

た
め
ら
っ
て
い
る
様
子
を
見
せ
る
。
新
編
全
集
は
同
頁
の
頭
注
に
て
「
結
婚
で
は
な
く
、
女
房
と
し
て
の
出

仕
で
あ
り
、
故
太
政
大
臣
の
女
と
し
て
は
簡
単
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
」
と
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
も
っ
と

も
な
の
だ
が
、
本
文
中
に
は
道
長
家
に
否
定
的
な
言
葉
を
使
っ
た
躊
躇
は
描
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
『
栄
花
物
語
』
は
、
伊
周
の
娘
た
ち
の
結
婚
に
「
父
の
遺
言
を
違
え
た
」
と
い
う
一
文
を
な
く
す

こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
伊
周
家
と
八
宮
家
の
共
通
点
で
あ
り
、
八
宮
の
遺
言
が
影
響
を
与
え
て

い
る
点
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

お
わ
り
に 

  

本
章
で
は
、『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
伊
周
の
遺
言
の
場
面
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
に
つ
い
て
主
に
文
体

の
面
か
ら
検
証
し
、『
栄
花
物
語
』
の
文
体
的
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
敦
成
親
王
誕
生
の
場
面
の
よ

う
に
他
資
料
か
ら
の
引
用
は
積
極
的
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
伊
周
の
遺
言
と
『
源
氏
物

語
』
に
お
け
る
八
宮
の
遺
言
の
関
係
性
を
検
証
し
、
前
者
が
後
者
に
深
く
影
響
を
受
け
、
史
実
を
潤
色
し
て

物
語
を
作
り
上
げ
る
手
法
を
学
び
取
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
た
。 

 

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
父
の
遺
言
を
破
っ
た
こ
と
を
気
に
病
む
娘
の
存
在
に
注
目
が
集
ま
る
が
、『
栄
花

物
語
』
で
は
、
遺
さ
れ
た
家
族
が
遺
言
を
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
失
意
の
う
ち
に
世
を
去
っ
た
父
の
存
在
が

物
語
の
中
で
際
立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
高
麗
の
相
人
が
光
源
氏
を
占
っ
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
予

言
が
「
達
成
」
さ
れ
る
こ
と
に
大
き
な
軸
が
見
出
せ
る
物
語
は
多
い
。
そ
れ
に
対
し
、
八
宮
と
伊
周
の
物
語

は
、
遺
言
が
「
破
ら
れ
る
こ
と
」
に
悲
劇
を
見
出
し
、
破
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
意
味
が
あ
る
よ
う
に
作
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
予
言
」
と
「
遺
言
」
の
違
い
は
あ
る
が
、
物
語
内
に
見
ら
れ
る
「
伏
線
」

で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
物
語
に
お
け
る
「
伏
線
の
構
造
」
に
つ
い
て
は
、
今
後

も
課
題
と
し
た
い
。 
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第
五
章 

『
源
氏
物
語
』「
葵
」
の
巻
に
お
け
る
雲
と
雨
の
哀
傷 

   

は
じ
め
に 

  

万
寿
二
年
（1

0
2

5

）
七
月
、
三
条
天
皇
の
皇
子
敦
明
親
王
（
小
一
条
院
）
の
妃
で
あ
っ
た
寛
子
が
亡
く
な

る
と
い
う
で
き
ご
と
が
あ
っ
た
。
寛
子
は
藤
原
道
長
の
明
子
腹
の
娘
で
あ
る
。
翌
八
月
、
道
長
は
倫
子
腹
の

娘
嬉
子
も
亡
く
し
て
し
ま
う
。
こ
ち
ら
は
東
宮
敦
良
親
王
の
妃
で
尚
侍
で
あ
っ
た
。
栄
華
を
誇
っ
た
道
長
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
は
立
て
続
け
に
不
幸
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
『
栄
花
物
語
』
巻
二
十
六
「
楚
王
の
夢
」

は
、
嬉
子
の
親
仁
親
王
（
後
の
後
冷
泉
天
皇
）
出
産
と
、
そ
の
直
後
の
死
去
、
殯
、
葬
送
、
そ
し
て
人
々
の

嘆
き
が
描
か
れ
る
悲
劇
的
な
巻
で
あ
る
。 

 

『
栄
花
物
語
』「
楚
王
の
夢
」
の
巻
に
お
け
る
嬉
子
の
葬
送
の
場
面
に
は
、『
源
氏
物
語
』「
葵
」
の
巻
の
、

葵
の
上
の
出
産
か
ら
死
去
、
光
源
氏
と
三
位
中
将
（
頭
中
将
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
）
に
よ
る
哀
傷
の
場
面

か
ら
の
影
響
が
あ
る
こ
と
が
加
藤
静
子
氏1

に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
影
響
関
係
、
及
び
「
楚

王
の
夢
」
の
考
察
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
本
章
で
は
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
哀
傷
表
現
に
つ
い
て
考
え
た
い
。 

  

光
源
氏
の
妻
、
葵
の
上
が
死
去
し
た
の
は
、「
葵
」
の
巻
、
八
月
廿
余
日
の
こ
と
で
あ
る
。
後
に
は
光
源

氏
と
遺
児
夕
霧
が
残
さ
れ
、
光
源
氏
を
は
じ
め
周
囲
の
人
間
は
悲
し
み
に
沈
ん
だ
。
葬
送
が
終
わ
り
、
四
十

九
日
ま
で
の
七
日
ご
と
の
法
要
が
済
み
つ
つ
あ
る
頃
、
既
に
季
節
は
晩
秋
で
あ
る
が
、
光
源
氏
は
未
だ
喪
に

服
し
、
左
大
臣
邸
に
籠
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
光
源
氏
を
友
人
で
あ
り
義
兄
で
も
あ
る
三
位
中
将
（
頭
中
将
）

が
見
舞
う
。
時
雨
が
降
る
庭
を
見
な
が
ら
光
源
氏
が
漢
詩
の
一
節
「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
ん
、
今
は

知
ら
ず
」
を
口
ず
さ
ん
だ
。
中
将
が
そ
れ
を
聞
い
て
「
雨
と
な
り
し
ぐ
る
る
空
の
浮
雲
を
い
づ
れ
の
方
と
わ

き
て
な
が
め
む
」
と
歌
を
詠
み
、「
行
く
方
な
し
や
」
と
独
り
言
の
よ
う
に
言
う
。
光
源
氏
が
「
見
し
人
の

雨
と
な
り
に
し
雲
居
さ
へ
い
と
ど
時
雨
に
か
き
く
ら
す
こ
ろ
」
と
歌
を
返
し
、
中
将
は
そ
の
光
源
氏
の
姿
に

感
じ
入
り
、
葵
の
上
の
薄
命
を
嘆
く
。
こ
れ
は
葵
の
上
の
死
後
、
若
紫
と
の
新
枕
を
経
て
、
巻
の
終
わ
り
ま

 

1 

加
藤
静
子
「『
栄
花
物
語
』―

―

源
氏
物
語
の
影
」「
解
釈
と
鑑
賞
」
五
四‐

三
／
一
九
八
九 
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で
続
く
葵
の
上
追
悼
の
う
ち
の
一
幕
（
２
「
葵
」
五
四
～
五
六
頁
）
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
光
源
氏
が
詠
じ
た
言
葉
は
、
漢
詩
の
一
節
で
あ
る
と
の
指
摘
が
古
注
釈
の
時
代
か
ら
な
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
典
拠
の
事
情
は
や
や
複
雑
で
あ
る
。『
文
選
』
所
収
の
〈
高
唐
賦
〉
と
、
劉
禹
錫
に
よ
る
〈
有

所
嗟
〉
と
題
さ
れ
た
二
つ
の
詩
が
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
、〈
有
所
嗟
〉
は
〈
高
唐
賦
〉
を
踏
ま
え
て
作
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
は
直
接
的
に
は
〈
有
所
嗟
〉
を
引
い
て
い
る
と
い
う
複
雑
な
関
係
を
持

っ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
典
拠
を
持
つ
部
分
は
、
そ
の
典
拠
の
内
容
も
踏
ま
え
た
本
文
解
釈
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
の
注
釈
書
に
お
い
て
は
、
典
拠
そ
の
も
の
を
追
い
か
け
る
こ
と
に
力
が
注
が
れ
て
い
て
、
典
拠
の

内
容
が
物
語
本
文
の
解
釈
に
ま
で
十
分
に
還
元
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

本
章
で
は
、
こ
の
漢
籍
を
典
拠
に
持
つ
言
葉
に
注
目
し
、
二
つ
の
典
拠
の
日
本
に
お
け
る
用
例
を
分
析
し
、

「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
ん
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
再
考
す
る
。
ま
た
、
光
源
氏
が
朗

詠
し
た
漢
詩
文
の
訓
読
に
注
目
し
、
漢
詩
文
を
和
文
に
す
る
際
に
作
者
が
行
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
工
夫

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
か
ら
、
漢
詩
文
の
典
拠
を
物
語
の
読
み
に
反
映
さ
せ
、
よ
り
精
緻
な

解
釈
を
進
め
た
い
。 

 

一
、
問
題
の
所
在 

 

本
文
：
雲
と
雨
の
哀
傷 

  

ま
ず
は
改
め
て
本
文
を
引
用
し
、
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
。 

 

前
後
の
場
面
か
ら
、
舞
台
は
亡
き
妻
の
居
所
で
あ
っ
た
左
大
臣
邸
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
部
分
の
少
し
前
に

「
大
将
の
君
は
、
二
条
院
に
だ
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
も
渡
り
た
ま
は
ず
」（
２
「
葵
」
五
〇
頁
）
と
見
え
、

後
に
続
く
部
分
で
は
、
葵
の
上
付
き
の
女
房
で
召
人
で
も
あ
っ
た
中
納
言
の
君
を
話
し
相
手
と
し
て
い
る
。

葵
の
上
が
死
去
し
て
か
ら
、
光
源
氏
は
左
大
臣
邸
を
離
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

 

時
雨
う
ち
し
て
、
も
の
あ
は
れ
な
る
暮
つ
方
、
中
将
の
君
、
鈍
色
の
直
衣
、
指
貫
う
す
ら
か
に
更
衣

し
て
、
い
と
を
を
し
う
あ
ざ
や
か
に
心
恥
づ
か
し
き
さ
ま
し
て
参
り
た
ま
へ
り
。
君
は
、
西
の
つ
ま
の

高
欄
に
お
し
か
か
り
て
、
霜
枯
れ
の
前
栽
見
た
ま
ふ
ほ
ど
な
り
け
り
。
風
荒
ら
か
に
吹
き
時
雨
さ
と
し

た
る
ほ
ど
、
涙
も
あ
ら
そ
ふ
心
地
し
て
、「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
ん
、
今
は
知
ら
ず
」
と
う
ち

独
り
ご
ち
て
、
頬
杖
つ
き
た
ま
へ
る
御
さ
ま
、
女
に
て
は
見
捨
て
て
亡
く
な
ら
む
魂
か
な
ら
ず
と
ま
り
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な
む
か
し
と
、
色
め
か
し
き
心
地
に
う
ち
ま
も
ら
れ
つ
つ
、
近
う
つ
い
ゐ
た
ま
へ
れ
ば
、
し
ど
け
な
く

う
ち
乱
れ
た
ま
へ
る
さ
ま
な
が
ら
、
紐
ば
か
り
を
さ
し
な
ほ
し
た
ま
ふ
。
こ
れ
は
、
い
ま
す
こ
し
濃
や

か
な
る
夏
の
御
直
衣
に
、
紅
の
艶
や
か
な
る
ひ
き
か
さ
ね
て
や
つ
れ
た
ま
へ
る
し
も
、
見
て
も
飽
か
ぬ

心
地
ぞ
す
る
。
中
将
も
、
い
と
あ
は
れ
な
る
ま
み
に
な
が
め
た
ま
へ
り
。 

 
 

「
雨
と
な
り
し
ぐ
る
る
空
の
浮
雲
を
い
づ
れ
の
方
と
わ
き
て
な
が
め
む 

行
く
方
な
し
や
」
と
独
り
言
の
や
う
な
る
を
、 

 
 

見
し
人
の
雨
と
な
り
に
し
雲
居
さ
へ
い
と
ど
時
雨
に
か
き
く
ら
す
こ
ろ 

と
の
た
ま
ふ
御
気
色
も
浅
か
ら
ぬ
ほ
ど
し
る
く
見
ゆ
れ
ば
、
あ
や
し
う
、
年
ご
ろ
は
い
と
し
も
あ
ら
ぬ

御
心
ざ
し
を
、
院
な
ど
ゐ
た
ち
て
の
た
ま
は
せ
、
大
臣
の
御
も
て
な
し
も
心
苦
し
う
、
大
宮
の
御
方
ざ

ま
に
も
て
離
る
ま
じ
き
な
ど
、
か
た
が
た
に
さ
し
あ
ひ
た
れ
ば
、
え
し
も
ふ
り
棄
て
た
ま
は
で
、
も
の

う
げ
な
る
御
気
色
な
が
ら
あ
り
経
た
ま
ふ
な
め
り
か
し
と
い
と
ほ
し
う
見
ゆ
る
を
り
を
り
あ
り
つ
る

を
、
ま
こ
と
に
や
む
ご
と
な
く
重
き
方
は
こ
と
に
思
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
な
め
り
、
と
見
知
る
に
、
い

よ
い
よ
口
惜
し
う
お
ぼ
ゆ
。
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
光
失
せ
ぬ
る
心
地
し
て
、
屈
じ
い
た
か
り
け
り
。 

（
２
「
葵
」
五
四
～
五
六
頁
） 

  

晩
秋
の
頃
、「
時
雨
」「
暮
つ
方
」「
高
欄
」
な
ど
の
言
葉
で
情
景
が
語
ら
れ
、
光
源
氏
は
そ
の
景
色
を
見

て
漢
詩
の
一
節
を
詠
じ
た
と
い
う
体
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
中
将
の
歌
は
「
雨
と
な
っ
て
し
ぐ
れ
る

浮
雲
の
ど
れ
が
亡
き
人
と
見
分
け
て
眺
め
よ
う
か
、
ど
こ
へ
行
っ
た
も
の
や
ら
」
と
独
り
言
の
よ
う
で
あ
り
、

そ
れ
に
光
源
氏
が
「
愛
し
た
人
が
雨
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
空
ま
で
も
、
た
い
そ
う
時
雨
に
暗
く
な
る
こ
の
ご

ろ
で
あ
る
よ
」
と
更
に
返
歌
す
る
。
こ
れ
ら
の
歌
二
首
に
も
光
源
氏
が
詠
じ
た
「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に

け
ん
、
今
は
知
ら
ず
」
と
い
う
詩
句
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

加
え
て
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
光
源
氏
の
返
歌
を
聞
い
た
中
将
が
、「
浅
か
ら
ぬ
ほ
ど
し
る
く
」

と
、
光
源
氏
の
葵
の
上
へ
の
深
い
気
持
ち
を
感
じ
取
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
親
友
と
妹
の
夫
婦
関
係
を
間
近
で

見
て
い
た
で
あ
ろ
う
中
将
は
、
光
源
氏
の
愛
情
を
さ
ほ
ど
で
も
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、「
や
む
ご
と

な
く
重
き
方
」
と
し
て
は
格
別
に
思
っ
て
い
た
の
だ
と
察
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
を
新
編
全
集
で
は
、「
家
柄
の
高
い
、
た
い
せ
つ
な
人
と
い
う
点
で
は
。
源
氏
が
葵
の
上
を
歴
と
し

た
正
妻
と
考
え
て
い
た
こ
と
」（
２
「
葵
」
五
六
頁
頭
注
）
と
し
て
い
る
。「
や
む
ご
と
な
く
」
に
つ
い
て
は

家
柄
の
高
貴
さ
、
正
妻
と
い
う
地
位
の
高
さ
、
と
い
う
解
釈
で
問
題
な
い
が
、「
重
き
方
」
の
意
を
十
分
に

反
映
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
用
例
を
引
い
て
検
討
し
た
い
。 

 

『
源
氏
物
語
』
に
「
重
き
方
」
は
他
に
二
例
あ
る
。 
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人
の
け
は
ひ
、
い
と
あ
さ
ま
し
く
や
は
ら
か
に
お
ほ
ど
き
て
、
も
の
深
く
重
き
方
は
お
く
れ
て
、
ひ
た

ぶ
る
に
若
び
た
る
も
の
か
ら
世
を
ま
だ
知
ら
ぬ
に
も
あ
ら
ず
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
に
は
あ
る
ま
じ
、

い
づ
こ
に
い
と
か
う
し
も
と
ま
る
心
ぞ
と
か
へ
す
が
へ
す
思
す
。 

（
１
「
夕
顔
」
一
五
三
頁
） 

 

「
夕
顔
」
の
巻
、
廃
院
で
の
逢
瀬
の
際
に
、
夕
顔
の
人
柄
に
つ
い
て
光
源
氏
が
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

女
の
様
子
は
驚
く
ほ
ど
柔
和
で
お
お
ら
か
で
あ
り
、
思
慮
深
く
「
重
き
方
」
は
劣
っ
て
い
て
、
ひ
た
す
ら
に

幼
い
と
見
え
る
の
だ
が
男
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
、
夕
顔
の
不
思
議
な
魅
力
の
描
写
で
あ
る
。 

 

兵
部
卿
宮
、
人
柄
は
め
や
す
し
か
し
、
同
じ
き
筋
に
て
、
他
人
と
わ
き
ま
へ
お
と
し
む
べ
き
に
は
あ
ら

ね
ど
、
あ
ま
り
い
た
く
な
よ
び
よ
し
め
く
ほ
ど
に
、
重
き
方
お
く
れ
て
、
す
こ
し
軽
び
た
る
お
ぼ
え
や

進
み
に
た
ら
む
。
な
ほ
さ
る
人
は
い
と
頼
も
し
げ
な
く
な
む
あ
る
。 

（
４
「
若
菜
上
」
三
五
頁
） 

 

こ
ち
ら
は
男
性
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
重
き
方
」
で
あ
る
。
女
三
宮
の
婿
選
び
に
苦
慮
し
て
い
る
朱

雀
院
が
、
候
補
と
し
て
挙
げ
た
蛍
兵
部
卿
宮
の
人
柄
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
全
体
的
な
ひ
と
と
な
り
は
無

難
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
優
雅
に
風
流
ぶ
っ
て
い
る
か
ら
「
重
き
方
」
が
劣
っ
て
い
て
、
少
し
軽
薄
な
評

判
が
勝
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
そ
う
し
た
人
間
は
頼
り
に
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
あ
ま

り
良
い
評
価
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
二
例
の
「
重
き
方
」
は
、
と
も
に
性
格
や
人
柄
の
こ
と
で
あ
っ
て
、「
し

っ
か
り
と
思
慮
を
持
っ
て
落
ち
着
い
て
い
る
」
と
い
う
意
で
あ
る
と
解
せ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
中
将
が
言
う
「
ま
こ
と
に
や
む
ご
と
な
く
重
き
方
は
こ
と
に
思
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
な
め

り
」
は
、「
本
当
に
、
高
貴
な
正
妻
と
し
て
し
っ
か
り
と
落
ち
着
い
て
い
る
点
は
、
格
別
に
思
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
だ
」
と
い
う
解
釈
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
確
固
た
る
正
妻
と
し
て
大
事
に
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
実
感
し
、
改
め
て
妹
の
死
を
残
念
に
思
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

先
行
研
究 

  

次
に
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
漢
詩
文
を
踏
ま
え
た
部
分
の
読
解
、
解
釈
が
如
何
に
な
さ
れ
て
い
る

か
を
参
照
す
る
。 
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ま
ず
、
日
本
古
典
文
学
大
系2

（
以
下
「
大
系
」
と
略
称
）
は
、「
雨
と
な
り
、
雲
と
や
な
り
に
け
ん
、
今

は
知
ら
ず
」
の
部
分
に
以
下
の
よ
う
に
注
を
付
け
て
い
る
。 

 

葵
上
は
雨
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
、
雲
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
今
は
、
雨
も
雲
も
ど
れ
が

葵
上
の
形
見
か
、
一
向
に
わ
か
ら
な
い
の
で
悲
し
い
。 

（
大
系
１
「
葵
」
三
四
五
頁
） 

 

こ
れ
に
加
え
て
、
補
注
に
て
典
拠
に
言
及
が
あ
り
、
こ
の
一
節
は
漢
詩
が
踏
ま
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
る
。
こ
の
一
節
を
逐
次
訳
す
る
と
こ
う
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
部
分
は
漢
詩
の
一
節

を
暗
唱
し
た
も
の
と
見
て
、
全
文
の
現
代
語
訳
を
設
け
て
い
る
注
釈
書
で
も
、
敢
え
て
訳
を
せ
ず
光
源
氏
が

詠
じ
た
そ
の
ま
ま
を
「
」
で
示
す
も
の3

も
あ
る
。
ま
た
、
光
源
氏
の
歌
に
関
し
て
は
以
下
の
よ
う
に
、「
時

雨
に
か
き
く
ら
す
」
と
い
う
雨
の
描
写
に
つ
い
て
、
光
源
氏
本
人
の
涙
に
も
言
及
し
て
い
る
。
涙
で
目
が
く

ら
む
様
子
と
俄
雨
に
よ
っ
て
あ
た
り
が
暗
く
な
る
様
子
が
重
な
っ
て
い
る
と
見
て
い
る
。 

 

私
は
、
涙
の
た
め
に
目
が
暗
く
な
っ
て
何
も
見
え
な
い
そ
の
上
に
、
か
つ
て
相
見
た
葵
上
が
雨
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
雲
井
の
空
ま
で
が
、
時
雨
の
た
め
に
ひ
ど
く
真
暗
に
な
っ
て
い
る
時
で
、
葵
上
の
雲
も
他

の
雲
も
、
何
も
見
え
な
い
の
が
悲
し
い
。 

（
大
系
１
「
葵
」
三
四
六
頁
） 

  

次
に
、
新
潮
日
本
古
典
集
成4

（
以
下
「
集
成
」
と
略
称
）
は
、
中
将
と
光
源
氏
の
歌
で
雨
や
雲
と
な
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
、
荼
毘
の
煙
か
ら
の
連
想
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
次
の
注
は
、

中
将
の
「
雨
と
な
り…

」
の
歌
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

（
葵
の
上
を
荼
毘
に
付
し
た
煙
は
空
に
昇
っ
て
雲
と
な
っ
た
が
）
時
雨
の
雨
と
な
っ
て
降
る
空
の
浮

雲
の
ど
れ
を
、
そ
れ
と
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
源
氏
が
劉
禹
錫
の
詩
の
「
雨
と
な
り
雲
と
や
な

 

2 

山
岸
徳
平
校
注
『
源
氏
物
語 

一
』
日
本
古
典
文
学
大
系
／
岩
波
書
店
／
一
五
九
八 

3 

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈 

第
二
巻
』
角
川
書
店
／
一
九
六
五 

阿
部
秋
生
ほ
か
校
注
『
源
氏
物
語
２
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
／
小
学
館
／
一
九
九
五 

4 

石
田
穣
二
、
清
水
好
子
校
注
『
源
氏
物
語
２
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
／
新
潮
社
／
一
九
七
七 
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り
に
け
む
、…

…

」
と
誦
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
気
持
を
歌
に
し
た
も
の
。 

（
集
成
２
「
葵
」
一
〇
一
頁
） 

 

火
葬
の
煙
が
雲
と
な
り
、
い
ず
れ
雨
と
な
っ
て
降
る
そ
の
雲
を
葵
の
上
が
変
じ
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
し

て
い
る
が
、
ど
の
雲
を
葵
の
上
の
形
見
と
見
れ
ば
良
い
の
か
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。 

 

新
日
本
古
典
文
学
大
系5
（
以
下
「
新
大
系
」
と
略
称
）
は
、
こ
の
中
将
の
歌
に
続
く
「
行
方
な
し
や
」
の

一
言
に
「（
葵
上
は
）
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
高
唐
賦
」
の
神
女
は
陽
台
の
下
に
い
る
と
い
う

の
に
、
の
気
持
。」
と
注
を
付
し
て
い
る
。
故
人
の
兄
中
将
は
、
古
詩
を
引
用
し
た
妹
婿
の
意
図
を
理
解
し

て
、「
故
事
の
世
界
で
は
男
女
は
再
会
で
き
た
の
に
、
現
実
は
勝
手
が
違
う
ね
」
と
い
う
慰
め
を
含
ん
だ
歌

を
詠
み
掛
け
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
続
く
光
源
氏
の
返
歌
に
は
以
下
の
注
を
付
し
て
い
る
。 

 

源
氏
の
歌
。
亡
き
妻
が
雲
と
な
り
雨
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
空
ま
で
が
、
時
雨
の
た
め
に
い
よ
い
よ
暗
く

な
り
、
私
の
心
も
ま
す
ま
す
悲
し
み
に
か
き
く
ら
す
今
日
こ
の
ご
ろ
だ
、
の
意
。
空
に
死
者
の
魂
を
見

出
せ
ぬ
悲
し
み
を
、
暗
い
時
雨
を
降
ら
す
空
に
よ
っ
て
か
た
ど
る
。 （

新
大
系
１
「
葵
」
三
一
九
頁
） 

 

光
源
氏
は
中
将
の
そ
の
慰
め
に
対
し
、
自
分
の
悲
し
み
を
素
直
に
表
現
す
る
歌
で
返
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。「
空
に
死
者
の
魂
を
見
出
せ
ぬ
」
と
い
う
こ
と
は
、
光
源
氏
も
中
将
と
同
様
に
、
故
人
の
形
見
と

し
て
心
を
寄
せ
る
当
て
（
雲
）
さ
え
見
出
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。 

 

同
じ
く
二
人
の
歌
に
つ
い
て
、
新
編
全
集
で
は
、「
雨
と
な
り…

」「
見
し
人
の…

」
の
歌
に
そ
れ
ぞ
れ
次

の
よ
う
な
注
が
あ
る
。 

 

源
氏
の
誦
し
た
詩
句
、「
高
唐
賦
」
の
寝
所
の
故
事
を
受
け
て
仕
立
て
ら
れ
た
歌
。
ま
た
前
の
源
氏
の

歌
「
の
ぼ
り
ぬ
る…

」（
四
八
ペ
ー
ジ
）
と
類
似
し
た
発
想
で
あ
る
。 

（
２
「
葵
」
五
五
頁
） 

 

こ
れ
も
「
の
ぼ
り
ぬ
る…

」
の
歌
と
類
想
。
空
に
死
者
の
魂
を
見
出
せ
ぬ
ま
ま
時
雨
の
季
節
を
迎
え
る

悲
し
み
を
詠
嘆
す
る
。 

 

5 

柳
井
滋
ほ
か
校
注
『
源
氏
物
語 

一
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
／
岩
波
書
店
／
一
九
九
三 

三
一
九
頁 
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（
２
「
葵
」
五
五
頁
） 

 

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
の
ぼ
り
ぬ
る…

」
の
歌
と
は
、
葵
の
上
の
葬
送
が
鳥
辺
野
で
行
わ
れ
た
際
に
光
源

氏
が
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。 

 

夜
も
す
が
ら
い
み
じ
う
の
の
し
り
つ
る
儀
式
な
れ
ど
、
い
と
も
は
か
な
き
御
骸
骨
ば
か
り
を
御
な
ご

り
に
て
、
暁
深
く
帰
り
た
ま
ふ
。
常
の
こ
と
な
れ
ど
、
人
ひ
と
り
か
、
あ
ま
た
し
も
見
た
ま
は
ぬ
こ
と

な
れ
ば
に
や
、
た
ぐ
ひ
な
く
思
し
焦
が
れ
た
り
。
八
月
廿
余
日
の
有
明
な
れ
ば
、
空
の
け
し
き
も
あ
は

れ
少
な
か
ら
ぬ
に
、
大
臣
の
闇
に
く
れ
ま
ど
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
を
見
た
ま
ふ
も
こ
と
わ
り
に
い
み
じ

け
れ
ば
、
空
の
み
な
が
め
ら
れ
た
ま
ひ
て
、 

の
ぼ
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
分
か
ね
ど
も
な
べ
て
雲
居
の
あ
は
れ
な
る
か
な 

（
２
「
葵
」
四
七
～
四
八
頁
） 

 

葬
送
の
際
に
は
、
明
け
方
の
空
の
様
子
を
眺
め
、「
火
葬
の
煙
が
昇
っ
て
行
っ
た
の
が
ど
の
雲
で
あ
る
と
は

わ
か
ら
な
い
が
」
と
い
う
よ
う
に
雲
に
寄
せ
て
哀
傷
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
「
の
ぼ
り
ぬ
る…

」
の
歌

で
用
い
ら
れ
て
い
る
火
葬
の
煙
か
ら
雲
を
連
想
す
る
手
法
は
、『
源
氏
物
語
』
以
外
で
は
次
の
よ
う
な
例
が

あ
る
。 

 

中
将
道
信
朝
臣
み
ま
か
り
に
け
る
、
を
く
り
斂
め
て
の
あ
し
た
に
よ
め
る 

 

藤
原
頼
孝 

思
ひ
か
ね
き
の
ふ
の
空
を
な
が
む
れ
ば
そ
れ
か
と
見
ゆ
る
雲
だ
に
も
な
し 

（『
千
載
和
歌
集
』
巻
第
九 

哀
傷 

五
五
〇6

） 

 

藤
原
道
信
が
亡
く
な
っ
た
の
は
正
暦
五
年
（9

9
4

）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
が
生
み
出
さ
れ
る

直
前
、
も
し
く
は
ま
さ
に
当
代
の
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
八
代
集
の
哀
傷
の
部
を
追
っ
て
い
く
と
『
千
載
和

歌
集
』
以
前
で
は
、
荼
毘
の
煙
の
連
想
と
し
て
は
「
雲
」
よ
り
も
「
霞
」
が
多
い
。 

 

人
の
忌
果
て
て
、
も
と
の
家
に
帰
り
け
る
日 

 

（
引
用
者
注
：
よ
み
人
し
ら
ず
） 

 

6 

片
野
達
郎
、
松
野
陽
一
校
注
『
千
載
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
／
岩
波
書
店
／
一
九
九
三 

一

六
七
頁 
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ふ
る
さ
と
に
君
は
い
づ
ら
と
待
ち
問
は
ば
い
づ
れ
の
空
の
霞
と
言
は
ま
し 

（『
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
二
十 

哀
傷 

一
四
一
五7

） 

 
円
融
院
法
皇
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
紫
野
に
御
葬
送
侍
り
け
る
に
、
一
と
せ
こ
の
所
に
て
子
日
さ

せ
た
ま
ひ
し
こ
と
な
ど
思
ひ
出
で
て
よ
み
侍
り
け
る 

 

左
大
将
朝
光 

紫
の
雲
の
か
け
て
も
思
ひ
き
や
春
の
霞
に
な
し
て
見
む
と
は 

（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十 

哀
傷 

五
四
一8

） 

 

円
融
院
の
葬
送
は
正
暦
二
年
（9

9
1

）
で
あ
り
、
道
信
が
没
し
た
三
年
前
で
あ
る
。『
千
載
和
歌
集
』『
新
古

今
和
歌
集
』
で
は
「
雲
」
に
寄
せ
る
歌
が
二
首
ず
つ
あ
り
、
少
数
な
が
ら
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
新
潮
集

成
と
新
編
全
集
で
は
こ
う
し
た
「
雲
」
を
用
い
た
哀
傷
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
光
源
氏
の
和
歌
の
中
で
は

「
見
し
人
の
雨
と
な
り
に
し
雲
居
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
、
雲
で
は
な
く
雨
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。
和

歌
の
中
で
雲
と
雨
を
同
じ
用
法
で
用
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
注
釈
で
は
詳
し
く
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
典
拠
と
な
っ
た
漢
詩
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
ろ
う
。 

 

次
に
、
天
野
紀
代
子
氏
は
中
将
と
光
源
氏
の
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

 

劉
禹
錫
の
悲
し
み
の
詩
に
白
居
易
が
唱
和
し
た
よ
う
に
、
源
氏
の
独
り
言
に
中
将
が
歌
を
持
っ
て

応
じ
る
と
い
う
二
人
の
〈
交
友
〉
が
、
こ
れ
以
後
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
く
。
中
将
の
歌
は
、
妹
は
空
に

昇
っ
て
い
っ
た
が
、
雨
と
な
っ
て
し
ぐ
れ
る
空
の
浮
雲
を
、
ど
れ
を
そ
れ
と
見
分
け
て
眺
め
よ
う
か
、

と
い
う
も
の
。「
今
は
知
ら
ず
」
と
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
葵
上
の
魂
は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

さ
ら
に
源
氏
は
歌
で
応
え
る
。
我
が
妻
が
雲
と
な
り
雨
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
空
ま
で
が
、
時
雨
に
よ
っ

て
い
よ
い
よ
暗
く
、
私
の
心
も
悲
し
み
に
暗
れ
る
ば
か
り
だ
、
と
い
う
も
の
。「
見
し
人
」
へ
の
哀
悼

は
、「
煙
」
と
な
っ
た
夕
顔
を
悼
む
時
に
も
使
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
の
「
見
し
人
」
は
雨
と
な
り
、

雲
に
な
っ
た
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
、
漢
詩
的
な
世
界
が
く
っ
き
り
と
移
し
取
ら
れ
て
い
る
。 

 

妻
の
死
、
妹
の
死
に
見
舞
わ
れ
た
男
た
ち
の
心
情
の
共
有
に
、
漢
詩
が
効
果
的
に
使
わ
れ
た
わ
け
で

あ
る
。
必
ず
し
も
、
残
さ
れ
た
も
の
の
悲
嘆
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
時
雨
に
か
き
暗
れ
る

 

7 

片
桐
洋
一
校
注
『
後
撰
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
／
岩
波
書
店
／
一
九
九
〇 

四
三
一
頁 

8 

久
保
田
淳
、
平
田
喜
信
校
注
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
／
岩
波
書
店
／
一
九
九
四 

一
七
七
頁 
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状
況
を
男
同
士
で
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
主
要
な
テ
ー
マ
な
の
だ
。9 

 

葵
の
上
へ
の
哀
悼
、「
残
さ
れ
た
も
の
の
悲
嘆
」
が
漢
詩
的
な
表
現
で
語
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
で
は

男
友
達
で
あ
り
親
戚
で
も
あ
る
光
源
氏
と
中
将
の
「
交
友
」
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
天
野
氏
は
別
の
論
考
に
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
白
詩
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
贈
答
唱
和
の
詩
に
よ
っ
て
、
詩
人
た
ち
の
交
友
そ

の
も
の
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
源
氏
と
中
将
の
新
た
な
関
係
を
創
ろ
う
と

す
る
時
、
作
者
は
そ
う
し
た
白
居
易
文
化
圏
の
詩
の
一
端
を
借
り
、
二
人
の
連
帯
と
そ
の
置
か
れ
て
い

る
状
況
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
和
歌
の
贈
答
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
と
い
う
意
識
が
、

和
歌
集
の
部
立
て
に
は
な
い
漢
詩
集
の
「
交
友
」
を
た
ぐ
り
寄
せ
た
の
だ
。1

0 

 

政
治
的
に
不
利
な
状
況
に
立
た
さ
れ
、
そ
の
苦
難
を
共
有
し
て
い
る
光
源
氏
と
中
将
の
連
帯
を
表
す
に
は
、

和
歌
で
は
力
不
足
だ
っ
た
。
紫
式
部
は
劉
白
の
唱
和
に
そ
の
表
現
を
求
め
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

問
題
の
所
在 

  

さ
て
、
こ
れ
ら
の
先
行
論
を
引
く
に
つ
け
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
注
釈
が
「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
ん
」

と
い
う
光
源
氏
の
言
葉
を
、
表
面
的
な
「
葵
の
上
が
雨
に
な
っ
た
か
雲
に
な
っ
た
か
」
と
い
う
意
味
で
説
明

し
て
い
る
。
し
か
し
、
詳
し
く
は
第
二
、
第
三
節
に
て
考
察
す
る
が
、
典
拠
で
あ
る
劉
禹
錫
の
〈
有
所
嗟
〉

で
の
「
為
雨
為
雲
」
は
故
事
に
よ
る
四
字
熟
語
で
あ
り
、「
美
女
と
の
交
わ
り
」「
美
女
と
の
逢
瀬
」
を
表
す

も
の
で
あ
る
。
漢
籍
の
素
養
を
持
っ
た
紫
式
部
が
原
典
の
故
事
を
理
解
せ
ず
、
表
面
的
な
言
葉
の
み
を
用
い

た
な
ど
、
あ
り
得
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。 

 

し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
ん
」
の
訓
読
で
は
、
諸
注
が
解
釈
す

る
よ
う
に
「
死
ん
だ
後
に
雲
や
雨
に
な
っ
た
」
と
解
釈
す
る
ほ
か
な
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

の
注
釈
は
、
こ
の
「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
ん
」
の
典
拠
で
あ
る
〈
有
所
嗟
〉〈
高
唐
賦
〉
の
二
作
品

 

9 

天
野
紀
代
子
『
跳
ん
だ
『
源
氏
物
語
』―

―

死
と
哀
悼
の
表
現―

―

』
第
二
章
「
夕
顔
・
葵―

―

物
の

怪
に
よ
る
死
と
哀
傷
」
新
典
社
／
二
〇
〇
九 

六
八
～
六
九
頁 

1
0 

天
野
紀
代
子
「
交
友
の
方
法―

―

沈
淪
・
流
謫
の
男
同
志―

―

」「
文
学
」
五
〇‐

八
／
一
九
八
二 
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を
十
分
に
説
明
せ
ず
に
そ
れ
を
踏
ま
え
た
和
歌
に
臨
ん
で
い
る
た
め
、
典
拠
と
な
っ
た
漢
詩
と
の
乖
離
を

生
み
、
表
面
的
な
意
味
し
か
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
解
釈
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
や
は
り
典
拠
と
な
っ
た
漢
詩
文
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
次
節
で
は
、

〈
有
所
嗟
〉〈
高
唐
賦
〉
の
二
作
品
に
つ
い
て
、
改
め
て
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
。 

 

二
、
高
唐
賦
と
有
所
嗟 

  

本
節
で
は
、
一
連
の
哀
傷
表
現
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
二
つ
の
漢
詩
文
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
。 

 

現
存
最
古
の
注
釈
書
で
あ
る
藤
原
伊
行
の
『
源
氏
釈
』
か
ら
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
既
に
典
拠
の
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
る
。
諸
注
釈
類
で
典
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
漢
籍
は
二
種
類
あ
り
、
一
つ
は
『
文
選
』
所

収
の
宋
玉
に
よ
る
〈
高
唐
賦
〉、
も
う
一
つ
は
中
唐
の
詩
人
劉
禹
錫
に
よ
る
〈
有
所
嗟
〉
で
あ
る
。〈
高
唐
賦
〉

は
劉
禹
錫
の
時
代
に
は
既
に
故
事
と
し
て
教
養
化
し
て
い
て
、
劉
禹
錫
は
〈
高
唐
賦
〉
の
故
事
を
踏
ま
え
て

〈
有
所
嗟
〉
を
作
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
伊
行
は
〈
高
唐
賦
〉
を
引
き
、
藤
原
定
家
に
よ
る
注
釈
『
奥
入
』

は
〈
有
所
嗟
〉
を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
後
に
続
く
『
紫
明
抄
』『
河
海
抄
』
に
は
両
者
が
引
か
れ
、
以

降
は
こ
れ
ら
に
従
っ
た
と
見
え
る
記
述
が
多
い
。 

 

有
所
嗟 

  

ま
ず
は
「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
ん
」
の
直
接
の
典
拠
と
思
わ
れ
る
〈
有
所
嗟
〉
か
ら
参
照
す
る
。

以
下
は
そ
の
全
文
で
あ
る
。 

 

有
所
嗟
二
首 

 

劉
禹
錫
（
劉
夢
得
） 

庾
令
楼
中
初
見
時 

 

庾
令 

楼
中 

初
め
て
見
え
し
時
、 

武
昌
春
柳
鬭
腰
肢 

 

武
昌
の
春
柳 

腰
肢
を
鬭
（
た
た
か
）
わ
せ
り
。 

相
逢
相
笑
盡
如
夢 

 

相
逢
い 

相
笑
い
し
も 

盡
く
夢
の
如
し
、 

為
雨
為
雲
今
不
知 

 

雨
と
為
り 

雲
と
為
る 

今
知
ら
ず
。 

 

鄂
渚
濛
濛
烟
雨
微 

 

鄂
渚 

濛
濛 

煙
雨
微
な
り
、 

女
郎
魂
逐
暮
雲
帰 

 

女
郎 

魂
逐
わ
れ 

暮
雲
歸
る
。 

只
応
長
在
漢
陽
渡 

 

只
だ
應
に 

長
え
に
漢
陽
の
渡
に
在
り
、 
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化
作
鴛
鴦
一
隻
飛 

 

化
し
て
鴛
鴦
と
作
り 

一
隻
で
飛
ぶ
。 

 

白
詩
（2

5
5

2
） 

和
劉
郎
中
傷
鄂
姫 

 

劉
郎
中
の
鄂
姫
を
傷
む
に
和
す 

 
 

不
獨
君
嗟
我
亦
嗟 

 

獨
り
君
の
嗟
く
の
み
な
ら
ず 

我
も
亦
嗟
く
、 

 
 

西
風
北
雪
殺
南
花 

 

西
風 

北
雪 

南
花
を
殺
ら
す
を
。 

 
 

不
知
月
夜
魂
歸
處 

 
知
ら
ず 

月
夜 

魂
の
歸
る
處
を
、 

 
 

鸚
鵡
洲
頭
第
幾
家 

 

鸚
鵡
洲
頭 

第
幾
家
ぞ
。 

 
 

姫
、
鄂
人
也 

 
 

 

姫
は
鄂
の
人
な
り 

（
『
劉
白
唱
和
集
』1

1

） 

  

〈
有
所
嗟
〉
は
元
々
劉
禹
錫
と
白
居
易
の
唱
和
詩
で
あ
り
、
劉
禹
錫
の
愛
人
の
死
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
作

品
で
あ
る
。
劉
禹
錫
の
二
首
は
、「
庾
令
の
地
で
初
め
て
会
っ
た
女
性
と
過
ご
し
た
こ
と
も
、
今
で
は
夢
の

よ
う
で
あ
る
。
死
ん
だ
女
性
の
魂
は
暮
れ
方
の
雲
を
追
っ
て
帰
り
、
漢
陽
で
一
羽
き
り
の
オ
シ
ド
リ
に
な
っ

て
い
る
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
白
居
易
は
、「
彼
女
の
死
を
嘆
い
て
い
る
の
は
君
一
人
で

は
な
い
」
と
応
じ
、
劉
禹
錫
の
傷
心
を
慰
め
る
。 

 

傍
線
部
で
示
し
た
通
り
、
劉
禹
錫
の
一
首
目
に
光
源
氏
が
詠
じ
た
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
「
為
雨
為
雲
今
不
知
」

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
典
拠
で
あ
る
と
考
え
る
に
は
十
分
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、〈
有
所
嗟
〉
は
〈
高
唐
賦
〉

を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
て
い
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
こ
の
一
句
が
そ
れ
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
。 

 

高
唐
賦 

  

で
は
「
為
雨
為
雲
今
不
知
」
は
〈
高
唐
賦
〉
の
何
を
ど
の
よ
う
に
踏
ま
え
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、
次
は
そ
の
〈
高
唐
賦
〉
の
序
文
を
参
照
す
る
。 

 

昔
者
楚
襄
王
、
與
宋
玉
遊
於
雲
夢
之
臺
。
望
高
唐
之
觀
、
其
上
獨
有
雲
氣
。
崪
兮
直
上
、
忽
兮
改
容
。

須
臾
之
閒
、
變
化
無
窮
。
王
問
玉
曰
、
此
何
氣
也
。
玉
對
曰
、
所
謂
朝
雲
者
也
。
王
曰
、
何
謂
朝
雲
。

玉
曰
、
昔
者
先
王
嘗
遊
高
唐
、
怠
而
晝
寢
。
夢
見
一
婦
人
、
曰
、
妾
巫
山
之
女
也
。
爲
高
唐
之
客
。
聞

君
遊
高
唐
、
願
薦
枕
席
。
王
因
幸
之
。
去
而
辭
曰
、
妾
在
巫
山
之
陽
、
高
丘
之
阻
。
旦
爲
朝
雲
、
暮
爲

 

1
1 

柴
格
朗
訳
注
『
劉
白
唱
和
集
（
全
）』
勉
誠
出
版
／
二
〇
〇
四 

一
八
八
～
一
九
一
頁 
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行
雨
。
朝
朝
暮
暮
、
陽
臺
之
下
。
旦
朝
視
之
如
言
。
故
爲
立
廟
、
號
曰
朝
雲
。 

 
昔
者
楚
の
襄
王
、
宋
玉
と
雲
夢
の
臺
に
遊
ぶ
。
高
唐
の
觀
を
望
む
に
、
其
の
上
に
獨
り
雲
氣
有
り
。
崪

と
し
て
直
ち
に
上
り
、
忽
と
し
て
容
を
改
む
。
須
臾
の
閒
に
、
變
化
し
て
窮
ま
り
無
し
。
王
玉
に
問
ひ

て
曰
く
、
此
何
の
氣
ぞ
と
。
玉
對
へ
て
曰
く
、
所
謂
朝
雲
な
る
者
な
り
と
。
王
曰
く
、
何
を
か
朝
雲
と

謂
ふ
と
。
玉
曰
く
、
昔
者
先
王
嘗
て
高
唐
に
遊
び
、
怠
り
て
晝
寢
ぬ
。
夢
に
一
婦
人
を
見
る
に
、
曰
く
、

妾
は
巫
山
の
女
な
り
。
高
唐
の
客
爲
り
。
君
の
高
唐
に
遊
ぶ
を
聞
く
、
願
は
く
は
枕
席
を
薦
め
ん
と
。

王
因
り
て
之
を
幸
す
。
去
り
て
辭
し
て
曰
く
、
妾
は
巫
山
の
陽
、
高
丘
の
阻
に
在
り
。
旦
に
朝
雲
と
爲

り
、
暮
に
行
雨
と
爲
る
。
朝
朝
暮
暮
、
陽
臺
の
下
に
あ
り
と
。
旦
朝
に
之
を
視
る
に
言
の
如
し
。
故
に

爲
に
廟
を
立
て
、
號
し
て
朝
雲
と
曰
ふ
と
。 

（
宋
玉
「
高
唐
賦
」
序1

2

） 

  

「
楚
の
懐
王
が
巫
山
の
地
で
見
た
夢
に
美
女
が
現
れ
、
王
と
契
り
を
交
わ
し
た
後
、
去
り
際
に
「
朝
に
は

雲
、
暮
れ
に
は
雨
と
な
っ
て
陽
台
山
の
元
に
参
る
」
と
言
い
残
し
た
。
王
が
目
を
覚
ま
す
と
女
の
言
っ
た
通

り
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
詩
賦
の
内
容
を
要
約
し
て
い
る
。
こ
の
夢
で
出
会
っ
た
神
女
と
一
時
を
過
ご
し

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
後
世
に
残
る
故
事
と
な
り
、「
朝
雲
暮
雨
」「
巫
山
雲
雨
」「
陽
台
の
夢
」
と
い
っ
た
言

葉
は
「
男
女
の
契
り
」「
男
女
が
睦
ま
じ
く
結
ば
れ
る
こ
と
」
な
ど
の
意
を
示
し
て
い
る
。 

 

〈
有
所
嗟
〉
の
「
為
雨
為
雲
」
と
い
う
言
葉
も
、「
朝
雲
暮
雨
」
な
ど
と
同
じ
く
、
こ
の
〈
高
唐
賦
〉
か

ら
生
ま
れ
た
故
事
成
語
と
な
っ
て
お
り
、「
美
女
」「
男
女
の
契
り
」
を
表
す
言
葉
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る

が
、〈
有
所
嗟
〉
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
為
雨
為
雲
」
が
、
本
当
に
そ
の
故
事
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、

劉
禹
錫
以
前
の
中
国
に
お
け
る
用
例
か
ら
確
認
し
て
お
く
。 

 

公
子
行 

 
 

 

劉
廷
芝 

 
 

（
略
） 

花
際
俳
諧
雙
蛺
蝶 

 
 

 

花
際 

俳
諧
す
雙
蛺
蝶
。 

池
邊
顧
歩
両
鴛
鴦 

 
 

 

池
邊 

顧
歩
す
両
鴛
鴦
。 

傾
国
傾
城
漢
武
帝 

 
 

 

国
を
傾
け
城
を
傾
く
漢
の
武
帝
。 

為
雲
為
雨
楚
襄
王 

 
 

 

雲
と
為
り
雨
と
為
る
楚
の
襄
王
。…

…
 

 

1
2 

内
田
泉
之
助
ほ
か
『
文
選
（
賦
編
）
下
』
新
釈
漢
文
大
系
／
明
治
書
院
／
二
〇
〇
一 

三
四
三
頁 
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（
『
唐
詩
選
』
巻
二1

3

） 

  

七
世
紀
の
唐
の
詩
人
・
劉
廷
芝
の
詩
で
あ
る
。
美
し
い
女
性
た
ち
を
描
写
す
る
中
に
「
為
雲
為
雨
」
の
言

葉
が
見
え
る
。「
傾
国
傾
城
」「
漢
の
武
帝
」
と
並
べ
て
「
為
雲
為
雨
」「
楚
の
襄
王
」
が
対
句
に
さ
れ
て
お

り
、
こ
こ
で
は
美
女
を
指
す
言
葉
、
ま
た
は
王
が
そ
の
美
女
を
愛
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。
劉
禹
錫
は
八
～
九
世
紀
の
人
で
あ
る
か
ら
、
劉
禹
錫
が
登
場
す
る
前
か
ら
〈
高
唐
賦
〉
の
雲

と
雨
に
由
来
す
る
言
葉
は
「
美
女
」、
ま
た
は
そ
の
美
女
と
「
契
り
を
交
わ
す
こ
と
」
を
指
す
も
の
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

一
方
〈
有
所
嗟
〉
の
一
首
目
を
見
て
み
る
と
、
こ
ち
ら
も
第
三
句
と
「
為
雨
為
雲
」
を
含
む
第
四
句
が
対

句
に
な
っ
て
い
る
。「
相
逢
相
笑
盡
如
夢―

―

互
い
に
出
会
い
笑
い
合
っ
た
の
も
夢
の
よ
う
だ
」
と
い
っ
た

言
葉
と
、「
為
雨
為
雲
今
不
知―

―

睦
ま
じ
く
契
り
を
交
わ
し
た
こ
と
も
今
は
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉

が
対
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
為
雨
為
雲
」
が
「
逢
瀬
」
や
「
美
女
」
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
て
、
劉
禹

錫
は
そ
れ
を
悲
し
み
の
句
に
用
い
た
の
で
あ
る
。 

 

〈
公
子
行
〉
と
〈
有
所
嗟
〉
は
中
国
漢
文
で
の
用
例
で
あ
る
が
、
次
節
で
挙
げ
る
よ
う
に
、
日
本
の
作
品

に
お
い
て
も
〈
高
唐
賦
〉
の
故
事
の
用
例
は
多
数
あ
る
。
光
源
氏
に
引
用
さ
れ
る
ま
で
、
日
本
に
お
い
て
こ

の
故
事
は
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
こ
の
故
事
に
つ
い
て
日
本

で
の
用
法
を
考
察
す
る
。 

 

三
、
日
本
に
お
け
る
受
容 

  

本
節
で
は
、〈
高
唐
賦
〉〈
有
所
嗟
〉
の
故
事
の
日
本
に
お
け
る
用
例
を
参
照
し
、
日
本
で
は
ど
う
い
っ
た

用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
た
の
か
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
は
、
こ
の
故
事
は
如
何
に
人
々
に
知
ら
れ
、
使
わ

れ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。 

 

日
本
に
お
け
る
〈
高
唐
賦
〉 

  

『
源
氏
物
語
』
以
前
の
例
で
は
、
古
く
は
『
万
葉
集
』
の
「
松
浦
川
に
遊
ぶ
」
と
い
う
一
連
の
作
品
群
の

序
文
に
、「
あ
る
と
き
に
は
巫
峡
に
臥
し
て
空
し
く
煙
霞
を
望
む
」
と
い
う
一
文
が
見
ら
れ
る
。 

 

1
3 

目
加
田
誠
著
『
唐
詩
選
』
新
釈
漢
文
大
系
／
明
治
書
院
／
一
九
六
四 

二
〇
八
～
二
〇
九
頁 
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遊
於
松
浦
河
序 

余
以
暫
往
松
浦
之
県
逍
遥
、
聊
臨
玉
嶋
之
潭
遊
覧
、
忽
値
釣
魚
女
子
等
也
。
花
容
無
双
、
光
儀
無
匹
。

開
柳
葉
於
眉
中
、
発
桃
花
於
頬
上
。
意
気
凌
雲
、
風
流
絶
世
。
僕
問
曰
、
誰
郷
誰
家
児
等
、
若
疑
神
仙

者
乎
。
娘
等
皆
咲
答
曰
、
児
等
者
漁
夫
之
舎
児
、
草
庵
之
微
者
。
無
郷
無
家
、
何
足
称
云
。
唯
性
便
水
、

復
心
楽
山
。
或
臨
洛
浦
而
徒
羨
玉
魚
、
乍
臥
巫
峡
以
空
望
烟
霞
。
今
以
邂
逅
相
遇
貴
客
。
不
勝
感
応
、

輙
陳
欵
曲
。
而
今
而
後
、
豈
可
非
偕
老
哉
。
下
官
対
曰
、
唯
々
、
敬
奉
芳
命
。
于
時
、
日
落
山
西
、
驪

馬
将
云
。
遂
申
懐
抱
、
因
贈
詠
歌
曰
、 

 
 

阿
佐
里
須
流 

阿
末
能
古
等
母
等 
比
得
波
伊
倍
騰 

美
流
尓
之
良
延
奴 

有
麻
必
等
能
古
等 

 

松
浦
川
に
遊
ぶ
序 

 

余
、
暫
松
浦
の
県
に
往
き
て
逍
遥
し
、
聊
か
に
玉
島
の
潭ふ

ち

に
臨
み
て
遊
覧
す
る
に
、
忽
ち
に
魚
を
釣

る
女
子
等
に
値あ

ひ
ぬ
。
花
の
容か

ほ

双
び
な
く
、
光
り
た
る
儀

す
が
た

は
匹

た
ぐ
ひ

な
し
。
柳
の
葉
を
眉
の
中
に
開
き
、

桃
の
花
を
頬
の
上
に
発
く
。
意
気
雲
を
凌
ぎ
、
風
流
は
世
に
絶
え
た
り
。
僕
問
ひ
て
曰
く
、
「
誰
が
郷

誰
が
家
の
児
ら
そ
、
け
だ
し
神
仙
な
ら
む
か
」
と
い
ふ
。
娘
等
皆
咲ゑ

み
答
え
て
曰
く
、「
児
等

わ

れ

は
漁
夫

あ

ま

の
舎い

へ

の
児こ

、
草
の
庵
の
微い

や

し
き
者
な
り
。
郷
も
な
く
家
も
な
し
、
何
そ
称あ

げ
云
ふ
に
足
ら
む
。
た
だ

性
ひ
と
と
な
り

水
に
便な

ら

ひ
、
ま
た
心
に
山
を
楽
し
ぶ
。
あ
る
と
き
に
は
洛
浦
に
臨
み
て
徒
ら
に
玉
魚
を
羨と

も

し
み

し
、
あ
る
と
き
に
は
巫
峡
に
臥
し
て
空
し
く
煙
霞
を
望
む
。
今
邂
逅

た
ま
さ
か

に
貴
客

ま
ら
ひ
と

に
相
遇

あ

ひ
ぬ
。
感
応
に
勝あ

へ
ず
、
輙

す
な
わ

ち
欵か

ん

曲
き
ょ
く

を
陳の

ぶ
。
今
よ
り
後
に
、
豈あ

に

偕
老

か
い
ろ
う

に
あ
ら
ざ
る
べ
け
む
」
と
い
ふ
。
下
官

や
つ
か
れ

対
へ
て

曰
く
、「
唯
々

を

を

、
敬

つ
つ
し

み
て
芳
命
を

奉
う
け
た
ま

は
ら
む
」
と
い
ふ
。
時
に
、
日
は
山
の
西
に
落
ち
、
驪
馬

り

ば

去い

な

む
と
す
。
遂
に
懐
抱

か
い
ほ
う

を
申の

べ
、
因
り
て
詠
歌
を
贈
り
て
曰
く
、 

あ
さ
り
す
る 

漁
夫
の
子
ど
も
と 

人
は
言
へ
ど 

見
る
に
知
ら
え
ぬ 

う
ま
ひ
と
の
子
と 

（『
万
葉
集
』
巻
五
「
遊
於
松
浦
河
序
」1

4

） 

  

松
浦
河
に
出
掛
け
た
折
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
美
し
い
娘
た
ち
と
歌
を
贈
答
し
合
っ
た
と
い
う
話
が
語
ら

れ
る
。
作
者
が
娘
た
ち
に
「
あ
な
た
方
は
仙
女
で
は
な
い
か
」
と
身
上
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
娘
た
ち
の
返
答

は
「
我
々
は
海
人
の
子
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
続
け
て
「
あ
る
時
は
巫
山
に
横
に
な
り
、
霞
を

眺
め
て
お
り
ま
し
た
」
と
い
う
言
葉
で
〈
高
唐
賦
〉
の
地
名
が
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
天
女
の
よ
う
な
神

 

1
4 

小
島
憲
之
ほ
か
校
注
『
万
葉
集
２
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
／
小
学
館
／
一
九
九
五 

五
一
～
五
三

頁 
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秘
的
で
美
し
い
女
性
た
ち
が
登
場
し
て
お
り
、〈
高
唐
賦
〉
の
神
女
を
匂
わ
せ
る
発
言
を
す
る
。
こ
の
序
文

に
続
く
歌
群
で
は
男
女
の
贈
答
を
重
ね
て
い
て
、〈
高
唐
賦
〉〈
有
所
嗟
〉
に
あ
る
よ
う
な
「
別
れ
」
の
描
写

は
な
い
。
こ
の
点
は
次
の
『
懐
風
藻
』
の
例
も
同
様
で
あ
る
。 

 

正
六
位
上
左
大
史
荊
助
仁
。
一
首
。 

 

年
三
十
七
。 

五
言
。
美
人
を
詠
む
。
一
首
。 

巫
山
行
雨
下
。
洛
浦
廻
雪
霏
。 

巫ふ

山ざ
ん

行か
う

雨う

下ふ

り
、
洛ら

く

浦ほ

廻
く
わ
い

雪せ
つ

霏と

ぶ
。 

月
泛
眉
間
魄
。
雲
開
髻
上
暉
。 
月
は
泛う

か
ぶ
眉み

間け
ん

の
魄

ひ
か
り

、
雲
は
開
く
髻け

い

上
じ
や
う

の
暉

ひ
か
り

。 

腰
逐
楚
王
細
。
體
随
漢
帝
飛
。 

腰
は
楚そ

王わ
う

を
逐お

ひ
て
細
く
、
體み

は
漢か

ん

帝て
い

に
随

し
た
が

ひ
て
飛
ぶ
。 

誰
知
交
甫
珮
。
留
客
令
忘
歸
。 

誰
か
知
ら
む
交か

う

甫ほ

が
珮は

い

、

客
ま
ら
ひ
と

を
留と

ど

め
て
歸

か
へ
り

を
忘
れ
し
む
る
こ
と

を
。 

（『
懐
風
藻
』「
詠
美
人
」1

5

） 

  

右
の
『
懐
風
藻
』
の
例
は
、「
美
人
を
詠
む
」
と
題
さ
れ
る
詩
で
あ
る
。
美
女
の
離
れ
が
た
い
美
し
さ
を

故
事
に
寄
せ
て
歌
っ
て
お
り
、
冒
頭
か
ら
「
巫
山
行
雨
下
り
」
と
い
う
よ
う
に
〈
高
唐
賦
〉
の
地
名
と
「
雨
」

が
登
場
し
て
い
る
。
先
に
あ
げ
た
『
万
葉
集
』
の
例
に
も
「
巫
峡
に
臥
し
て
空
し
く
煙
霞
を
望
む
」
に
並
ん

で
「
洛
浦
に
臨
み
て
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、「
洛
浦
」
と
い
う
言
葉
が
こ
こ
で
も
「
巫
峡
」
と
対
句
的

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
〈
高
唐
賦
〉
と
同
じ
く
『
文
選
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
〈
洛
神
賦
〉
と
い
う

作
品
を
典
拠
と
し
た
言
葉
で
、〈
洛
神
賦
〉
は
〈
高
唐
賦
〉
に
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ

の
二
種
類
の
美
女
の
表
現
は
、
日
本
に
お
け
る
漢
詩
文
の
中
で
も
し
ば
し
ば
並
べ
て
使
わ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
「
巫
山
」「
洛
浦
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、『
懐
風
藻
』
が
編
纂
さ
れ
た
頃
か
ら
、
日
本
に
お
い

て
も
既
に
神
仙
的
美
女
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
『
懐
風
藻
』

の
例
も
「
松
浦
河
に
遊
ぶ
」
と
同
じ
く
、
美
女
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
「
別
れ
」
の
要
素
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。 

 

一
方
、
次
の
引
用
は
「
洛
雪
」「
巫
雲
」
を
用
い
な
が
ら
、
女
性
の
死
を
主
題
に
し
た
作
品
で
あ
る
。 

 

「
侍
中
翁
主
挽
歌
詞
」
に
和
し
奉
る
。
二
首
。 

 

菅
原
淸
公 

（
一
首
略
） 

 

1
5 

小
島
憲
之
校
注
『
懐
風
藻 

文
華
秀
麗
集 

本
朝
文
粋
』
日
本
古
典
文
学
大
系
／
岩
波
書
店
／
一
九
六

四 

一
〇
二
～
一
〇
三
頁 
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鳳
掖
榮
華
盡
。
爲
書
卜
兆
通
。 

 

鳳ほ
う

掖え
き

榮え
い

華ぐ
わ

盡つ

き
、
爲ゐ

書し
ょ

卜ぼ
く

兆
ち
ょ
う

通か
よ

ふ
。 

向
朝
傷
薤
露
。
欲
暮
泣
楊
風
。 

 

朝
に
向
か
ひ
て
薤
露

か

い

ろ

を
傷
み
、
暮
に

欲
な
り
な
ん
と

し
て
楊
風
に
泣
く
。 

漢
浦
星
光
缺
。
秦
樓
月
影
空
。 

 

漢か
ん

浦ぼ

星せ
い

光こ
う

缺か

け
、
秦し

ん

樓ろ
う

月げ
つ

影え
い

空む
な

し
。 

定
知
雲
雨
貌
。
長
絶
楚
臺
中
。 

 

定
め
て
知
る
雲
雨
の
貌
、

長
と
こ
し
え

に
楚
臺
の
中
に
絶
ゆ
る
こ
と
を
。 

 

「
侍
中
翁
主
挽
歌
詞
」
に
和
し
奉
る
。
二
首
。 

 

巨
勢
識
人 

（
一
首
略
） 

曉
月
銘
旌
出
。
春
山
轅
馬
通
。 

 
曉

ぎ
ょ
う

月げ
つ

銘め
い

旌せ
い

出い

で
、
春

し
ゅ
ん

山ざ
ん

轅え
ん

馬ば

通か
よ

ふ
。 

繁
笳
悲
薤
露
。
畫
翣
送
松
風
。 

 
繁は

ん

笳か

薤か
い

露ろ

悲
し
く
、
畫が

翣
し
ょ
う

松
し
ょ
う

風ふ
う

送
る
。 

洛
雪
廻
光
罷
。
巫
雲
行
影
空
。 

 

洛ら
く

雪せ
つ

廻
く
わ
い

光
く
わ
う

罷や

み
、
巫ふ

雲う
ん

行か
う

影え
い

空む
な

し
。 

可
嗟
桃
李
貌
。
長
掩
重
泉
中
。 

 

嗟な
げ

く
べ
し
桃た

う

李り

の
貌

か
た
ち

、
長

と
こ
し
へ

に
重
泉

ち
ょ
う
せ
ん

の
中
に
掩お

ほ

は
れ
む
こ
と
を
。 

（『
文
華
秀
麗
集
』
巻
中
「
奉
和
侍
中
翁
主
挽
歌
詞
」1

6

） 

  

本
来
は
一
人
が
二
首
ず
つ
詠
ん
で
い
る
作
品
で
あ
る
が
、
引
用
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
首
ず
つ
割
愛
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
嵯
峨
天
皇
に
よ
る
挽
歌
詩
に
唱
和
し
て
作
ら
れ
て
い
て
、
女
官
か
そ
れ
に
似
た
立
場
の
女
性

が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
嘆
く
も
の
で
あ
る
。
柩
が
運
ば
れ
て
い
く
様
子
を
語
り
、
女
性
の
姿
を
「
雲
雨
」「
洛

雪
」「
巫
雲
」
と
表
現
す
る
。
そ
の
美
し
い
姿
が
楼
閣
の
中
か
ら
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
嘆
く
内
容
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
先
の
二
例
と
同
じ
く
〈
高
唐
賦
〉
と
並
ん
で
〈
洛
神
賦
〉
が
使
わ
れ
、
挽
歌
詩
に
和
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
詩
は
女
性
と
死
別
す
る
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
場
面
と
同
じ
状
況
が
描
か
れ
て

い
る
。 

 

し
か
し
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
死
別
の
表
現
は
「
雲
雨
」「
洛
雪
」「
巫
雲
」
に
「
長
絶
」「
罷
」「
空
」
と

い
う
言
葉
を
加
え
て
用
い
て
の
別
れ
の
描
写
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
（
ア
）
～
（
ウ
）

の
三
例
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
て
も
「
雲
雨
」
な
ど
の
言
葉
は
「
美
女
」
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を

故
事
の
言
葉
と
し
て
使
っ
て
い
る
詩
人
た
ち
は
、
そ
れ
自
体
に
別
れ
の
要
素
が
あ
る
と
い
う
意
識
で
用
い

て
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
些
細
な
こ
と
で
あ
る
が
、〈
高
唐
賦
〉
の
「
雲
雨
」「
巫
雲
」
と
い
っ
た
言

葉
だ
け
で
は
「
死
別
」
の
要
素
を
表
せ
な
い
と
い
う
、
こ
の
点
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

 

1
6 

注

15 

二
七
一
～
二
七
二
頁 
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日
本
に
お
け
る
〈
有
所
嗟
〉 

  

こ
こ
ま
で
日
本
に
お
け
る
〈
高
唐
賦
〉
の
故
事
の
用
例
を
見
て
き
た
が
、
こ
こ
で
〈
有
所
嗟
〉
の
例
も
確

認
し
た
い
。
次
の
用
例
に
は
、
光
源
氏
が
引
い
た
「
為
雨
為
雲
」
の
箇
所
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
と

対
句
に
な
っ
た
「
相
逢
相
笑
」
に
該
当
す
る
部
分
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

七
月
七
日
、
牛
女
に
代
わ
り
て
、
暁
更
を
惜
し
む
、
各
一
字
を
分
か
つ
、
製
に
応
え
ま
つ
る 

〈
探
り
て
「
程
」
の
字
を
得
た
り
〉 

年
不
再
秋
夜
五
更 

 

年
再
び
は
秋
あ
ら
ず 

夜
五
更 

料
知
靈
配
暁
來
情 

 

料
り
知
る 

靈
配 
曉
よ
り
こ
の
か
た
の
情 

露
應
別
涙
珠
空
落 

 

露
は
別
れ
の
涙
な
る
べ
し 
珠
空
し
く
落
つ 

雲
是
殘
粧
髻
未
成 

 

雲
は
こ
れ
殘
ん
の
粧
ひ 

髻
い
ま
だ
成
ら
ず 

恐
結
橋
思
傷
鵲
翅 

 

橋
を
結
ば
む
こ
と
を
恐
り
て
は 

鵲
の
翅
を
傷
ら
む
こ
と
を
思
ふ 

嫌
催
駕
欲
啞
鶏
聲 

 

駕
を
催
さ
む
こ
と
を
嫌
ひ
て
は 

鶏
の
聲
を
唖
な
ら
し
め
ま
く
欲
り
す 

相
逢
相
失
間
分
寸 

 

相
逢
ひ
相
失
ひ
て 

間
む
こ
と
分
寸 

三
十
六
旬
一
水
程 

 

三
十
六
旬 

一
水
の
程 

（
引
用
者
注
：〈 

〉
は
割
注
部
分
） 

（『
菅
家
文
草
』
巻
五
「
七
月
七
日
、
代
牛
女
惜
曉
更
、
各
分
一
字
、
應
製
。〈
探
得
程
字
〉」1

7

） 

  

第
一
節
で
引
用
し
た
「
相
逢
相
笑
」
と
は
異
同
が
あ
る
が
、『
奥
入
』
古
注
釈
に
あ
る
も
の
と
同
じ
「
相

逢
ひ
相
失
ひ
て
」
と
い
う
〈
有
所
嗟
〉
の
語
句
が
用
い
ら
れ
、
劉
禹
錫
の
作
品
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
男
女
の
暁
方
の
別
れ
を
織
女
と
牽
牛
に
成
り
代
わ
っ
て
語
り
、
逢
瀬
の
時
間
の
短
さ
を
惜
し
ん
で

い
る
。
新
間
一
美
氏
は
こ
の
〈
有
所
嗟
〉
が
道
真
の
作
品
に
度
々
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

漢
詩
だ
け
で
な
く
願
文
の
中
に
も
引
か
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
、「
平
安
朝
に
お
い
て
は
、
女
性
の
死
に
際

し
て
作
ら
れ
た
願
文
に
巫
山
の
神
女
が
登
場
す
る
が
、
そ
う
し
た
表
現
に
最
も
影
響
を
与
え
た
の
は
劉
禹

錫
の
詩
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か1

8

」
と
論
じ
て
い
る
。 

 

1
7 

川
口
久
雄
校
注
『
菅
家
文
草 

菅
家
後
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
／
岩
波
書
店
／
一
九
六
六 

三
七
七

～
三
七
八
頁 

1
8 

新
間
一
美
「
元
白
・
劉
白
の
文
学
と
源
氏
物
語―

―

交
友
と
恋
の
表
現
に
つ
い
て
」 

和
漢
比
較
文
学
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こ
の
よ
う
に
、
日
本
で
の
例
に
お
い
て
も
〈
有
所
嗟
〉
か
ら
の
引
用
が
女
性
の
死
を
主
題
と
し
て
い
る
一

方
、『
万
葉
集
』『
懐
風
藻
』『
文
華
秀
麗
集
』
の
例
で
見
た
よ
う
に
〈
高
唐
賦
〉
の
故
事
を
用
い
た
言
葉
そ

の
も
の
で
は
「
美
女
」
や
「
美
女
と
関
係
を
持
つ
こ
と
」
の
み
が
示
さ
れ
る
。
元
々
〈
高
唐
賦
〉
で
は
、
夢

で
出
会
っ
た
神
女
と
の
別
れ
よ
り
も
、
彼
女
の
美
し
さ
や
雲
雨
と
な
る
神
秘
的
な
で
き
ご
と
に
重
き
が
置

か
れ
て
い
る
。
女
性
と
の
「
別
れ
」
と
い
っ
て
も
、
神
女
は
雲
や
雨
に
姿
を
変
え
て
王
の
元
に
再
び
現
れ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、〈
高
唐
賦
〉
の
言
葉
自
体
に
は
「
別
れ
」
や
「
死
別
」
が
テ
ー
マ
に
組
み
入
れ
ら
れ

て
い
る
感
覚
は
さ
ほ
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
用
例
を
見
る
限
り
、
日
本
に
お
い
て
も
そ
の
意

識
は
引
き
継
が
れ
て
い
る
。 

 

四
、
本
文
再
考 

  

前
節
で
は
、〈
高
唐
賦
〉〈
有
所
嗟
〉
両
者
の
日
本
に
お
け
る
受
容
の
様
相
を
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、〈
有

所
嗟
〉
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
〈
高
唐
賦
〉
に
由
来
す
る
故
事
そ
れ
自
体
に
は
「
死
別
」
の
要
素
が
含
ま
れ

な
い
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
節
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
原
文
に
帰
り
、
そ
の

意
図
す
る
と
こ
ろ
を
考
察
し
た
い
。 

 

「
為
雨
為
雲
」
の
訓
読 

  

光
源
氏
が
朗
詠
し
た
の
は
「
為
雨
為
雲
今
不
知
」
に
あ
た
る
一
節
の
み
で
、
い
か
に
も
断
片
的
に
独
り
言

を
言
っ
た
体
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
断
片
的
で
あ
る
と
は
い
え
「
今
は
知
ら
ず
」
ま
で
含
ん
で
い
る
こ
と
を

見
る
と
、
単
に
故
事
成
語
と
し
て
の
「
為
雨
為
雲
」
で
は
な
く
、
劉
禹
錫
の
男
女
の
離
別
の
句
〈
有
所
嗟
〉

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
漢
籍
の
教
養
を
持
っ
た
紫
式
部
の
こ
と
、
元
は
〈
高
唐
賦
〉
の
故

事
に
由
来
す
る
こ
と
も
き
ち
ん
と
知
っ
て
使
っ
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
改
め
て
光
源
氏
が
詠
じ
た
一
節
を
み
る
と
、「
為
雨
為
雲
今
不
知
」
は
「
雨
と
な
り
雲
と
や
な

り
に
け
ん
、
今
は
知
ら
ず
」
と
過
去
推
量
の
語
を
付
加
し
て
訓
読
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
諸
本
で
の

異
同
を
確
認
し
て
み
て
も
、
陽
明
家
本
で
「
あ
め
と
や
な
り
く
も
と
や
な
り
に
け
ん
」
と
助
詞
が
補
わ
れ
る

の
み
で
、
や
は
り
過
去
推
量
の
付
加
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
注
釈
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
解
釈

を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 

会
編
『
源
氏
物
語
と
漢
文
学
』
汲
古
書
院
／
一
九
九
三 
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〈
有
所
嗟
〉
の
通
り
に
故
事
成
語
と
し
て
の
用
法
を
含
め
て
引
用
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
こ
は
「
女
と
仲

睦
ま
じ
く
過
ご
し
た
こ
と
」
の
意
で
あ
る
か
ら
、「
葵
の
上
と
睦
ま
じ
く
過
ご
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
今
は
も

う
分
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
し
か
し
、
葵
の
上
と
の
夫
婦
生
活
は
自
分
の
経
験
で
あ
る
か
ら
、
過

去
の
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
推
量
で
語
る
理
由
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
こ
ん
な
判
然
と
し
な
い
夫
婦

生
活
を
述
べ
た
の
で
は
、
そ
れ
を
聞
い
た
中
将
が
「
こ
と
に
思
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
な
め
り
」
な
ど
と
い
う

感
想
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 

で
は
、
故
事
成
語
と
し
て
の
意
味
を
含
ん
で
い
な
い
と
解
釈
し
て
、
光
源
氏
が
詠
ん
だ
こ
の
文
面
の
ま
ま

読
む
な
ら
ば
、
ど
う
読
め
る
だ
ろ
う
か
。「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
ん
、
今
は
知
ら
ず
」
と
い
う
言
葉

だ
け
を
捉
え
る
と
、「
雨
と
な
り
、
雲
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
今
は
も
う
分
ら
な
い
」
と
、
死

ん
だ
葵
の
上
が
本
当
に
雨
や
雲
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
言
い
方
で
あ
る
。
光
源
氏
の
言
葉
に
応
え
る

よ
う
に
中
将
が
詠
ん
だ
和
歌
を
見
て
も
、「
空
の
浮
雲
を
い
づ
れ
の
方
と
わ
き
て
」
と
い
う
よ
う
に
「
雲
が

誰
で
あ
る
か
見
分
け
る
」
と
い
う
発
想
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
「
火
葬
の
煙
と
雲
」
に
よ
る

和
歌
の
表
現
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
故
事
の
言
葉
と
し
て
読
む
に
は
無
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
来
こ
の

よ
う
に
読
む
の
が
自
然
な
流
れ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
考
え
る
と
ま
た
問
題
と
な
る
の
が
、
雲
と
雨
を

同
じ
よ
う
に
用
い
て
良
い
の
か
、
火
葬
の
煙
か
ら
の
連
想
で
あ
れ
ば
な
ぜ
光
源
氏
の
歌
で
は
雨
な
の
か
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
「
雨
」
に
つ
い
て
は
、
新
編
全
集
は
も
う
少
し
考
え
る
必
要
が
あ
る
。 

 

な
ぜ
「
け
ん
」
と
過
去
の
推
量
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
日

本
で
は
こ
の
漢
詩
を
ど
う
訓
読
し
て
い
た
か
の
例
を
挙
げ
る
。
以
下
に
光
源
氏
の
古
注
釈
類1

9
で
訓
読
が
確

認
で
き
た
も
の
五
例
を
挙
げ
た
。
比
較
し
や
す
い
よ
う
適
宜
ス
ペ
ー
ス
を
開
け
て
あ
る
。 

 

奥
入 

 
 

 
 
…
…

 

あ
め
と
な
り 

く
も
と
な
り 

 
 

い
ま
は
し
ら
す 

光
源
氏
物
語
抄 

…
…

 

あ
め
と
な
り 

く
も
と
や
な
り 

 

い
ま
は
し
ら
す 

一
葉
抄 

 
 

 
…
…

 

為
雨 

 
 

 

雲
為
つ
て 

 
 

 

今
（
は
）
知
ず 

明
星
抄 

 
 

 
…
…

 

雨
と
為
り 

 

雲
と
為
り
て 

 
 

今
は
し
ら
す 

紹
巴
抄 

 
 

 
…
…

 

雨
と
な
り 

 

雲
と
な
り
に
け
ん 

今
は
知
ず 

 

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
中
に
は
光
源
氏
の
本
文
と
全
く
同
じ
に
読
ん
で
い
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
こ
の

よ
う
に
訓
読
に
差
異
が
生
じ
る
の
は
、
漢
文
を
日
本
語
に
書
き
下
す
際
、
意
味
が
通
っ
て
い
れ
ば
あ
る
程
度

 

1
9 

古
注
釈
類
の
引
用
は
、
中
野
幸
一
編
『
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
』（
武
蔵
野
書
院
）
に
よ
っ
た
。 
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の
自
由
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
点
は
現
代
の
注
釈
に
お
い
て
も
同
様
で
、
先
に
引
用
し
た

柴
格
朗
氏
に
よ
る
訓
読
で
も
「
雨
と
為
り 

雲
と
為
る 

今
知
ら
ず
」
と
い
う
よ
う
に
少
々
異
な
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
十
六
世
紀
の
源
氏
注
釈
『
紹
巴
抄
』
が
過
去
推
量
を
付
し
て
い
る
が
、
か
な
り
後
世
に
な
っ

て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
藤
原
定
家
に
よ
る
『
奥
入
』
以
降
、
確
認
で
き
る
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
光
源
氏
と

異
な
る
読
み
方
を
し
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
れ
ら
の
注
釈
が
引
い
て
い
る
の
は
典
拠
と
な
っ
て
い
る
劉
禹
錫
の
〈
有
所
嗟
〉
で
あ
り
、
光
源
氏
は
そ

の
〈
有
所
嗟
〉
の
一
節
を
口
ず
さ
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。
時
代
に
差
異
が
あ
る
と
は
い
え
、
同
じ
〈
有
所

嗟
〉
の
本
文
を
訓
読
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
不
一
致
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
光

源
氏
が
詠
ん
だ
一
節
は
、
や
は
り
〈
有
所
嗟
〉
の
訓
読
と
し
て
は
一
般
的
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。 

 

そ
れ
で
は
、
少
し
視
点
を
変
え
て
、『
源
氏
釈
』
に
て
伊
行
が
提
示
し
た
よ
う
に
〈
高
唐
賦
〉
だ
け
を
典

拠
と
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
高
唐
賦
〉
で
は
、
女
性
は
王
の
夢
の
中
に
現
れ
る
神
秘

的
な
人
物
だ
が
、
王
が
夢
か
ら
覚
め
る
と
本
当
に
雲
が
た
な
び
い
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ

う
す
る
と
、
今
度
は
光
源
氏
の
言
葉
が
〈
有
所
嗟
〉
に
一
致
し
す
ぎ
て
い
る
こ
と
が
疑
問
と
な
っ
て
く
る
。

「
今
不
知
」
に
当
た
る
言
葉
ま
で
四
句
目
の
全
部
を
光
源
氏
は
詠
ん
で
い
る
の
だ
と
考
え
る
方
が
明
ら
か

に
自
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、
漢
籍
を
知
っ
て
い
る
読
者
に
〈
高
唐
賦
〉
で
は
な
く
〈
有
所
嗟
〉
の
引

用
で
あ
る
と
読
み
取
ら
せ
る
た
め
に
「
今
は
知
ら
ず
」
ま
で
詠
ん
で
い
る
、
と
い
う
作
者
紫
式
部
に
よ
る
意

図
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
第
三
節
で
見
た
よ
う
に
、〈
高
唐
賦
〉
だ
け
で
は
「
別

れ
」
の
表
現
と
し
て
は
弱
い
。
こ
の
後
の
場
面
に
続
い
て
登
場
す
る
「
霜
枯
れ
の
前
栽
」
や
「
草
枯
れ
」
と

い
っ
た
も
の
も
、
劉
禹
錫
に
唱
和
し
た
白
居
易
の
詩
に
あ
る
「
西
風
北
雪
殺
南
花
」
か
ら
発
想
を
得
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
の
新
間
氏2

0

の
主
張
も
あ
る
。
〈
有
所
嗟
〉
を
無
視
し
て
良
い
と
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら

れ
な
い
。 

 

そ
こ
で
、
漢
籍
か
ら
距
離
を
置
い
て
「
死
ん
だ
人
物
が
雨
や
雲
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、

ま
ず
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
「
火
葬
の
煙
が
空
に
昇
っ
て
雲
に
な
る
」
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
こ
の
類
の
表

現
は
和
歌
に
よ
く
見
ら
れ
、
第
一
節
で
参
照
し
た
よ
う
に
、
葵
の
上
の
葬
送
の
折
に
光
源
氏
が
詠
ん
だ
「
の

ぼ
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
分
か
ね
ど
も
な
べ
て
雲
居
の
あ
は
れ
な
る
か
な
」（
２
「
葵
」
四
七
～
四
八
頁
）
の

歌
が
ま
さ
し
く
そ
れ
で
あ
り
、「
夕
顔
」
の
巻
に
も
見
ら
れ
る
。 

 

 

2
0 

注

18

に
同
じ
。 
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空
の
う
ち
曇
り
て
、
風
冷
や
か
な
る
に
、
い
と
い
た
く
な
が
め
た
ま
ひ
て
、 

見
し
人
の
煙
を
雲
と
な
が
む
れ
ば
夕
の
空
も
む
つ
ま
し
き
か
な 

と
、
独
り
ご
ち
た
ま
へ
ど
、
え
さ
し
答
へ
も
聞
こ
え
ず
。
か
や
う
に
て
お
は
せ
ま
し
か
ば
と
思
ふ
に
も

胸
ふ
た
が
り
て
お
ぼ
ゆ
。
耳
か
し
が
ま
し
か
り
し
砧
の
音
を
思
し
出
づ
る
さ
へ
恋
し
く
て
、「
正
に
長

き
夜
」
と
う
ち
誦
じ
て
臥
し
た
ま
へ
り
。 

（
１
「
夕
顔
」
一
八
九
頁
） 

 

夕
顔
の
死
後
、
彼
女
の
侍
女
で
あ
っ
た
右
近
か
ら
謎
の
多
か
っ
た
夕
顔
の
素
性
を
聞
き
、
光
源
氏
が
詠
ん
だ

の
だ
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
空
の
様
子
、
風
の
冷
た
さ
な
ど
、
周
囲
の
自
然
や
環
境
に
触
発
さ
れ
て
詠
ん
で

い
る
。 

 

そ
し
て
「
雨
」
の
表
現
は
、
第
一
節
に
て
日
本
古
典
文
学
大
系
が
言
及
し
て
い
た
よ
う
に
、
本
来
和
歌
や

和
文
の
世
界
で
は
、
次
の
二
例
の
よ
う
に
涙
に
な
ぞ
ら
え
る
表
現
と
な
り
う
る
。 

 

「
聞
こ
え
さ
せ
て
も
か
ひ
な
き
も
の
懲
り
に
こ
そ
、
む
げ
に
く
づ
ほ
れ
に
け
れ
。
身
の
み
も
の
う
き
ほ

ど
に
、 あ

ひ
見
ず
て
し
の
ぶ
る
こ
ろ
の
涙
を
も
な
べ
て
の
空
の
時
雨
と
や
見
る 

心
の
通
ふ
な
ら
ば
、
い
か
に
な
が
め
の
空
も
も
の
忘
れ
し
は
べ
ら
む
」
な
ど
、
こ
ま
や
か
に
な
り
に
け

り
。 

（
２
「
賢
木
」
一
二
八
頁
） 

 

喪
に
侍
り
け
る
人
を
、
弔
問
に
ま
か
り
て
、
よ
め
る 

 

忠
岑 

墨
染
の
き
み
が
袂
は
雲
な
れ
や
た
え
ず
涙
の
雨
と
の
み
ふ
る 

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
六 

哀
傷 

八
四
三2

1

） 

  

「
葵
」
の
哀
傷
の
場
面
で
は
、
時
雨
が
降
っ
て
い
る
こ
と
が
冒
頭
で
語
ら
れ
て
い
る
。
漢
詩
が
故
事
を
踏

ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
読
め
ば
、
光
源
氏
が
「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
ん
」
と
ひ
と
り

ご
ち
た
の
は
、
雨
と
雲
を
見
て
亡
き
妻
の
火
葬
の
煙
を
連
想
し
、「
あ
な
た
は
煙
か
ら
雲
に
な
っ
て
し
ま
っ

 

2
1 

小
島
憲
之
、
新
井
栄
蔵
校
注
『
古
今
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
／
岩
波
書
店
／
一
九
八
九 

二

五
三
頁 
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た
の
だ
ろ
う
か
」
と
、
煙
を
雲
に
寄
せ
た
和
歌
の
よ
う
な
表
現
を
し
た
の
だ
と
見
え
る
だ
ろ
う
。
現
に
数
頁

前
に
は
葵
の
上
の
火
葬
の
煙
を
見
て
「
の
ぼ
り
ぬ
る…

」
と
空
の
様
子
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
記
憶
が
新
し

い
読
者
た
ち
は
こ
こ
で
も
自
然
と
こ
の
連
想
に
至
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

ま
と
め
る
と
、
光
源
氏
が
朗
詠
し
て
い
る
「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
ん
」
の
言
葉
は
〈
有
所
嗟
〉
の

訓
読
と
し
て
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
高
い
一
致
度
に
よ
り
〈
有
所
嗟
〉
を
引
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
伝
え
て
い
る
。
同
時
に
、
時
雨
か
ら
火
葬
の
煙
と
雲
の
関
連
を
読
者
に
想
起
さ
せ
、

和
歌
的
な
雨
と
雲
の
哀
傷
表
現
を
内
包
さ
せ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
紫
式
部
は
こ
の
一
節

の
訓
読
を
敢
え
て
「
な
り
に
け
ん
」
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

本
文
再
考
：
時
雨
の
日
の
哀
傷 

  

し
か
し
、
和
歌
の
世
界
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
の
が
光
源
氏
の
歌
で
あ
る
。「
見
し
人
の
雨
と
な
り
に

し
」
と
い
う
言
葉
は
、〈
高
唐
賦
〉
の
故
事
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
な
い
。
そ
の
点
を
含
め
て
、

改
め
て
本
文
を
解
釈
す
る
。 

 

時
雨
の
降
る
夕
方
、
三
位
中
将
が
や
っ
て
く
る
。
光
源
氏
は
西
の
高
欄
に
も
た
れ
、
霜
枯
れ
し
た
前
栽
を

見
て
い
た
。
風
が
荒
々
し
く
吹
き
時
雨
が
さ
っ
と
降
る
と
、
光
源
氏
は
自
然
に
涙
腺
が
緩
み
、
そ
の
雨
に
ち

な
ん
で
劉
禹
錫
の
〈
有
所
嗟
〉
を
口
ず
さ
む
。
そ
の
一
節
を
引
き
つ
つ
も
、
訓
読
に
少
し
手
を
加
え
て
、
雲

と
雨
を
用
い
た
哀
傷
歌
的
な
要
素
も
入
れ
た
。
そ
の
物
憂
げ
な
様
子
を
見
て
中
将
は
、「
女
で
あ
っ
た
な
ら
、

光
源
氏
を
見
捨
て
て
亡
く
な
っ
た
魂
は
必
ず
こ
の
世
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
感
じ
る
。
劉
禹
錫
の

詩
で
は
、
死
ん
だ
女
の
魂
は
オ
シ
ド
リ
の
片
割
れ
に
な
っ
て
漢
陽
に
い
る
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
中
将
も
、
光

源
氏
の
口
ず
さ
む
の
に
答
え
る
よ
う
に
、〈
高
唐
賦
〉
や
〈
有
所
嗟
〉、
和
歌
の
表
現
を
踏
ま
え
た
歌
を
詠
む
。

「
雨
と
な
っ
て
時
雨
れ
る
空
の
浮
雲
を
、
ど
れ
を
故
人
と
見
分
け
て
眺
め
よ
う
か
」―

―

〈
高
唐
賦
〉
の
神

女
は
朝
の
雲
、
暮
れ
の
雨
と
な
っ
た
。
劉
禹
錫
の
愛
人
・
鄂
姫
は
一
羽
だ
け
の
オ
シ
ド
リ
と
な
っ
た
。
で
は

葵
の
上
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か―

―

中
将
が
そ
う
独
り
言
の
よ
う
に
言
う
と
、
今
度
は
光
源
氏
が
歌
を
返

す
。「
契
り
合
っ
た
人
が
雨
と
な
っ
た
空
ま
で
も
た
い
そ
う
時
雨
れ
て
か
き
く
ら
す
今
日
こ
の
頃
」―

―

そ

の
様
子
を
見
た
中
将
は
、
長
年
不
和
を
抱
え
て
い
た
よ
う
に
見
え
た
彼
ら
の
夫
婦
生
活
に
つ
い
て
、
正
妻
と

し
て
、
落
ち
着
い
て
思
慮
を
持
っ
た
女
性
と
し
て
、
特
別
に
思
っ
て
く
れ
て
い
た
の
だ
、
と
感
じ
取
っ
た
。

同
時
に
葵
の
上
の
死
を
儚
み
、
左
大
臣
家
と
光
源
氏
の
関
係
が
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
嘆
く
の
で

あ
る
。 

 

な
ぜ
中
将
が
そ
う
感
じ
た
の
か
。〈
高
唐
賦
〉
や
〈
有
所
嗟
〉
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
暮
れ
方
の
雨
は
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神
女
が
姿
を
変
え
た
も
の
で
あ
り
、「
為
雨
為
雲
」
と
は
男
女
の
深
い
契
り
の
こ
と
で
あ
る
。
光
源
氏
は
「
見

し
人
の
雨
と
な
り
に
し
」
と
、
葵
の
上
が
神
女
と
同
じ
よ
う
に
雨
に
な
っ
た
こ
と
を
歌
の
中
で
示
唆
し
た
。

こ
こ
は
「
雨
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
歌
は
暮
れ
方
の
時
雨
を
見
な
が
ら
詠

ま
れ
て
お
り
、
神
女
が
暮
れ
方
に
変
じ
る
姿
は
雨
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
重
ね
る
よ
う
に
、
葵
の
上
も
煙

か
ら
雲
に
、
雲
か
ら
雨
に
な
っ
て
光
源
氏
の
元
に
降
っ
て
い
る
構
図
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る

か
ら
、
雨
を
涙
と
重
ね
る
表
現
は
和
歌
に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
涙
の
比
喩
と

い
う
よ
り
は
、
漢
詩
の
典
拠
を
踏
ま
え
た
表
現
と
見
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
た
や
り
と
り
と
光
源
氏
の
歌
に
よ
っ
て
中
将
は
そ
の
構
図
に
気
付
き
、
傷
心
に
沈
ん
だ
光
源
氏

の
面
持
ち
か
ら
、
光
源
氏
の
葵
の
上
へ
の
愛
情
に
気
づ
い
た
と
読
む
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

「
自
嘲
」
の
例 

  

果
た
し
て
こ
う
し
た
漢
詩
文
の
意
図
的
な
改
変
は
起
き
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
和
歌
の
場
合
に
は
、
有
名
な

例
が
『
枕
草
子
』「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
の
段
に
あ
る
。 

 

 

春
の
歌
、
花
の
心
な
ど
、
さ
い
ふ
も
、
上
臈
二
つ
三
つ
ば
か
り
書
き
て
、「
こ
れ
に
」
と
あ
る
に
、 

 
 

年
経
れ
ば
よ
は
ひ
は
老
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
ば
物
思
ひ
も
な
し 

 
 

と
い
ふ
こ
と
を
、「
君
を
し
見
れ
ば
」
と
書
き
な
し
た
る
、
御
覧
じ
く
ら
べ
て
、「
た
だ
こ
の
心
ど
も
の

ゆ
か
し
か
り
つ
る
ぞ
」
と
仰
せ
ら
る
る
つ
い
で
に
、「
円
融
院
の
御
時
に
、『
草
子
に
歌
一
つ
書
け
』
と

殿
上
人
に
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
い
み
じ
う
書
き
に
く
う
、
す
ま
ひ
申
す
人
々
あ
り
け
る
に
、『
さ
ら
に

た
だ
手
の
あ
し
さ
よ
き
、
歌
の
、
を
り
に
あ
は
ざ
ら
む
も
知
ら
じ
』
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
わ
び
て
み
な

書
き
け
る
中
に
、
た
だ
い
ま
の
関
白
殿
、
三
位
中
将
と
聞
え
け
る
と
き
、 

し
ほ
の
満
つ
い
つ
も
の
浦
の
い
つ
も
い
つ
も
君
を
ば
深
く
思
ふ
は
や
わ
が 

と
い
ふ
歌
の
、
末
を
、『
た
の
む
は
や
わ
が
』
と
書
き
た
ま
へ
り
け
る
を
な
む
、
い
み
じ
う
め
で
さ
せ

た
ま
ひ
け
る
」
な
ど
仰
せ
ら
る
る
に
も
、
す
ず
ろ
に
汗
あ
ゆ
る
心
地
ぞ
す
る
。 

（
『
枕
草
子
』
五
一
～
五
二
頁2

2

） 

  

清
少
納
言
が
『
古
今
和
歌
集
』
春
上
、
藤
原
良
房
の
「
年
経
れ
ば…

」
の
歌
を
改
変
し
、
そ
の
機
微
を
定

 

2
2 

松
尾
聰
、
永
井
和
子
校
注
『
枕
草
子
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
／
小
学
館
／
一
九
九
七 
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子
が
褒
め
た
。
定
子
は
、
昔
父
の
道
隆
が
「
し
ほ
の
満
つ…

」
と
い
う
歌
を
改
変
し
て
詠
み
、
そ
れ
が
円
融

院
に
褒
め
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
語
っ
た
、
と
い
う
章
段
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
既
に
あ
る
和
歌
を

場
に
合
わ
せ
て
改
変
す
る
と
い
っ
た
例
は
多
く
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
本
歌
取
り
」
と
い
う
技
法
自
体
が
そ
れ

に
類
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
れ
で
は
、
漢
詩
文
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
葵
」
の
巻
の
よ
う
に
訓
読
を
変
化
さ
せ
る
も
の
で
は

な
い
が
、『
源
氏
物
語
』
の
中
に
は
も
う
一
か
所
、
漢
籍
の
典
拠
が
あ
る
文
を
意
図
的
に
操
作
し
て
い
る
と

思
わ
せ
る
部
分
が
あ
る
。 

 

大
将
な
ど
の
児
生
ひ
ほ
の
か
に
思
し
出
づ
る
に
は
似
た
ま
は
ず
。
女
御
の
御
宮
た
ち
、
は
た
、
父
帝
の

御
方
ざ
ま
に
、
王
気
づ
き
て
気
高
う
こ
と
お
は
し
ま
せ
、
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
め
で
た
う
し
も
お
は
せ
ず
。

こ
の
君
、
い
と
あ
て
な
る
に
添
へ
て
愛
敬
づ
き
、
ま
み
の
か
を
り
て
、
笑
が
ち
な
る
な
ど
を
い
と
あ
は

れ
と
見
た
ま
ふ
。（
中
略
）
宮
は
、
さ
し
も
思
し
わ
か
ず
、
人
、
は
た
、
さ
ら
に
知
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、

た
だ
一
と
こ
ろ
の
御
心
の
中
に
の
み
ぞ
、
あ
は
れ
、
は
か
な
か
り
け
る
人
の
契
り
か
な
と
見
た
ま
ふ
に
、

お
ほ
か
た
の
世
の
定
め
な
さ
も
思
し
つ
づ
け
ら
れ
て
、
涙
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
ぬ
る
を
、
今
日
は
事

忌
す
べ
き
日
を
と
お
し
拭
ひ
隠
し
た
ま
ふ
。「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
と
う
ち
誦
じ
た
ま

ふ
。
五
十
八
を
十
と
り
棄
て
た
る
御
齢
な
れ
ど
、
末
に
な
り
た
る
心
地
し
た
ま
ひ
て
、
い
と
も
の
あ
は

れ
に
思
さ
る
。「
汝
が
爺
に
」
と
も
、
諫
め
ま
ほ
し
う
思
し
け
む
か
し
。 

（
４
「
柏
木
」
三
二
三
～
三
二
四
頁
） 

 

「
柏
木
」
の
巻
、
薫
の
五
十
日
餅
の
場
面
、
光
源
氏
は
薫
の
顔
を
見
て
様
々
な
こ
と
を
思
う
。
夕
霧
と
は
似

て
い
な
い
。
明
石
の
姫
君
腹
の
宮
々
は
皇
族
ら
し
く
気
高
く
は
あ
る
が
、
特
に
す
ば
ら
し
い
様
子
で
は
な
い
。

し
か
し
こ
の
子
は
高
貴
さ
に
加
え
て
愛
ら
し
さ
も
あ
る
。
出
家
し
た
女
三
宮
や
女
房
た
ち
が
周
り
に
い
る

中
で
、
光
源
氏
は
一
人
心
中
で
思
う
。
そ
の
中
で
静
か
に
白
詩
の
一
節
を
口
ず
さ
む
。「
静
か
に
思
ひ
て
嗟

く
に
堪
へ
た
り
」
と
「
汝
が
爺
に
」
は
と
も
に
「
自
嘲
」
と
い
う
題
で
知
ら
れ
て
い
る
律
詩
の
一
節
で
、
五

十
八
に
し
て
初
め
て
男
児
を
も
う
け
た
白
居
易
が
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
自
嘲
」
は
同
時
に
詠
ま
れ

た
二
つ
の
詩
の
う
ち
の
二
首
目
で
、
一
首
目
は
「
相
賀
」
と
さ
れ
、
同
時
期
に
同
様
に
子
供
を
も
う
け
た
元

稹
と
喜
び
あ
う
も
の
で
あ
る
。 

 

 
 

自
嘲 

 

自
ら
嘲
る 

五
十
八
翁
方
有
後 

 

五
十
八
翁 

方
に
後
有
り
、 
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静
思
堪
喜
亦
堪
嗟 

 

静
か
に
思
へ
ば 

喜
ぶ
に
堪
へ 

亦
嗟
く
に
堪
ふ
。 

一
珠
甚
小
還
慙
蚌 

 

一
珠 

甚
だ
小
さ
く
と
も 

還
ほ
蚌
に
慙
ぢ
、 

八
子
雖
多
不
羨
鴉 

 

八
子
多
し
と
雖
も
鴉
を
羨
ま
ず 

秋
月
晩
生
丹
桂
実 

 

秋
月 

晩
く
に
生
ず 

丹
桂
の
実
、 

春
風
新
長
紫
蘭
芽 

 

春
風 

新
た
に
長
ぜ
し
む 

紫
蘭
の
芽
。 

持
盃
祝
願
無
他
語 

 
盃
を
持
ち
て
祝
願
す
る
に
他
語
無
し
、 

慎
勿
頑
愚
似
汝
爺 

 

慎
ん
で
頑
愚
な
る
こ
と
汝
が
爺
に
似
る
勿
か
れ
。 

（『
白
氏
文
集
』
巻
第
五
十
八 

二
八
二
一2

3

） 

  

五
十
八
歳
に
し
て
初
め
て
の
男
児
を
得
た
白
居
易
の
喜
び
に
溢
れ
て
い
る
詩
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一

方
で
遅
す
ぎ
た
と
で
も
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
自
分
の
頑
愚
に
似
て
は
い
け
な
い
と
息
子
に
語
り
か
け
る
。

「
汝
が
爺
に
」
と
は
、
薫
に
と
っ
て
の
実
父
柏
木
を
指
し
て
い
る
。「
柏
木
に
似
て
は
い
け
な
い
」
と
光
源

氏
は
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
語
り
手
も
推
測
し
て
い
る
。 

 

こ
の
典
拠
を
見
て
気
付
く
の
は
「
堪
喜
」
が
光
源
氏
の
朗
詠
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
『
湖
月
抄
増
注
』2

4

に
師
説
と
し
て
「
よ
ろ
こ
ぶ
に
た
へ
た
り
と
い
ふ
を
ば
略
し
て
、
な
げ

く
に
た
へ
た
り
と
云
へ
る
は
、
源
氏
の
御
心
に
か
を
る
の
生
れ
給
へ
る
を
、
な
げ
か
し
く
の
み
お
ぼ
す
故
也
」

と
の
言
及
が
あ
る
。
光
源
氏
は
薫
の
出
生
を
「
喜
」
ん
で
い
な
い
か
ら
「
堪
喜
」
を
省
略
し
て
「
堪
嗟
」
だ

け
を
光
源
氏
に
朗
詠
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
説
の
通
り
な
ら
ば
、
こ
こ
で
も
作
者
の
操
作
に
よ
っ

て
漢
詩
の
一
部
に
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
漢
籍
に
精
通
し
た
紫
式
部
は
、
そ
れ
を
和
文
に
取
り
入
れ
る
際

に
様
々
な
工
夫
を
設
け
、
元
々
の
漢
籍
の
表
現
を
残
し
つ
つ
自
ら
の
望
む
和
文
の
表
現
に
活
か
し
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

お
わ
り
に 

  

本
章
で
は
、
典
拠
と
な
っ
て
い
る
〈
有
所
嗟
〉
の
該
当
部
分
が
、〈
高
唐
賦
〉
に
由
来
す
る
「
美
女
の
形

容
」
や
「
男
女
の
契
り
」
を
指
し
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
漢
籍
の
例
を
用
い
て
確
認
し
た
。
続
い
て
、
日
本

 

2
3 

岡
村
繁
著
『
白
氏
文
集 

十
』
新
釈
漢
文
大
系
／
明
治
書
院
／
二
〇
一
四 

一
四
〇
～
一
四
一
頁 

2
4 

北
村
季
吟
原
注
・
猪
熊
夏
樹
補
註
・
有
川
武
彦
校
訂
『
増
注
源
氏
物
語
湖
月
抄 

中
巻
』
弘
文
社
／
一

九
二
七 

九
八
〇
頁 
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の
例
を
用
い
て
、〈
有
所
嗟
〉
自
体
が
女
性
と
の
死
別
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
で
あ
り
、〈
高
唐
賦
〉
に
よ
る

故
事
成
語
の
み
で
は
「
別
れ
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
語
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
漢
詩
文
に
よ
る
引

用
と
和
歌
的
な
哀
傷
表
現
を
重
ね
合
わ
せ
る
た
め
、
紫
式
部
が
典
拠
と
な
っ
て
い
る
漢
詩
の
訓
読
を
工
夫

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。
最
後
に
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
の
場
面
の
二
人
の
や
り

取
り
を
再
考
し
、
改
め
て
読
解
を
加
え
た
。 

 

今
回
取
り
上
げ
た
場
面
の
光
源
氏
の
言
葉
か
ら
は
、
光
源
氏
が
葵
の
上
を
妻
と
し
て
愛
し
て
い
た
こ
と
、

ま
た
そ
れ
故
に
葵
の
上
の
死
に
深
く
悲
し
ん
で
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
ら
は
故
事
を
含
ん
だ
漢

詩
と
和
歌
的
な
表
現
に
寄
せ
て
語
ら
れ
、
中
将
の
眼
差
し
を
通
し
て
読
者
は
そ
れ
を
知
る
こ
と
と
な
る
。
こ

の
後
、
物
語
の
焦
点
は
光
源
氏
と
葵
の
上
か
ら
光
源
氏
と
紫
の
上
に
移
る
。
長
編
『
源
氏
物
語
』
を
見
る
時
、

葵
の
上
は
息
子
・
夕
霧
を
生
ん
で
死
去
し
、
正
妻
の
座
を
空
け
る
こ
と
に
そ
の
役
割
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
き

た
。
物
語
か
ら
は
早
々
と
退
場
し
て
し
ま
い
、
光
源
氏
の
四
季
の
御
殿
・
六
条
院
に
住
む
こ
と
の
叶
わ
な
か

っ
た
葵
の
上
で
あ
る
が
、
今
回
の
場
面
を
詳
し
く
読
み
解
い
て
い
く
と
、
夫
光
源
氏
か
ら
、
心
か
ら
の
愛
情

が
こ
も
っ
た
哀
傷
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。 
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第
六
章 

巻
二
十
六
「
楚
王
の
夢
」
に
お
け
る
雲
と
雨
の
哀
傷 

   

は
じ
め
に 

  

前
章
に
て
、『
源
氏
物
語
』「
葵
」
の
巻
で
の
哀
傷
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
章
で
取
り
上
げ
た
い
の

は
、
そ
の
「
葵
」
の
巻
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
栄
花
物
語
』
巻
二
十
六
「
楚
王
の
夢
」
の
一
場

面
で
あ
る
。
道
長
の
娘
で
あ
り
当
代
の
東
宮
妃
で
あ
る
嬉
子
が
、
東
宮
の
御
子
を
出
産
し
た
後
、
物
の
怪
に

襲
わ
れ
て
死
去
す
る
。
そ
の
後
の
葬
送
か
ら
人
々
の
嘆
き
と
い
っ
た
嬉
子
の
死
去
を
め
ぐ
る
一
連
の
で
き

ご
と
で
、
こ
の
巻
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
栄
花
物
語
』
は
史
実
の
時
間
軸
に
大
筋
は
沿
い
な
が
ら
、
物
語
の
よ
う
な
叙
述
で
も
っ
て
で
き
ご
と
を

語
る
が
、
そ
の
叙
述
、
構
成
、
内
容
が
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
多
く
の
先
人
た
ち
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
本
論
文
の
中
で
も
述
べ

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
葬
送
の
場
面
で
は
、『
源
氏
物
語
』「
葵
」
巻
の
、
葵
の
上
の
出
産
か

ら
死
去
、
光
源
氏
と
三
位
中
将
（
頭
中
将
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
）
に
よ
る
哀
傷
の
場
面
か
ら
の
影
響
、
類

似
性
が
あ
る
こ
と
は
、
早
く
は
山
中
裕
氏1

、
ま
た
加
藤
静
子
氏2

に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
が
注
目
さ
れ
る
傍
ら
、
こ
の
巻
に
は
、
史
実
と
の

間
に
小
さ
な
齟
齬
が
存
在
し
て
い
る
。
嬉
子
の
死
後
、
火
葬
の
た
め
に
嬉
子
の
遺
体
を
移
す
夜
に
、
史
実
に

は
な
い
は
ず
の
雨
が
『
栄
花
物
語
』
で
は
降
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
齟
齬
の
存
在
は
知
ら
れ
て
は
い
た

も
の
の
、
天
候
と
い
う
間
違
い
の
起
き
や
す
い
事
柄
で
あ
り
、
史
実
が
大
き
く
改
変
さ
れ
た
と
い
う
ほ
ど
の

も
の
で
も
な
い
。
知
ら
れ
て
は
い
る
が
、
些
末
な
謎
だ
っ
た
た
め
に
、
詳
し
く
検
討
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
い
ま
一
度
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
関
係
を
踏
ま
え
て
こ
の
些
末
な
謎
を
考
え
て
み
た
い
と

思
う
。
す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
で
描
か
れ
た
物
語
内
容
と
、
そ
の
『
源
氏
物
語
』
が
典
拠
と
し
て
い
る

 

1 

山
中
裕
『
歴
史
物
語
成
立
序
説
』
第
二
章
第
五
節
「
栄
花
物
語
に
お
け
る
源
氏
物
語
の
影
響
」
東
京
大

学
出
版
会
／
一
九
六
二 

＊
初
稿
「
国
語
と
国
文
学
」
三
〇‐

七
／
一
九
五
三 

2 

加
藤
静
子
「『
栄
花
物
語
』―

―

源
氏
物
語
の
影
」「
解
釈
と
鑑
賞
」
五
四‐

三
／
一
九
八
九 
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漢
詩
、
和
歌
的
な
哀
傷
表
現
、
そ
れ
ら
を
用
い
て
『
栄
花
物
語
』
の
内
容
を
分
析
し
、「
歴
史
物
語
」
の
中

に
現
れ
た
小
さ
な
史
実
と
の
不
一
致
に
意
味
を
与
え
て
み
た
い
。 

 

一
、「
楚
王
の
夢
」
に
お
け
る
「
葵
」
の
影
響 

 

先
行
研
究 

  

「
楚
王
の
夢
」
は
前
述
の
通
り
、
当
代
の
東
宮
妃
で
あ
る
嬉
子
の
出
産
か
ら
死
去
、
そ
の
葬
送
を
描
い
た

巻
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
『
源
氏
物
語
』
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
葬
送
の
場
面
で

あ
る
。
こ
の
場
面
は
、『
源
氏
物
語
』「
葵
」
巻
の
、
葵
の
上
の
葬
送
と
多
く
の
類
似
点
が
あ
り
、
そ
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
山
中
裕
氏
に
よ
っ
て
ま
ず
指
摘
さ
れ
、
加
藤
静
子
氏
に
よ
っ
て
詳
し
い
考
察
が
な
さ
れ
て
い

る
。
山
中
氏3

は
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
部
分
の
一
覧
を
掲
げ
た
。
そ
の

中
に
こ
の
「
楚
王
の
夢
」
も
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

 

次
に
加
藤
氏
は
、
嬉
子
の
死
を
め
ぐ
る
一
連
の
場
面
の
構
成
を
「
父
道
長
の
視
線
」
「
嬉
子
女
房
た
ち
」

「
赤
き
雲
に
尚
侍
嬉
子
の
姿
を
重
ね
る
」
こ
と
、
そ
し
て
「
母
倫
子
の
視
線
」
に
注
目
し
て
ま
と
め
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
手
順
で
書
き
記
す
の
は
作
者
な
の
だ
が
、
こ
の
運
び
の
根
底
に
葵
の
巻
が
あ
っ
た
。
そ
も

そ
も
、
男
子
を
出
産
し
め
で
た
さ
の
中
で
死
去―

夫
の
悲
し
み
、
両
親
の
惑
乱
、
嘆
き―
蘇
生
を
祈
っ

て
手
段
を
つ
く
し
遺
体
が
変
わ
る
ま
で
待
つ―

な
ど
、
す
べ
て
が
葵
の
巻
の
構
図
と
同
じ
情
況
だ
。
だ

が
、
こ
こ
ま
で
の
運
び
は
微
に
入
る
栄
花
独
自
の
記
述
で
あ
っ
た
。4 

 

指
摘
が
あ
っ
た
「
父
」「
女
房
」「
雲
」「
母
」
と
い
っ
た
要
素
は
、「
根
底
に
葵
の
巻
が
あ
っ
た
」
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
語
彙
や
表
現
の
レ
ベ
ル
で
は
ど
こ
ま
で
の
一
致
が

見
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
同
論
は
『
栄
花
物
語
』
本
文
の
み
を
提
示
し
、『
源
氏
物
語
』
と
の
語
彙
や
表
現
の

レ
ベ
ル
で
の
細
部
に
わ
た
る
両
者
の
比
較
が
少
な
い
た
め
、「
栄
花
独
自
の
記
述
」
と
言
う
に
は
、
も
う
少

し
詳
細
な
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
二
作
品
の
本
文
を
引
用
し
つ
つ
、
対
応
す
る
点

に
傍
線
と
記
号
を
付
し
、
具
体
的
な
対
応
関
係
を
確
認
す
る
。 

 

3 

注
１
に
同
じ
。 

4 

注
２
に
同
じ
。 
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ま
た
、
加
藤
氏
は
同
論
に
て
、「
楚
王
の
夢
」
と
い
う
巻
名
の
言
葉
が
見
え
る
東
宮
周
辺
の
記
述
に
つ
い

て
、「
光
源
氏
が
葵
の
上
亡
き
あ
と
時
雨
を
眺
め
な
が
ら
物
思
う
場
面
の
詩
の
引
用
と
同
様
」
で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
同
じ
典
拠
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
同
場
面
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
す
る
。 

 

こ
の
場
面
の
影
響
下
に
、
栄
花
の
楚
王
の
夢
の
く
だ
り
は
つ
く
ら
れ
た
と
思
う
。
現
実
世
界
よ
り
も
源

語
の
世
界
が
リ
ア
ル
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
懸
命
に
場
面
を
つ
な
い
で
春
宮
の
心
情
に
、
光
源
氏

の
心
情
を
重
ね
あ
わ
せ
た
の
は
、
栄
花
に
と
っ
て
は
快
挙
の
部
に
属
そ
う
。
十
分
な
史
料
を
も
と
に
し

つ
つ
、
史
実
を
そ
こ
な
わ
ず
に
、
親
し
ん
で
い
る
源
語
を
利
用
で
き
た
例
な
の
で
あ
ろ
う
。 

 

加
え
て
、
加
藤
氏
は
別
の
論5

に
て
、
東
宮
の
心
中
を
傍
ら
の
人
物
が
和
歌
に
し
て
詠
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

「
巻
の
主
題
性
と
深
く
関
わ
り
あ
っ
て
、
場
面
形
成
に
大
き
く
関
与
し
た
例
」
で
あ
り
「
散
文
部
分
を
集
約

さ
せ
、
三
つ
の
異
な
る
空
間
を
和
歌
で
自
然
に
一
つ
の
も
の
に
し
て
い
る
」
と
分
析
し
て
い
る
。
三
つ
の
空

間
と
は
、
火
葬
ま
で
付
き
従
っ
た
元
嬉
子
付
き
の
女
房
た
ち
、
居
所
に
て
葬
送
に
思
い
を
は
せ
る
嬉
子
の
母

倫
子
、
そ
し
て
こ
れ
も
葬
列
に
は
加
わ
れ
な
い
嬉
子
の
夫
東
宮
で
あ
る
。 

 

嬉
子
の
葬
送
と
哀
傷 

  

『
栄
花
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
影
響
関
係
を
確
認
す
る
た
め
、
加
藤
氏
の
指
摘
し
た
要
素
、
ま
た

そ
の
他
に
も
類
似
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
要
素
に
注
目
し
つ
つ
、
ま
ず
は
『
栄
花
物
語
』
の
本
文
を
概
観
す

る
。『
栄
花
物
語
』
中
の
各
要
素
に
は
、
小
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
記
号
を
付
し
、
対
応
す
る
『
源
氏

物
語
』
中
の
要
素
に
は
大
文
字
で
付
し
た
。 

 

雨
降
り
て
、
日
ご
ろ
む
つ
か
し
げ
な
り
つ
る
に
、
夜
よ
り
雨
こ
ま
や
か
に
降
り
て
、
い
く
そ
の
人
々
、

し
ほ
ど
け
か
ら
ん
は
さ
る
も
の
に
て
、
殿
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
い
か
で
か
歩
ま
せ
た
ま
は
ん
ず

ら
ん
と
、
世
の
中
の
蓑
、
笠
な
ど
、
数
を
つ
く
し
騒
ぐ
に
、
申
の
時
ば
か
り
に
、
雨
や
み
空
晴
れ
て
、

風
う
ち
吹
き
、
道
な
ど
も
た
だ
乾
き
に
乾
く
に
、
い
と
め
で
た
し
。
こ
れ
に
つ
け
て
も
殿
の
御
あ
り
き

は
、
昔
も
今
も
、
な
ほ
い
と
古
り
が
た
き
こ
と
に
申
し
思
へ
り
。 

 

5 

加
藤
静
子
「『
栄
花
物
語
』
無
名
者
和
歌
の
表
現
性
」『
王
朝
歴
史
物
語
の
方
法
と
享
受
』
竹
林
舎
／
二

〇
一
一 

＊
初
稿
「
国
文
学
論
考
」
四
七
／
二
〇
一
一 
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（
２
：
五
二
二
頁
） 

  

嬉
子
の
死
後
、
も
が
り
を
経
て
い
よ
い
よ
葬
送
の
当
日
の
こ
と
。
日
頃
か
ら
秋
雨
が
続
き
、
そ
の
日
も
夜

か
ら
雨
が
降
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
か
ら
葬
送
に
出
掛
け
る
参
列
者
た
ち
の
た
め
に
蓑
を
笠
を
と
難

儀
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
は
た
と
空
が
晴
れ
、
道
も
乾
い
て
葬
送
の
道
行
が
楽
に
な
っ
た
。
何
と
も
不
思
議
な

偶
然
、
と
読
者
に
は
印
象
深
い
。
草
子
地
は
道
長
が
出
か
け
る
際
は
昔
も
今
も
変
わ
ら
ず
す
ば
ら
し
い
と
称

え
る
。 

 

こ
の
後
、
引
用
は
省
略
す
る
が
葬
送
に
向
か
う
人
々
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
遺
体
が
安
置
さ
れ
て
い
た
法

興
院
か
ら
火
葬
場
で
あ
る
岩
蔭
ま
で
、
貴
族
や
女
房
、
比
叡
や
奈
良
の
僧
た
ち
が
大
勢
付
き
従
う
葬
列
を
見

て
、
世
の
人
々
は
そ
の
豪
勢
さ
に
感
嘆
し
た
。
こ
こ
一
年
ほ
ど
の
間
に
、
娍
子
、
寛
子
、
嬉
子
と
、
三
人
も

死
者
が
出
た
天
変
を
思
い
、
も
う
こ
れ
以
上
の
天
変
な
ど
あ
る
ま
い
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
行
は

岩
蔭
の
地
を
訪
れ
る
。 

 

 

お
は
し
ま
し
着
き
ぬ
れ
ば
、
殿
に
年
ご
ろ
使
は
せ
た
ま
ひ
て
、
睦
ま
し
う
思
し
め
さ
る
る
ま
ま
に
、

今
の
信
濃
守
保
資
、
大
炊
頭
為
職
、
備
後
前
司
公
則
な
ど
、
す
べ
て
た
だ
か
や
う
の
人
を
ぞ
、
よ
ろ
づ

に
さ
し
あ
づ
け
さ
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
げ
に
火
水
に
入
り
て
仕
う
ま
つ
れ
ど
、
さ
す
が
に
し
も
知
ら
ざ
り

け
る
こ
と
に
て
、
夜
ふ
け
、
鶏
も
鳴
き
ぬ
。（
月
ａ
）
あ
さ
ま
し
う
月
の
明
く
め
で
た
き
に
、
そ
こ
ら
の
人
々

参
り
こ
み
た
る
に
、（
父
ａ
）

殿
の
御
声
の
あ
は
れ
に
悲
し
き
に
ぞ
、
こ
こ
ら
の
人
も
え
忍
び
あ
へ
ざ
り
け

る
。（
煙
ａ
）

煙
に
て
上
が
ら
せ
た
ま
ふ
に
も
、
や
が
て
靡
き
て
、（
雲
ａ
）

い
づ
れ
の
雲
と
も
御
覧
じ
わ
く
べ

く
も
あ
ら
ぬ
に
も
、（
父
ｂ
）

御
胸
ふ
た
が
り
て
、
さ
だ
か
に
も
御
覧
ぜ
ら
れ
ず
。 

（
２
：
五
二
四
～
五
二
五
頁
） 

  

こ
の
日
は
折
し
も
八
月
十
五
夜
で
、
た
び
た
び
月
が
明
る
い
（
月
ａ
）
と
い
う
描
写
が
見
え
る
。
い
よ
い

よ
道
長
た
ち
が
嬉
子
の
遺
体
を
荼
毘
に
付
す
時
に
な
り
、
道
長
が
悲
し
み
ゆ
え
に
泣
き
惑
う
様
子
（
父
ａ
・

ｂ
）
が
所
々
に
描
か
れ
、
立
ち
上
る
火
葬
の
煙
（
煙
ａ
）
を
見
て
、
ど
の
雲
と
も
（
雲
ａ
）
見
分
け
が
つ
か

な
い
と
胸
を
詰
ま
ら
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
い
づ
れ
の
雲
と
も
御
覧
じ
わ
く
べ
く
も…

」
と
い
う
表
現

は
、
管
見
の
限
り
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
葵
」
の
巻
で
の
三
位
中
将
の
歌
「
雨
と
な
り
し
ぐ
る
る

空
の
浮
雲
を
い
づ
れ
の
方
と
わ
き
て
な
が
め
む
」
の
引
歌
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

続
い
て
、
同
時
刻
に
別
の
火
葬
の
煙
が
見
え
た
と
い
う
記
事
が
挿
ま
れ
る
が
、
視
点
は
葬
送
に
出
向
い
て

い
る
一
行
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。
偶
然
に
も
嬉
子
に
仕
え
て
い
た
小
左
衛
門
と
い
う
女
房
が
、
船
岡
に
て
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荼
毘
に
付
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
命
日
ま
で
同
じ
と
い
う
こ
と
で
、
た
い
そ
う
忠
義
も
の
で
あ
る
と

人
々
の
心
を
打
っ
た
。 

 

人
々
あ
は
れ
な
り
け
る
よ
し
を
言
ひ
思
へ
る
に
、
女
房
車
も
た
し
か
に
問
ひ
き
き
て
、
い
み
じ
う
あ
は

れ
に
見
や
る
。
高
き
短
き
こ
よ
な
き
御
有
様
に
こ
そ
、
同
じ
う
い
ふ
べ
か
ら
ね
ど
、（
煙
ｂ
）

事
の
さ
ま
煙

に
て
上
る
ほ
ど
は
見
え
分
か
ぬ
わ
ざ
に
な
ん
あ
り
け
る
。
殿
ば
ら
な
ど
の
あ
は
れ
が
り
の
た
ま
は
す

る
を
、
殿
の
御
前
に
ほ
の
聞
し
め
し
て
、「
あ
は
れ
、
と
ふ
べ
か
り
け
る
こ
と
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
物

な
ど
を
や
る
べ
か
り
け
る
も
の
を
。
人
よ
り
も
あ
は
れ
と
思
し
た
り
し
か
ば
、
同
じ
所
に
や
参
ら
ん
」

と
思
し
め
す
も
悲
し
う
て
、
泣
く
泣
く
御
覧
じ
け
れ
ば
、
火
の
い
と
ほ
の
か
に
て
、
人
な
ど
も
多
く
も

見
え
ず
、
有
様
の
あ
は
れ
に
心
す
ご
げ
な
り
。
か
へ
す
が
へ
す
も
あ
は
れ
が
ら
せ
た
ま
ひ
て
、「
法
事

に
だ
に
か
な
ら
ず
物
遣
は
さ
ん
」
と
思
し
め
し
け
り
。
女
房
車
か
へ
す
が
へ
す
あ
は
れ
に
見
や
る
。 

今
宵
の
月
は
め
で
た
き
も
の
と
い
ひ
置
き
た
れ
ど
、
ま
こ
と
に
明
き
は
い
と
あ
り
が
た
う
の
み
あ
り

け
る
に
、（
月
ｂ
）

今
宵
の
月
ぞ
、
ま
こ
と
に
か
ぐ
や
姫
の
空
に
上
り
け
ん
そ
の
夜
の
月
か
く
や
と
見
え
た

る
。
風
さ
へ
涼
し
く
吹
き
た
る
に
、
と
き
ど
き
こ
の
御
あ
た
り
近
う
、（
雲
ｂ
）

赤
雲
の
立
ち
出
づ
る
は
、

わ
が
君
の
御
有
様
と
見
ゆ
る
に
、
詮
方
な
く
悲
し
か
り
け
る
。 

（
２
：
五
二
六
頁
） 

 

こ
ち
ら
も
船
岡
の
辺
り
で
火
葬
さ
れ
て
お
り
、
煙
が
上
っ
て
い
た
（
煙
ｂ
）。
生
前
の
貴
賤
に
関
わ
ら
ず
、

死
ん
で
煙
に
な
る
時
は
見
分
け
な
ど
つ
か
な
い
の
だ
と
草
子
地
で
述
べ
て
い
る
点
は
無
常
観
を
思
わ
せ
る
。

再
び
月
が
明
る
い
と
の
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
か
ぐ
や
姫
が
昇
天
し
た
夜
の
月
は
こ
の
よ
う
で
あ

っ
た
ろ
う
（
月
ｂ
）
と
の
描
写
が
な
さ
れ
る
。
更
に
、
煙
で
は
な
く
雲
、
し
か
も
赤
い
雲
が
出
て
い
る
（
雲

ｂ
）
と
、
色
ま
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
る
。『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
は
「
赤
い
色
を
し
た
雲
。
出
た
ば
か
り
の

月
光
に
生
え
て
雲
が
赤
く
見
え
る
の
で
あ
ろ
う6

」
と
し
、
新
編
全
集
の
頭
注
も
そ
れ
を
引
い
て
い
る
。
し

か
し
、
先
に
挙
げ
た
部
分
で
は
夜
が
更
け
、
鶏
が
鳴
い
た
と
い
う
描
写
が
あ
っ
た
。
更
に
こ
の
日
は
十
五
夜

で
あ
る
か
ら
、
月
が
出
た
ば
か
り
と
い
う
の
は
疑
問
で
あ
る
。 

 

（
母
ａ
）

上
の
御
前
は
、
御
格
子
を
下
さ
で
、
や
が
て
端
に
お
は
し
ま
し
て
、「
か
の
岩
蔭
は
い
づ
方
ぞ
」

な
ど
、
人
に
問
は
せ
た
ま
ひ
て
、
そ
な
た
ざ
ま
に
な
が
め
さ
せ
た
ま
ふ
に
、（
雲
ｃ
）
赤
き
雲
の
見
ゆ
れ
ば
、

 

6 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
全
注
釈 

五
』
角
川
書
店
／
一
九
七
五 

二
五
〇
頁 
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ま
づ
そ
れ
な
ら
ん
か
し
と
、
御
衣
の
袖
の
み
な
ら
ず
、
御
身
さ
へ
流
れ
さ
せ
た
ま
ふ
。 

（
２
：
五
二
六
～
五
二
七
頁
） 

  

所
変
わ
っ
て
法
成
寺
の
御
堂
に
い
る
倫
子
は
、
格
子
も
下
ろ
さ
ず
に
そ
の
岩
蔭
の
方
向
を
見
て
、
赤
い
雲

を
発
見
す
る
。
道
長
と
同
様
、
倫
子
の
側
で
も
赤
い
雲
（
雲
ｃ
）
を
眺
め
て
お
り
、
あ
れ
は
嬉
子
の
姿
だ
ろ

う
と
涙
を
溢
れ
さ
せ
る
。 

 

そ
し
て
、
場
面
は
嬉
子
の
夫
で
あ
っ
た
東
宮
へ
と
移
る
。 

 

東
宮
は
、
今
宵
と
聞
し
め
し
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
せ
た
ま
は
ず
、
か
の
昔
の
楚
王
の
夢

を
思
し
合
せ
ら
れ
て
、
あ
さ
ま
し
く
思
し
ま
ど
は
せ
た
ま
ふ
。「
か
や
う
に
て
や
」
と
ぞ
、
人
申
し
い

は
せ
け
る
、 

「
（
歌
ａ
）

ほ
ど
も
な
く
雲
と
な
り
ぬ
る
君
な
れ
ば
昔
の
夢
の
心
地
こ
そ
す
れ 

か
へ
す
が
へ
す
」
と
言
へ
ど
、
な
ほ
思
し
か
け
さ
せ
た
ま
は
ざ
り
つ
る
御
有
様
の
み
心
憂
く
て
。
夜
も

明
け
ぬ
れ
ば
、
殿
の
御
前
に
は
木
幡
へ
と
思
し
め
せ
ど
、「
さ
ま
で
は
い
か
で
か
」
な
ど
、
人
々
聞
え

さ
す
れ
ば
、
木
幡
へ
は
別
当
僧
都
、
播
磨
守
泰
通
、
す
べ
て
さ
る
べ
き
人
々
ぞ
参
り
け
る
。 

（
２
：
五
二
七
頁
） 

 

 

東
宮
は
自
分
の
御
所
に
い
る
の
か
、
葬
儀
が
「
今
宵
」
で
あ
る
と
聞
い
て
い
た
の
で
寝
ず
に
思
い
を
馳
せ

て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
ん
な
東
宮
の
様
子
を
見
て
い
た
傍
ら
の
従
者
の
誰
か
が
申
し
上
げ
た
の
だ

ろ
う
、
東
宮
の
心
中
を
想
像
す
る
と
い
う
形
で
詠
歌
す
る
。
後
に
詳
述
す
る
が
、
こ
の
巻
名
の
由
来
と
な
っ

た
「
か
の
昔
の
楚
王
の
夢
」
は
『
文
選
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
詩
賦
〈
高
唐
賦
〉
を
典
拠
と
す
る
言
葉
で
あ

り
、
詠
ま
れ
た
歌
も
そ
れ
を
踏
ま
え
て
の
も
の
（
歌
ａ
）
で
あ
る
。 

 

嬉
子
の
葬
送
の
夜
は
か
く
し
て
、
父
母
で
も
夫
で
も
な
く
、
無
名
の
第
三
者
に
よ
る
歌
で
締
め
く
く
ら
れ

て
明
け
る
。
し
か
し
そ
の
歌
に
関
わ
る
視
覚
情
報
で
あ
る
「
雲
」
は
、
東
宮
に
つ
い
て
は
見
て
い
た
と
い
う

明
言
が
な
い
。
直
前
の
倫
子
の
記
述
と
同
様
の
状
況
を
想
像
す
れ
ば
良
い
と
い
う
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
が
、

東
宮
の
目
で
「
雲
」
や
「
煙
」
を
見
た
と
い
う
描
写
が
な
く
、
歌
も
東
宮
自
身
が
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
と
い

う
点
は
少
し
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

葵
の
上
の
葬
送
と
哀
傷 
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次
に
、
そ
の
『
栄
花
物
語
』
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
の
「
葵
」
の
巻
の
記
述
を
確

認
す
る
。
ま
ず
は
『
栄
花
物
語
』
と
同
じ
く
葬
送
の
場
面
で
あ
る
。
葵
の
上
の
死
去
は
突
然
で
あ
っ
た
。
直

前
の
夕
霧
出
産
の
折
に
も
現
れ
た
物
の
怪
の
し
わ
ざ
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
、
数
日
は
祈
禱
な
ど
も
行
っ

て
い
た
が
、
遺
体
の
様
子
が
変
わ
り
、
鳥
辺
野
に
て
葬
送
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

（
父
Ａ
）

大
臣
は
え
立
ち
上
が
り
た
ま
は
ず
。「
か
か
る
齢
の
末
に
、
若
く
盛
り
の
子
に
後
れ
た
て
ま
つ
り

て
も
ご
よ
ふ
こ
と
」
と
恥
ぢ
泣
き
た
ま
ふ
を
、
こ
こ
ら
の
人
悲
し
う
見
た
て
ま
つ
る
。
夜
も
す
が
ら
い

み
じ
う
の
の
し
り
つ
る
儀
式
な
れ
ど
、
い
と
も
は
か
な
き
御
骸
骨
ば
か
り
を
御
な
ご
り
に
て
、
暁
深
く

帰
り
た
ま
ふ
。
常
の
こ
と
な
れ
ど
、
人
ひ
と
り
か
、
あ
ま
た
し
も
見
た
ま
は
ぬ
こ
と
な
れ
ば
に
や
、
た

ぐ
ひ
な
く
思
し
焦
が
れ
た
り
。（
月
Ａ
）

八
月
廿
余
日
の
有
明
な
れ
ば
、
空
の
け
し
き
も
あ
は
れ
少
な
か
ら

ぬ
に
、（
父
Ｂ
）

大
臣
の
闇
に
く
れ
ま
ど
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
を
見
た
ま
ふ
も
こ
と
わ
り
に
い
み
じ
け
れ
ば
、

空
の
み
な
が
め
ら
れ
た
ま
ひ
て
、 

（
煙
Ａ
）（
歌
Ａ
）

の
ぼ
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
分
か
ね
ど
も
な
べ
て
雲
居
の
あ
は
れ
な
る
か
な 

（
２
「
葵
」
四
七
～
四
八
頁
） 

  

愛
娘
の
死
を
悲
嘆
す
る
左
大
臣
（
父
Ａ
・
Ｂ
）
が
描
か
れ
、
葬
儀
の
様
子
を
経
て
朝
が
近
付
く
。『
栄
花

物
語
』
で
は
八
月
十
五
夜
の
満
月
で
あ
っ
た
空
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
同
じ
八
月
の
有
明
月
の
頃
（
月
Ａ
）

で
あ
る
。
火
葬
の
煙
が
上
っ
て
い
っ
た
先
の
空
を
眺
め
る
と
、
必
然
的
に
月
に
も
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

光
源
氏
は
空
を
眺
め
、
空
へ
上
っ
た
煙
（
煙
Ａ
）
は
ど
の
雲
と
も
見
分
け
ら
れ
な
い
、
と
景
色
に
基
づ
い
た

歌
（
歌
Ａ
）
を
詠
む
。
こ
こ
で
は
お
そ
ら
く
煙
と
混
ざ
っ
た
「
雲
」
の
要
素
も
含
ま
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、

語
彙
の
レ
ベ
ル
で
は
登
場
し
な
い
。 

 

こ
の
後
、
左
大
臣
邸
に
戻
っ
た
光
源
氏
の
服
喪
の
様
子
や
、
葵
の
上
と
の
悶
着
を
抱
え
て
い
た
六
条
御
息

所
と
の
や
り
取
り
が
描
か
れ
、
服
喪
の
日
々
が
過
ぎ
て
ゆ
く
。
そ
の
中
で
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
葵
の
上
の

母
、
大
宮
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。 

 

（
母
Ａ
）

宮
は
沈
み
入
り
て
、
そ
の
ま
ま
に
起
き
上
が
り
た
ま
は
ず
、
危
げ
に
見
え
た
ま
ふ
を
、
ま
た
思

し
騒
ぎ
て
御
祈
禱
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。 

（
２
「
葵
」
四
九
頁
） 

  

『
栄
花
物
語
』
で
の
倫
子
は
「
御
衣
の
袖
の
み
な
ら
ず
、
御
身
さ
へ
流
れ
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
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泣
き
つ
つ
岩
陰
の
方
を
眺
め
て
い
た
が
、
大
宮
は
傷
心
の
あ
ま
り
命
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
四
十
九
日
の
法
事
も
済
ん
だ
こ
ろ
に
、
問
題
の
場
面
が
描
か
れ
る
。
三
位
中
将―

―

「
頭
中
将
」

と
し
て
知
ら
れ
る
葵
の
上
の
き
ょ
う
だ
い
が
光
源
氏
の
元
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

 

時
雨
う
ち
し
て
、
も
の
あ
は
れ
な
る
暮
つ
方
、
中
将
の
君
、
鈍
色
の
直
衣
、
指
貫
う
す
ら
か
に
更
衣

し
て
、
い
と
を
を
し
う
あ
ざ
や
か
に
心
恥
づ
か
し
き
さ
ま
し
て
参
り
た
ま
へ
り
。
君
は
、
西
の
つ
ま
の

高
欄
に
お
し
か
か
り
て
、
霜
枯
れ
の
前
栽
見
た
ま
ふ
ほ
ど
な
り
け
り
。
風
荒
ら
か
に
吹
き
時
雨
さ
と
し

た
る
ほ
ど
、
涙
も
あ
ら
そ
ふ
心
地
し
て
、
「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
ん
、
今
は
知
ら
ず
」
と
う
ち

独
り
ご
ち
て
、
頬
杖
つ
き
た
ま
へ
る
御
さ
ま
、
女
に
て
は
見
捨
て
て
亡
く
な
ら
む
魂
か
な
ら
ず
と
ま
り

な
む
か
し
と
、
色
め
か
し
き
心
地
に
う
ち
ま
も
ら
れ
つ
つ
、
近
う
つ
い
ゐ
た
ま
へ
れ
ば
、
し
ど
け
な
く

う
ち
乱
れ
た
ま
へ
る
さ
ま
な
が
ら
、
紐
ば
か
り
を
さ
し
な
ほ
し
た
ま
ふ
。
こ
れ
は
、
い
ま
す
こ
し
濃
や

か
な
る
夏
の
御
直
衣
に
、
紅
の
艶
や
か
な
る
ひ
き
か
さ
ね
て
や
つ
れ
た
ま
へ
る
し
も
、
見
て
も
飽
か
ぬ

心
地
ぞ
す
る
。
中
将
も
、
い
と
あ
は
れ
な
る
ま
み
に
な
が
め
た
ま
へ
り
。 

「
（
歌
Ｂ
）

雨
と
な
り
し
ぐ
る
る
（
雲
Ａ
）

空
の
浮
雲
を
い
づ
れ
の
方
と
わ
き
て
な
が
め
む 

行
く
方
な
し
や
」
と
独
り
言
の
や
う
な
る
を
、 

（
歌
Ｃ
）

見
し
人
の
雨
と
な
り
に
し
雲
居
さ
へ
い
と
ど
時
雨
に
か
き
く
ら
す
こ
ろ 

と
の
た
ま
ふ
御
気
色
も
浅
か
ら
ぬ
ほ
ど
し
る
く
見
ゆ
れ
ば
、
あ
や
し
う
、
年
ご
ろ
は
い
と
し
も
あ
ら
ぬ

御
心
ざ
し
を
、
院
な
ど
ゐ
た
ち
て
の
た
ま
は
せ
、
大
臣
の
御
も
て
な
し
も
心
苦
し
う
、
大
宮
の
御
方
ざ

ま
に
も
て
離
る
ま
じ
き
な
ど
、
か
た
が
た
に
さ
し
あ
ひ
た
れ
ば
、
え
し
も
ふ
り
棄
て
た
ま
は
で
、
も
の

う
げ
な
る
御
気
色
な
が
ら
あ
り
経
た
ま
ふ
な
め
り
か
し
と
い
と
ほ
し
う
見
ゆ
る
を
り
を
り
あ
り
つ
る

を
、
ま
こ
と
に
や
む
ご
と
な
く
重
き
方
は
こ
と
に
思
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
な
め
り
、
と
見
知
る
に
、
い

よ
い
よ
口
惜
し
う
お
ぼ
ゆ
。 

（
２
「
葵
」
五
五
～
五
六
頁
） 

 

 

夕
暮
れ
時
に
折
し
も
時
雨
が
降
り
、
光
源
氏
が
「
雨
と
な
り…

」
と
劉
禹
錫
の
漢
詩
の
一
節
を
口
遊
ん
だ
。

そ
れ
を
聞
い
て
中
将
が
独
り
言
の
よ
う
に
歌
を
詠
む
（
歌
Ｂ
）。
す
る
と
光
源
氏
が
そ
こ
に
唱
和
す
る
（
歌

Ｃ
）。
中
将
は
そ
の
光
源
氏
の
姿
に
感
じ
入
り
、
葵
の
上
の
薄
命
を
嘆
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
こ
で
『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
「
雲
と
な
り
雨
と
や
な
り
に
け
ん
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
確
認
し
て

お
く
。
光
源
氏
が
詠
じ
た
詩
は
〈
有
所
嗟
〉
と
題
さ
れ
た
詩
の
一
節
で
、
作
者
・
劉
禹
錫
の
時
代
に
は
す
で

に
故
事
と
な
っ
て
い
た
〈
高
唐
賦
〉
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
〈
高
唐
賦
〉
は
『
文
選
』
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所
収
の
宋
玉
に
よ
る
詩
賦
で
、
故
事
と
な
っ
て
い
る
部
分
は
主
に
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。 

 

楚
の
懐
王
が
夢
の
中
で
神
女
に
出
会
っ
た
。
逢
瀬
を
交
わ
し
た
の
ち
、
別
れ
際
に
「
旦
爲
朝
雲
、
暮
爲
行

雨
、
朝
朝
暮
暮
、
陽
臺
之
下―

―

私
は
朝
に
は
雲
と
な
り
、
夕
暮
れ
に
は
雨
と
な
っ
て
、
朝
夕
こ
の
楼
台
の

下
に
参
じ
ま
す
」
と
神
女
か
ら
伝
え
ら
れ
る
。
懐
王
が
目
を
覚
ま
し
た
朝
、
果
た
し
て
神
女
の
言
の
通
り
に

雲
が
出
て
い
た
。 

 

こ
う
し
た
内
容
か
ら
、「
朝
雲
暮
雨
」「
雲
雨
巫
山
」「
雲
と
な
り
雨
と
な
る
」
と
い
っ
た
語
が
生
ま
れ
た
。

こ
れ
ら
は
男
女
の
仲
睦
ま
じ
い
様
子
、
男
女
の
逢
瀬
、
ま
た
は
神
女
の
よ
う
な
美
し
い
女
性
を
指
す
こ
と
も

あ
る
語
で
あ
る
。
こ
の
故
事
は
日
本
に
お
い
て
も
早
く
か
ら
漢
詩
文
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
先
に
拙
稿7

及
び

第
五
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
最
古
の
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』
の
「
詠
美
人
」
と
題
し
た
詩
に
「
巫
山
行
雨
下
」

と
い
う
例
が
あ
り
、『
万
葉
集
』
に
も
「
乍
臥
巫
峡
以
空
望
烟
霞
（
あ
る
と
き
に
は
巫
峡
に
臥
し
て
空
し
く

煙
霞
を
望
む
）」
と
い
う
一
文
が
見
え
る
。
物
語
で
は
『
源
氏
物
語
』、
今
回
取
り
上
げ
る
『
栄
花
物
語
』、

『
松
浦
宮
物
語
』
な
ど
に
こ
の
故
事
が
見
え
る
。 

 

一
方
の
〈
有
所
嗟
〉
は
、
元
々
は
劉
禹
錫
と
白
居
易
の
唱
和
詩
で
あ
る
。
劉
禹
錫
の
愛
人
の
死
に
際
し
て

詠
ま
れ
た
作
品
で
、
そ
の
中
に
光
源
氏
が
詠
じ
た
一
節
「
為
雨
為
雲
今
不
知
」
が
あ
る
。
ま
た
、〈
有
所
嗟
〉

は
〈
高
唐
賦
〉
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
て
い
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
こ
の
「
為
雨
為
雲
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
部

分
で
、
前
述
し
た
「
朝
雲
暮
雨
」
な
ど
と
同
義
の
語
で
あ
る
。 

 

二
者
の
対
照 

  

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
た
『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
と
を
対
応
さ
せ
て
み
る
と
、
〈
表
１
〉
の
よ
う

な
関
係
が
見
え
る
。
主
な
対
照
点
と
し
て
、「
父
」「
月
」「
煙
」「
雲
」「
母
」「
歌
」
を
挙
げ
た
。
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
二
作
品
を
簡
単
に
比
較
し
て
み
る
。
大
ま
か
に
主
題
で
あ
る
『
栄
花
物
語
』
側
の
登
場
順
に
並
べ

て
い
る
が
、「
雲
」
の
要
素
に
つ
い
て
は
登
場
頻
度
が
高
い
た
め
、
色
を
変
え
て
い
る
。 

 

 

7 

拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
葵
の
巻
に
お
け
る
雲
と
雨
の
哀
傷
」 

「
語
文
研
究
」
一
一
七
／
二
〇
一
四 
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表
１ 

『
源
氏
物
語
』『
栄
花
物
語
』
の
対
照 

  

ま
ず
は
二
人
の
女
君
の
「
父
」
の
描
写
を
見
て
み
る
。
葬
送
の
場
面
で
人
々
の
嘆
き
が
描
か
れ
る
の
は
当

然
で
あ
る
が
、
こ
の
二
作
品
で
は
娘
を
亡
く
し
た
「
父
」
の
様
子
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
二
人
の
父

親
は
物
語
の
重
要
人
物
と
言
っ
て
良
い
。
注
目
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
も
「
闇
に
く

れ
ま
ど
ひ
た
ま
へ
る
」「
さ
だ
か
に
も
御
覧
ぜ
ら
れ
ず
」
と
涙
に
目
が
曇
り
、
惑
う
様
子
が
描
か
れ
る
。 

雲 歌 母 煙 月 父   

（
雲
Ａ
）
空
の
浮
雲
を
い
づ
れ
の
方
と
わ
き
て 

な
が
め
む 

（
歌
Ａ
）
の
ぼ
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
分
か
ね 

ど
も
な
べ
て
雲
居
の
あ
は
れ
な
る 

か
な 

（
歌
Ｂ
）
雨
と
な
り
し
ぐ
る
る
空
の
浮
雲
を 

い
づ
れ
の
方
と
わ
き
て
な
が
め
む 

（
歌
Ｃ
）
見
し
人
の
雨
と
な
り
に
し
雲
居
さ
へ 

い
と
ど
時
雨
に
か
き
く
ら
す
こ
ろ 

（
母
Ａ
）
宮
は
沈
み
入
り
て
、
そ
の
ま
ま
に 

起
き
上
が
り
た
ま
は
ず
、
危
げ
に 

見
え
た
ま
ふ
を
、
ま
た
思
し
騒
ぎ
て 

御
祈
禱
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。 

（
煙
Ａ
）
の
ぼ
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
分
か
ね 

ど
も
な
べ
て
雲
居
の
あ
は
れ
な
る 

か
な 

（
月
Ａ
）
八
月
廿
余
日
の
有
明
な
れ
ば
、
空
の 

け
し
き
も
あ
は
れ
少
な
か
ら
ぬ 

（
父
Ａ
）
大
臣
は
え
立
ち
上
が
り
た
ま
は
ず
。 

「
か
か
る
齢
の
末
に
、
若
く
盛
り
の 

子
に
後
れ
た
て
ま
つ
り
て
も
ご 

よ
ふ
こ
と
」
と
恥
ぢ
泣
き
た
ま
ふ 

（
父
Ｂ
）
大
臣
の
闇
に
く
れ
ま
ど
ひ
た
ま
へ
る 

『
源
氏
物
語
』
葵 

（
雲
ａ
）
い
づ
れ
の
雲
と
も
御
覧
じ
わ
く
べ
く 

も
あ
ら
ぬ
に
も 

（
雲
ｂ
）
赤
雲
の
立
ち
出
づ
る
は
、
わ
が
君
の 

御
有
様
と
見
ゆ
る
に 

（
雲
ｃ
）
赤
き
雲
の
見
ゆ
れ
ば
、
ま
づ
そ
れ 

な
ら
ん
か
し
と 

（
歌
ａ
）
ほ
ど
も
な
く
雲
と
な
り
ぬ
る
君 

な
れ
ば
昔
の
夢
の
心
地
こ
そ
す
れ 

（
母
ａ
）
上
の
御
前
は
、
御
格
子
を
下
さ
で
、 

や
が
て
端
に
お
は
し
ま
し
て
「
か
の 

岩
蔭
は
い
づ
方
ぞ
」
な
ど
、
人
に 

問
は
せ
た
ま
ひ
て
、
そ
な
た
ざ
ま
に 

な
が
め
さ
せ
た
ま
ふ
に 

（
煙
ａ
）
煙
に
て
上
が
ら
せ
た
ま
ふ
に
も
、 

や
が
て
靡
き
て
、
い
づ
れ
の
雲
と
も 

御
覧
じ
わ
く
べ
く
も
あ
ら
ぬ 

（
月
ａ
）
あ
さ
ま
し
う
月
の
明
く
め
で
た
き
に 

（
月
ｂ
）
今
宵
の
月
ぞ
、
ま
こ
と
に
か
ぐ
や
姫 

の
空
に
上
り
け
ん
そ
の
夜
の
月 

か
く
や
と
見
え
た
る 

（
父
ａ
）
殿
の
御
声
の
あ
は
れ
に
悲
し
き
に 

（
父
ｂ
）
御
胸
ふ
た
が
り
て
、
さ
だ
か
に
も 

御
覧
ぜ
ら
れ
ず 

『
栄
花
物
語
』
楚
王
の
夢 
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「
月
」
の
描
写
は
直
接
葬
送
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、「
廿
余
日
」
と
満
月
で
ま
っ
た

く
同
一
の
情
景
で
も
な
い
。
火
葬
の
煙
を
見
送
っ
て
空
を
見
上
げ
る
際
に
、
ど
ち
ら
も
月
が
空
に
残
っ
て
い

る
日
付
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

次
の
「
煙
」
の
表
現
は
、
葬
送
の
場
面
に
は
欠
か
せ
な
い
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
両
作
品
と
も
、
火
葬
の

煙
が
雲
に
ま
ぎ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
語
る
。
視
点
は
道
長
と
光
源
氏
で
、
一
方
は
父
、
一
方
は
母
と
夫
と

い
う
よ
う
に
や
や
異
な
る
が
、
嬉
子
の
夫
東
宮
は
宮
中
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
た
め
、
こ
の
形
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
雲
と
煙
を
重
ね
る
表
現
に
類
似
す
る
も
の
は
『
源
氏
物
語
』
で
は
「
夕
顔
」
巻
で
も
和
歌
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
古
今
集
』『
後
撰
集
』『
拾
遺
集
』
と
い
っ
た
『
栄
花
物
語
』
以
前
の
勅
撰
集

中
の
哀
傷
歌
に
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
。『
栄
花
物
語
』
の
当
時
は
、
ま
だ
よ
く
あ
る
と
い
う
ほ
ど
の
表

現
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

こ
こ
ま
で
の
三
つ
は
両
作
品
と
も
葬
送
の
当
日
に
見
ら
れ
る
要
素
で
あ
る
。
次
の
「
雲
」「
母
」「
歌
」
は
、

『
栄
花
物
語
』
で
は
同
じ
葬
送
の
日
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
（
歌
Ａ
）
を
除

い
て
葬
送
か
ら
し
ば
ら
く
経
ち
、
四
十
九
日
が
過
ぎ
た
後
の
場
面
に
見
え
る
要
素
で
あ
る
。 

 

「
雲
」
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
こ
の
「
雲
と
な
っ
た
」
と
い
う
語
に
典
拠
で
あ
る
漢
詩
文
を
踏
ま

え
た
意
味
と
、
火
葬
の
煙
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
の
両
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』
で
は
「
楚
王

の
夢
」
と
い
う
語
か
ら
、
こ
ち
ら
も
同
様
に
こ
の
二
者
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
の
が
明
ら
か
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
で
の
こ
の
「
雲
」
と
い
う
語
は
、
こ
の
語
が
現
れ
る
高
欄
で
の
哀
傷
の

場
面
に
お
い
て
、
典
拠
を
表
す
中
心
的
な
要
素
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
取
り
上
げ
た
「
歌
」

以
外
の
要
素
の
う
ち
、
唯
一
地
の
文
に
現
れ
ず
、
歌
の
中
で
一
回
だ
け
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
そ
う
い
っ

た
点
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
中
で
や
や
特
殊
で
あ
る
と
言
え
る
。
一
方
『
栄
花
物
語
』
で
は
（
雲

ａ
・
ｂ
・
ｃ
）
と
し
て
挙
げ
て
い
る
通
り
、
頻
繁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
母
」
の
描
写
に
関
し
て
は
、
加
藤
氏
の
指
摘
に
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
は
あ
ま
り
類
似
点

が
な
い
。
ど
ち
ら
も
娘
の
死
を
受
け
て
意
気
消
沈
す
る
様
子
で
は
あ
る
の
だ
が
、
倫
子
が
岩
陰
の
方
角
を
眺

め
て
涙
し
て
い
る
の
に
対
し
、
大
宮
の
場
合
は
寝
込
ん
で
し
ま
い
、
こ
ち
ら
も
死
ん
で
し
ま
い
か
ね
な
い
ほ

ど
の
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
る
。「
母
」
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
言
及
が
あ
る
と
い
う
レ
ベ
ル
の
一
致
と
い
え
よ
う
。 

 

最
後
に
「
歌
」
で
あ
る
が
、（
歌
Ｂ
・
Ｃ
・
ａ
）
は
〈
高
唐
賦
〉
か
〈
有
所
嗟
〉、
も
し
く
は
そ
の
両
方
を

踏
ま
え
て
お
り
、
そ
れ
を
用
い
て
男
に
よ
る
女
へ
の
哀
傷
を
歌
う
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
両
者
と
も
そ
れ

ぞ
れ
の
場
面
の
山
場
と
な
る
和
歌
で
あ
る
と
い
え
る
。
（
歌
Ａ
）
が
こ
れ
ら
の
漢
詩
を
踏
ま
え
て
い
る
か
に

つ
い
て
は
今
回
踏
み
込
ま
な
い
が
、
続
く
（
歌
Ｂ
・
Ｃ
）
を
思
え
ば
、
こ
の
時
点
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。 



160 

 
さ
て
、
こ
れ
ら
六
つ
の
点
は
、
一
見
す
る
と
葬
送
の
場
面
に
は
よ
く
あ
る
題
材
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
加
藤
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
要
素
と
そ
の
言
及
の
順
序
が
大
ま
か
に
は
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
、

（
煙
ａ
）
と
（
歌
Ｂ
）
で
の
引
歌
と
見
ら
れ
る
語
の
一
致
や
、
同
じ
漢
詩
文
を
典
拠
に
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
や
は
り
『
栄
花
物
語
』
は
『
源
氏
物
語
』
を
意
識
し
た
と
見
て
然
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。 

 

二
、
史
実
に
は
な
い
葬
送
の
夜
の
「
雨
」 

 

八
月
十
五
日
の
雨 

  

前
節
で
は
嬉
子
の
葬
送
後
の
場
面
に
見
え
る
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
関
係
と
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
て

い
る
漢
詩
を
確
認
し
た
。
加
藤
氏
が
言
う
よ
う
に
、
物
語
の
表
現
と
史
実
を
巧
く
重
ね
て
語
る
形
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
場
面
よ
り
少
し
前
、
人
々
が
嬉
子
の
葬
送
に
出
掛
け
よ
う
と
す
る
場
面
に
、
ほ
ん
の
些

細
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
史
実
と
は
違
う
「
雨
が
降
っ
た
」
と
い
う
で
き
ご
と
が
織
り
交
ぜ
ら
れ
て
い
る
。 

 

嬉
子
の
葬
送
の
た
め
に
人
々
が
出
掛
け
よ
う
と
す
る
時
の
こ
と
で
あ
る
。
史
実
の
日
付
は
『
左
経
記
』『
小

右
記
』
な
ど
か
ら
、
万
寿
二
年
八
月
十
五
日
の
夜
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
実
際
は
、
こ
の
十
五
日

の
夜
は
晴
れ
て
い
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
が
『
左
経
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

十
五
日
甲
子 

晴
、（
中
略
）
今
夜
尚
侍
殿
於
船
岡
西
野
奉
火
葬
、
山
送
人
々
、…

…
 

十
六
日
乙
丑 

晴
、（
中
略
）
関
白
殿
、
及
晩
帰
参
大
内
、
明
日
依
為
故
尚
侍
殿
還
日
、…

…
 

（『
左
経
記
』
万
寿
二
年
八
月8

） 

 

他
に
天
気
の
記
述
が
あ
る
記
録
は
残
念
な
が
ら
見
当
た
ら
な
い
が
、『
左
経
記
』
を
信
じ
る
限
り
、
十
五
日

の
雨
に
関
す
る
『
栄
花
物
語
』
の
記
述
は
誤
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

加
え
て
、「
雨
降
り
て
、
日
ご
ろ
む
つ
か
し
げ
な
り
つ
る
」
に
つ
い
て
も
そ
の
前
後
の
数
日
間
と
な
る
万

寿
二
年
八
月
の
天
候
を
、
〈
表
２
〉
の
通
り
に
ま
と
め
た
。 

 

 

8 

増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
『
左
経
記
』
増
補
史
料
大
成
／
臨
川
書
店
／
一
九
六
五 
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表
２ 

『
左
経
記
』
万
寿
二
年
八
月
の
天
候
（×

は
記
録
な
し
） 

  

葬
送
の
日
で
あ
る
十
五
日
ま
で
に
は
、
雨
が
二
日
、
不
明
が
三
日
あ
る
以
外
、
雨
天
は
見
ら
れ
な
い
。
記

録
の
無
い
日
が
す
べ
て
雨
だ
っ
た
と
し
て
も
、
直
前
の
半
月
の
う
ち
、
雨
が
降
っ
た
の
は
間
の
空
い
た
五
日

で
あ
る
。「
日
ご
ろ
」
と
す
る
に
は
や
や
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
十
五
日
以
降
は
記
録
が
少

な
く
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
記
録
が
残
っ
て
い
る
六
日
中
の
五
日
が
晴
れ
で
、
雨
の
記
録
は
二
十
四

日
の
み
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
し
た
天
候
を
め
ぐ
る
挿
話
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
こ
に
見
え
る
史
実
と
の
食
い

違
い
を
勘
違
い
と
し
て
片
付
け
る
に
は
、
話
の
内
容
が
印
象
的
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

文
学
的
潤
色
の
可
能
性 

  

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
『
栄
花
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
類
似
箇
所
は
、
こ
の
「
楚
王
の
夢
」
に
限

っ
て
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
巻
五
「
浦
々
の
別
」
で
は
、
伊
周
が
配
流
前
に
自
邸
を
抜
け
出

し
、
父
・
道
隆
の
墓
所
や
北
野
天
神
に
参
っ
て
い
た
こ
と
が
描
か
れ
る
。
こ
の
場
面
は
、
光
源
氏
が
須
磨
へ

退
去
す
る
前
、
桐
壺
帝
の
御
陵
を
訪
れ
た
こ
と
と
酷
似
す
る
こ
と
が
山
中
裕
氏9

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
、
山
中
氏
は
、
栄
花
の
著
者
は
「
源
語
に
よ
っ
て
ま

っ
た
く
の
架
空
の
事
実
を
か
く
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
」
と
す
る
。 

 

す
な
わ
ち
栄
花
物
語
の
著
者
は
こ
れ
ら
の
実
際
の
事
件
の
大
体
の
輪
郭
を
ま
ず
正
確
な
史
料
で
書
き
、

次
に
源
語
に
よ
っ
て
文
学
的
に
脚
色
し
、
物
語
と
し
て
の
効
果
を
よ
り
一
層
高
め
ん
と
し
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
際
に
詳
細
な
部
分
に
少
な
か
ら
ず
事
実
以
外
の
こ
と
を
も
書
き
入
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。1

0 

 

 

9 

注
１
参
照
。 

1
0 

注
１
に
同
じ
。 

日 記録

1 ×

2 晴

3 晴

4 ×

5 陰、時々降雨

及夜終宵甚雨

6 晴

7 晴

8 晴

9 晴

10 陰、降雨

11 晴

12 ×

13 晴

14 晴

15 晴

16 晴

17 ×

18 晴

19 ×

20 ×

21 ×

22 ×

23 晴

24 陰、降雨

25 ×

26 ×

27 ×

28 ×

29 晴

30 晴
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山
中
氏
は
『
栄
花
物
語
』
全
体
の
『
源
氏
物
語
』
受
容
の
特
徴
を
概
観
し
、「
特
に
そ
の
書
き
ぶ
り
が
優
美

で
文
学
的
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
部
分
は
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
」

と
い
う
。
先
述
の
伊
周
の
例
も
、『
小
右
記
』
や
『
日
本
紀
略
』
な
ど
の
記
録
に
は
、
邸
か
ら
一
旦
抜
け
出

し
て
帰
邸
し
た
こ
と
は
書
か
れ
る
が
、
そ
の
間
ど
こ
へ
行
っ
て
何
を
し
て
い
た
か
の
記
述
は
諸
記
録
の
間

で
一
致
し
な
い
こ
と
が
新
編
全
集1

1

な
ど
に
も
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
不
明
確
な
点
を
光
源
氏

に
よ
っ
て
「
文
学
的
に
脚
色
」
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
事
実
の
捻
じ
曲
げ
」
で
は
な
く
「
事
実
以
外
の

こ
と
を
も
書
き
入
れ
て
」
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
受
容
が
伺
え

る
部
分
に
つ
い
て
の
話
で
、
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
に
も
記
録
と
一
致
し
な
い
記
述
は
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の

不
一
致
が
な
ぜ
生
じ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
た
個
別
に
原
因
を
探
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
例
え
ば
、
第

一
章
で
取
り
上
げ
た
巻
五
「
浦
々
の
別
」
の
年
次
設
定
の
ず
れ
の
問
題
は
、『
源
氏
物
語
』
に
寄
せ
す
ぎ
る

こ
と
に
よ
る
様
々
な
不
都
合
の
解
消
の
た
め
の
措
置
で
も
あ
っ
た
し
、
巻
の
切
り
替
わ
り
に
よ
る
効
果
を

見
据
え
た
上
で
の
構
成
で
も
あ
っ
た
。
必
ず
し
も
『
源
氏
物
語
』
に
寄
せ
る
こ
と
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
は
述
べ
て
お
き
た
い
。 

 

で
は
、
件
の
雨
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
左
経
記
』
を
見
る
限
り
、
実
際
の
天
候
と
『
栄
花
物
語
』
の
記
述

が
合
致
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
を
先
行
論
で
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
天
候
の
相
違
は
、
先
行
研
究
で
も
す
で
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
や
、
松
村
博

司
氏
に
よ
る
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』、
新
編
全
集
な
ど
の
注
釈
書
に
指
摘
が
あ
り
、
前
掲
の
『
左
経
記
』
な

ど
の
史
料
と
の
相
違
に
言
及
し
て
い
る
。
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
は
語
釈
で
「
文
学
的
潤
色
あ
る
か1

2

」
と

し
、
さ
ら
に
補
説
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

道
長
の
心
中
と
は
異
な
っ
て
、
葬
儀
に
参
列
す
る
人
々
に
制
限
を
加
え
た
り
、
ま
た
天
候
も
十
日
を
除

い
て
は
、
連
日
晴
天
続
き
の
よ
う
で
、
雨
の
降
っ
た
形
跡
は
な
い
。
そ
れ
が
本
書
で
は
、
道
長
は
何
で

も
し
て
や
っ
た
よ
う
に
書
い
て
お
り
、
天
候
も
（
中
略
）
人
々
が
困
っ
た
と
あ
る
。
今
ま
で
各
節
で
は

記
録
の
裏
付
け
は
な
い
に
し
て
も
、
大
体
書
い
て
あ
る
事
は
事
実
に
近
か
っ
た
ろ
う
と
い
っ
て
来
た

が
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
文
学
的
潤
色
の
あ
る
こ
と
を
い
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。（
中
略
）
恐
ら
く

 

1
1 

山
中
裕
ほ
か
校
注
『
栄
花
物
語
１
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
／
小
学
館
／
一
九
九
五 

二
四
四
頁
頭

注 

1
2 

注
６ 

二
三
九
頁 
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本
書
で
は
道
長
賛
美
の
た
め
に
事
実
を
書
き
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
。1

3 

 

「
文
学
的
潤
色
」、
つ
ま
り
道
長
賛
美
の
た
め
の
操
作
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
元
々
『
栄
花
物
語
』
の

中
で
は
、
道
長
が
何
か
を
行
お
う
と
す
る
時
、
不
思
議
と
天
候
に
恵
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
松
村

氏
は
、『
大
鏡
』
に
お
い
て
も
同
様
の
例
が
あ
る
と
し
て
、
次
の
箇
所
を
紹
介
し
て
い
る
。 

 

天
地
に
う
け
ら
れ
さ
せ
た
ま
へ
る
は
、
こ
の
殿
こ
そ
は
お
は
し
ま
せ
。
何
事
も
行
は
せ
た
ま
ふ
折
に
、

い
み
じ
き
大
風
吹
き
、
長
雨
降
れ
ど
も
、
ま
づ
二
三
日
か
ね
て
、
空
晴
れ
、
土
乾
く
め
り
。
か
か
れ
ば
、

あ
る
い
は
聖
徳
太
子
の
生
れ
た
ま
へ
る
と
申
し
、
あ
る
い
は
弘
法
大
師
の
仏
法
興
隆
の
た
め
に
生
ま

れ
た
ま
へ
る
と
も
申
す
め
り
。 

（『
大
鏡
』
道
長 

三
五
二
頁
） 

 

 

藤
原
家
と
寺
社
と
の
関
係
を
紹
介
し
て
い
る
中
で
、
語
り
手
の
老
人
た
ち
が
道
長
を
賛
美
す
る
。
道
長
が

何
か
を
す
る
折
は
、
大
風
や
長
雨
で
天
候
が
荒
れ
て
い
て
も
、
二
、
三
日
前
に
は
晴
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
先
ん
じ
て
昭
宣
公
（
基
経
）、
貞
信
公
（
忠
平
）
の
幼
少
期
の
仏
教
的
逸
話
も
あ
る
の
だ
が
、「
聖
徳

太
子
」
や
「
弘
法
大
師
」
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
ま
で
の
賛
辞
を
贈
る
道
長
は
明
ら
か
に
別
格
の
扱
い
で
あ
る
。

松
村
氏
は
「
楚
王
の
夢
」
の
雨
を
「
文
学
的
脚
色
」
で
あ
る
と
見
な
し
、
こ
の
『
大
鏡
』
に
も
見
ら
れ
る
「
道

長
賛
美
」
に
通
じ
る
と
い
う
。 

 

ま
た
、
新
編
全
集1

4

は
「
夜
よ
り
雨
こ
ま
や
か
に…

」
の
注
で
、「
後
文
の
「
し
ほ
ど
く
」
と
い
う
表
現
を

導
き
出
す
た
め
の
状
況
設
定
か
。
あ
る
い
は
、
後
文
の
道
長
讃
美
の
た
め
の
設
定
か
」
と
し
、「
し
ほ
ど
け

か
ら
ん
」
の
注
で
「「
雨
に
濡
れ
る
」
と
「
涙
に
濡
れ
る
」
の
両
意
を
掛
け
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
雨
と
参

列
者
た
ち
の
心
情
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
と
見
て
い
る
。 

 

確
か
に
こ
れ
ら
の
道
長
賛
美
や
雨
と
涙
の
連
想
と
い
っ
た
説
明
は
妥
当
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
ざ

わ
ざ
史
実
を
変
え
て
ま
で
、
こ
の
場
面
で
す
べ
き
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
雨
と
涙
を
掛
け
た
い
の
で
あ
れ
ば
、

実
際
に
雨
が
降
っ
て
い
た
臨
終
の
八
月
五
日
の
夜
で
も
良
い
は
ず
で
あ
る
。
五
日
の
夜
は
『
左
経
記
』
に

「
陰
、
時
々
降
雨
（
中
略
）
及
夜
終
宵
甚
雨
」
と
強
い
雨
の
記
録
が
あ
り
、
栄
花
で
も
「
雨
さ
へ
い
と
う
た

 

1
3 

注
６ 

二
四
〇
頁 

1
4 

山
中
裕
ほ
か
校
注
『
栄
花
物
語
２
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
／
小
学
館
／
一
九
九
七 

五
二
二
頁
頭

注 
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て
降
れ
ば
、
よ
ろ
ず
な
り
あ
ひ
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
読
経
や
祈
祷
の
声
と
響
き
合
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ

る
。
ま
た
、
道
長
賛
美
で
あ
れ
ば
、
元
々
天
気
は
晴
れ
で
好
天
候
に
恵
ま
れ
た
の
だ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
雨
を

降
ら
せ
ず
と
も
、
そ
れ
を
強
調
す
る
だ
け
で
十
分
な
は
ず
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
な
ぜ
、
こ
の
「
脚
色
」
は

加
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

三
、
雲
と
雨
の
哀
傷 

 

突
然
の
雨
の
正
体 

  

思
う
に
、
こ
の
雨
に
は
〈
高
唐
賦
〉
の
「
暮
雨
」、
お
よ
び
〈
有
所
嗟
〉
の
「
煙
雨
」
を
響
か
せ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

対
照
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
光
源
氏
と
三
位
中
将
が
高
欄
で
夕
暮
れ
を
過
ご
し
て
い
た
時
に
降
っ

て
い
た
雨
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
典
拠
に
見
ら
れ
る
雨
を
導
い
て
い
た
。
第
一
節
で
引
用
し
た
よ
う
に
、「
葵
」

巻
の
場
面
で
は
、
夕
方
、
光
源
氏
が
高
欄
で
物
憂
げ
に
し
て
い
た
時
に
時
雨
が
降
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
有

所
嗟
〉
の
一
節
が
光
源
氏
の
口
に
上
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
中
将
が
歌
を
詠
む
。
と
い
う
よ
う
に
、
場
面
の
中

で
実
際
に
降
っ
た
雨
が
唱
和
を
導
く
契
機
に
な
る
の
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
が
『
源
氏
物
語
』
を
踏
ま
え

よ
う
と
し
て
い
る
な
ら
、
そ
こ
ま
で
模
倣
し
て
い
て
も
何
ら
お
か
し
く
は
な
い
。
む
し
ろ
『
源
氏
物
語
』
で

は
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
「
雲
」
は
地
の
文
に
は
現
れ
な
い
。
雨
が
降
っ
て
い
る
の
で
読
者
に
は
当
然

情
景
の
中
に
想
像
は
さ
れ
る
の
だ
が
、
は
っ
き
り
と
言
及
さ
れ
て
い
る
分
、
雲
よ
り
も
雨
の
方
が
よ
り
存
在

感
が
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
に
寄
せ
て
表
現
す
る
上
で
は
無
視
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
。 

 

こ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、『
源
氏
物
語
』
の
直
接
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
劉
詩
〈
有
所
嗟
〉
に
理
由
が

あ
る
。 

 

有
所
嗟 

二
首 

 

嗟
く
所
有
り 

二
首 

庾
令
樓
中
初
見
時 

 

庾
令
樓
中 

初
め
て
見
え
し
時
、 

武
昌
春
柳
鬭
腰
支 

 

武
昌
の 

春
柳 

腰
支
を
鬭
わ
せ
り
。 

相
逢
相
笑
盡
如
夢 

 

相
逢
い 

相
笑
い
し
も 

盡
く
夢
の
如
し
、 

爲
雨
爲
雲
今
不
知 

 

雨
と
爲
り 

雲
と
爲
る 

今
知
ら
ず
。 

 
 

 

＊ 
 

 
 

 
 

 
 

＊ 

鄂
渚
濛
濛
烟
雨
微 

 

鄂
渚 

濛
濛 

煙
雨
微
な
り
、 
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女
郎
魂
逐
暮
雲
歸 

 

女
郎 

魂
逐
わ
れ 

暮
雲
歸
る
。 

只
應
長
在
漢
陽
渡 

 

只
だ
應
に 

長
え
に
漢
陽
の
渡
に
在
り
、 

化
作
鴛
鴦
一
隻
飛 

 

化
し
て
鴛
鴦
と
作
り 

一
隻
で
飛
ぶ
。 

（
『
劉
白
唱
和
集
』1

5

） 

 

〈
有
所
嗟
〉
に
は
「
鄂
渚
濛
濛
烟
雨
微
」
と
い
う
一
句
が
あ
る
。
濛
々
と
煙
る
よ
う
に
雨
が
降
り
、
女
の
魂

は
暮
れ
方
の
雲
を
追
っ
て
帰
る
の
で
あ
る
。
雲
の
表
現
は
あ
る
が
「
朝
雲
」
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
夕
暮
れ

の
折
に
降
っ
た
雨
に
付
随
す
る
「
暮
雲
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
〈
有
所
嗟
〉
に
は
雨
の
表
現
し
か
な
い
の

で
あ
る
。「
葵
」
巻
と
、
そ
の
『
源
氏
物
語
』
が
直
接
引
用
し
て
い
る
〈
有
所
嗟
〉
で
は
、
朝
雲
よ
り
も
暮

雨
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
更
に
、
そ
の
〈
有
所
嗟
〉
の
典
拠
で
あ
る
〈
高
唐
賦
〉
自
体

に
は
、「
死
ん
だ
女
性
へ
の
哀
傷
」
と
い
う
要
素
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
意
識
が
生
ま
れ
た
の
は
、〈
有

所
嗟
〉
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
葵
の
上
の
死
を
嘆
く
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
『
源
氏
物
語
』

で
は
、
「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
ん
」
と
い
う
よ
う
に
、
ま
ず
は
〈
有
所
嗟
〉
の
引
用
が
先
行
す
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
影
響
、
さ
ら
に
は
哀
傷
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、「
暮
雨
」
は
無
視
で
き

な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
可
能
性
を
考
え
る
た
め
、
ま
ず
『
栄
花
物
語
』
の
作
者
に
は
そ
の
力
量
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
述
べ
て
お
く
。『
栄
花
物
語
』
の
作
者
と
目
さ
れ
る
赤
染
衛
門
は
宮
仕
え
の
経
験
も
あ
る
上
、
儒
者
で

あ
る
大
江
匡
衡
の
妻
で
あ
っ
た
。
女
房
た
ち
の
中
で
も
比
較
的
漢
詩
に
馴
染
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
、『
源
氏
物
語
』
を
吸
収
す
る
際
に
も
、
劉
詩
の
存
在
が
し
っ
か
り
理
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は

高
い
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
栄
花
物
語
』
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
見
ら

れ
る
場
面
が
当
該
部
分
以
外
に
も
多
数
見
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
を
模
倣
し
、
情

景
と
し
て
取
り
入
れ
る
妥
当
性
は
十
分
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
嬉
子
の
葬
送
時
に
出
現
し
た
「
赤
雲
」

に
関
し
て
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

と
は
い
え
、〈
有
所
嗟
〉
が
踏
ま
え
て
い
る
〈
高
唐
賦
〉
で
は
、
実
際
に
夢
か
ら
覚
め
た
懐
王
が
見
た
の

は
朝
の
景
色
で
あ
っ
た
か
ら
、
見
た
の
は
暮
雨
で
は
な
く
朝
雲
で
あ
る
。
先
に
示
し
た
東
宮
の
傍
ら
に
い
た

従
者
の
歌
（
歌
ａ
）
は
こ
の
「
朝
雲
」
を
踏
ま
え
た
表
現
と
言
え
る
。
と
す
る
と
、『
栄
花
物
語
』
で
は
そ

こ
ま
で
雨
に
意
味
を
持
た
せ
な
く
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。『
源
氏
物
語
』
で
は
雨
を
契
機
に
し
て
、
亡

き
葵
の
上
の
夫
と
兄
が
唱
和
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、『
栄
花
物
語
』
で
は
雲
を
き
っ
か
け
に
し
て
詠
歌
す
る

 

1
5 

柴
格
朗
訳
注
『
劉
白
唱
和
集
（
全
）』
勉
誠
出
版
／
二
〇
〇
四 

一
八
八
～
一
九
一
頁 
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と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
反
論
は
で
き
そ
う
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
先
ほ
ど
述
べ
た
通
り
、〈
高
唐
賦
〉
そ
れ
だ
け
で
は
「
哀
傷
」
の
た
め
の
表
現
と
は
な
ら
な
い
。

そ
し
て
作
者
が
漢
詩
文
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
と
な
れ
ば
、
当
然
そ
の
こ
と
は
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
二
点
は
「
雨
」
が
意
図
的
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
を
裏
付
け
る
だ
け
で
な
く
、
〈
高
唐
賦
〉
の
「
雲
」

の
み
に
頼
っ
た
哀
傷
の
場
面
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

『
源
氏
物
語
』
と
厳
密
に
対
比
す
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
と
で
は
、
哀
傷
の
タ
イ
ミ
ン

グ
や
時
刻
が
違
う
こ
と
は
第
一
節
の
比
較
の
際
に
既
に
述
べ
た
。
光
源
氏
と
中
将
の
唱
和
は
、
七
日
ご
と
の

法
事
も
一
頻
り
済
ん
だ
後
の
夕
方
の
こ
と
で
あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
で
故
事
を
踏
ま
え
た
「
ほ
ど
も
な
く

…

」
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
葬
送
を
終
え
た
ば
か
り
の
明
け
方
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
典
拠
を

踏
ま
え
た
哀
傷
の
歌
（
歌
Ｂ
・
Ｃ
・
ａ
）
の
場
面
で
見
ら
れ
る
情
景
も
「
雨
」
と
「
雲
」
と
い
う
よ
う
に
異

な
っ
て
お
り
、
全
く
同
じ
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
、
単
な
る
模
倣
で
は
な
い
『
栄
花
物
語
』

な
り
の
工
夫
が
あ
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。 

 

赤
い
雲
の
正
体 

  

こ
こ
で
も
う
一
度
物
語
の
流
れ
を
確
認
す
る
。
ま
ず
八
月
十
五
日
の
夕
方
、
法
興
院
を
出
発
す
る
際
に
件

の
雨
が
降
る
。
日
が
暮
れ
、
酉
の
刻
に
出
発
し
て
か
ら
は
大
勢
の
参
列
者
が
行
列
を
作
っ
て
い
る
様
子
が
描

か
れ
、
嬉
子
の
死
は
娍
子
、
寛
子
の
死
に
続
く
天
変
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
岩
蔭
に
着
き
、
遺
体
が
荼
毘
に

付
さ
れ
る
。
こ
こ
で
火
葬
の
煙
と
雲
に
つ
い
て
の
描
写
が
あ
り
、
折
し
も
元
嬉
子
付
き
の
女
房
が
同
時
刻
に

荼
毘
に
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
人
々
が
知
る
。
八
月
十
五
夜
の
月
が
美
し
く
、
法
成
寺
に
い
る
倫
子
が
、
赤

い
雲
を
眺
め
て
嬉
子
を
思
い
、
東
宮
が
「
楚
王
の
夢
」
を
思
い
合
わ
せ
、
あ
る
人
が
東
宮
の
心
中
を
思
っ
て

歌
を
詠
む
。
こ
の
よ
う
に
色
々
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
、
随
分
長
い
場
面
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら

は
す
べ
て
同
じ
夜
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
、
倫
子
と
東
宮
が
見
た
と
い
う
「
雲
」
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
き
た
い
。
諸
注
釈
書
は
「
月
が
雲

に
映
っ
て
赤
く
見
え
た
の
だ
」
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
月
の
光
に
よ
っ
て

明
る
く
見
え
る
こ
と
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
「
赤
」
と
表
現
す
る
よ
う
な
色
で
あ
ろ
う
か
。
出
た
ば
か

り
の
月
は
確
か
に
赤
く
見
え
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
日
は
十
五
夜
で
あ
る
。
人
々
が
こ
の
「
雲
」
を
見
上

げ
て
い
た
の
は
、
火
葬
が
始
ま
り
、
そ
の
煙
を
目
で
追
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
赤
く
見
え
る
の

は
火
葬
の
炎
が
映
っ
て
赤
く
見
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

加
え
て
、
こ
の
時
、「
げ
に
火
水
に
入
り
て
仕
う
ま
つ
れ
ど
、
さ
す
が
に
し
も
知
ら
ざ
り
け
る
こ
と
に
て
、
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夜
ふ
け
、
鶏
も
鳴
き
ぬ
」（
２
：
五
二
五
頁
）
と
あ
っ
た
通
り
、
火
葬
の
準
備
に
は
か
な
り
手
間
取
っ
た
ら

し
く
、
鶏
の
声
が
聞
こ
え
て
か
ら
荼
毘
に
付
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
こ
の
「
鶏
鳴
」
の
時
刻
に
つ
い

て
、
吉
海
直
人
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

 

そ
の
「
暁
」
の
時
刻
は
ま
だ
暗
い
の
で
、
視
覚
的
に
あ
た
り
が
明
る
く
な
る
と
す
る
の
は
再
考
を
要

す
る
。
暗
い
か
ら
こ
そ
「
鶏
鳴
」
と
い
う
視
覚
情
報
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
有
明
の
月
」

が
印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
後
朝
の
別
れ
は
夜
明
け
で
は
な
く
、
ま
だ
暗

い
午
前
三
時
過
ぎ
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
次
第
で
あ
る
。1

6 

 

「
鶏
鳴
」
に
象
徴
さ
れ
る
「
暁
」
や
「
後
朝
の
別
れ
」
の
時
刻
は
、
午
前
三
時
過
ぎ
で
あ
り
、
ま
だ
明
る
く

は
な
ら
な
い
も
の
の
、
こ
こ
か
ら
朝
に
近
付
く
頃
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
嬉
子
の
葬
送
の

時
系
列
を
考
え
る
と
、【
夕
暮
れ
前
に
雨→

日
暮
れ→

酉
の
刻
（
午
後
六
時
前
後
）
に
出
発→

岩
陰
到
着→

火
葬
の
準
備
に
手
間
取
る→

夜
が
更
け
、
鶏
鳴
（
午
前
三
時
ご
ろ
）→
火
葬→

赤
雲→

夜
明
け
】
と
な
る
。

こ
れ
を
図
に
表
し
た
も
の
が
次
の
〈
図
１
〉
で
あ
る
。 

 

 

図
１ 

嬉
子
の
葬
送
の
時
系
列 

 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
赤
雲
」
は
か
な
り
早
い
時
間
で
は
あ
る
も
の
の
、「
朝
に
出
て
い
る
雲
」
で
あ
る
と

解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
葬
送
の
場
面
に
は
「
朝
雲
」「
暮
雨
」
の
両
方
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
時
間

的
な
広
が
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

『
栄
花
物
語
』
作
者
と
し
て
は
、「
葵
」
の
巻
を
踏
ま
え
て
哀
傷
を
描
く
の
で
あ
れ
ば
、
折
を
見
て
雨
の

 

1
6 

吉
海
直
人
「
後
朝
を
告
げ
る
「
鶏
の
声
」―

―

『
源
氏
物
語
』
の
「
鶏
鳴
」―

―

」 

「
古
代
文
学
研

究 

第
二
次
」
二
九
／
二
〇
二
〇 

夕暮前 

 

 

酉の刻 

（18 時） 

 

 

 

夜更け 

 

 

鶏鳴 

（3 時） 

 

 

 

 

夜明 

雨 

 

 

法興院出発

（月の出） 

岩陰到着 

 

火葬の準備

に手間取る 

 

 

火葬 

赤雲 

 

 

 

 

夜明 
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描
写
を
入
れ
た
い
と
思
っ
た
だ
ろ
う
。
雨
の
情
景
が
あ
っ
て
こ
そ
「
葵
」
と
同
じ
情
景
に
な
り
、
哀
感
が
増

す
。
そ
し
て
そ
れ
以
前
に
、「
哀
傷
」
の
表
現
と
す
る
た
め
に
は
〈
高
唐
賦
〉
に
よ
る
「
朝
雲
」
だ
け
で
は

な
く
、〈
有
所
嗟
〉
に
よ
る
「
暮
雨
」
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
そ
れ
で
は
何
故
『
栄
花
物
語
』
で
は
『
源
氏
物
語
』
と
同
じ
よ
う
に
四
十
九
日
を
待
た
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
両
作
品
の
視
点
の
違
い
、
そ
し
て
そ
の
後
の
展
開
の
違
い
が
理
由
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
主
た
る
視
点
が
光
源
氏
に
あ
り
、
彼
は
妻
葵

の
上
を
亡
く
し
た
後
、
左
大
臣
家
を
去
る
の
み
で
あ
っ
た
。
左
大
臣
家
は
四
十
九
日
以
前
も
以
後
も
悲
し
み

に
暮
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
光
源
氏
の
物
語
と
し
て
は
六
条
御
息
所
に
触
れ
な
い
わ
け
に
も
い
か
ず
、

ま
た
新
た
な
女
君
と
な
っ
た
紫
の
上
に
も
徐
々
に
話
題
が
移
っ
て
行
く
。
巻
の
終
盤
で
は
紫
の
上
と
の
新

枕
が
書
か
れ
、
続
く
物
語
の
展
開
に
期
待
を
持
た
せ
る
よ
う
に
し
て
「
葵
」
の
巻
は
終
幕
と
な
る
。 

 

一
方
、『
栄
花
物
語
』
で
は
物
語
の
中
心
は
男
君
で
あ
る
親
王
で
は
な
く
、
亡
く
な
っ
た
女
の
家
、
道
長

家
の
側
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
源
氏
物
語
』
で
婚
姻
関
係
が
解
消
さ
れ
た
左
大
臣
家
が
物
語
か
ら
フ
ェ

ー
ド
ア
ウ
ト
し
、
主
人
公
光
源
氏
に
は
新
し
い
愛
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
展
開
に
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。 

 

実
際
に
、「
楚
王
の
夢
」
の
後
半
で
は
、
娘
を
亡
く
し
た
父
道
長
の
悲
嘆
が
詳
し
く
描
写
さ
れ
る
。
寛
子

の
四
十
九
日
は
「
楚
王
の
夢
」
の
巻
末
で
、
嬉
子
の
四
十
九
日
は
次
巻
の
「
こ
ろ
も
の
玉
」
で
扱
わ
れ
る
。

「
こ
ろ
も
の
玉
」
は
二
人
の
一
周
忌
が
巻
末
に
置
か
れ
る
が
、
道
長
家
に
と
っ
て
、
二
人
の
娘
、
特
に
嬉
子

の
死
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
き
な
で
き
ご
と
な
の
で
あ
り
、
一
つ
の
巻
で
そ
れ
ら
を
ひ
と
ま
と
め
に
は
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
二
人
の
死
は
一
か
月
し
か
離
れ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、「
み
ね

の
月
」
と
「
楚
王
の
夢
」
で
分
け
ら
れ
て
い
る
。
で
は
嬉
子
と
同
程
度
の
注
目
が
寛
子
に
も
割
か
れ
て
い
る

の
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
み
ね
の
月
」
は
小
一
条
院
の
母
娍
子
の
死
の
記
述
も
含
ん
で

お
り
、
万
寿
二
年
の
上
半
期
に
当
た
る
約
六
か
月
を
描
く
巻
で
あ
る
が
、「
楚
王
の
夢
」
は
嬉
子
の
死
去
の

前
後
の
、
ほ
ぼ
一
か
月
に
集
中
し
た
巻
で
あ
る
。
加
え
て
「
楚
王
の
夢
」
の
方
が
分
量
的
に
も
勝
っ
て
い
る

と
あ
れ
ば
、
力
の
入
れ
方
の
差
は
歴
然
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
の
よ
う
な
巻
の
運
び
に
し
た
以
上
、「
葵
」
の
演
出
と
同
様
に
四
十
九
日
以
降
の
哀
傷
に
も
典
拠
を
持

た
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
巻
を
ま
た
い
で
し
ま
っ
て
冗
長
に
な
る
。
そ
う
い
っ
た
事
情
に
よ
り
、『
源

氏
物
語
』
で
の
演
出
と
は
全
く
同
じ
に
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
同
じ
夜
の

宵
の
口
に
暮
雨
を
組
み
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
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典
拠
を
踏
ま
え
た
読
解 

  

そ
れ
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
、
順
を
追
っ
て
こ
の
場
面
を
読
み
解
い
て
み
よ
う
と
思
う
。 

 

夕
方
、『
源
氏
物
語
』
と
〈
有
所
嗟
〉
を
踏
ま
え
、
物
語
の
舞
台
に
哀
傷
の
意
が
込
め
ら
れ
た
雨
が
降
る
。

し
か
し
史
実
で
は
雨
が
降
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
道
長
の
お
か
げ
で
晴
れ
た
と
い
う
体
で
、
物
語
の
運
び

に
は
影
響
し
な
い
形
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
葬
送
に
出
発
す
る
場
面
に
、
哀
傷
の
主
体
と
な
る
男
君
で
あ

る
東
宮
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
ま
だ
「
楚
王
の
夢
」
や
「
為
雨
為
雲
」
と
い
っ
た
男
女
の
仲
に

は
触
れ
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
火
葬
の
煙
を
眺
め
る
と
こ
ろ
で
三
度
に
わ
た
っ
て
「
雲
」
の
語
を
挙
げ
、
情
景

と
し
て
読
者
に
印
象
付
け
る
。
母
倫
子
の
描
写
に
加
え
て
、
い
よ
い
よ
男
君
で
あ
る
東
宮
に
視
点
が
移
る
。

東
宮
の
様
子
を
光
源
氏
さ
な
が
ら
に
描
き
、
和
歌
で
「
昔
の
夢
の
心
地
」
と
種
明
か
し
を
す
る
。
こ
れ
で
少

な
く
と
も
巻
名
に
冠
し
た
〈
高
唐
賦
〉
に
つ
い
て
は
印
象
に
残
る
。
一
回
読
ん
だ
だ
け
で
は
『
源
氏
物
語
』

や
〈
有
所
嗟
〉
に
は
気
付
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
第
一
節
で
挙
げ
た
よ
う
な
表
現
上
の
類
似
点
や
、

男
子
を
生
ん
だ
直
後
の
死
と
い
っ
た
境
遇
の
類
似
、
ま
た
八
月
と
い
う
時
期
的
な
類
似
か
ら
『
源
氏
物
語
』

を
想
起
す
る
読
者
は
多
い
は
ず
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
改
め
て
『
源
氏
物
語
』
の
哀
傷
の
場
面
と
重
ね
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
件
の
故
事
が
用
い
ら
れ
た

夕
刻
の
雨
に
注
目
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
で
は
「
雨
」
が
前
面
に
出
て
い
た
が
、
実
は
葵
の

上
の
葬
送
の
場
面
で
は
、「
の
ぼ
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
分
か
ね
ど
も
」
と
火
葬
の
煙
の
描
写
に
紛
れ
て
「
朝

雲
」
の
情
景
も
伺
え
る
。
同
様
に
、
今
度
は
『
栄
花
物
語
』
に
戻
っ
て
み
れ
ば
、「
雲
」
が
三
度
も
文
中
に

現
れ
る
前
に
、「
暮
雨
」
が
あ
っ
た
で
は
な
い
か
、
と
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
東
宮

の
愛
情
は
「
あ
の
時
の
光
源
氏
と
同
じ
」
と
、
二
者
を
重
ね
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、

東
宮
の
心
情
を
詠
ん
だ
「
昔
の
夢
の
心
地
」
の
歌
は
、
周
囲
に
い
る
某
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
光
源
氏
に
こ

の
故
事
を
込
め
た
歌
を
詠
み
か
け
た
の
も
、
隣
に
い
る
中
将
で
あ
っ
た
。 

 

お
わ
り
に 

  

本
章
で
は
、「
楚
王
の
夢
」
の
一
場
面
に
見
え
る
史
実
と
矛
盾
し
た
雨
の
描
写
に
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の

影
響
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
矛
盾
は
、
東
宮
か
ら
嬉
子
へ
の
愛
情
を
文
学
的
に
表
現
す
る
効
果
を
加
え

る
意
図
を
持
っ
て
書
か
れ
た
故
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。 

 

そ
の
『
栄
花
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
の
関
係
に
加
え
て
、
表
現
の
典
拠
と
な
っ
た
二
つ
の
漢
詩
〈
高
唐

賦
〉
と
〈
有
所
嗟
〉
の
関
係
を
図
示
す
る
と
、
〈
図
２
〉
の
よ
う
に
な
る
。 
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作
品
名
に
付
記
し
た
番
号
は
成
立
順
に
な
っ
て
お
り
、
矢
印
は
元
に
な
っ
た
も
の
か
ら
影
響
を
受
け
た

側
へ
と
指
し
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
現
れ
る
要
素
を
「
雲
」「
雨
」「
哀
（
哀
傷
）」
に
分
け
て

示
し
た
。
今
回
の
主
題
作
品
で
あ
る
【
４
・
栄
花
物
語
】
は
、
父
と
夫
に
よ
る
哀
傷
を
表
現
す
る
た
め
に
、

同
じ
く
父
と
夫
に
よ
る
哀
傷
を
描
い
て
い
る
【
３
・
源
氏
物
語
】
を
参
考
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
【
３
】

に
は
【
２
・
有
所
嗟
】
を
用
い
た
哀
傷
の
場
面
が
あ
り
、
更
に
、
そ
の
【
２
】
も
【
１
・
高
唐
賦
】
を
典
拠

と
し
て
い
る
と
い
う
関
係
が
あ
る
。【
４
】
は
こ
う
し
た
関
係
に
あ
る
三
つ
の
作
品
中
の
表
現
を
反
映
さ
せ
、

葬
送
前
の
夕
暮
れ
の
場
面
に
「
雨
」
を
、
火
葬
の
後
の
暁
に
「
雲
」
を
描
い
た
。
雨
に
人
々
の
涙
を
連
想
さ

せ
、
天
候
ま
で
を
も
好
転
さ
せ
る
道
長
の
超
越
性
を
示
す
役
割
が
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
否
定
す
る
理
由

は
な
い
が
、
典
拠
を
踏
ま
え
れ
ば
こ
れ
は
愛
人
を
亡
く
し
た
詩
【
２
】
に
寄
せ
た
哀
傷
表
現
で
あ
る
。
一
方

の
雲
に
は
、
直
接
的
に
「
楚
王
の
夢
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、【
１
】
ひ
い
て
は
【
２
】【
３
】
も

内
包
し
て
い
る
の
だ
と
読
者
に
意
識
さ
せ
る
役
割
を
負
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
雨
が
降
っ
て
い
た

と
い
う
事
実
が
な
い
た
め
、
雨
の
描
写
に
つ
い
て
は
文
学
的
な
表
現
を
狙
っ
て
行
わ
れ
た
「
文
学
的
潤
色
」

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

今
回
取
り
上
げ
た
の
は
天
候
に
つ
い
て
の
史
実
と
の
齟
齬
で
あ
っ
た
が
、『
栄
花
物
語
』
の
中
に
は
、
こ

の
よ
う
な
「
文
学
的
潤
色
」
が
他
に
も
ま
だ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
、
更
な
る
検
討
、
考
察
の
必

要
性
を
実
感
す
る
結
果
と
な
っ
た
。 

図 2 典拠、表現の影響関係 
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『
栄
花
物
語
』
で
は
、
嬉
子
の
死
が
描
か
れ
て
以
降
、
東
宮
の
悲
嘆
が
描
か
れ
る
場
面
も
皆
無
で
は
な
い

の
だ
が
、
や
は
り
物
語
の
中
心
は
藤
原
氏
側
に
あ
る
。
こ
こ
が
『
源
氏
物
語
』
と
は
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
光
源
氏
は
皇
子
と
は
い
え
、
臣
下
の
身
で
あ
る
。
対
し
て
『
栄
花
物
語
』
の
敦
良
親
王
は
東
宮
で

あ
り
、
次
期
天
皇
の
身
で
あ
る
。
触
穢
に
対
す
る
意
識
も
一
般
人
の
そ
れ
よ
り
は
か
な
り
敏
感
で
あ
ろ
う
し
、

そ
も
そ
も
簡
単
に
自
由
に
出
掛
け
て
行
け
る
よ
う
な
身
の
上
で
は
な
い
。
実
際
に
、「
み
ね
の
月
」
で
は
娍

子
と
寛
子
の
葬
送
に
小
一
条
院
が
つ
い
て
き
て
し
ま
い
、「
ひ
た
た
け
て
歩
ま
せ
た
ま
ふ
こ
と
、
ま
た
な
き

こ
と
に
な
ん
お
は
し
ま
し
け
る
」（
２
：
四
八
六
頁
）
と
、
異
常
な
こ
と
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
既
に
東
宮
を
退
い
て
久
し
い
身
で
あ
る
小
一
条
院
で
す
ら
こ
の
様
子
で
あ
る
か
ら
、
今
ま
さ
に
東
宮
の

位
に
つ
い
て
い
る
敦
良
親
王
に
は
ど
だ
い
無
理
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
『
栄
花
物
語
』
が
描
く

歴
史
は
藤
原
氏
側
の
動
静
が
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
東
宮
に
つ
い
て
の
記
述
は
少
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

だ
か
ら
こ
そ
藤
原
嬉
子
の
、
ひ
い
て
は
父
道
長
の
栄
花
に
物
語
を
収
斂
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
何
と
か
し

て
夫
で
あ
る
東
宮
の
悲
嘆
と
哀
傷
を
、
読
者
に
強
く
印
象
付
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
物
語
の

中
に
現
れ
た
小
さ
な
史
実
と
の
齟
齬
と
見
え
る
「
雨
」
は
、『
源
氏
物
語
』
と
い
う
優
れ
た
先
行
作
品
の
力

を
借
り
て
、
嬉
子
へ
の
哀
傷
を
よ
り
文
学
的
に
演
出
す
る
た
め
の
仕
掛
け
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 
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終
章 

 

一
、
各
章
の
振
り
返
り 

  

本
論
文
で
は
、『
栄
花
物
語
』
の
表
現
や
潤
色
、
物
語
構
成
と
い
っ
た
文
芸
の
方
法
を
追
究
す
る
こ
と
に

よ
り
、
こ
の
作
品
の
文
学
と
し
て
の
有
り
様
を
追
っ
て
き
た
。 

 

第
一
章
で
は
、
巻
五
「
浦
々
の
別
」
に
お
い
て
年
次
が
操
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
れ

は
『
源
氏
物
語
』
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
の
た
め
だ
け
で
な
く
、『
栄
花
物
語
』
の
「
史
観
」
と
も
言
い
換
え
得

る
か
も
し
れ
な
い
伊
周
像
や
、
巻
と
物
語
の
切
れ
目
を
効
果
的
に
リ
ン
ク
さ
せ
る
と
い
う
構
成
の
問
題
に

も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。 

 

第
二
章
で
は
、
正
編
の
引
歌
表
現
に
つ
い
て
論
じ
、
作
者
が
印
象
付
け
た
い
内
容
の
た
め
に
引
歌
に
よ
っ

て
文
章
を
飾
り
、
美
文
調
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
そ
の
内
容
と
は
、
勝
者
と
敗
者
の
両
方

に
対
し
て
肯
定
的
な
目
を
向
け
、
最
終
的
に
は
両
者
と
も
同
じ
「
死
」
に
よ
る
諸
行
無
常
を
感
ず
る
と
い
う
、

「
善
人
の
歴
史
」
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
論
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

第
三
章
で
は
、
巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
お
け
る
伏
線
や
連
想
を
用
い
た
構
成
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
論
じ
た
。
伊
周
の
遺
言
の
前
後
に
為
光
四
女
の
描
写
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
伊
周
の
懸
念
が

現
実
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
、
物
語
の
中
心
か
ら
退
場
し
て
い
く
敗
者
の
哀
れ
を
描
い
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
。 

 

第
四
章
で
は
、
前
章
と
同
じ
く
伊
周
の
遺
言
に
注
目
し
、
そ
の
本
文
が
『
源
氏
物
語
』
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
に

よ
る
創
作
な
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
。
長
大
な
伊
周
の
台
詞
に
は
、『
源
氏
物
語
』
の
八
宮
の
遺
言
と
の

類
似
が
見
ら
れ
、
父
の
遺
言
を
娘
が
破
る
と
い
う
伏
線
の
構
造
は
、
宇
治
の
親
子
を
参
考
に
し
て
創
作
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
。 

 

第
五
章
と
第
六
章
で
は
、
巻
二
十
六
「
楚
王
の
夢
」
に
お
い
て
天
候
が
潤
色
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

論
じ
た
。
道
長
女
嬉
子
の
葬
送
の
日
に
雨
が
降
っ
た
と
い
う
史
実
と
の
齟
齬
は
、『
源
氏
物
語
』
を
踏
ま
え

て
同
じ
典
拠
を
用
い
つ
つ
、
哀
傷
を
表
現
す
る
た
め
に
漢
詩
文
に
則
っ
た
演
出
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

二
、
今
後
の
展
望
と
課
題 

  

右
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
本
論
文
で
は
、
特
に
「
史
実
と
の
齟
齬
」
や
「
源
氏
準
拠
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
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る
も
の
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
で
意
図
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
た
。『
源
氏
物
語
』
と
『
栄

花
物
語
』
の
関
係
性
は
、『
栄
花
物
語
』
研
究
史
の
中
で
も
か
な
り
大
き
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
源
氏

物
語
』
の
研
究
史
の
圧
倒
的
な
厚
み
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
『
栄
花
物
語
』
の
実
態
に
即
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
序
章
に
て
挙
げ
た
『
栄
花
物
語
：
歴
史
か
ら
の
奪
還1

』
で
は
、『
竹
取
物
語
』『
狭
衣
物
語
』
と

い
っ
た
作
品
と
の
関
係
性
を
指
摘
す
る
論2

も
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
そ
う
い
っ
た
『
源
氏
物
語
』

以
外
の
作
品
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
『
狭
衣
物
語
』
に
つ
い
て
は
『
栄
花
物

語
』
を
受
容
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
う
し
た
『
栄
花
物
語
』
の
受
容
史
を
考
え
る
上
で
も
、
『
栄
花
物
語
』

が
行
っ
た
工
夫
や
演
出
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

 

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
ま
と
ま
っ
た
分
量
が
あ
り
、
作
者
（
編
集
者
）
と
思
わ
れ
る
人
物
が
絞
れ

て
い
る
正
編
に
集
中
し
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
続
編
に
お
い
て
も
こ
の
「
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
」
と

い
っ
た
視
点
に
よ
る
研
究
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
作
者
が
複
数
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
続
編
こ
そ
、
こ
う
し
た
表
現
の
傾
向
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
も
の
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

と
は
い
え
、
正
編
に
お
け
る
こ
う
し
た
文
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
研
究
も
、
未
だ
十
分
と
は
言
い
難

い
。
巻
五
「
浦
々
の
別
」
が
「
中
関
白
家
の
物
語
」
と
し
て
完
結
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
つ
の
巻
で
の
あ
り

方
、
逆
に
巻
を
横
断
し
た
全
編
を
通
じ
て
の
一
人
物
の
書
か
れ
方
、
伏
線
の
構
造
、
他
の
作
品
へ
の
オ
マ
ー

ジ
ュ
な
ど
、
本
論
文
で
注
目
し
た
観
点
以
外
に
も
、
様
々
な
手
法
と
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
図
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
『
栄
花
物
語
』
と
い
う
作
品
全
体
の
「
文
学
」
と
し
て
の
姿
を
解

明
し
て
い
く
こ
と
に
繋
が
る
だ
ろ
う
。 

 

 

1 

高
橋
亨
、
辻
和
良
編
『
栄
花
物
語
：
歴
史
か
ら
の
奪
還
』
森
話
社
／
二
〇
一
八 

2 

久
保
堅
一
「
二
人
の
か
ぐ
や
姫
：『
栄
花
物
語
』
第
巻
六
「
か
か
や
く
藤
壺
」
の
彰
子
と
定
子
」 

高
橋

亨
、
辻
和
良
編
『
栄
花
物
語
：
歴
史
か
ら
の
奪
還
』
森
話
社
／
二
〇
一
八 

神
田
龍
身
「『
狭
衣
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
に
つ
い
て
の
一
考
察
：
賀
茂
斎
院
神
事
の
記
録
」 

高
橋

亨
、
辻
和
良
編
『
栄
花
物
語
：
歴
史
か
ら
の
奪
還
』
森
話
社
／
二
〇
一
八 
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礎
稿
一
覧 

 

第
一
章 

「
史
実
を
欺
く
『
栄
花
物
語
』 : 

巻
五
「
浦
々
の
別
」
に
お
け
る
年
次
設
定
」 

「
語
文
研
究
」
一
二
三
／
二
〇
一
七 

掲
載 

第
二
章 

書
き
下
ろ
し 

 

第
三
章 

「
姫
君
た
ち
の
退
場 : 

『
栄
花
物
語
』
巻
八
「
は
つ
は
な
」
伊
周
の
遺
言
の
周
辺
」 

「
文
献
探
究
」
五
八
／
二
〇
二
〇 
掲
載 

第
四
章 

「『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
伊
周
の
遺
言 : 

宇
治
八
宮
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
」 

「
西
日
本
国
語
国
文
学
」
七
／
二
〇
二
〇 
掲
載 

第
五
章 

「『
源
氏
物
語
』
葵
の
巻
に
お
け
る
雲
と
雨
の
哀
傷
」 

「
語
文
研
究
」
一
一
七
／
二
〇
一
四 

掲
載 

第
六
章 

「『
栄
花
物
語
』「
楚
王
の
夢
」
に
お
け
る
雲
と
雨
の
哀
傷
」 

「
西
日
本
国
語
国
文
学
」
三
／
二
〇
一
六 

掲
載 
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付
録
：
正
編
の
引
歌
一
覧 

  

本
論
文
第
二
章
に
関
連
し
て
、
『
栄
花
物
語
』
の
正
編
に
見
ら
れ
る
引
歌
表
現
の
一
覧
表
を
作
成
し
た
。

作
成
に
際
し
、
松
村
博
司
『
栄
花
物
語
の
研
究
』（
刀
江
書
院
／
一
九
五
六
）、
松
村
博
司
『
栄
花
物
語
全
注

釈
』（
角
川
書
店
／
一
九
六
九
～
一
九
八
二
）、
山
中
裕
ほ
か
校
注
『
栄
花
物
語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
／
小
学
館
／
一
九
九
五
～
一
九
九
八
）
を
参
考
に
し
た
。 

 

１
．
別
資
料
か
ら
の
引
用
の
可
能
性
が
あ
る
箇
所
も
数
え
る
。 

＊
例
：
巻
一
一
〔
一
三
〕
長
和
三
年
の
年
変
わ
り
表
現 

２
．
一
つ
の
言
葉
に
複
数
の
引
歌
表
現
が
含
ま
れ
る
場
合
、
二
例
と
数
え
る
。 

＊
例
：
二
〇
〔
六
〕「
闇
の
夜
の
錦
」 

→

「
春
の
夜
の
闇
は
あ
や
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
見
え
ね
香
や
は
か
く
る
る
」（
古
今
集
・
春
） 

 

「
見
る
人
も
な
く
て
ち
り
ぬ
る
奥
山
の
紅
葉
は
夜
の
錦
な
り
け
り
」（
古
今
集
・
秋
） 

３
．
複
数
の
歌
集
に
重
複
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
勅
撰
集
を
優
先
し
て
数
え
る
。 

４
．
参
考
歌
、
類
歌
が
多
く
特
定
し
切
れ
な
い
も
の
は
、
最
も
場
面
の
内
容
と
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の

を
選
定
す
る
。 

＊
例
：
一
一
〔
一
三
〕「
と
き
は
か
き
は
の
緑
色
深
く
見
え…

」 

→

「
山
し
な
の
山
の
い
は
ね
に
松
を
う
ゑ
て
と
き
は
か
き
は
に
い
の
り
つ
る
か
な
」
拾
遺
集
・
賀 

５
．
現
存
の
歌
集
に
見
え
な
い
歌
の
引
用
は
「
不
明
」
と
し
て
数
え
る
。 

＊
例
：
一
二
〔
二
四
〕「
河
ぞ
ひ
柳
風
吹
け
ば
動
く
と
す
れ
ど
根
は
静
か
な
り
」 

６
．
典
拠
が
不
明
で
あ
っ
て
も
、
五
及
び
七
音
の
和
語
か
つ
「…

と
・
な
ど
」
で
示
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
引

歌
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
「
不
明
」
と
し
て
数
え
る
。 

＊
例
：
一
三
〔
二
九
〕・
一
四
〔
二
五
〕「
い
つ
ま
で
草
の…

」 
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通

番 

巻 段 新全

集頁 

引用主 引歌部分 元歌詞書 作者 元歌 典

拠 

歌番号 部

立

段 

分

類 

1 1 38 47 村上帝 「たれも遅く疾きといふばかりこそあれ、いと昨

日今日とは思はざりつることぞかし」と、内に思

しめしたる御気色につけても、 

やまひしてよわくなりに

ける時よめる 

業平 つひにゆくみちとはかねてききしか

どきのふけふとはおもはざりしを 

古

今 

861 哀

傷 

哀

傷 

2 3 34 162 作者 をりしも雪いみじう降りければ、「送り迎ふ」と

言ひおきたるもげにとおぼえたるに、 

斎院の屏風に、十二月つ

ごもりの夜 

平兼盛 かぞふればわが身につもる年月を送

り迎ふとなにいそぐらん 

拾

遺 

261 冬 行

事 

3 4 13 188 作者 世の中の薄鈍など果てて、花の袂になりぬるも、

いとものの栄えあるさまなり。 

ふかくさのみかどの御時

に蔵人頭にてよるひるな

れつかうまつりけるを、

諒闇になりにければ、さ

らに世にもまじらずして

ひえの山にのぼりてかし

らおろしてけり、その又

のとしみなひと御ぶくぬ

ぎて、あるはかうぶりた

まはりなどよろこびける

をききてよめる 

遍昭 みな人は花の衣になりぬなりこけの

たもとよかわきだにせよ 

古

今 

847 哀

傷 

哀

傷 

4 4 45 204 （三条帝） 東宮はいつしかと、まだ見ぬ人のゆかしく恋しう

と思ひきこえさせたまふ。 

やむごとなき女のもと

に、なくなりにけるをと

ぶらふやうにて、言ひや

りける 

昔男 いにしへはありもやしけむ今ぞ知る

まだ見ぬ人を恋ふるものとは 

伊

勢

物

語 

190 111 親

子 

5 4 54 210 作者 明日は知らず、今はかうなめりと、さべき殿ば

ら、胸走り恐ろしう思さるるに、関白殿の御心地

いと重し。 

きのとものりが身まかり

にける時よめる 

紀貫之 あすしらぬわが身とおもへどくれぬ

まのけふは人こそかなしかりけれ 

古

今 

838 哀

傷 

哀

傷 

6 5 6 242 （伊周） 山の中の鳥獣、声をあはせて鳴きののしる。「も

ののあはれも」など、あはれに悲しくいみじき

に、 

不明 不明 不明 不

明 

不明 不

明 

感

情 

7 5 16 255 作者 中納言異方へおはすらむを、などか、同じ方にだ

にあらましかば、何ごともよからましと、ああに

くなる世を心憂く思されて、「白浪はたてど衣に

重ならず明石も須磨もおのが浦々」といふ古歌を

かへさせたまへるなるべし、 

題知らず 人麻呂 白浪はたてど衣にかさならずあかし

もすまもおのがうらうら 

拾

遺 

477 雑 感

情 

8 5 22 259 作者 はかなく秋にもなりぬれば、世の中いとどあはれ

に、荻吹く風の音も、遠きほどの御けはひのそよ

めきに思しよそへられけり。 

秋のゆふぐれ 藤原義

孝 

秋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 

義

孝

集 

4 ■ 季

節 
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9 5 32 272 定子 花の都はめでたきに、かの旅の御有様ども、「春

や昔の」とのみ思されつつ、 

五条のきさいの宮のにし

のたいにすみける人にほ

いにはあらでものいひわ

たりけるを、む月のとを

かあまりになむほかへか

くれにける、あり所はき

きけれどえ物もいはで、

又のとしのはるむめの花

さかりに月のおもしろか

りける夜、こぞをこひて

かのにしのたいにいきて

月のかたぶくまであばら

なるいたじきにふせりて

よめる 

業平 月やあらぬ春や昔の春ならぬわが身

ひとつはもとの身にして 

古

今 

747 恋 感

情 

10 5 38 277 作者 御物語なにとなくものはなやかに申させたまへ

ば、まづ知るものに思さるべし。 

題知らず 詠人知

らず 

世中のうきもつらきもつげなくにま

づしる物はなみだなりけり 

古

今 

941 雑 親

子 

11 5 38 278 （一条帝） 御殿油遠くとりなして、隔てなきさまにて泣きみ

笑ひみ聞えさせたまふに、古になほたちかへる御

心の出でくれば、 

題知らず 紀貫之 いにしへに猶立帰る心かなこひしき

ことに物わすれせで 

古

今 

734 恋 男

女 

12 5 41 280 （伊周） 帥殿は松君をはるかに思しおきつつ、生の松原と

のみ思しよそへられけり。 

左大将済時があひしりて

侍りける女つくしにまか

りくだりたりけるに、実

方朝臣宇佐使にてくだり

侍りけるにつけて、とぶ

らひにつかはしたりけれ

ば 

藤原後

生女 

けふまではいきの松原いきたれどわ

が身のうさになげきてぞふる 

拾

遺 

1208 雑 親

子 

13 5 53 294 作者 よろづ一つ涙といふやうに見えさせたまふも、あ

はれに見えさせたまふ。 

もの思ひ侍りけるころ、

やむごとなきたかき所よ

りとはせたまへりければ 

詠人知

らず 

うれしきもうきも心はひとつにてわ

かれぬ物は涙なりけり 

後

撰 

1188 雑 感

情 

14 6 15 314 （定子） この宮たちの御扱ひせさせたまひつつも、かつは

われいつまでとのみ、まづ知るものに思さるるも

いみじうぞ。 

題知らず 詠人知

らず 

世中のうきもつらきもつげなくにま

づしる物はなみだなりけり 

古

今 

941 雑 感

情 

15 7 1 321 作者 荻の上風萩の下露もいとど御耳にとまりて過ぐさ

せたまふにも、いとど昔のみ思されてながめさせ

たまふ。 

秋のゆふぐれ 藤原義

孝 

秋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 

義

孝

集 

4 ■ 季

節 

16 8 5 366 作者 御匣殿もよろづ峰の朝霧にまたかく思ほし嘆かる

べし。 

題知らず 詠人知

らず 

雁のくる峰の朝霧はれずのみ思ひつ

きせぬ世中のうさ 

古

今 

935 雑 男

女 

17 8 24 381 作者 寛弘五年になりぬれば、夜のほどに峰の霞も立ち

変り、よろづ行く末はるかにのどけき空のけしき

なるに、 

冷泉院東宮におはしまし

ける時、歌たてまつれと

おほせられければ 

源重之 吉野山峯の白雪いつきえてけさは霞

の立ちかはるらん 

拾

遺 

4 春 季

節 

18 8 88 460 作者 あはれなる世の中は、寝るが中の夢に劣らぬさま

なり。 

あひしれりける人のみま

かりにける時によめる 

壬生忠

岑 

ぬるがうちに見るをのみやは夢とい

はむはかなき世をもうつつとは見ず 

古

今 

835 哀

傷 

感

情 

19 9 16 481 作者 はかなくて十月にもなりぬれば、中宮の御袖の時

雨もながめがちにて過ぐさせたまふ。 

ふるうたにくはへてたて

まつれるながうた 

壬生忠

岑 

…春は霞にたなびかれ 夏は空蝉な

きくらし 秋は時雨に袖をかし 冬

は霜にぞせめらるる……春は霞に 

たなびかれ 夏はうつせみ なきく

らし 秋は時雨に 袖をかし 冬は

しもにぞ せめらるる… 

古

今 

1003 雑

躰 

季

節 
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20 10 15 518 （人々） 世の中心あわたたしう、内よりはじめ、宮々の御

仏名にも、例の仏名経など誦ずる声もをかしき

に、「降る白雪とともに消えなん」などもあはれ

なり。 

延喜御時の屏風に 紀貫之 年の内につもれるつみはかきくらし

ふる白雪とともにきえなん 

拾

遺 

258 冬 行

事 

21 11 7 29 作者 松の風琴を調ぶるに聞え、よろづおもしろく吹き

合せたり。 

野の宮に斎宮の庚申し侍

りけるに、松風入夜琴と

いふ題をよみ侍りける 

斎宮女

御（徽

子） 

ことのねに峯の松風かよふらしいづ

れのをよりしらべそめけん 

拾

遺 

451 雑 自

然 

22 11 13 35 作者 夜のほどにたちかはりたる春の霞も紫に薄く濃く

たなびき、 

冷泉院東宮におはしまし

ける時、歌たてまつれと

おほせられければ 

源重之 吉野山峯の白雪いつきえてけさは霞

の立ちかはるらん 

拾

遺 

4 春 季

節 

23 11 13 35 作者 百千鳥も囀りまさり、よろづみな心あるさまに見

え、 

題知らず 詠人知

らず 

ももちどりさへづる春は物ごとにあ

らたまれども我ぞふり行く 

古

今 

28 春 季

節 

24 11 13 35 作者 枝もなかりつる花もいつしかと紐をとき、垣根の

草も青みわたり、 

あひしりて侍る女の、人

にあだなたち侍りける

に、つかはしける 

平希世 枝もなく人にをらるる女郎花ねをだ

にのこせうゑしわがため 

後

撰 

844 恋 季

節 

25 11 13 35 作者 垣根の草も青みわたり、 恒佐右大臣の家の屏風に 紀貫之 野辺見ればわかなつみけりむべしこ

そかきねの草もはるめきにけれ 

拾

遺 

19 春 季

節 

26 11 13 36 作者 朝の原も 題知らず 人麻呂 あすからはわかなつまむとかたをか

の朝の原はけふぞやくめる 

拾

遺 

18 春 季

節 

27 11 13 36 作者 荻の焼原かき払ひ、 はる立つ日よめる 兼盛王

（平兼

盛） 

けふよりは荻のやけ原かきわけて若

菜つみにと誰をさそはん 

後

撰 

3 春 季

節 

28 11 13 36 作者 春日野の飛火の野守も、 題知らず 詠人知

らず 

かすがののとぶひののもりいでて見

よ今いくかありてわかなつみてむ 

古

今 

18 春 季

節 

29 11 13 36 作者 万代の春のはじめの若菜を摘み、 内侍のかみの右大将ふぢ

はらの朝臣の四十賀しけ

る時に、四季のゑかける

うしろの屏風にかきたり

けるうた 

素性 かすがのにわかなつみつつよろづ世

をいはふ心は神ぞしるらむ 

古

今 

357 賀 季

節 

30 11 13 36 作者 氷解く風もゆるく吹きて はるたちける日よめる 紀貫之 袖ひちてむすびし水のこほれるを春

立つけふの風やとくらむ 

古

今 

2 春 季

節 

31 11 13 36 作者 谷の鶯も行く末はるかなる声に聞えて耳とまり、 寛平の御時きさいの宮の

うたあはせのうた 

大江千

里 

うぐひすの谷よりいづるこゑなくは

春くることをたれかしらまし 

古

今 

14 春 季

節 

32 11 13 36 作者 船岡の子の日の松も、いつしかと君に引かれて万

代を経んと思ひて、 

入道式部卿のみこの、子

の日し侍りける所に 

大中臣

能宣 

ちとせまでかぎれる松もけふよりは

君にひかれて万代やへむ 

拾

遺 

24 春 季

節 

33 11 13 36 作者 ときはかきはの緑色深く見え、 天暦のみかど四十になり

おはしましける時、山し

なでらに金泥寿命経四十

巻をかき供養したてまつ

りて、御巻数つるにくは

せてすはまにたてたりけ

り、そのすはまのしき物

にあまたのうたあしでに

かける中に 

兼盛王

（平兼

盛） 

山しなの山のいはねに松をうゑてと

きはかきはにいのりつるかな 

拾

遺 

273 賀 季

節 

34 12 24 71 作者 大殿は、世は変らせたまへど、御身はいとど栄え

させたまふやうにて、「河ぞひ柳風吹けば動くと

すれど根は静かなり」といふ古歌のやうに、動き

なくておはしますも、えもいはずめでたき御有様

なりしに、 

不明 不明 不明 不

明 

不明 不

明 

慶

賀 
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35 12 24 71 作者 なほまたこのたびは今ひとしほの色も心ことに見

えさせたまづぞ、いとどいみじうおはしますめ

る。 

寛平御時きさいの宮の歌

合によめる 

源宗于 ときはなる松のみどりも春くれば今

ひとしほの色まさりけり 

古

今 

24 春 慶

賀 

36 12 39 90 作者 かの在五中将の、「心の闇にまどひにき夢現とは

世人定めよ」など詠みたりしも、かやうのことぞ

かし。 

（業平朝臣の伊勢のくに

にまかりたりける時、斎

宮なりける人にいとみそ

かにあひて又のあしたに

人やるすべなくて思ひを

りけるあひだに、女のも

とよりおこせたりける）

返し 

業平 かきくらす心のやみに迷ひにき夢う

つつとは世人さだめよ 

古

今 

646 恋 斎

宮 

37 13 1 95 （当子） いかにせんと人知れず思し嘆かれて、御覧ぜし伊

勢の千尋の底の空せ貝恋しくのみ思されて、 

西四条の斎宮まだみこに

ものし給ひし時、心ざし

ありておもふ事侍りける

あひだに、斎宮にさだま

りたまひにければ、その

あくるあしたにさか木の

枝にさしてさしおかせ侍

りける 

藤原敦

忠 

伊勢の海のちひろのはまにひろふと

も今は何てふかひかあるべき 

後

撰 

927 恋 斎

宮 

38 13 1 96 当子 宮、「ふるの社の」など思されて、あはれなる夕

暮に、御手づから尼にならせたまひぬ。 

世中そむく人のおほかる

ころ、女御 

斎宮女

御（徽

子） 

みな人のそむきはてぬる世中にふる

のやしろのみをいかにせむ 

斎

宮

女

御

集 

259 ■ 斎

宮 

39 13 10 104 （姸子） 姫宮、蚯蚓書きにせさせたまへる、「これいかで

あてのもとに奉らん」とのたまはするにつけて

も、郭公にやつけましなど、あはれに御覧ぜられ

けり。 

題知らず 詠人知

らず 

なき人のやどにかよはば郭公かけて

ねにのみなくとつげなむ 

古

今 

855 哀

傷 

哀

傷 

40 13 29 127 延子 女御今はただ、この嘆きは、わが身のなからんの

みぞ絶ゆべきと、御心一つにとなしかうなし、

「いつまで草の」とのみ思し乱る。 

不明 不明 不明 不

明 

不明 不

明 

感

情 

41 13 31 128 作者 夜のほどにかはりぬる空のけしきも、いと晴々し

く心のどかにて、うらうらゆかしげなり。 

冷泉院東宮におはしまし

ける時、歌たてまつれと

おほせられければ 

源重之 吉野山峯の白雪いつきえてけさは霞

の立ちかはるらん 

拾

遺 

4 春 季

節 

42 13 34 131 延子 御前の梅の心よく開けにけるも、これを今まで知

らざりけるよ、「わが身世に経る」など、ながめ

させたまひける、 

題知らず 小野小

町 

花の色はうつりにけりないたづらに

わが身世にふるながめせしまに 

古

今 

113 春 感

情 

43 14 5 145 作者 すべてこの殿の御末々、つゆかかりたまはぬ人な

くなりはてたまひぬ。「昨日の淵今日の瀬にな

る」といふこと、まことに見えたり。 

題知らず 詠人知

らず 

世中はなにかつねなるあすかがはき

のふのふちぞけふはせになる 

古

今 

933 雑 感

情 

44 14 25 166 （延子） 堀河の女御度のは、ただ「いつまで草の」との

み、あはれにものを思して明かし暮したまふ。 

不明 不明 不明 不

明 

不明 不

明 

感

情 

45 15 9 182 作者 かくて世を背かせたまへれども、御いそぎは「浦

吹く風」にや、御心地今は例ざまになり果てさせ

たまひぬれば、御堂のこと思しいそがせたまふ。 

題知らず 均子内

親王 

我も思ふ人もわするなありそ海の浦

吹く風のやむ時もなく 

後

撰 

1298 雑 仏

教 
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46 15 14 191 作者 かかるほどに法の灯火をかかげ、仏法の命を継が

せたまふになりぬれば、うれしくあきらかなる御

世に逢ひて、暗きより暗きに入れる衆生も、この

御光に照されて喜びをなす。 

性空上人のもとに、よみ

てつかはしける 

雅致女

式部 

暗きより暗き道にぞ入りぬべき遥に

照せ山のはの月 

拾

遺 

1342 哀

傷 

仏

教 

47 16 2 206 作者 今はかくと聞しめして、御顔に単衣の御袖を押し

当てて立たせたまへるより、御涙のつくづくと漏

り出づるほども、「本の雫や」と、あはれにおろ

かならず。 

よのはかなさのおもひし

られはべりしかば 

遍昭 すゑのつゆもとのしづくやよのなか

のおくれさきだつためしなるらん 

遍

照

集 

15 ■ 哀

傷 

48 16 24 230 作者 中将の君、思ひ寝に寝たる夜の夢に、女君の見え

たまひければ、中将殿、 

題知らず 大河内

躬恒 

君をのみ思ひねにねし夢なればわが

心から見つるなりけり 

古

今 

608 恋 哀

傷 

49 16 29 233 作者 木の葉ももろくなり枝にもとどまらず、 不明 不明 不明 不

明 

不明 不

明 

季

節 

50 16 29 233 作者 虫ももの思ひ知りて鳴き、 題知らず 詠人知

らず 

風さむみ声よわり行く虫よりもいは

で物思ふ我ぞまされる 

拾

遺 

751 恋 季

節 

51 16 29 233 作者 荻吹く風の音もそぞろ寒く、 うへ、ひさしうわたらせ

給はぬ秋のゆふぐれに、

きむをいとをかしうひき

給ふに、上、しろき御ぞ

のなえたるをたてまつり

て、いそぎわたらせ給ひ

て、御かたはらにゐさせ

給へど、人のおはすると

もみいれさせたまはぬけ

しきにてひき給ふを、き

こしめせば 

斎宮女

御（徽

子） 

秋の日のあやしきほどのゆふぐれに

をぎふくかぜのおとぞきこゆる 

斎

宮

女

御

集 

15 ■ 季

節 

52 16 29 233 作者 旅の雁のたよりなげなる声も耳にとどまり、 物へまかりけるみちに

て、かりのなくをききて 

藤原能

信 

草枕我のみならずかりがねもたびの

そらにぞなき渡るなる 

拾

遺 

345 別 季

節 

53 16 29 233 作者 奥山の鹿もいとどいやめに思ひやられ これさだのみこの家の歌

合のうた 

詠人知

らず 

おく山に紅葉ふみわけなく鹿のこゑ

きく時ぞ秋は悲しき 

古

今 

215 秋 季

節 

54 18 6 311 山井の尼 「いなや、昔をかしき人とうち臥して物語せし

に、千夜をも一夜にと思ひしに、鶏の鳴きしはい

かがつらかりし」といへば、げにとて笑ふ。 

■ 女 秋の夜の千夜を一夜秋の夜の千夜を

一夜になせりともことば残りてとり

や鳴きなむことば残りて鶏や鳴きな

む 

伊

勢

物

語 

46 22 男

女 

55 18 10 316 作者 月のあくまで澄めるも、かの多武峰の少将の「う

らやましくも」とのたまひけんも、げにと見えた

り。 

法師にならんと思ひたち

侍りけるころ、月を見侍

りて 

藤原高

光 

かくばかりへがたく見ゆる世の中に

うら山しくもすめる月かな 

拾

遺 

435 雑 仏

教 

56 19 14 345 作者 身の中の仏性の、煩悩に覆ひ隠されつるも、今宵

の光にや光り出でたまふらんと喜ばれ、暗きより

暗きに入りたる衆生の煩悩も、うれしき会の灯明

に会ひぬと喜びをなしたり。 

性空上人のもとに、よみ

てつかはしける 

雅致女

式部 

暗きより暗き道にぞ入りぬべき遥に

照せ山のはの月 

拾

遺 

1342 哀

傷 

仏

教 

57 19 18 352 作者 まこと、「宇治にて実方の中将の詠みたりけん歌

こそ、そのをりによかりぬべかりけれ」とこそ人

申しけれ。 〽宇治河の網代の氷魚もこのごろは

阿弥陀仏によるとこそ聞け とこそありけれ。 

あき、みちつなの中将の

きみを、あじろにさそひ

ければ、だうしむがり給

ふほどよりはせしやうこ

のみ給ふこそとありけれ

ば 

藤原実

方 

うぢがはのあじろのひをもこの秋は

あみだぼとけによるとこそきけ 

実

方

中

将

集 

34 ■ 仏

教 

58 20 2 362 作者 女房車多からず、十五ばかりぞある。袖口、衣の

重なりたるほど、浦の浜木綿にやあらん、幾重と

知りがたし。 

屏風に、みくまののかた

かきたる所 

兼盛王

（平兼

盛） 

さしながら人の心を見くまののうら

のはまゆふいくへなるらん 

拾

遺 

890 恋 装

束 
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59 20 4 365 作者 伊勢が「散りかかるをや曇るといふらん」と詠み

たりけるもおぼえ、 

水のほとりに梅花さけり

けるをよめる 

伊勢 年をへて花のかがみとなる水はちり

かかるをやくもるといふらむ 

古

今 

44 春 自

然 

60 20 4 366 作者 「幅ひろき錦」と観教法橋の詠みたりけむなどに

ぞ思ひよそへられける。 

ちくぶしまにまうで侍り

ける時、もみぢのかげの

水にうつりて侍りければ 

観教 水うみに秋の山べをうつしてははた

ばりひろき錦とぞ見る 

拾

遺 

203 秋 自

然 

61 20 6 372 作者 上達部の御禄の有様なん、暗ければえ見えねど、

闇の夜の錦にやとまでなん。薫はかくれなきわざ

なれば、えもいはずしみかへりたり。 

はるのよ梅花をよめる 大河内

躬恒 

春の夜のやみはあやなし梅花色こそ

見えねかやはかくるる 

古

今 

41 春 装

束 

62 20 6 372 作者 上達部の御禄の有様なん、暗ければえ見えねど、

闇の夜の錦にやとまでなん。薫はかくれなきわざ

なれば、えもいはずしみかへりたり。 

北山に紅葉をらむとてま

かれりける時によめる 

紀貫之 見る人もなくてちりぬるおく山の紅

葉はよるのにしきなりけり 

古

今 

297 秋 装

束 

63 21 12 391 作者 いづれのたびの御歩きにかは一つ御車に奉らざり

し、このたびこそと、あはれに悲しうて、またお

し返し泣かせたまふも、いといみじ。後撰集にあ

るやうに、 〽ふるさとに君はいかにと待ち問は

ばいづれの山の雲とこたへん とある歌、まづこ

のをりに思し出でさせたまふ。 

人のいみはててもとの家

にかへりける日 

詠人知

らず 

ふるさとに君はいづらとまちとはば

いづれのそらの霞といはまし 

後

撰 

1415 哀

傷 

哀

傷 

64 24 1 439 作者 はかなくて万寿二年正月になりぬ。空のけしきも

ひきかへ心閑なるに、枇杷殿には、今年大饗せさ

せたまはんとて、いそがせたまふ。 

冷泉院東宮におはしまし

ける時、歌たてまつれと

おほせられければ 

源重之 吉野山峯の白雪いつきえてけさは霞

の立ちかはるらん 

拾

遺 

4 春 季

節 

65 24 12 453 実資 「一日の関白殿の大饗をぞ、殿の有様よりはじ

め、えもいはずめてたしと思ひしに、かれは闇の

夜なりけり。今日は明らかなる鏡にさし向ひたる

心地してこそは。 

はるのよ梅花をよめる 大河内

躬恒 

春の夜のやみはあやなし梅花色こそ

見えねかやはかくるる 

古

今 

41 春 装

束 

66 24 12 453 実資 「一日の関白殿の大饗をぞ、殿の有様よりはじ

め、えもいはずめてたしと思ひしに、かれは闇の

夜なりけり。今日は明らかなる鏡にさし向ひたる

心地してこそは。 

北山に紅葉をらむとてま

かれりける時によめる 

紀貫之 見る人もなくてちりぬるおく山の紅

葉はよるのにしきなりけり 

古

今 

297 秋 装

束 

67 26 13 517 作者 おもしろき桜の咲きととのほりたるが、にはかに

風に残りなく散りぬるにぞ、いとよく似させたま

へる。 

題知らず 詠人知

らず 

空蝉の世にもにたるか花ざくらさく

と見しまにかつちりにけり 

古

今 

73 春 哀

傷 

68 26 17 525 作者 煙にて上がらせたまふにも、やがて靡きて、いづ

れの雲とも御覧じわくべくもあらぬにも、御胸ふ

たがりて、さだかにも御覧ぜられず。 

■ （頭中

将） 

雨雨となりしぐるる空の浮雲をいづ

れの方とわきてながめむ空の浮雲を

いづれの方とわきてながめむ 

源

氏

物

語 

122 葵 哀

傷 

69 27 9 29 作者 山の方をながめやらせたまふにつけても、わざと

ならずいろいろにすこしうつろひたり。鹿の鳴く

音に御目もさめて、今すこし心細さまさりたま

ふ。 

これさだのみこの家の歌

合のうた 

壬生忠

岑 

山里は秋こそことにわびしけれしか

のなくねにめをさましつつ 

古

今 

214 秋 自

然 

70 27 22 46 （禔子） 「御庄御庄の絹などをすがやかに奉り果てぬこと

のあやしさに、年返りてぞ御使遣はすべかめる」

など聞えたまふ。あはれに頼もしう、おはせぬ世

にもあらばいかに心細からんと、まづ知るものに

思されけり。 

題知らず 詠人知

らず 

世中のうきもつらきもつげなくにま

づしる物はなみだなりけり 

古

今 

941 雑 感

情 

71 27 24 48 作者 かくて奥山の御住居も、本意あり、心のどかに思

されて、年も暮れぬれば、一夜がほどに変りぬる

峰の霞もあはれに御覧ぜられて、 

冷泉院東宮におはしまし

ける時、歌たてまつれと

おほせられければ 

源重之 吉野山峯の白雪いつきえてけさは霞

の立ちかはるらん 

拾

遺 

4 春 季

節 
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72 27 24 48 公任 「山里いかで春を知らまし」など、うちながめさ

せたまふに、一日の日も暮れて、二日辰の時ばか

り、弁の君参りたまへり。 

天暦十年三月廿九日内裏

歌合に 

藤原朝

忠 

鶯の声なかりせば雪きえぬ山ざとい

かではるをしらまし 

拾

遺 

10 春 季

節 

73 27 27 55 斉信 おのれはまた二なき人の、ただ明暮なきものとか

しづきぐさにこれ一人を思ひて、うち見うち見よ

ろづを思ひ慰めて明し暮ししほどに、やがて火を

うちけちたるやうにてうせはべりにし後、はかな

き栗一つを食ふにつけてもやすく入りはべらず、

胸にのみなんはべる、いかがはせん。 

思子等歌 山上憶

良 

うりはめば こどもおもほゆ くり

はめば ましてしぬはゆ いづくよ

り きたりしものぞ まなかひに 

もとなかかりて やすいしなさぬ 

万

葉 

806

（802） 

雑 哀

傷 

74 27 50 77 作者 中納言の君をば、さもやと気色だちきこゆる所ど

ころおはすれど、ただ今はすべてともかくも思し

かはらで、ただ昔の伏見の里をのみ、あれまく惜

しげに思したれば、大納言殿いとどおろかならず

かなしげに思ひきこえたまへり。 

題知らず 詠人知

らず 

いざここにわが世はへなむ菅原や伏

見の里のあれまくもをし 

古

今 

981 雑 感

情 

75 28 4 85 作者 若宮の御年のまさらせたまふべき御いそぎも思し

めすに、夜のほどよろづかはりたるもをかしう、

あらたまの年よりも若宮の御有様こそ、いみじう

うつくしうおはしませ。 

冷泉院東宮におはしまし

ける時、歌たてまつれと

おほせられければ 

源重之 吉野山峯の白雪いつきえてけさは霞

の立ちかはるらん 

拾

遺 

4 春 季

節 

76 28 10 95 作者 成典律師僧都になりて、この御祈りの折ふしし

も、喜び仕うまつりたること、「山口しるし」な

ど、喜び申したまふ。 

不明 不明  不明 不

明 

不明 不

明 

仏

教 


