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は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
、『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
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
の
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
と
い
う
。
こ
の
数
だ
け
で
も
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
正
編
を
再
調
査
し

た
と
こ
ろ
、
正
編
だ
け
で
も
七
十
例
を
超
え
る
結
果
と
な
っ
た
。

本
稿
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
な
ど
に
つ
い
て
先

行
研
究
を
補
い
つ
つ
調
査
し
た
。
そ
の
上
で
、
構
成
や
表
現
と
し
て
の

意
味
を
見
出
せ
な
い
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、
特

に
断
り
の
な
い
場
合
、『
栄
花
物
語
』
を
は
じ
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
（
以
下
、

新
編
全
集
と
略
称
）
に
よ
り
、
冊
数
と
頁
数
を
付
記
し
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
。

一
、
先
行
研
究

『
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
。

二

宮

愛

理

『
栄
花
物
語
』
正
編
の
引
歌
表
現

―
諸
行
無
常
へ
の
導
き
―
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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

（
注
１
）。

こ
の
松
村
氏
の
一
覧
表
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
意
図

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

で
あ
る
。
松
村
氏
は
、「
作
者
の
筆
に
な
つ
た
文
か
否
か
」

（
注
２
）

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
、
一
部
を
意
図
的
に
数
に
含
め
て
い
な
い
。
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
。
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
、
…
（
２
：
三
五
～
三
六
頁
）

引
用
し
た
の
は
一
部
で
あ
る
が
、
引
歌
に
よ
る
新
年
の
寿
ぎ
を
こ
の
後

も
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
、
直
後
に
は
姸
子
方
の
女
房
た
ち
の

装
い
が
華
や
か
で
あ
る
こ
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

（
注
３
）が

、
明

言
す
る
こ
と
は
避
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
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
、
次
の
よ
う
に
述
べ
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
』



―	133	―

技
法
に
昇
華
せ
し
め
た
の
で
あ
る

（
注
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
、『
源
氏
物
語
』
に
影

響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
も
可
能
で
あ

ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
く
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
、
正
続
で
の
引
歌
の
用
い
ら
れ
方
の
差
異
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
。（
中
略
）
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

（
注
６
）。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
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
必
要
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
再
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
山
口
氏
が
述
べ
た
「
物
語

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

（
注
４
）。

白
井
氏
は
、『
栄
花
物
語
』
で
は
他
資
料
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
意
識

的
な
操
作
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を

踏
ま
え
る
と
、
前
掲
の
よ
う
な
過
剰
な
年
変
わ
り
で
あ
っ
て
も
『
栄
花

物
語
』
の
意
図
に
沿
う
も
の
と
し
て
敢
え
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
想
定
で
き
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
調
査
を
行
っ
た
。

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
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
。

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
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
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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
う
点
に
つ
い
て

考
え
る
。『
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
。
な
お
、
今
回
正
編
の

み
を
対
象
と
し
た
の
は
、
吉
田
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
『
栄
花
物
語
』

は
正
編
と
続
編
で
そ
の
性
質
が
か
な
り
異
な
る
こ
と
、
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
。

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

た
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
従
来
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
。
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
。

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
。

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
。

５
．	

現
存
の
歌
集
に
見
え
な
い
歌
の
引
用
は
「
不
明
」
と
し
て
数
え

る
。

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
。

1 

1 

7 

2 

5 

2 

2 

4 

図
１　
巻
別
引
歌
数
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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
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
と
思
わ
れ
る
。
表
の
右
行
、
濃
い
色
で

示
し
た
部
分
と
同
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
様
の
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
た
。
こ
れ
で
確
認
し
て
も
、
引
歌
を

大
量
に
用
い
る
年
変
わ
り
は
姸
子
周
辺
の
巻
十
一
、
十
六
以
外
に
目
立
っ

た
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
他
に
一
か
所
に
集
中
し
て
引
歌
が
用
い
ら
れ

た
例
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
姸
子
に
注
目
す
る
年
変
わ

り（
注
７
）が

あ
っ
て
も
、
場
面
に
ふ
さ
わ
し
く
な
け
れ
ば
あ
の
よ
う
に
華
美
な

引
歌
表
現
は
使
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
六
つ
の
巻
の
共
通
点
は
何
か
と
考
え
る
と
、
な
か
な

か
難
し
い
も
の
が
あ
る
。
内
容
に
注
目
す
る
と
、
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
、
各
巻
の
主
題
的
な
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
自
体
に
関
連
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

編
年
体
と
い
う
性
質
上
、
各
巻
は
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
に
集
中
し
て
い

る
わ
け
で
も
な
い
。
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
。
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
の
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
。
六
巻
は
連

続
せ
ず
正
編
全
体
に
分
散
し
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
で
見
ら
れ
た
よ
う

に
、
関
連
す
る
話
題
で
巻
集
団
を
形
成
す
る
こ
と
も
一
見
し
た
だ
け
で

は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
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
。
以
下
に
岡
一

男
氏
に
よ
る
『
栄
花
物
語
』
正
編
の
総
括
を
引
用
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
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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

（
注
８
）。

『
栄
花
物
語
』
の
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
「
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
。「
浦
々
の
別
」
は
伊
周
一
家
の
流
謫
、

「
つ
ぼ
み
花
」
と
「
御
賀
」
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
「
ゆ
ふ
し
で
」
を
ど
う
解
釈
す
る
べ
き
か
、「
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
っ
た
疑
問
が
残
る
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
先
に
挙
げ
た
六

つ
の
巻
の
内
容
を
二
つ
の
視
点
か
ら
観
察
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
疑

問
を
考
え
た
い
。

三
、
引
歌
が
多
い
巻
で
読
む
『
栄
花
物
語
』

本
節
で
は
、
前
掲
六
巻
の
で
き
ご
と
を
〈
道
長
中
心
〉
に
見
る
か
、

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
に
注
目
さ
れ
、
そ
の
没
落
と

悲
哀
を
描
い
て
い
る
。
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
。
伊
周
の
帰
京
で
巻
五
の
幕
が
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
拙
稿

（
注
９
）に

て
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
。

反
対
に
〈
道
長
以
外
〉
の
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
伊
周
の
傷
心
に
寄
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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
巻
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
。（
１
：
二
六
五
頁
）

危
篤
の
母
高
階
貴
子
に
一
目
会
う
た
め
、
密
入
京
の
罪
を
犯
し
た
伊
周

に
対
す
る
賛
否
両
論
が
描
か
れ
る
。
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
。「
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
、
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
り
、
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
な
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
と
、
姸
子
に
仕
え
る
女
房
た
ち
に
注
目
さ
れ

る
。
顕
光
女
元
子
に
は
源
頼
定
が
密
か
に
通
っ
て
お
り
、
二
人
の
恋
愛

は
父
顕
光
に
快
く
思
わ
れ
て
い
な
い
。
父
は
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
な
乱
暴
な
結
末
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
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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
。

ま
た
、
皇
女
を
得
た
姸
子
に
対
し
、
そ
の
女
房
の
中
に
は
、
元
々
は

帝
の
妻
に
な
る
べ
く
育
て
ら
れ
た
よ
う
な
姫
君
た
ち
の
名
前
が
挙
が
っ

て
い
る
。
彼
女
ら
が
女
房
と
し
て
他
家
に
仕
え
る
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
。『
栄
花

物
語
』
は
道
長
家
を
直
接
批
判
し
な
い
が
、「
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
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
。
本
巻
で
は
三
条
天
皇
崩
御
、
敦
明
親
王
の
廃

太
子
、
そ
し
て
親
王
と
道
長
女
寛
子
と
の
結
婚
が
描
か
れ
る
。〈
道
長
中

心
〉
の
視
点
で
は
、
こ
の
廃
太
子
を
以
て
道
長
の
地
位
が
揺
る
ぎ
な
い

も
の
に
な
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
肝
心
の
後
一
条
天
皇
の

元
服
や
、
道
長
の
任
太
政
大
臣
に
は
言
及
が
な
い
。
松
村
氏）

（注

（
注

は
、『
大

鏡
』
で
は
詳
細
に
廃
太
子
の
真
相
が
語
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
栄
花

物
語
』
で
は
敦
明
親
王
と
寛
子
の
結
婚
や
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
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
、
本
巻
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
困
難
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
は
、
こ

の
廃
太
子
は
「
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
、
親
王
の
意
思
は
否
定
し
な
い
。
そ
の
一
方

で
、
婿
に
見
捨
て
ら
れ
た
顕
光
に
対
す
る
姿
勢
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
。

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
）

寛
子
方
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
顕
光
の
心
中
に
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
。
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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
）

巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
て
、
敦
成
親
王
誕
生
後
、
彰
子
が
再
び
懐
妊
す

る
。
既
に
男
皇
子
が
生
ま
れ
て
お
り
、
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
、
と

い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
用
例
を
見
れ
ば
、「
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
。
で
は
、
顕
光
の
何
が
「
あ
な
が
ち
な
り
」
な
の
か
と

い
う
と
、
い
つ
ま
で
も
敗
北
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
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
。

と
こ
ろ
で
、
定
子
所
生
の
敦
康
親
王
は
、
ま
た
し
て
も
帝
位
を
逃
し

た
こ
と
に
な
る
が
、
敦
康
親
王
へ
の
言
及
は
、
顕
光
と
延
子
に
比
べ
れ

ば
か
な
り
少
な
い
。

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
）

不
条
理
な
こ
と
と
鬱
々
と
は
す
る
が
、
彼
は
顕
光
と
違
っ
て
す
っ
か
り

諦
め
て
い
た
。
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
。
こ
の
「
諦
観
」
が
顕
光
と
の
違
い
で
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
。
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）

（（

（
注

が
、
そ
の
時
は
大
ご
と
に
な
ら
ず
収
束
し
て
い
る
。

	

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
病
の
流
行
と
い
っ
た
記
述
が
目
立
つ
。〈
道
長
中

心
〉
の
視
点
で
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
。

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
。
他
に
も
道
長
家
に
関
わ
る
仏
教
の
話
題
は
、
姸
子

方
で
の
法
華
経
書
写
、
倫
子
と
明
子
の
出
家
、
倫
子
に
よ
る
西
北
院
建

立
、
法
成
寺
金
堂
供
養
の
準
備
が
あ
る
。
ま
た
、
四
女
嬉
子
の
東
宮
参

入
の
記
述
は
、
暗
い
社
会
背
景
に
反
し
て
華
や
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
世
間
は
暗
い
雰
囲
気
で
あ
る
一
方
、
道
長
の
周
辺
人
物
た
ち
が
仏

道
に
励
む
姿
が
差
し
挿
ま
れ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
異
母
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兄
弟
の
道
綱
以
外
に
、
身
内
の
不
幸
が
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由
も

あ
る
が
、
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
あ
ろ
う
。
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
。

一
方
、〈
道
長
以
外
〉
の
人
々
が
登
場
す
る
場
面
は
、
ほ
と
ん
ど
が
誰

か
の
死
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
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
っ
て
い
る
。
巻
名
の
由
来
で

も
あ
る
小
一
条
院
に
よ
る
引
歌
は
、
延
子
の
死
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
当
然
父
顕
光
に
も
言
及
が
あ
る
が
、
こ
の
老
父
は
や
は
り
嘲

笑
の
的
で
あ
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
に
も
見
捨
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
顕
光

自
ら
が
招
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
と
念
を
押
す
。
し
か
し
二
年
後
、

顕
光
自
身
が
死
去
す
る
と
「
あ
は
れ
に
心
細
き
御
事
な
り
」（
２
：
二
三

二
頁
）
と
否
定
的
な
見
方
は
さ
れ
て
い
な
い
。
巻
十
三
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
。

	

巻
二
十
「
御
賀
」�　
本
巻
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
参
集
し
、
更
に
姸
子
所
生
の
禎
子
内
親
王
も
加
わ
っ

て
い
る
。
彼
女
た
ち
が
引
き
連
れ
て
い
る
女
房
た
ち
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
、
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
。

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
し
て
い
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
、
次
の
巻
か
ら
始
ま
る
道
長
家
の
繁
栄
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
。
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
。
こ
れ
は
道
長
家
に
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
物
の
怪
に
よ
っ
て
死
去
し
た
寛
子
と
嬉

子
の
死
後
か
ら
始
ま
る
。〈
道
長
中
心
〉
の
視
点
で
見
る
本
巻
は
常
に
悲
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し
み
に
沈
み
、「
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
。
娘
の
死
を
嘆
く
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
。
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
。

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
）

巻
末
で
は
中
宮
威
子
が
春
以
来
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、

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
、
娘
の
死
に
よ
っ
て
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
は
多
く
、
正
体
に
は
言

及
が
な
い
も
の
の
斉
信
女
も
物
の
怪
に
よ
る
死
で
あ
り
、
し
か
も
こ
ち

ら
は
死
産
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
世
の
中
の
様
子
は
「
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
）
と
評
さ
れ
る
。
こ
の
巻
で
は
道
長
も
道

長
以
外
も
嘆
き
の
「
当
事
者
」
な
の
で
あ
る
。

四
、
諸
行
無
常
へ
の
導
き

こ
こ
ま
で
、
六
つ
の
巻
に
つ
い
て
二
つ
の
視
点
か
ら
各
巻
が
ど
う
意

味
付
け
ら
れ
る
の
か
を
分
析
し
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
。

表
１　
引
歌
数
の
多
い
巻
に
よ
る
物
語
展
開

巻

道
長
中
心

道
長
以
外

５

（
ラ
イ
バ
ル
の
弱
体
化
）

中
の
関
白
家
の
没
落

（
続
く
彰
子
入
内
と
の
対
比
）

６

彰
子
入
内

11

姸
子
に
禎
子
内
親
王
誕
生

（
後
宮
に
お
け
る
試
練
の
予
感
）

顕
光
の
頑
迷

高
貴
な
姫
君
た
ち
の
没
落

13

試
練
を
乗
り
越
え
て
外
戚
確
立

敦
明
親
王
廃
太
子

敦
康
親
王
、
延
子
、
顕
光
の
嘆
き

顕
光
の
執
心

16

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

20

家
族
の
慶
事
、
自
家
の
栄
え

（
続
く
道
長
女
の
死
と
の
対
比
）

（
政
争
に
お
け
る
敗
北
）

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
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太
字
は
展
開
の
伏
線
や
、
そ
の
伏
線
の
回
収
が
さ
れ
て
い
る
部
分
を

示
し
て
い
る
。
濃
い
色
で
示
し
た
部
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
悪
霊
化
の
伏
線
を
内
包
し
た
巻
と

し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
巻
十
六
「
も
と
の
し
づ
く
」

は
、
岡
氏
は
仏
教
行
事
の
華
美
を
述
べ
る
巻
と
し
て
挙
げ
て
い
た
が
、

顕
光
親
子
の
死
が
描
か
れ
る
も
の
で
も
あ
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
ま
で
は
伊
周
が

存
命
し
て
お
り
、
中
関
白
家
と
の
対
比
構
造
が
続
い
て
い
る
。
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

た
巻
も
な
い
。
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
成
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
、
延
子
の
心
情
に
用
い
ら
れ
た
引
歌
は
数
例
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、

顕
光
に
つ
い
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
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）

（注

（
注

」
と
し
た
「
善
意
の
歴
史
」
に
も
通
じ

る
も
の
が
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
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
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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
、
道
長
に
と
っ
て

の
「
た
だ
の
栄
花
」
だ
け
で
な
く
、「
諸
行
無
常
」
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
、『
栄
花
物
語
』
が
表
現
し
た
い
も
の
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
こ
と
を
意
識
し
て
引
歌
を
用
い
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

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
。

今
回
は
数
量
的
な
調
査
に
比
重
を
置
い
た
が
、
決
し
て
多
く
な
い
と

言
わ
れ
て
い
た
『
栄
花
物
語
』
の
引
歌
表
現
は
、
そ
の
詳
細
な
内
容
に

つ
い
て
も
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
続
編
に
つ
い
て
も
改
め
て
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
を
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。注

注
１	

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

六　

三
一
五
頁

注
２	

注
１　

三
一
六
～
三
一
七
頁

注
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

注
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

注
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

注
６	

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

注
７	

例
え
ば
、
巻
十
六
「
も
と
の
し
づ
く
」
で
は
、
治
安
二
年
の
年
変
わ
り
に

続
い
て
姸
子
の
遷
御
予
告
や
姉
彰
子
と
の
贈
答
が
あ
る
が
、
特
に
目
立
っ

た
修
辞
は
な
い
。（
２
：
二
五
二
頁
）

注
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

注
９	

拙
稿
「
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

注
10	

注
３　

解
説
四
七
三
頁

注
11	

「
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
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
）

注
12	

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

（
に
の
み
や　

あ
い
り
・
九
州
共
立
大
学
講
師
）




