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︱
︱
『
伊
勢
物
語
﹄・﹃
枕
草
子
﹄・﹃
源
氏
物
語
﹄・﹃
和
泉
式
部
日
記
﹄・﹃
小
右
記
』
︱
︱

吉

海

直

人

【キ
ー
ワ
ー
ド
︼
東
下
り
・
翁
丸
・
葵
祭
・
小
舎
人
童
・
こ
の
世
を
ば

『伊
勢
物
語
﹄
九
段
﹁
東
下
り
﹂
を
読
む

一

高
校
の
古
文
で
お
馴
染
み
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄
九
段
は
︑
大
き
く
三
つ
の

段
落
に
分
け
ら
れ
て
い
る
︒
第
一
段
落
は
︑
冒
頭
の
﹁
昔
︑
男
あ
り
け

り
﹂
か
ら
﹁
み
な
人
︑
乾
飯
の
上
に
涙
落
と
し
て
︑
ほ
と
び
に
け
り
﹂
ま

で
︒
第
二
段
落
は
︑﹁
行
き
行
き
て
﹂
か
ら
︑
富
士
山
の
説
明
と
し
て

﹁
な
り
は
塩
尻
の
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
︒
第
三

段
落
は
︑﹁
な
ほ
行
き
行
き
て
﹂
か
ら
︑
末
尾
の
﹁
舟
こ
ぞ
り
て
泣
き
に

け
り
﹂
ま
で
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
に
は
必
ず
和
歌
が
含
ま
れ
て
お

り
︑
ま
さ
に
和
歌
を
核
と
し
た
歌
物
語
で
あ
る
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
︒

高
校
で
の
学
習
は
そ
れ
で
い
い
の
だ
が
︑
実
は
九
段
に
は
成
立
に
関
す

る
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
︒
片
桐
洋
一
氏
の
提
唱
さ
れ
て
い
る
三
段
階
成

立
論
を
参
照
す
る
と
︑
基
本
的
に
は
古
い
第
一
次
成
立
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄

に
分
類
さ
れ
て
い
た
︒
た
だ
し
そ
れ
は
第
一
段
落
と
第
三
段
落
の
こ
と
で

あ
り
︑
真
ん
中
に
位
置
す
る
第
二
段
落
は
後
期
補
入
と
さ
れ
て
い
る
︒
や

や
こ
し
い
よ
う
だ
が
︑
そ
の
こ
と
は
各
段
落
に
あ
る
和
歌
の
出
典
を
調
べ

れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
︒

九
段
に
は
和
歌
が
四
首
含
ま
れ
て
い
る
が
︑
第
一
段
落
の
﹁
唐
衣
﹂
歌

と
第
三
段
落
の
﹁
名
に
し
負
は
ば
﹂
歌
は
︑
と
も
に
﹃
古
今
集
﹄
所
収
の

業
平
歌
な
の
で
︑
な
ん
ら
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
第

三
三



二
段
落
の
﹁
駿
河
な
る
﹂
歌
と
﹁
時
知
ら
ぬ
﹂
歌
の
二
首
は
︑﹃
古
今
六

帖
﹄
に
こ
そ
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑﹃
古
今
集
﹄
所
収
歌
で
も
業
平

歌
で
も
な
い
の
で
︑
明
ら
か
に
異
質
と
い
う
か
出
典
や
成
立
の
ず
れ
が
認

め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
︒

こ
れ
は
あ
く
ま
で
和
歌
の
出
典
に
よ
る
便
宜
的
な
分
類
で
は
あ
る
が
︑

他
の
要
素
か
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
も
︑
そ
れ
は
極
め
て
有
効
だ
と
さ
れ
て

い
る
︒
要
す
る
に
九
段
は
︑
古
い
第
一
段
落
と
第
三
段
落
の
間
に
︑
後
か

ら
第
二
段
落
が
挿
入
さ
れ
て
現
在
の
形
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒

二

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
第
一
段
落
を
あ
ら
た
め
て
詳
し
く
見
て

み
よ
う
︒
冒
頭
に
は
﹁
身
を
え
う
な
き
も
の
﹂
に
思
い
な
し
た
昔
男
の
︑

﹁
京
に
は
あ
ら
じ
﹂
と
い
う
強
い
意
志
が
表
明
さ
れ
て
い
る
︒
同
様
の
こ

と
は
既
に
﹁
京
に
あ
り
わ
び
て
﹂
(七
段
)・﹁
京
や
す
み
憂
か
り
け
む
﹂

(八
段
)
と
連
続
し
て
語
ら
れ
て
お
り
︑
七
～
九
段
が
一
連
の
グ
ル
ー
プ

(東
下
り
章
段
)
で
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る

(た
だ
し
昔
男
の
思
い
の

強
さ
に
強
弱
が
あ
る
)︒

そ
の
具
体
的
な
行
動
と
し
て
︑﹁
東
の
方
に
住
む
べ
き
国
求
め
に
﹂
と

あ
る
が
︑
こ
れ
も
﹁
あ
づ
ま
に
い
き
け
る
﹂
(七
段
)・﹁
あ
づ
ま
の
方
に

ゆ
き
て
﹂
(
八
段
)
と
連
続
し
て
い
た
︒
こ
ち
ら
は
さ
ら
に
そ
の
後
に
も

﹁
武
蔵
の
国
ま
で
ま
ど
ひ
歩
き
け
り
﹂
(十
段
)
・
﹁
あ
づ
ま
へ
ゆ
き
け
る

に
﹂
(十
一
段
)
・
﹁
武
蔵
野
へ
率
て
ゆ
く
ほ
ど
に
﹂
(十
二
段
)・﹁
武
蔵
な

る
男
﹂
(十
三
段
)
・﹁
陸
奥
の
国
に
す
ず
ろ
に
い
た
り
け
り
﹂
(十
四

段
)・﹁
陸
奥
の
国
に
て
﹂
(
十
五
段
)
と
展
開
し
て
い
る
︒
場
所
的
な
関

連
か
ら
言
え
ば
︑
七
段
か
ら
十
五
段
と
い
う
一
か
た
ま
り
が
︑
い
わ
ゆ
る

東
下
り
章
段
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う(1
)
︒

こ
れ
ら
は
原
初
的
な
成
立
の
九
段
に
吸
引
さ
れ
る
形
で
︑
増
補
を
繰
り

返
す
中
で
増
殖
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
何
故

東
国
に
下
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︑
と
い
う
昔
男
の
精
神
的
な
理
由

(心
の
叫
び
)
は
徐
々
に
希
薄
に
な
っ
て
い
る
︒
七
段
の
﹁
あ
り
わ
び
て
﹂

に
し
て
も
︑
九
段
の
﹁
あ
ら
じ
﹂
と
比
べ
れ
ば
か
な
り
意
志
が
弱
く
な
っ

て
い
る
し
︑
八
段
の
﹁
京
や
す
み
憂
か
り
け
ん
﹂
な
ど
推
量
表
現

(草
子

地
)
に
ま
で
退
化
し
て
い
る
で
は
な
い
か
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
に
配
さ
れ
て
い
る
﹁
唐
衣
﹂
の
歌
は
︑﹁
折
句
﹂
と

い
う
和
歌
の
技
法
を
用
い
た
も
の
で
︑
﹁
か
・
き
・
つ
・
ば
・
た
﹂
と
い

う
五
文
字
を
見
事
に
各
句
の
頭
に
置
い
て
詠
ん
で
い
る
︒
し
か
も
序
詞
・

掛
詞
・
縁
語
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
お
り
︑
歌
人
業
平
の
面
目
躍
如
と
い
っ

た
感
が
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
技
法
の
見
事
さ
に
だ
け
目
を
奪
わ
れ
て
は
な

教
室
の
内
外

(4
)
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四



る
ま
い
︒
歌
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
﹁
つ
ま
し
あ
れ
ば
﹂
だ
か
ら
で
あ
る
︒

歌
題
と
さ
れ
た
﹁
旅
の
心
﹂
は
︑
そ
の
ま
ま
望
京
の
念
と
し
て
表
出
し

て
い
る
︒
昔
男
は
自
ら
の
強
い
意
志
で
京
を
捨
て
た
は
ず
な
の
に
︑
東
下

り
譚
の
最
初
の
歌
か
ら
し
て
︑
京
に
残
し
た
﹁
妻
﹂
の
こ
と
が
想
起
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い

(後
ろ
向
き
)︒
そ
れ
が
﹁
も
と
よ
り
友
と

す
る
人
︑
ひ
と
り
ふ
た
り
﹂
の
共
感
を
誘
い
︑﹁
乾
飯
の
上
に
涙
落
と
し

て
︑
ほ
と
び
に
け
り
﹂
と
い
う
か
な
り
誇
張
さ
れ
た
滑
稽
な
落
ち
と
な
っ

て
い
る
︒

京
に
残
し
た
妻
に
つ
い
て
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
配
列
を
遡
る
こ
と
で
︑

三
段
～
六
段
で
展
開
し
て
い
る
二
条
の
后

(高
子
)
と
の
悲
恋
・
禁
じ
ら

れ
た
恋
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
九
段
の
第
二
段
落
で
︑
昔
男

が
手
紙
を
託
し
た
相
手
の
女
性
に
︑﹁
そ
の
人
の
御
も
と
に
﹂
と
さ
り
げ

な
く
尊
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑
あ
る
い
は
第
三
段
落
に
あ
る

﹁
京
に
思
ふ
人
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
﹂
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
︒
要
す
る
に

東
下
り
は
︑
昔
男
の
失
恋
に
起
因
す
る
旅

(セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
ジ
ャ
ー

ニ
ー
)
だ
っ
た
と
も
読
め
る
の
で
あ
る
︒

三

続
い
て
第
二
段
落
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
第
二
段
落
は
さ
ら
に
二
つ

に
分
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
駿
河
な
る
﹂
の
歌
を
中
心
と
し
た
話
と
︑

﹁
時
し
ら
ぬ
﹂
の
歌
を
中
心
と
し
た
話
で
あ
る
︒
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
る

の
が
﹁
修
行
者
会
ひ
た
り
﹂
で
あ
る
︒
か
つ
て
は
昔
男
が
話
の
中
心
と
い

う
こ
と
で
︑
﹁
に
﹂
と
い
う
助
詞
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
か
な
り
無

理
を
し
て
﹁
修
行
者
に
会
っ
た
﹂
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒

最
近
は
修
行
者
を
主
語
と
し
て
︑﹁
修
行
者
が
昔
男
に
会
っ
た
﹂
と
訳

さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
続
い
て
﹁
﹁
か
か
る
道
は
︑
い
か
で
か
い
ま
す

る
︒﹂
と
言
ふ
を
見
れ
ば
︑
見
し
人
な
り
け
り
︒﹂
と
あ
る
の
だ
か
ら
︑
昔

男
は
修
行
者
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
る
ま
で
︑
相
手
に
注
意
を
払
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

(﹁
な
り
け
り
﹂
に
注
目
！
)︒
こ
こ
で
大
事
な
こ

と
は
︑
東
国
へ
下
る
昔
男
と
修
行
者
が
す
れ
違
う
点
で
あ
る
︒
修
行
者
は

こ
れ
か
ら
京
へ
戻
る

(上
る
)
か
ら
こ
そ
︑
昔
男
は
京
へ
の
手
紙
を
託
す

こ
と
が
で
き
た
の
だ
︒

続
い
て
一
行
は
︑
富
士
山
を
眺
望
す
る
︒﹁
五
月
の
つ
ご
も
り
﹂
と
い

う
の
は
︑
旧
暦
で
は
夏
の
盛
り
で
あ
る(2
)

︒
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
︑
富
士
山

に
は
雪
が
積
も
っ
て
い
た
︒
そ
れ
が
残
雪
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
ら
ず
︑
眼

前
に
見
え
る
雪
は
︑
当
然
直
前
に
降
っ
た
も
の
と
認
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
﹁
時
知
ら
ぬ
﹂
と
言
い
︑﹁
い
つ
と
て
か
﹂
﹁
雪
の
降
る
﹂
と
歌
っ

て
い
る
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
他
の
三
首
に
は
京
へ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て

教
室
の
内
外

(4
)

三
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い
る
が
︑
こ
の
歌
に
は
そ
れ
が
一
切
見
ら
れ
な
い
点
も
︑
業
平
と
は
無
関

係
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
て
い
る
︒

さ
て
﹁
時
知
ら
ぬ
﹂
と
い
う
の
は
季
節
は
ず
れ
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
︑

言
語
遊
戯
と
し
て
﹁
不
時

(ふ
じ
)﹂
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
︒
も
と
も
と
富
士
山
は
﹃
竹
取
物
語
﹄
で
﹁
士
に
富
む
﹂
と
い
う
地

名
起
源
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
外
に
﹁
不
尽
﹂
(つ
き
ず
)・

﹁
不
二
﹂
(二
つ
な
き
)
な
ど
の
意
味
を
掛
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒

平
安
朝
文
学
は
言
語
遊
戯
の
宝
庫
な
の
で
あ
る
︒

面
白
い
の
は
そ
の
後
で
あ
る
︒
平
安
朝
の
貴
族
で
︑
実
際
に
富
士
山
を

見
た
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
は
ず
で
あ
る

(絵
で
見
る
こ
と
は
可
能
)︒

そ
の
た
め
﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
︑
富
士
山
に
つ
い
て
な
ん
と
か
読
者
に
説
明

し
よ
う
と
し
て
い
る
︒﹁
な
り
は
塩
尻
の
や
う
﹂
と
い
う
の
は
︑
山
の
姿

の
形
容
と
し
て
首
肯
で
き
る
︒
た
だ
し
標
高
八
四
八
メ
ー
ト
ル
の
﹁
比
叡

の
山
を
二
十
ば
か
り
重
ね
上
げ
﹂
た
ら
︑
と
ん
で
も
な
い
高
さ
に
な
っ
て

し
ま
う
︒
こ
れ
は
あ
く
ま
で
誇
張
表
現
と
見
た
い
︒

一
番
の
ポ
イ
ン
ト
は
︑﹁
こ
こ
に
た
と
へ
ば
﹂
で
あ
る
︒
古
文
の
教
科

書
で
も
︑
最
近
は
こ
の
こ
と
を
学
習
の
手
引
き
で
設
問
と
し
て
い
る
も
の

が
少
な
く
な
い
︒﹁
こ
こ
﹂
は
︑
普
通
だ
っ
た
ら
昔
男
の
い
る
場
所
だ
が
︑

そ
れ
で
は
富
士
山
の
説
明
に
な
る
ま
い
︒
こ
の
場
合
は
読
者
の
視
点
に
立

脚
し
て
の
﹁
こ
こ
﹂
で
あ
る
︒
し
か
も
こ
の
読
者
と
は
︑
富
士
山
の
高
さ

を
説
明
す
る
の
に
用
い
た
比
叡
山
の
高
さ
が
わ
か
る
人
で
な
け
れ
ば
話
に

な
ら
な
い
︒
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
草
子
地
と
見
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
︒

こ
れ
に
よ
っ
て
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
読
者
と
し
て
は
︑
日
常
比
叡
山
が
見

え
る
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
京
都
の
人
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
︒
逆
に
言
え
ば
︑
比
叡
山
が
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
人
は
︑

読
者
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
︒
私
は
九
州
で
生
ま
れ
育
っ

た
が
︑
そ
ん
な
差
別
を
含
む
文
学
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
気
づ
か

な
か
っ
た
︒

そ
の
昔
男
は
︑
冒
頭
で
は
﹁
京
に
は
あ
ら
じ
﹂
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
︑

読
者
に
﹁
東
の
方
﹂
の
人
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
︑
捨
て
た
は
ず
の
京
都
の
価
値
観
か
ら
脱
却
で
き
て
い
な
い
こ

と
が
露
呈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
限
ら
ず
︑
平

安
朝
の
文
学
す
べ
て
は
不
平
等

(差
別
的
)
な
も
の
な
の
だ
︒
身
分
的
に

は
貴
族
が
対
象
で
あ
る
し
︑
地
域
的
に
は
非
常
に
狭
い
都
中
心

(
京
都
至

上
主
義
)
だ
か
ら
で
あ
る
︒
京
都
に
住
む
貴
族
階
級
以
外
の
人
は
︑
当
初

読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
︒

教
室
の
内
外

(4
)
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四

昔
男
の
精
神

(み
や
び
)
は
︑
第
三
段
落
に
も
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
︒

そ
の
前
に
渡
し
守
の
﹁
は
や
舟
に
乗
れ
︒
日
も
暮
れ
ぬ
︒﹂
と
い
う
発
言

に
つ
い
て
一
言
︒﹁
暮
れ
ぬ
﹂
の
﹁
ぬ
﹂
は
完
了
の
助
動
詞
だ
が
︑
ど
う

も
ま
だ
日
は
暮
れ
て
い
な
い

(暗
か
っ
た
ら
都
鳥
も
見
え
な
い
は
ず
)︒

こ
こ
は
﹁
早
く
し
な
い
と
日
が
暮
れ
て
し
ま
う

(し
ま
い
そ
う
だ
)﹂
と

訳
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
こ
の
﹁
ぬ
﹂
は
完
了
・
強
意
で
は
な
く
確
述

と
さ
れ
て
い
る
︒
な
か
な
か
難
解
な
﹁
ぬ
﹂
で
あ
る
︒

さ
て
船
に
乗
っ
た
昔
男
の
一
行
は
︑
川
で
遊
ぶ
見
慣
れ
ぬ
鳥
に
目
が
留

ま
っ
た
︒
そ
の
時
の
第
一
印
象
は
﹁
京
に
は
見
え
ぬ
鳥
﹂
と
や
は
り
京
都

視
点
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
同
じ
く
見
知
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
読
者
に

対
し
て
︑﹁
白
き
鳥
の
嘴
と
脚
と
赤
き
︑
鴫
の
大
き
さ
な
る
﹂
と
具
体
的

に
色
や
形
を
説
明

(描
写
)
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
富
士
山
同

様
︑﹁
京
﹂
が
判
断
の
物
差
し
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
︒

そ
こ
で
地
元
出
身
で
あ
ろ
う
渡
し
守

(船
頭
)
に
鳥
の
名
を
尋
ね
た
と

こ
ろ
︑
即
座
に
﹁
こ
れ
な
む
都
鳥
﹂
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
︒
こ
の

ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
物
言
い
は
︑
そ
の
裏
に
﹁
都
鳥
も
知
ら
な
い
田
舎
者

め
﹂
と
い
う
侮
蔑
の
気
持
さ
え
感
じ
ら
れ
る
︒
京
都
か
ら
来
た
昔
男
一
行

が
知
ら
な
い
の
に
︑
言
い
換
え
れ
ば
都
に
い
な
い
鳥
な
の
に
︑
都
鳥
と
い

う
名
を
持
つ
鳥
が
東
国

(
田
舎
)
に
い
る
と
い
う
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ

る
︒
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
言
葉
を
耳
に
し
た
途
端
︑
昔
男
は
望
京
の
念
を
想

起
す
る
こ
と
に
な
る
︒

自
ら
京
を
捨
て
て
東
下
り
に
出
立
し
た

(
反
貴
族
的
行
動
)
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
で
あ
る
︒
鳥
の
名
に
触
発
さ
れ
て
︑
昔
男
は
﹁
名
に
し
お
は

ば
﹂
と
歌
を
詠
み
か
け
る
︒
そ
の
呼
び
か
け
は
︑
も
ち
ろ
ん
都
鳥
に
は
通

じ
な
い
︒
そ
れ
は
昔
男
と
同
じ
境
遇
に
い
る
友
人
達
の
心
を
揺
さ
ぶ
り
︑

﹁
舟
こ
ぞ
り
て
泣
き
に
け
り
﹂
と
な
る

(
そ
こ
に
船
頭
が
含
ま
れ
る
か
は

疑
問
)︒
こ
こ
で
の
涙
は
共
感
の
証
し
で
あ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
読
者
の
共

感
も
求
め
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
結
局
︑
昔
男
の
旅
は
︑
京
都
以
外
で
は

住
め
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
︑
後
ろ
向
き
の
旅
で
し
か
な
か
っ
た(3
)

︒

な
お
︑
か
つ
て
都
鳥

(
ゆ
り
か
も
め
)
は
間
違
い
な
く
京
都
で
は
見
か

け
な
い
鳥
だ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
異
常
気
象
の
せ
い
か
︑
海

(大
阪
湾
)
か

ら
か
な
り
内
陸
に
入
っ
た
賀
茂
川

(四
条
大
橋
付
近
)
で
も
見
か
け
る
よ

う
に
な
っ
た
︒
最
近
は
餌
付
け
ま
で
し
て
い
る
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
あ
る
︒

そ
れ
は
そ
れ
で
や
む
を
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
﹃
伊
勢
物
語
﹄
を

愛
好
す
る
者
と
し
て
は
︑
い
つ
ま
で
も
﹁
京
に
は
見
え
ぬ
鳥
﹂
で
あ
っ
て

ほ
し
い
︒
そ
し
て
私
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
わ
ざ
わ
ざ
上
京
し
て
隅

教
室
の
内
外
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田
川
の
ほ
と
り
で
都
鳥
を
発
見
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
︒

〔注
︺

(1
)
参
考
ま
で
に
﹃
図
説
日
本
の
古
典
5
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
﹄
所
収
の

片
桐
洋
一
氏
の
御
論
に
よ
っ
て
︑
七
段
～
十
五
段
ま
で
の
成
立
を
分
類

す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

第
一
次
成
立

九
段
の
一
部

第
二
次
成
立

十
段

第
三
次
成
立

七
段
・
八
段
・
十
一
段
～
十
五
段

こ
れ
を
見
る
限
り
︑
東
下
り
章
段
の
大
半
は
第
三
次
成
立
の
後
期
補

入
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
い
っ
た
複
雑
な
成
立
過
程
は
︑
も
ち
ろ

ん
高
校
の
教
科
書
で
は
完
全
に
捨
象
さ
れ
て
い
る
︒

(2
)
第
一
段
落
の
﹁
か
き
つ
ば
た
﹂
が
初
夏
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
こ
こ
に
至

る
ま
で
に
二
か
月
近
く
経
過
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

(3
)
そ
の
意
味
で
は
︑
隅
田
川
は
境
界
線
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
川
を
渡
れ

ば
向
こ
う
は
外
国
同
然
な
の
だ
︒
そ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
だ
か
ら
こ

そ
︑﹁
都
鳥
﹂
と
い
う
名
が
強
烈
な
印
象
た
り
う
る
の
で
あ
る
︒
ど
う

や
ら
昔
男
一
行
は
︑
川
を
渡
っ
て
は
い
る
も
の
の
︑
こ
こ
か
ら
都
に
引

き
返
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

『枕
草
子
﹄
の
﹁
翁
丸
﹂
を
読
む

序

古
代
文
学
研
究
会
の
雑
誌
﹁
古
代
文
学
研
究
第
二
次
﹂
十
八
号
に
掲
載

さ
れ
た
大
洋
和
俊
氏
の
﹁
枕
草
子
の
翁
丸
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
王
権
・
転

生
・
救
済
︱
︱
﹂
と
い
う
論
文
の
合
評
会

(平
成
二
十
二
年
七
月
)
に

お
い
て
︑
非
常
に
活
発
な
質
疑
が
行
わ
れ
た
︒
会
員
の
一
人
と
し
て
そ
こ

に
参
加
し
て
い
る
間
に
︑
い
ろ
い
ろ
考
え
た
こ
と
や
思
い
つ
い
た
点
が
あ

る
の
で
︑
忘
れ
な
い
う
ち
に
書
き
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
︒

そ
も
そ
も
こ
の
章
段
は
﹁
上
に
候
ふ
御
猫
は
﹂
(
新
編
全
集
38
頁
)

云
々
と
書
き
出
さ
れ
て
お
り
︑
い
か
に
も
猫
が
主
役
の
よ
う
に
見
え
る
が
︑

全
体
を
読
む
と
間
違
い
な
く
犬
の
ウ
エ
イ
ト
の
方
が
重
く
な
っ
て
い
る
︒

と
い
う
以
上
に
︑
こ
れ
ほ
ど
筆
を
費
や
し
て
犬
を
描
い
て
い
る
作
品
は
他

に
な
さ
そ
う
な
の
で
︑
む
し
ろ
犬
を
主
役
に
し
て
﹁
翁
丸
﹂
章
段
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
︒

ち
な
み
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
︑
正
編
に
犬
は
一
切
登
場
し
て
お
ら
ず
︑

宇
治
十
帖

(浮
舟
巻
)
に
お
い
て
か
ろ
う
じ
て
犬
の
鳴
き
声
が
描
か
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
︒
要
す
る
に
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
中
に
実
態
と
し
て
の
犬

は
登
場
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
︒
若
紫
巻
に
﹁
犬
君
﹂
と
い
う
女
童
が

教
室
の
内
外

(4
)
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い
る
が
︑
こ
れ
に
し
て
も
童
名
で
あ
る
し
︑
し
か
も
実
態
は
不
在
で
あ
る
︒

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
紫
式
部
は
犬
嫌
い

(猫
好
き
)
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒

一

も
ち
ろ
ん
﹁
翁
丸
﹂
と
い
う
犬
は
単
独
の
登
場
で
は
な
く
︑﹁
猫
﹂
と

の
対
比
構
造
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
猫
に
し
て
も
普
通

(国
産
)
の
猫
で

は
な
く
︑
当
時
稀
少
価
値
の
高
か
っ
た
唐
猫
で
あ
る
︒
た
だ
し
輸
入
品
な

の
か
日
本
で
産
ま
れ
た
の
か
は
不
明
︒
こ
こ
で
は
同
じ
よ
う
に
名
前
を
与

え
ら
れ
て
は
い
る
が
︑
犬
は
男
性
的
な
﹁
翁
丸
﹂︑
猫
は
女
性
的
な
﹁
命

婦
の
お
と
ど
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
な
お
﹁
翁
﹂
と
あ
っ
て
も
︑
本
当
に
老

犬
か
ど
う
か
︑
ま
た
雄
犬
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
︒
恐
ら
く
﹁
翁
﹂

に
は
祝
儀
的
な
意
味
合
い
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は

﹁
牛
飼
い
童
﹂
に
近
い
存
在

(記
号
)
と
見
て
お
き
た
い
︒

対
す
る
猫
は
天
皇
の
ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
︑
ど
こ

ま
で
冗
談

(本
気
)
な
の
か
わ
か
ら
な
い
が
︑﹁
か
う
ぶ
り
に
て
︑
命
婦

の
お
と
ど
﹂
(38
頁
)
と
五
位
に
叙
せ
ら
れ
て
お
り
︑﹁
命
婦
﹂
(員
外
官
)

と
い
う
官
職
ま
で
与
え
ら
れ
て
い
た
︒
た
と
え
動
物
の
猫
で
あ
っ
て
も
︑

宮
中
に
昇
殿
す
る
た
め
に
は
殿
上
人
の
資
格
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ

れ
に
対
し
て
翁
丸
は
地
下
人
な
ら
ぬ
地
下
犬
で
あ
る
︒
こ
れ
だ
け
見
て
も

両
者
の
待
遇

(身
分
)
の
差
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
︒
要
す
る
に
こ
こ
に
は

身
分
差
と
い
う
問
題
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
﹃
小
右
記
﹄
長
保
元
年

(九
九
九
年
)
九
月
十
九
日
条
の
︑

内
裏
の
御
猫
子
を
産
む
︒
女
院
・
左
大
臣
・
右
大
臣
産
養
の
事
有
り
︒

衝
重
・
垸
飯
・
納
筥
の
﹇
衣
等
﹈
有
り
云
々
︒
猫
の
乳
母
︑
馬
の
命

婦
︒
時
の
人
之
を
咲
ふ
云
々
︒
奇
恠
之
事
︑
天
下
以
て
目
す
︑
若
し

く
は
是
︑
徴
有
る
べ
き
歟
︒
未
だ
禽
獣
に
人
の
礼
を
用
ゐ
る
を
聞
か

ず
︑
嗟
呼
︒

(大
日
本
古
記
録
﹃
小
右
記
二
﹄
61
頁
)

を
参
照
す
る
と
︑
長
保
元
年
九
月
に
内
裏
の
﹁
御
猫
﹂
(お
猫
様
？
)
が

出
産
し
て
お
り
︑
そ
れ
を
祝
っ
て
詮
子
・
道
長
・
顕
光
が
産
養
の
儀
式
を

行
っ
た
ら
し
い(1
)

︒
冗
談
み
た
い
な
話
で
あ
る
︒﹃
枕
草
子
﹄
に
登
場
す
る

猫
は
︑
馬
の
命
婦
が
乳
母
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
際

に
生
ま
れ
た
子
猫

(雌
猫
？
)
の
一
匹
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
︒

た
だ
し
成
人
し
て
い
な
け
れ
ば
﹁
命
婦
﹂
の
職
掌
は
与
え
ら
れ
な
い
は
ず

な
の
で
︑
母
猫
の
可
能
性
も
存
す
る

(
猫
の
成
人
を
考
え
る
こ
と
自
体
が

愚
か
し
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
)︒

宮
中
に
お
け
る
産
養

(う
ぶ
や
し
な
ひ
)
と
な
れ
ば
︑
本
来
は
皇
子
誕

生
に
際
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
あ
る
い
は
道
長
は
︑
来
る
べ
き

定
子
の
出
産
を
牽
制
す
る
た
め
に
︑
一
条
天
皇
の
皇
子
誕
生
に
擬
し
た
猫

教
室
の
内
外
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の
産
養
を
企
画
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
に
し
て
も
誕
生
し
た
猫

(一
匹
か
複
数
か
未
詳
)
に
乳
母

(馬
の
命
婦
)
が
付
け
ら
れ
る
と
い
う

の
は
前
代
未
聞
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
に
道
長
の
権
力
誇
示
を
読
み
取
る

こ
と
も
で
き
る
︒
そ
の
こ
と
に
対
す
る
藤
原
実
資
の
批
判
と
慨
嘆
は
大
変

な
も
の
だ
っ
た
︒
そ
の
た
め
か
ど
う
か
︑
肝
心
の
道
長
は
こ
の
件
を
自
ら

の
日
記
﹃
御
堂
関
白
記
﹄
に
は
一
切
書
き
残
し
て
い
な
い(2
)

︒

二

さ
て
翁
丸
の
事
件
は
︑
そ
の
猫
の
産
養
か
ら
半
年
後
の
長
保
二
年

(一

〇
〇
〇
年
)
三
月
頃
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
回
想
さ
れ
て
い
る

三
月
三
日
の
記
事
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
頃
と
判
断
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
︒
こ
の
話
か
ら
︑
当
時
既
に
二
十
歳
を
超
え
て
い
た
一
条
天
皇
の
幼

児
性
を
看
取
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
馬
の
命
婦
に
命
令
さ
れ
て

猫
に
吠
え
か
か
っ
た
翁
丸
に
対
し
て
︑
一
条
天
皇
は
犬
を
打だ

擲て
き

さ
せ
た
上

で
島
流
し
の
刑
に
処
し
て
い
る

(殺
せ
と
は
命
じ
て
い
な
い
)︒
こ
こ
か

ら
私
は
︑
例
の
実
方
と
行
成
の
一
件(3
)
を
投
影
し
て
読
み
た
い
衝
動
に
か
ら

れ
る
︒
こ
の
場
合
も
必
ず
し
も
公
平
な
裁
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
大

洋
氏
は
こ
こ
に
王
権
を
読
ん
で
お
ら
れ
る
の
だ
が
︑
む
し
ろ
こ
れ
は
一
条

天
皇
の
私
憤
に
近
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
一
般
に
は
聡
明
と
さ
れ

て
い
る
一
条
天
皇
だ
が
︑
そ
の
裏
面

(恥
部
)
が
暴
か
れ
て
い
る
︑
と
い

う
読
み
も
面
白
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

も
ち
ろ
ん
両
者
の
身
分
差
か
ら
す
れ
ば
︑
地
下
人
の
犬
が
殿
上
人
の
猫

に
吠
え
か
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
平
安
朝
の
身
分
制
社
会
で
は
決
し
て

許
さ
れ
な
い

(
許
し
て
は
い
け
な
い
)
こ
と
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
犬
は
た

だ
吠
え
か
か
っ
た
だ
け
で
︑
簀
の
子
の
上
に
登
っ
て
室
内
ま
で
追
い
回
し

た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒
だ
か
ら
ギ
リ
ギ
リ
の
秩
序
は
保
た
れ
て

い
た
と
見
た
い
︒
な
お
こ
こ
ま
で
の
事
件
の
経
緯
は
︑
朝
餉
の
間
近
辺
で

起
こ
っ
た
こ
と
な
の
で
︑
必
ず
し
も
清
少
納
言
が
直
接
見
聞
し
た
も
の
で

は
あ
る
ま
い
︒
こ
こ
に
伝
聞
が
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き

た
い
︒

こ
こ
で
一
条
天
皇
の
命
令
を
遂
行
し
て
い
る
の
は
側
に
仕
え
る
蔵
人
達

で
あ
り
︑
さ
ら
に
そ
の
直
属
の
滝
口
に
犬
を
追
放
さ
せ
て
い
る
点
︑
や
は

り
公
的

(
正
式
)
な
裁
き
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る

(
勅
書
も

出
さ
れ
て
い
な
い
)︒
蔵
人
の
仕
事
に
犬
を
打
擲
す
る
こ
と
な
ど
含
ま
れ

て
い
る
は
ず
は
あ
る
ま
い
︒
蔵
人
は
あ
く
ま
で
天
皇
の
私
用
で
動
い
て
い

る
の
で
あ
る

(
と
す
る
と
︑
象
徴
と
し
て
は
天
皇
自
身
が
犬
を
打
擲
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
)
︒

こ
の
犬
の
追
放
で
一
件
は
落
着
し
た
か
に
見
え
た
が
︑
な
ん
と
翁
丸
は

教
室
の
内
外

(4
)

四
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数
日
後
に
内
裏
に
戻
っ
て
き
た
︒
そ
こ
で
蔵
人
達
は
︑
任
務
を
遂
行
す
る

た
め
に
再
度
打
擲
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
犬
は
死
に
そ
う
な
目
に
あ
わ
さ
れ

な
が
ら
︑
そ
れ
で
も
律
儀
に
古
巣
に
戻
っ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
流
罪
に

な
っ
た
者
が
勅
許
を
得
ず
に
戻
っ
て
き
た
と
い
う
点
で
︑
こ
こ
に
例
の
藤

原
伊
周
の
一
件
を
投
影
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う(4
)

︒

と
こ
ろ
で
改
め
て
本
文
を
分
析
し
て
み
る
と
︑
猫
は
あ
く
ま
で
た
だ
の

猫
で
あ
り
︑
馬
の
命
婦
の
言
う
こ
と
な
ど
一
向
に
聞
こ
う
と
は
し
な
か
っ

た
︒
そ
れ
に
対
し
て
翁
丸
は
︑
い
か
に
も
命
婦
の
﹁
翁
ま
ろ
︑
い
づ
ら
︑

命
婦
の
お
と
ど
食
へ
﹂
(39
頁
)
と
い
う
命
令
を
理
解
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
︑
そ
れ
に
忠
実
に
従
っ
て
い
る
︒
こ
れ
を
重
視
す
れ
ば
︑
一
番
の
罪

人
は
理
不
尽
な
命
令
を
出
し
た
馬
の
命
婦
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(5
)

︒
ま
さ
か

犬
が
飛
び
か
か
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
少
な
く
と

も
乳
母
と
し
て
こ
の
言
動
は
明
ら
か
に
失
格
で
あ
っ
た
︒
あ
る
い
は
馬
の

命
婦
自
身
︑
猫
の
乳
母
と
い
う
役
に
不
満
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

(乳
母
に
な
り
き
れ
て
い
な
い
)︒

ま
た
後
に
清
少
納
言
が
犬
に
向
か
っ
て
︑

あ
は
れ
昨
日
翁
ま
ろ
を
い
み
じ
う
も
打
ち
し
か
な
︒
死
に
け
む
こ
そ

あ
は
れ
な
れ
︒
何
の
身
に
︑
こ
の
た
び
は
な
り
ぬ
ら
む
︒
い
か
に
わ

び
し
き
心
地
し
け
む
︒

(41
頁
)

と
語
り
か
け
た
際
︑
い
か
に
も
清
少
納
言
の
言
う
こ
と
を
理
解
し
た
か
の

よ
う
に
︑
﹁
こ
の
居
た
る
犬
の
ふ
る
ひ
わ
な
な
き
て
︑
涙
を
た
だ
落
し
に

落
す
﹂
(41
頁
)
と
泣
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
同
様
で
あ
る

(
擬
人
化
)
︒
さ

ら
に
﹁
さ
は
︑
翁
丸
か
﹂
と
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
︑
﹁
ひ
れ
伏
し
て
︑
い

み
じ
う
鳴
く
﹂
(42
頁
)
と
続
い
て
お
り
︑
清
少
納
言
の
発
言
を
ち
ゃ
ん

と
理
解
し
て
い
る

(
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る
)
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
︒

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
か
な
り
利
口
な
犬
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

三
︑

そ
も
そ
も
こ
の
犬
は
︑
一
体
誰
の
飼
犬
な
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
よ
ろ
づ
の

犬
と
ぶ
ら
ひ
に
見
に
行
く
﹂
(
40
頁
)
と
あ
る
点
︑
宮
中
に
は
何
匹
も
の

犬
が
放
し
飼
い
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

(他
に
同
様
の
記
述
が
あ
る

の
か
ど
う
か
未
詳
)︒
猟
犬
と
し
て
き
ち
ん
と
訓
練
を
受
け
た
犬
で
あ
れ

ば
︑
お
そ
ら
く
主
人
で
は
な
い
馬
の
命
婦
の
命
令
に
従
う
こ
と
は
あ
る
ま

い
︒
そ
う
す
る
と
こ
の
犬
の
主
人
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
ヒ
ン
ト
は

右
近
の
内
侍
の
存
在
で
あ
る
︒
犬
の
検
分
に
呼
び
出
さ
れ
た
右
近
の
内
侍

は
︑﹁
右
近
ぞ
見
知
り
た
る
︒
呼
べ
﹂
(40
頁
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
誰
よ

り
も
翁
丸
の
こ
と
に
詳
し
い
と
い
う
設
定

(
世
話
係
？
)
に
な
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
︒

教
室
の
内
外

(4
)
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と
こ
ろ
が
︑
そ
の
右
近
で
さ
え
も
区
別
で
き
な
い
ほ
ど
に
犬
の
顔
が
腫

れ
上
が
っ
て
変
形
し
て
い
た
し
︑
ま
た
恐
怖
か
ら
か
名
前
を
呼
ば
れ
て
も

反
応
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑
内
侍
は
犬
が
翁
丸
か
ど
う
か
判
断
で
き
な

か
っ
た
︒
す
で
に
打
ち
殺
さ
れ
た
と
信
じ
こ
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

そ
れ
に
し
て
も
﹁
死
に
け
れ
ば
︑
陣
の
外
に
捨
て
つ
﹂
(40
頁
)
と
排
除

さ
れ
た
は
ず
の
犬
が
︑
生
き
て
そ
の
場
に
い
る
と
い
う
の
も
奇
妙
で
あ
る
︒

こ
こ
に
情
報
の
錯
綜
・
不
確
か
さ
が
窺
え
る(6
)
︒
あ
る
い
は
右
近
に
し
て
も
︑

本
当
は
翁
丸
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
︑
真
実
を
告
げ
ず
に
隠
蔽
し
た

の
か
も
し
れ
な
い
︒

も
う
一
つ
の
ヒ
ン
ト
は
︑
二
度
も
打
擲
さ
れ
た
翁
丸
が
︑
清
少
納
言
の

と
い
う
か
定
子
の
そ
ば
近
く
に
舞
い
戻
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
清
少
納

言
に
し
て
も
定
子
に
し
て
も
︑
翁
丸
の
こ
と
を
か
な
り
知
っ
て
い
る
よ
う

な
の
で
︑
あ
る
い
は
直
接
で
は
な
い
に
せ
よ
︑
定
子
に
飼
わ
れ
て
い
た
犬

と
い
う
可
能
性
も
棄
て
が
た
い
︒
そ
の
こ
と
は
清
少
納
言
の
︑

お
も
の
の
を
り
は
︑
か
な
ら
ず
向
ひ
さ
ぶ
ら
ふ
に
︑
さ
う
ざ
う
し
う

こ
そ
あ
れ
︒

(40
頁
)

と
い
う
発
言
か
ら
も
察
せ
さ
れ
る
︒

だ
か
ら
こ
そ
﹁
御
厠
人
な
る
者
﹂
が
注
進
し
て
い
る
の
だ
し
︑
そ
れ
に

応
じ
て
﹁
制
し
に
や
る
ほ
ど
に
︑
か
ら
う
じ
て
鳴
き
や
み
﹂
(40
頁
)
と

や
め
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
で
は
定
子
は
︑
何
故
一
条
天

皇
に
許
し
を
乞
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
点
に
こ
の
章
段
の
最
大

の
謎
が
存
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
あ
る
い
は
猫
と
犬
の
争
い
の
背
景
に

は
︑
一
条
天
皇
と
定
子
の
不
和
と
い
う
ゆ
ゆ
し
い
問
題
が
秘
め
ら
れ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る(7
)

︒

さ
て
二
度
目
に
打
擲
さ
れ
た
夕
方
に
は
︑
人
間
不
信
か
ら
か
呼
び
か
け

に
応
じ
な
か
っ
た
翁
丸
だ
が
︑
翌
日
に
な
る
と
清
少
納
言
の
呼
び
か
け
に

涙
を
流
し
て
応
じ
て
い
る

(
犬
が
涙
を
流
す
か
ど
う
か
は
疑
問
)︒
正
体

が
ば
れ
た
ら
︑
ま
た
ひ
ど
い
目
に
あ
う
か
も
し
れ
な
い
の
だ
か
ら
︑
こ
こ

が
話
の
最
大
の
見
せ
場

(
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
)
だ
と
思
わ
れ
る
︒
清
少
納

言
に
し
て
も
︑
犬
の
正
体
を
暴
く
こ
と
は
危
険
な
賭
け
で
は
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
︒
そ
う
す
る
と
︑
本
来
な
ら
そ
こ
に
い
た
人
々
は
全
員
も
ら
い

泣
き
し
て
も
お
か
し
く
な
か
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
奇
妙
な
こ
と
に
︑
定
子
は

﹁
お
ぢ(8
)

笑
は
せ
た
ま
ふ
﹂
(42
頁
)
と
あ
り
︑
右
近
も
﹁
笑
ひ
の
の
し
る
﹂

(42
頁
)
し
︑
一
条
天
皇
ま
で
が
︑

あ
さ
ま
し
う
︑
犬
な
ど
も
︑
か
か
る
心
あ
る
も
の
な
り
け
り
と
笑
は

せ
た
ま
ふ
︒

(42
頁
)

と
笑
っ
て
い
る
で
は
な
い
か

(
笑
い
の
連
鎖
)︒
ず
い
ぶ
ん
か
わ
い
そ
う

な
内
容
な
の
に
︑
こ
の
笑
い
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か

(た
だ

教
室
の
内
外

(4
)

四
二



し
周
囲
が
笑
い
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
の
に
︑
清
少
納
言
だ
け
は

笑
っ
て
い
な
い
)︒

も
ち
ろ
ん
一
条
天
皇
が
笑
う
こ
と
で
︑
犬
の
勅
勘
が
許
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
が
︑
そ
れ
で
も
違
和
感
を
ぬ
ぐ
い
去
れ
な
い
︒
こ
れ
を
安

易
に
文
芸
観
念
と
し
て
の
﹁
あ
は
れ
﹂
と
﹁
を
か
し
﹂
と
い
っ
た
高
次
元

に
昇
華
さ
せ
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
あ

は
れ
﹂
は
︑
レ
ベ
ル
の
低
い
同
情
に
近
い
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
慎
重
に
質

の
吟
味
を
行
う
べ
き
で
あ
る(9
)

︒

結

以
上
︑
翁
丸
章
段
を
総
合
的
に
分
析
検
討
し
て
み
た
︒
こ
こ
で
は
犬
が

人
間
の
よ
う
に
泣
く
所
作
が
︑
か
え
っ
て
滑
稽
化
さ
れ
て
い
る
と
読
め
そ

う
で
あ
る
︒
も
し
そ
う
な
ら
︑﹁
啼
く

(鳴
く
)﹂
に
﹁
泣
く
﹂
の
掛
詞
が

成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
い
や
も
っ
と
積
極
的
に
︑﹁
啼
く
﹂
で
は

な
く
﹁
泣
く
﹂
を
採
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
翁
丸
は
人
間
の
言
葉
を
理
解

し
︑
そ
の
上
︑
人
間
の
よ
う
に
泣
く
こ
と
も
で
き
る
特
別
の
犬
だ
っ
た
の

だ
︒
た
だ
し
そ
の
評
価
は
﹁
道
化
﹂
で
し
か
な
か
っ
た
︒

あ
ら
た
め
て
こ
の
章
段
全
体
を
見
直
す
と
︑
清
少
納
言
の
一
番
の
手
柄

は
︑
や
さ
し
い
言
葉
を
か
け
て
犬
の
正
体
を
暴
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ

れ
が
﹁
つ
ひ
に
こ
れ
を
言
ひ
あ
ら
は
し
つ
る
こ
と
﹂
(42
頁
)
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
︑
清
少
納
言
自
身
も
末
尾
に
お
い
て
﹁
あ

は
れ
が
ら
れ
て
︑
ふ
る
ひ
鳴
き
出
で
た
り
し
こ
そ
︑
世
に
知
ら
ず
︑
を
か

し
く
あ
は
れ
な
り
し
か
﹂
(
43
頁
)
と
記
し
て
い
る
︒
こ
れ
以
降
︑
猫
の

命
婦
も
翁
丸
も
二
度
と
﹃
枕
草
子
﹄
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
こ

の
一
件
で
︑
一
条
天
皇
の
猫
狂
い
は
収
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の

た
め
馬
の
命
婦
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
︒

あ
ら
た
め
て
じ
っ
く
り
﹃
枕
草
子
﹄
を
考
え
る
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ

た
大
洋
氏
に
︑
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
た
い
︒

〔注
︺

(1
)
そ
も
そ
も
内
裏
で
猫
が
出
産
し
た
と
な
る
と
︑
そ
れ
は
血
の
穢
れ
に
な

る
は
ず
で
あ
る
︒
人
間

(
女
性
)
で
さ
え
里
下
が
り
し
て
出
産
し
て
い

る
の
だ
が
︑
何
故
か
こ
こ
で
は
穢
れ
の
問
題
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
さ

れ
て
い
な
い
︒

(2
)
有
名
な
道
長
の
﹁
こ
の
世
を
ば
﹂
歌
に
し
て
も
︑﹃
御
堂
関
白
記
﹄
に

は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
﹃
小
右
記
﹄
に
や
や
批
判
的
に
記
載
さ
れ
て

い
る
︒
こ
の
猫
は
︑
一
条
天
皇
後
宮
で
寵
愛
さ
れ
て
い
る
定
子
に
対
抗

す
る
た
め
に
︑
道
長
が
考
案
し
た
秘
策
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
小
嶋
菜

温
子
氏
は
︑
猫
の
産
養
か
ら
二
ヶ
月
後
の
敦
康
親
王
の
産
養
を
無
化
す

教
室
の
内
外

(4
)

四
三



る
と
い
う
読
み
を
示
し
て
お
ら
れ
る

(﹁
一
条
朝
の
珍
事
“
猫
の
産
養
”

︱
︱
二
后
並
立
の
裏
面
史
︱
︱
﹂﹃
源
氏
物
語
の
性
と
生
誕
﹄
立
教
大

学
出
版
会
・
平
成
16
年
3
月
)︒
あ
る
い
は
猫
は
彰
子
で
あ
り
︑
犬
に

は
定
子
の
運
命
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

(3
)﹃
古
事
談
﹄
一
三
一
に
は
︑
実
方
と
行
成
が
宮
中
で
口
論
に
な
り
︑
実

方
が
行
成
の
冠
を
投
げ
捨
て
た
話
が
出
て
い
る
︒
そ
れ
を
こ
っ
そ
り
見

て
い
た
一
条
天
皇
は
︑
行
成
を
蔵
人
頭
に
就
任
さ
せ
︑
実
方
を
﹁
歌
枕

見
て
参
れ
﹂
と
陸
奥
守
に
左
遷
し
て
い
る
︒

(4
)
稲
賀
敬
二
氏
は
﹁
一
篇
の
構
成
は
翁
丸
の
話
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
︑
清

女
と
し
て
は
珍
し
い
緊
密
な
構
成
を
示
し
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
追
放
さ

れ
た
翁
丸
が
立
ち
も
ど
っ
て
来
る
の
と
伊
周
・
隆
家
兄
弟
の
事
件
の
時
︑

左
遷
追
放
さ
れ
た
伊
周
が
ひ
そ
か
に
上
京
し
て
都
へ
潜
入
し
て
と
ら
え

ら
れ
た
経
緯
と
の
対
比
が
︑
こ
の
翁
丸
を
描
く
時
の
清
女
の
心
裏
を
ふ

と
か
す
め
る
と
い
う
よ
う
な
事
が
︑
確
か
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
私

に
は
感
じ
ら
れ
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

(﹃
枕
草
子
大
鏡
﹄
尚
学
図

書
・
昭
和
55
年
5
月
)︒

(5
)
小
森
潔
氏
は
︑
そ
れ
を
伊
周
の
身
代
わ
り
と
し
て
の
﹁
供
犠
﹂
と
し
て

読
み
解
い
て
お
ら
れ
る

(﹁
枕
草
子
の
祝
祭
的
時
空

︱
︱
｢供
犠
﹂
と

し
て
の
翁
丸
︱
︱
﹂﹃
枕
草
子
逸
脱
の
ま
な
ざ
し
﹄
笠
間
書
院
・
平
成

10
年
1
月
)︒
そ
の
上
で
あ
ら
た
め
て
翁
丸
に
伊
周
の
悲
劇
が
投
影
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

(6
)
そ
う
考
え
れ
ば
︑
翁
丸
は
死
と
再
生
を
果
た
し
た
の
で
は
な
く
︑
誤
っ

た
情
報
に
よ
っ
て
何
度
も
殺
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
な
る
と
大
洋

氏
の
主
張
さ
れ
る
﹁
転
生
﹂
と
い
う
読
み
も
︑
誤
解
に
基
づ
く
解
釈
と

い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
も
そ
も
宮
中
で
犬
が
殺
さ
れ
た
ら
︑
そ
れ
も
間

違
い
な
く
死
穢
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
︒

(7
)
三
田
村
雅
子
氏
は
︑
そ
こ
に
一
条
天
皇
と
定
子
の
対
立
を
読
み
取
っ
て

お
ら
れ
る

(﹁
︿
ウ
チ
﹀
と
︿
ソ
ト
﹀
︱
︱
空
間
の
変
容
︱
︱
﹂﹃
枕
草

子
表
現
の
論
理
﹄
有
精
堂
・
平
成
7
年
2
月
)︒
後
見
を
失
っ
た
定
子

の
立
場
は
意
外
に
弱
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

(8
)﹁
お
ち
﹂
を
﹁
落
ち
﹂
と
す
る
か
﹁
怖
ぢ
﹂
と
す
る
か
で
解
釈
が
揺
れ

て
い
る
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
こ
の
章
段
に
は
﹁
た
れ
も
の

(
三
)・
し

れ
も
の

(能
)
﹂︑﹁
朝
餉
の
御
前

(三
)
・
朝
餉
の
間

(能
)﹂︑
﹁
い
と

あ
さ
ま
し
き
さ
は

(三
)・
い
と
あ
さ
ま
し
さ
は

(能
)﹂
︑﹁
あ
へ
ず

(三
)
・
あ
ら
ず

(
能
)﹂
︑
﹁
げ
に

(三
)
・
さ
ぶ
ら
ふ
に

(能
)
﹂︑﹁
さ

と
に
や

(
三
)・
ま
こ
と
に
や

(能
)
﹂
な
ど
︑
や
っ
か
い
な
本
文
異
同

が
少
な
か
ら
ず
生
じ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
︒

(9
)
藤
本
宗
利
氏
は
︑﹁
を
か
し
﹂
以
上
に
多
用
さ
れ
て
い
る
﹁
あ
は
れ
﹂

と
﹁
死
﹂
か
ら
︑
そ
こ
に
中
関
白
家
の
衰
退
を
読
み
解
い
て
お
ら
れ
る

(﹁
日
記
的
章
段
の
新
黙
の
構
造

︱
︱
｢
上
に
さ
ぶ
ら
ふ
御
猫
は
﹂
を

め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂﹃
枕
草
子
研
究
﹄
風
間
書
房
・
平
成
14
年
2
月
)︒

こ
の
章
段
で
一
番
用
例
が
多
い
の
は
︑
も
ち
ろ
ん
﹁
犬
﹂
(﹁
犬
島
﹂
を

い
れ
て
十
二
例
)
で
あ
る
︒﹁
翁
丸
﹂
だ
け
で
も
八
例
認
め
ら
れ
る
︒

教
室
の
内
外

(4
)

四
四



葵
祭

︱
︱
賀
茂
の
例
祭
と
車
争
い
︱
︱

一
︑
賀
茂
神
社
の
例
祭

『源
氏
物
語
﹄
葵
巻
の
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
と
言
え
ば
︑
な
ん
と
い
っ
て

も
葵
祭
見
物
に
お
け
る
葵
上
と
六
条
御
息
所
と
の
﹁
車
争
い
﹂
が
あ
げ
ら

れ
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
葵
祭
と
い
う
の
は
︑
旧
暦
四
月
の
中
の
酉
の
日
に
行

わ
れ
る
賀
茂
神
社

(現
在
は
賀
茂
別
雷
神
社
︿
上
賀
茂
神
社
﹀
と
賀
茂
御

祖
神
社
︿
下
鴨
神
社
﹀
に
別
れ
て
い
る
)
の
例
祭
で
あ
る
︒

賀
茂
神
社
は
︑
本
来
は
地
方
豪
族
た
る
賀
茂
県
主
の
産
土
神

う
ぶ
す
な
が
み

で
あ
っ
た

が
︑
平
安
京
遷
都
後
に
都
城
鎮
護
の
神
と
い
う
役
割
を
付
与
さ
れ
︑
朝
廷

か
ら
厚
い
信
仰
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
嵯
峨
天
皇
の
御
代

に
至
っ
て
︑
伊
勢
の
︿
斎
宮
﹀
に
な
ら
っ
て
賀
茂
の
︿
斎
院
﹀
が
設
け
ら

れ
︑
弘
仁
元
年

(八
一
〇
年
)
に
有
智
子
内
親
王

(嵯
峨
皇
女
)
が
初
代

斎
院
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
以
来
︑
土
御
門
天
皇
の
御
代
の
礼
子
内

親
王

(後
鳥
羽
院
皇
女
)
に
至
っ
て
廃
絶
す
る
ま
で
の
期
間
︑
計
三
十
五

人
・
四
百
年
の
長
き
に
亙
っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
︒
そ
の
中
で
は
選
子
内

親
王

(大
斎
院
)・
式
子
内
親
王

(萱
斎
院
)・
禖
子
内
親
王

(物
語
合
)

な
ど
が
文
学
史
的
に
有
名
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
葵
祭
そ
の
も
の
は
神
社
の
祭
礼
で
あ
る
か
ら
︑
斎
院
の
廃
絶

以
後
も
続
け
ら
れ
た
が
︑
そ
れ
も
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
文
亀
二
年

(
一
五

〇
二
年
)
以
後
中
絶
し
て
し
ま
っ
た
︒
そ
れ
が
江
戸
時
代
の
元
禄
七
年

(一
六
九
四
年
)
に
約
二
百
年
ぶ
り
に
再
興
さ
れ
た
も
の
の
︑
明
治
三
年

以
降
再
び
衰
退
し
︑
同
十
七
年
に
よ
う
や
く
旧
儀
が
復
興
さ
れ
て
今
日
に

至
っ
て
い
る
︒
祭
り
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
う
し
た
歴
史
を
た
ど
っ
て
い
る
の

で
あ
る
︒

現
在
は
観
光
行
事
の
要
素
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
で
︑
新
暦
の
五
月
十
五

日
に
祭
日
が
定
め
ら
れ
て
お
り
︑
京
都
三
代
祭

(
葵
祭
・
祇
園
祭
・
時
代

祭
)
の
一
つ
と
し
て
賑
わ
い
を
み
せ
て
い
る
︒
ま
た
勅
使
が
派
遣
さ
れ
る

日
本
三
代
勅
祭
の
一
つ

(
春
日
祭
・
石
清
水
祭
︿
南
祭
﹀・
葵
祭
︿
北

祭
﹀
)
で
も
あ
り
︑
平
安
時
代
に
お
い
て
単
に
﹁
祭
﹂
と
い
え
ば
︑
こ
の

葵
祭
を
意
味
す
る
ほ
ど
に
有
名
で
あ
っ
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
誤
解
し
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
よ
う
だ
が
︑﹁
車
争
い
﹂

が
起
こ
っ
た
の
は
決
し
て
祭
の
当
日
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
祭
以
前

の
午う
ま

ま
た
は

未
ひ
つ
じ

の
日
に
行
わ
れ
る
斎
院
御
禊
の
日
の
で
き
ご
と
な
の
で

あ
る

(こ
れ
も
復
活
し
て
い
る
)
︒

二
︑
斎
院
御
禊
の
日
の
﹁
車
争
い
﹂

葵
巻
は
﹁
世
の
中
変
り
て
後
﹂
(
新
編
全
集
17
頁
)
と
始
め
ら
れ
て
い

教
室
の
内
外

(4
)

四
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る
︒
こ
の
冒
頭
の
一
文
に
よ
っ
て
既
に
桐
壺
帝
が
譲
位
し
︑
朱
雀
帝
が
新

帝
と
し
て
即
位
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
天
皇
交
替
に
連
動
し
て
︑

・
ま
こ
と
や
︑
か
の
六
条
御
息
所
の
御
腹
の
前
坊
の
姫
宮
︑
斎
宮
に
ゐ

た
ま
ひ
に
し
か
ば
︑

(18
頁
)

・
そ
の
こ
ろ
︑
斎
院
も
お
り
ゐ
た
ま
ひ
て
︑
后
腹
の
女
三
の
宮
ゐ
た
ま

ひ
ぬ
︒

(20
頁
)

と
︑
斎
宮
と
斎
院
が
と
も
に
交
替
と
な
り
︑
新
た
に
六
条
御
息
所
の
娘

(後
の
秋
好
中
宮
・
女
王
)
が
斎
宮
に
︑
弘
徽
殿
腹
の
女
三
の
宮

(内
親

王
)
が
斎
院
に
そ
れ
ぞ
れ

卜
定

ぼ
く
じ
ょ
う

さ
れ
て
い
る(1
)
︒
つ
ま
り
葵
巻
に
描
か
れ

る
葵
祭
は
決
し
て
単
な
る
祭
礼
で
は
な
く
︑
朱
雀
帝
が
即
位
し
た
最
初
の

行
事
で
あ
り
︑
ま
た
新
斎
院
に
と
っ
て
も
初
度
の
奉
仕
と
い
う
こ
と
に
な

る
︒
そ
の
た
め
か
︑

限
り
あ
る
公

事

お
ほ
や
け
ご
と

に
添
ふ
こ
と
多
く
︑
見
ど
こ
ろ
こ
よ
な
し
︒(20

頁
)

と
︑
例
年
よ
り
も
趣
向
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(こ
の
折
に
は

過
差

か

さ

(贅
沢
)
の
取
り
締
ま
り
な
ど
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
)︒

中
で
も
朱
雀
帝
の
﹁
と
り
わ
き
た
る
宣
旨
﹂
(21
頁
)
に
よ
っ
て
︑
光

源
氏

(当
時
︑
宰
相
兼
右
大
将
)
が
御
禊
の
行
列
に
供
奉

ぐ

ぶ

す
る
参
議
の
一

人
に
指
名
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
行
列
を
盛
り
上
げ
る
た
め
の
特
別
な
は

か
ら
い
で
あ
る
が
︑
大
将
と
い
う
重
々
し
い
源
氏
の
職
掌
か
ら
す
れ
ば
︑

格
下
の
不
名
誉
な
役
目
を
仰
せ
つ
か
っ
た
こ
と
に
も
な
る
︒
源
氏
本
人
に

と
っ
て
み
れ
ば
素
直
に
喜
べ
る
も
の
で
は
な
く
︑
い
や
で
も
衆
目
の
前
に

自
ら
の
姿
を
さ
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒

そ
こ
に
朱
雀
帝
新
体
制

(右
大
臣
一
派
)
に
よ
る
源
氏
の
臣
下
と
し
て

の
据
え
直
し
が
密
か
に
︑
だ
が
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
り

た
い
︒
そ
の
こ
と
は
源
氏
だ
け
で
な
く
︑
源
氏
に
従
う
随
身
に
関
し
て
も
︑

大
将
の
御
か
り
の
随
身
に
殿
上
の
将
監
な
ど
の
す
る
こ
と
は
常
の
こ

と
に
も
あ
ら
ず
︑
め
づ
ら
し
き
行
幸
な
ど
の
を
り
の
わ
ざ
な
る
を
︑

今
日
は
右
近
の
蔵
人
の
将
監

ぞ

う

仕
う
ま
つ
れ
り
︒

(24
頁
)

と
断
り
書
き
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
察
せ
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
単
な
る
斎
院

御
禊
の
行
列
で
あ
っ
て
︑
決
し
て
行
幸
な
ど
の
特
別
な
儀
式
で
は
な
い
の

だ
か
ら
︑
仮
の
随
身
と
な
る
右
近
の
将
監
に
と
っ
て
も
格
下
の
役
目
で
あ

り
︑
必
ず
し
も
名
誉
な
役
目
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
︒
も
う
お
わ
か

り
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
お
け
る
右
近
の
将
監
は
︑
ま
さ
に
光
源
氏
の
分
身
で

あ
り
︑
ま
た
象
徴
で
も
あ
っ
た
の
だ

(
お
そ
ら
く
美
男
子
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
)︒

し
か
も
こ
の
一
件
に
よ
っ
て
︑
右
近
の
将
監
は
完
全
に
源
氏
側
の
人
間

と
い
う
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
た
め
後
の
須
磨
流
謫
の
折

教
室
の
内
外

(4
)
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に
は
官
職
を
剥
奪
さ
れ
︑
や
む
な
く
側
近
の
一
人
に
加
わ
っ
て
一
緒
に
須

磨
へ
下
向
し
て
い
る(2
)

︒
そ
う
い
っ
た
政
治
的
な
か
け
ひ
き
を
背
後
に
含
み

な
が
ら
︑
斎
院
の
御
禊
が
表
向
き
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し

て
お
き
た
い
︒

さ
て
御
禊
と
い
う
儀
式
は
︑
正
式
に
は
賀
茂
川
で
行
わ
れ
る
も
の
の
よ

う
で
あ
る
が
︑
現
在
で
は
賀
茂
神
社
内
の
御
手
洗
川

(池
)
で
行
わ
れ
て

い
る
︒
そ
れ
が
終
わ
っ
た
後
︑
斎
院
一
行
は
一
条
大
路
を
通
っ
て
紫
野
の

斎
院
に
入
る
わ
け
だ
が
︑
そ
の
行
列
見
物
の
た
め
に
一
条
大
路
に
は
桟
敷

が
設
け
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
大
路
に
は
立
錐
の
余
地
も
な
い
ほ
ど
物
見
車
が

立
ち
並
ぶ
︒
身
分
の
低
い
人
々
は
立
っ
た
ま
ま
で
見
物
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
︒
今
回
の
行
列
の
メ
イ
ン
は
︑
新
斎
院
で
は
な
く
も
ち
ろ
ん
我
ら
が

光
源
氏
で
あ
り
︑
そ
の
美
し
い
姿
を
一
目
拝
も
う
と
︑
わ
ざ
わ
ざ
遠
国
か

ら
も
連
れ
添
っ
て
見
物
に
や
っ
て
き
て
い
た
︒
そ
の
意
味
で
は
源
氏
起
用

は
大
成
功
し
た
こ
と
に
な
る
が
︑
肝
心
の
新
斎
院
に
関
す
る
描
写
が
一
切

見
ら
れ
な
い
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
︒

三
︑
祭
の
日
の
﹁
車
争
い
﹂

葵
上
と
六
条
御
息
所
と
の
﹁
車
争
い
﹂
は
︑
そ
う
い
っ
た
特
別
な
設
定

の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
源
氏
の
晴
れ
姿
が
見
ら
れ
る
と
あ
っ

て
︑
源
氏
と
か
か
わ
り
の
あ
る
女
性
達
は
競
っ
て
見
物
に
や
っ
て
き
て
い

た
︒
あ
の
朝
顔
の
姫
君
さ
え
も
︑
父
式
部
卿
宮
と
一
緒
に
桟
敷
か
ら
こ
っ

そ
り
見
物
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
後
か
ら
突
然
や
っ
て
き
た

葵
上
一
行
は
︑
準
備
不
足
で
場
所
の
確
保
も
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る

が
︑
そ
こ
は
左
大
臣
家
の
地
位
と
権
力
に
物
を
言
わ
せ
て
︑
身
分
低
そ
う

な
牛
車
を
立
ち
退
か
せ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
行
為
に
つ
い
て
の
良
心
の

呵
責
な
ど
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
︒
た
ま
た
ま
そ
れ
が
六
条
御
息
所
の

網
代
車

あ
じ
ろ
ぐ
る
ま

だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

葵
上
の
供
人
達
は
酔
っ
た
勢
い
も
あ
っ
て
︑
と
う
と
う
立
ち
退
き
を
拒

否
す
る
御
息
所
の
車
を
乱
暴
に
押
し
の
け
て
し
ま
っ
た
︒
つ
ま
り
こ
の

﹁
車
争
い
﹂
は
︑
正
確
に
は
﹁
車
の
所
争
ひ
﹂
(
場
所
取
り
)
な
の
で
あ
る
︒

そ
れ
は
葵
上
方
に
よ
る
一
方
的
な
乱
暴
狼
藉
な
の
だ
が
︑
も
ち
ろ
ん
そ
れ

を
正
妻
と
妾
妻
の
争
い
の
喩
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う

(左
大
臣
側

の
政
治
的
あ
せ
り
も
あ
る
か
？
)
︒
そ
し
て
こ
の
時
の
屈
辱
的
な
敗
北
が
︑

御
息
所
の
生
霊
を
誘
発
す
る
契
機
と
な
り
︑
物
語
は
葵
上
の
死

(両
者
共

倒
れ
)
へ
と
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
紫
野
の
斎
院
は
︑
建
暦
二
年

(一
二
一
二
年
)
に
廃
絶
さ
れ
た
後
︑

は
っ
き
り
し
た
所
在
地
は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
︑
近

く
に
有
栖
川
が
流
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
か
ら
し
い
︒
そ
こ
で
角
田
つ
の
だ

文

教
室
の
内
外

(4
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衛
氏
は
諸
文
献
を
考
証
さ
れ
た
上
で
︑
現
在
の
七
野
社

(櫟
谷
七
野

い
ち
い
だ
に
な
な
の

神

社
)
周
辺
を
紫
野
斎
院
の
敷
地
に
比
定
し
て
お
ら
れ
る(3
)

︒
一
度
は
見
学
に

行
っ
て
ほ
し
い
︒

さ
て
葵
祭
の
当
日
︑
斎
院
一
行
は
そ
の
紫
野
斎
院
か
ら
出
発
し
て
賀
茂

神
社
へ
と
向
か
う
が
︑
そ
の
日
も
一
条
大
路
は
見
物
人
で
賑
わ
っ
て
い
た
︒

御
禊
の
折
は
一
行
に
供
奉
し
た
源
氏
で
あ
っ
た
が
︑
祭
の
当
日
は
な
ん
の

役
に
も
当
た
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
今
度
は
紫
上
と
一
緒
に
祭
見
物

に
出
か
け
て
い
る
︒
源
氏
も
葵
上
同
様
に
場
所
取
り
を
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
︑
近
衛
の
馬
場
殿
あ
た
り
で
ど
う
し
た
も
の
か
と
思
案
し
て
い
た
と

こ
ろ
︑
幸
い
に
も
老
女
源
典
侍
か
ら
絶
好
の
場
所
を
譲
っ
て
も
ら
う
こ
と

に
な
る

(ど
う
し
て
源
氏
の
牛
車
と
わ
か
っ
た
の
か
は
謎
)︒

面
白
い
こ
と
に
︑
こ
こ
で
も
物
語
は
肝
心
の
斎
院
の
行
列
の
す
ば
ら
し

さ
に
つ
い
て
は
何
一
つ
描
写
し
て
お
ら
ず
︑
源
氏
と
源
典
侍
と
の
応
酬
ば

か
り
に
筆
を
費
や
し
て
い
る
︒
や
は
り
光
源
氏
こ
そ
が
物
語
の
主
役
な
の

で
あ
っ
て
︑
葵
祭
も
単
な
る
風
景
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
︒
そ
の
た
め
か
︑
翌
日
の

還
立

か
え
り
だ
ち

の
儀

(祭
の
か
へ
さ
)
な
ど
ま
っ

た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
︒
実
は
こ
の
祭
で
最
も
重
要
な
の
は
御
阿
礼

み

あ

れ

の

神
事

(神
迎
の
儀
)
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
闇
の
中
で
密
や
か
に
執
り
行
わ

れ
る
も
の
な
の
で
︑
一
般
の
人
は
今
で
も
見
物
で
き
な
い
秘
儀
で
あ
る
︒

四
︑
も
う
一
つ
の
﹁
車
争
い
﹂

な
お
葵
祭
の
﹁
葵
﹂
と
は
︑
も
ち
ろ
ん
桂
と
合
わ
せ
て
か
ざ
し
に
用
い

ら
れ
る
植
物
の
こ
と
で
あ
る
︒
も
っ
ぱ
ら
二
葉
葵

(別
名
賀
茂
葵
)
が
用

い
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
た
め
に
葵
祭
と
い
う
別
称
が
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
︒

た
だ
し
そ
の
言
葉
の
初
出
は
新
し
く
︑
ど
う
も
近
世
を
遡
り
え
な
い
よ
う

で
あ
る
︒

し
か
も
こ
の
葵
は
︑
徳
川
家
の
三
葉
葵
と
通
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
徳
川

家
が
い
か
に
も
自
家
の
祭
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
た
め
︑
葵
祭
と

い
う
呼
称
を
積
極
的
に
広
め
た
と
い
う
説
も
あ
る
︒
ま
た
葵
に
は
︑
掛
詞

と
し
て
﹁
逢
ふ
日
﹂
と
い
う
恋
愛
的
意
味
が
内
包
さ
れ
て
い
る
︒
葵
祭
の

当
日
︑
源
氏
と
源
典
侍
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
和
歌
に
葵
が
詠
み
込
ま
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
れ
が
巻
名
に
な
っ
た
と
い
う
次
第
で
あ
る

(﹁
葵

上
﹂
と
い
う
後
人
に
よ
る
人
物
呼
称
も
こ
の
葵
祭
に
由
来
す
る
)︒

源
典
侍
は
︑
源
氏
が
誰
か
特
別
な
女
性
と
牛
車
に
同
車
し
て
い
る
こ
と

を
咎
め
る
歌
を
詠
じ
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
の
女
性
こ
そ
は
紫
上
で
あ
っ
た
︒

先
の
御
禊
の
日
の
﹁
車
争
い
﹂
が
︑
葵
上
と
六
条
御
息
所
の
対
立
で
あ
っ

た
の
に
対
し
て
︑
祭
の
当
日
の
﹁
か
ざ
し
﹂
争
い

(30
頁
)
は
︑
源
典
侍

と
紫
上
の
対
立

(
世
代
交
代
・
い
わ
ば
も
う
一
つ
の
車
争
い
)
で
あ
っ
た

教
室
の
内
外

(4
)
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こ
と
に
な
る
︒
こ
ち
ら
は
源
典
侍
か
ら
の
一
方
的
な
歌
に
よ
る
攻
撃
で

あ
っ
た
が
︑
紫
上
の
正
体
は
最
後
ま
で
知
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
ま
し
て
場
所

ま
で
譲
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
形
式
上
は
紫
上
側
の
勝
利
で

あ
っ
た
︒

こ
の
一
件
で
敗
北
し
た
源
典
侍
物
語
も
終
了
と
な
り
︑
物
語
か
ら
退
場

す
る

(朝
顔
巻
再
登
場
の
折
は
既
に
尼
に
な
っ
て
い
た
)︒
そ
う
す
る
と
︑

巻
の
後
半
に
用
意
さ
れ
て
い
る
紫
上
の
新
枕

に
い
ま
く
ら

(ま
さ
に
﹁
逢
ふ
日
﹂
)
は
︑

既
に
こ
の
一
件
の
中
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
も
読
め
る
︒
そ
れ
こ
そ
が
葵

と
い
う
巻
名
の
真
意
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

現
在
の
葵
祭
は
完
全
に
観
光
行
事
化
し
て
お
り
︑
必
ず
し
も
平
安
朝
の

ま
ま
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
も
と
も
と
葵
祭
見
物
は
当
時
も

娯
楽
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
だ
し
︑﹁
車
争
い
﹂
に
し
て
も
フ
イ
ク
シ
ョ
ン

な
の
だ
か
ら
︑
是
非
と
も
一
度
は
葵
祭
を
見
物
し
て
い
た
だ
き
た
い

(た

だ
し
雨
の
降
る
確
立
も
非
常
に
高
い
の
で
要
注
意
)︒
行
列
の
華
麗
さ
と

見
物
人
の
賑
わ
い
の
中
に
︑
ふ
と
﹁
車
争
い
﹂
の
喧
噪
が
幻
視
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
う
い
っ
た
行
列
の
雰
囲
気
を
大
切
に
す
る

た
め
に
も
︑
行
列
に
参
列
す
る
人
は
イ
メ
ー
ジ
を
壊
さ
な
い
よ
う
に
︑
せ

め
て
メ
ガ
ネ
く
ら
い
は
ず
し
て
ほ
し
い

(気
を
遣
っ
て
ほ
し
い
)
と
願
わ

な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
︒

〔注
︺

(1
)
本
来
︑
斎
宮
と
斎
院
で
は
斎
宮
の
方
が
重
要
な
は
ず
で
あ
る
が
︑
遠
方

の
伊
勢
へ
身
内
の
内
親
王
を
派
遣
す
る
の
は
し
の
び
な
か
っ
た
の
か
︑

帝
と
縁
の
薄
い
女
王
が
卜
定
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
︒
こ
こ

で
も
身
内
の
女
三
の
宮
が
斎
院
と
な
り
︑
女
王
で
あ
る
六
条
御
息
所
の

娘
が
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
て
い
る

(女
一
の
宮
は
そ
の
ま
ま
)︒
な
お
選

子
内
親
王
は
帝
が
譲
位
し
て
も
斎
院
を
退
下
し
て
い
な
い
︒
吉
海
直
人

﹁﹁
斎
宮
﹂
と
平
安
文
学
﹂
﹃
源
氏
物
語
の
新
考
察
﹄
(
お
う
ふ
う
)
平
成

15
年
10
月
参
照
︒

(2
)
吉
海
直
人
﹁
右
近
の
将
監
﹂﹃
源
氏
物
語
の
新
考
察
﹄
(
お
う
ふ
う
)
平

成
15
年
10
月
参
照
︒

(3
)
角
田
文
衛
氏
﹁
紫
野
斎
院
の
所
在
地
﹂﹃
王
朝
文
化
の
諸
相
﹄
(法
蔵

館
)
昭
和
59
年
7
月
参
照
︒

『和
泉
式
部
日
記
﹄
の
端
役
達

一
︑
問
題
提
起

『和
泉
式
部
日
記
﹄
に
は
︑
中
心
人
物
た
る
和
泉
式
部
と
敦
道
親
王
の

他
に
︑
小
舎
人
童
・
右
近
の
尉
・
桶
洗
童
・
侍
従
の
乳
母
と
い
っ
た
端
役

達
が
登
場
・
活
躍
し
て
い
る
︒
し
か
し
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
︑
端
役

教
室
の
内
外

(4
)

四
九



で
あ
る
こ
と
︑
記
事
が
少
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
︑
そ
の
存
在
は
ほ
と

ん
ど
看
過
さ
れ
て
き
た
︒
と
こ
ろ
が
そ
う
い
っ
た
端
役
達
に
視
点
を
移
し

て
み
る
と
︑
意
外
に
興
味
深
い
問
題
が
浮
上
し
て
く
る(1
)

︒
そ
の
点
に
つ
い

て
少
し
ば
か
り
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
︒

も
と
も
と
童
は
一
人
前
で
は
な
く
︑
正
式
に
元
服
・
裳
着
を
し
て
い
な

い
半
人
前
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
い
っ
た
人
々
は
︑
人
の
目
に
さ
ら
さ
れ

る
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
文
使
い
を
し
た
り
︑
簀
子
に
い
た

り
︑
前
栽
に
下
り
立
っ
た
り
と
︑
人
目
に
つ
く
外
向
き
の
仕
事
に
従
事
す

る
の
が
役
目
な
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
主
人
の
分
身
・
象
徴

的
存
在
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒

二
︑
小
舎
人
童
と
右
近
の
尉

ま
ず
親
王
側
の
小
舎
人
童

(必
ず
し
も
少
年
で
は
な
い
)
と
右
近
の
尉

(乳
母
子
の
可
能
性
あ
り
)
で
あ
る
が
︑﹁
故
宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
小
舎
人

童
﹂
(新
編
全
集
17
頁
)・﹁
す
べ
て
よ
く
も
あ
ら
ぬ
こ
と
は
︑
右
近
の
尉

な
に
が
し
が
し
始
む
る
こ
と
な
り
︒
故
宮
を
も
︑
こ
れ
こ
そ
ゐ
て
歩
き
た

て
ま
つ
り
し
か
﹂
(30
頁
)
と
あ
る
よ
う
に
︑
両
者
と
も
に
敦
道
親
王
に

仕
え
る
以
前
に
︑
兄
の
為
尊
親
王
の
従
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
︒
お
そ
ら
く
二
人
は
為
尊
親
王
の
私
的
な
従
者
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
親

王
の
死
に
よ
っ
て
失
職
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
も
っ
と
も
﹁
右
近
の
尉
﹂
は

公
的
な
官
職
な
の
で
︑
下
級
公
務
員
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
る
ま
い
︒

し
か
し
当
時
は
公
的
な
宮
仕
え
を
し
な
が
ら
︑
一
方
で
私
的
に
高
級
貴
族

の
家
司
を
兼
ね
る

(
二
君
に
仕
え
る
)
こ
と
が
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
︒

だ
か
ら
主
人
た
る
為
尊
親
王
を
失
っ
た
こ
と
は
︑
二
人
に
と
っ
て
特
に
小

舎
人
童
に
と
っ
て
は
大
き
な
経
済
的
打
撃
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

そ
の
た
め
か
︑
案
外
す
ん
な
り
と
弟
の
敦
道
親
王
に
主
人
替
え
し
て
い

る
の
だ
が
︑
日
記
で
は
そ
れ
を
﹁
い
と
た
よ
り
な
く
︑
つ
れ
づ
れ
に
思
ひ

た
ま
う
ら
る
れ
ば
︑
御
か
は
り
に
も
見
た
て
ま
つ
ら
む
と
て
な
む
︑
帥
宮

に
参
り
て
さ
ぶ
ら
ふ
﹂
(
17
頁
)
と
︑
精
神
的
な
慰
め
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
︒
し
か
し
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
あ
る
ま
い
︒
同
腹
と
は
い

え
︑
高
級
貴
族
は
必
ず
し
も
兄
弟
が
親
し
く
交
流
し
て
い
る
と
は
限
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
兄
の
従
者
だ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
れ
だ
け

で
弟
が
安
易
に
雇
っ
て
く
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
︒

そ
う
考
え
る
と
︑
二
人
が
敦
道
親
王
に
雇
わ
れ
た
の
は
︑
結
局
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
に
和
泉
式
部
と
の
仲
介
が
で
き
る
人
物
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と

に
な
り
そ
う
だ
︒
二
人
も
そ
れ
を
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
に
し
て
売
り
込
ん

だ
で
あ
ろ
う
し
︑
敦
道
親
王
に
し
て
も
決
し
て
情
に
ほ
だ
さ
れ
た
の
で
は

な
く
︑
や
は
り
和
泉
式
部
に
接
触
す
る
手
だ
て
と
し
て
利
用
し
よ
う
と

教
室
の
内
外

(4
)
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思
っ
た
に
違
い
な
い

(双
方
の
利
害
が
一
致
！
)︒﹁
日
ご
ろ
も
御
文
取
り

つ
ぎ
て
参
ら
す
る
右
近
の
尉
な
る
人
﹂
(20
頁
)
と
い
う
一
文
が
︑
そ
の

こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
石
山
寺

ま
で
往
復
し
た
り
︑
一
日
に
何
度
も
手
紙
の
使
い
を
や
ら
さ
れ
た
り
と
︑

宮
仕
え
は
決
し
て
楽
な
仕
事
で
は
な
か
っ
た
︒

な
お
和
泉
式
部
が
敦
道
親
王
に
引
き
取
ら
れ
て
し
ま
う
と
︑
再
び
仲
介

役
の
二
人
は
用
な
し
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
後
あ
っ
さ
り
解
雇
さ
れ
た

の
か
︑
そ
れ
と
も
恩
賞
と
し
て
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
て
い
る
の
か
不
明
だ

が
︑
少
な
く
と
も
日
記
か
ら
は
姿
を
消
し
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お

き
た
い
︒
こ
こ
で
解
雇
さ
れ
な
く
て
も
︑
遠
か
ら
ず
敦
道
親
王
が
亡
く
な

る
の
だ
か
ら
︑
そ
の
折
に
は
も
う
一
度
失
職
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

三
︑
桶
洗
童
を
め
ぐ
っ
て

次
に
和
泉
式
部
側
の
桶
洗
童
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
︒﹁
桶
洗
﹂

と
は
い
わ
ゆ
る
便
器

(お
ま
る
)
掃
除
の
こ
と
で
あ
り
︑
役
職
と
し
て
は

か
な
り
卑
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る

(﹃
源
氏
物
語
﹄
な

ど
に
は
登
場
す
ら
し
な
い
)︒
し
か
し
こ
と
が
人
間
の
生
理
現
象
だ
け
に
︑

ど
う
し
て
も
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
主
人
か
ら
は
案
外

大
切
に
扱
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る(2
)
︒
ま
た
童
と
い
っ
て
も
︑
必
ず
し
も
幼
少

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
牛
飼
い
童
な
ど
と
同
様
に
︑
そ
の
職
掌
上
便
宜

的
に
﹁
童
﹂
と
称
さ
れ
る
だ
け
で
︑
こ
こ
も
年
齢
的
に
は
立
派
な
大
人
と

思
わ
れ
る

(し
か
も
美
人
？
)︒

こ
の
桶
洗
童
は
﹁
小
舎
人
童
来
た
り
︒
桶
洗
童
例
も
語
ら
へ
ば
﹂
(39

頁
)
と
あ
っ
て
︑
ど
う
や
ら
小
舎
人
童
と
仲
が
良
い
ら
し
い
が
︑
私
は
一

歩
進
め
て
愛
人
関
係
に
あ
る
と
読
み
た
い

(兄
妹
で
は
あ
る
ま
い
)︒
つ

ま
り
小
舎
人
童
は
︑
お
そ
ら
く
為
尊
親
王
の
お
供
で
通
っ
た
り
手
紙
を
届

け
た
り
し
て
い
る
間
に
︑
取
り
次
ぎ
を
し
て
い
た
桶
洗
童
と
情
を
通
じ
た

の
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
為
尊
親
王
の
死
後
も
私
的
に
通
い
続
け
る
わ
け

だ
が
︑
そ
う
い
っ
た
個
人
的
都
合
も
あ
っ
て
弟
の
敦
道
親
王
を
積
極
的
に

仲
介
し
︑
今
度
は
敦
道
親
王
の
お
供
︑
あ
る
い
は
手
紙
の
使
者
と
し
て
︑

堂
々
と
桶
洗
童
に
通
っ
て
い
る
と
考
え
て
み
た
い
︒

こ
の
よ
う
に
自
分
の
恋
の
便
宜
の
た
め
に
︑
主
人
の
恋
の
仲
介
を
行
っ

て
い
る
と
し
た
ら
︑
当
時
の
下
級
階
層
の
人
々
も
な
か
な
か
し
た
た
か
に

生
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
こ
と
は
﹃
落
窪
物
語
﹄
の
帯
刀
や
︑

﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄
の
﹃
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
﹄
に
登
場
し
て
い
る
小
舎
人

童
と
も
共
通
し
て
い
る
︒

な
お
深
読
み
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
の
桶
洗
童
は
﹁
桶
洗
童
し
て
︑

﹁
右
近
の
尉
に
さ
し
取
ら
せ
て
来
﹂
と
て
や
る
﹂
(
37
頁
)
と
も
あ
り
︑
ど

教
室
の
内
外

(4
)
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う
も
右
近
の
尉
と
も
親
密
な
よ
う
な
の
で
︑
三
角
関
係
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
︒
そ
う
見
た
方
が
︑
恋
多
き
和
泉
式
部
の
分
身
と
し
て
も
ふ
さ
わ
し

か
ろ
う
︒

四
︑
侍
従
の
乳
母
に
つ
い
て

一
方
︑
侍
従
の
乳
母
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
︒
乳
母
論
の
常
識
か
ら
す

れ
ば(3
)
︑
男

(養
君
)
が
結
婚
な
ど
に
よ
っ
て
独
立
す
る
時
に
︑
乳
母
と
も

別
居
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
︑
敦
道
の
場
合
は
親
王
と
い
う
こ
と

で
︑
妻

(北
の
方
)
を
邸
に
迎
え
入
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
に
乳
母
と
の

同
居
も
継
続
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
も
し
敦
道
親
王
が
立
太
子
す
る
こ

と
に
で
も
な
れ
ば
︑
こ
の
乳
母
に
と
っ
て
も
法
外
な
利
益
に
な
る
︒

面
白
い
の
は
︑
乳
母
の
発
言
力
が
非
常
に
強
い
こ
と
で
あ
り
︑
成
人
し

た
敦
道
が
煙
た
い
と
感
じ
つ
つ
も
︑
乳
母
の
言
う
と
お
り
に
思
考
し
て
い

る
点
で
あ
る
︒
和
泉
式
部
を
召
人
と
す
る
考
え
も
︑
乳
母
の
﹁
召
し
て
こ

そ
使
は
せ
た
ま
は
め
﹂
(30
頁
)
と
い
う
発
言
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
︒

だ
か
ら
今
も
っ
て
﹁
よ
ろ
づ
の
こ
と
は
た
だ
御
乳
母
の
み
こ
そ
す
な
れ
﹂

(57
頁
)
と
い
う
状
態
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
姑
よ
り
も
始
末
の
悪
い
乳
母
が
い
つ
ま
で
も
側
に
い
た
の

で
は
︑
和
泉
式
部
も
さ
ぞ
か
し
大
変
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
も
っ
と
も
日
記

で
は
︑
和
泉
式
部
の
入
居
以
後
︑
こ
の
乳
母
は
一
切
姿
を
見
せ
な
く
な
る
︒

あ
る
い
は
そ
の
頃
に
は
敦
道
立
太
子
の
可
能
性
も
消
失
し
︑
そ
の
た
め
に

乳
母
も
見
限
っ
て
離
反
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
も
し
そ
う
な
ら
裏
切
る

乳
母
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
単
に
便
宜
的
に
登
場
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い

だ
け
か
も
し
れ
な
い
︒

つ
い
で
な
が
ら
宮
仕
え
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
︒
敦
道
親
王

の
邸
を
例
に
す
る
と
︑
ま
ず
親
王
付
き
の
女
房
が
複
数
い
る
︒
侍
従
の
乳

母
し
か
り
︑
ま
た
宣
旨
と
い
う
腹
心
の
女
房

(
乳
母
子
か
)
も
登
場
し
て

い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
北
の
方
に
も
独
自
の
女
房
圏
が
あ
り
︑
や
は
り
北

の
方
の
乳
母
を
筆
頭
に
し
て
︑
中
将

(敦
道
の
お
手
付
き
女
房

(召
人
)

か
)
な
ど
の
名
が
見
え
て
い
る
︒
そ
こ
に
さ
ら
に
和
泉
式
部
が
割
り
込
む

わ
け
だ
が
︑
も
ち
ろ
ん
単
身
で
は
な
く
︑
そ
れ
な
り
の
女
房
達
を
伴
っ
て

の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
中
に
は
前
述
の
桶
洗
童
も
含
ま
れ
て
い
る
に
違

い
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
二
人
の
恋
愛
が
生
じ
る
と
︑
必
然
的
に
一
人
の
主
人
を
円

の
中
心
と
す
る
複
数
の
生
活
圏
が
︑
否
応
無
く
ひ
し
め
き
あ
う
こ
と
に
な

る
︒
そ
う
い
っ
た
末
端
の
動
向
と
い
う
か
︑
端
役
達
の
活
躍
に
目
を
向
け

る
こ
と
も
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

教
室
の
内
外

(4
)
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〔注
︺

(1
)
端
役
達
の
活
躍
に
関
し
て
は
︑
千
葉
千
鶴
子
氏
﹁﹃
和
泉
式
部
日
記
﹄

私
見

︱
︱
執
筆
事
情
を
め
ぐ
る
覚
書

(一
)﹁
小
舎
人
童
﹂
登
場
の

意
味
︱
︱
﹂
帯
広
大
学
短
期
大
学
紀
要
8
・
昭
和
45
年
12
月
︑
磯
村

清
隆
氏
﹁﹃
和
泉
式
部
日
記
﹄
の
脇
役
の
機
能

︱
︱
童
た
ち
の
活
躍

︱
︱
﹂
大
阪
城
南
短
期
大
学
研
究
紀
要
25
・
平
成
2
年
12
月
︑
大
谷
裕

昭
氏
﹁︿
小
舎
人
童
﹀
の
出
現

︱
︱
『和
泉
式
部
日
記
﹄
を
中
心
に

︱
︱
﹂
日
本
文
学
誌
要
45
・
平
成
4
年
3
月
な
ど
の
論
が
あ
る
︒

(2
)
蟹
江
希
世
子
氏
は
﹁
平
安
朝
﹁
童
﹂
考

︱
︱
物
語
の
方
法
と
し
て

︱
︱
﹂
古
代
文
学
研
究
第
二
次
6
・
平
成
9
年
10
月
に
お
い
て
︑﹁﹁
桶

洗
童
﹂
は
物
語
で
は
全
て
女
主
人
に
従
事
す
る
女
の
童
で
あ
る
︒
た
だ

し
い
ず
れ
も
文
使
い
と
し
て
活
躍
し
て
い
て
︑﹁
桶
洗
﹂
と
し
て
の
職

務
は
描
か
れ
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
う
い
っ
た
盲
点
と
い
う
か
ズ

レ
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
も
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒

(3
)
吉
海
直
人
﹃
平
安
朝
の
乳
母
達
﹄
(世
界
思
想
社
)
平
成
7
年
9
月
︒

藤
原
道
長
の
﹁
こ
の
世
を
ば
﹂
歌
を
め
ぐ
っ
て

一

｢こ
の
世
を
ば
﹂
歌
は
︑
藤
原
道
長
の
栄
華
を
象
徴
す
る
代
表
歌
と
し

て
夙
に
有
名
で
あ
っ
た

(
永
井
道
子
の
小
説
で
も
﹃
こ
の
世
を
ば
﹄
に

な
っ
て
い
る
)
︒
た
だ
し
そ
の
出
典
に
関
し
て
は
︑
い
さ
さ
か
奇
妙
な
点

が
存
す
る
︒
と
い
う
の
も
︑
道
長
は
こ
の
歌
を
日
記
﹃
御
堂
関
白
記
﹄
に

書
き
残
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
家
集
﹃
御
堂
関
白
集
﹄
に
も
掲

載
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
本
来
な
ら
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
︒

そ
れ
は
道
長
の
資
料
の
み
な
ら
ず
︑
藤
原
行
成
の
日
記
﹃
権
記
﹄
も
歴

史
物
語
﹃
大
鏡
﹄
・
﹃
栄
花
物
語
﹄
も
同
様
で
あ
り
︑
道
長
近
辺
の
資
料
に

は
一
切
こ
の
歌
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
で
は
ど
う
し
て
今

日
ま
で
伝
え
ら
れ
た
か
と
い
う
と
︑
そ
れ
は
道
長
を
批
判
的
に
見
て
い
た

藤
原
実
資
の
日
記
﹃
小
右
記
﹄
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

二

こ
れ
を
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
︑
道
長
は
当
日
の
こ
と
を
﹃
御
堂

関
白
記
﹄
寛
仁
二
年
十
月
十
六
日
条
に
︑
﹁
於
此
︑
余
読
和
歌
︑
人
々
詠

教
室
の
内
外

(4
)
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之
﹂
と
記
し
て
い
た
︒﹁
余
読
和
歌
﹂
と
あ
る
の
で
︑
道
長
が
和
歌
を
詠

ん
だ
こ
と
︑
さ
ら
に
居
合
わ
せ
た
人
々
が
そ
の
歌
を
み
ん
な
で
唱
和
し
た

こ
と
は
わ
か
る
が
︑
ど
ん
な
歌
を
詠
ん
だ
か
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
︒

道
長
が
こ
の
歌
を
あ
え
て
日
記
に
書
き
留
め
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て

は
︑
例
え
ば
歴
史
家
の
竹
内
理
三
氏
は
︑
そ
れ
を
単
純
に
道
長
の
照
れ
と

見
て
お
ら
れ
る

(﹁﹁
こ
の
世
を
ば
﹂
歌
を
日
記
に
書
き
と
め
な
か
っ
た
藤

原
道
長
﹂
日
本
古
典
文
学
大
系
栄
花
物
語
下
月
報
・
昭
和
40
年
10
月
)︒

し
か
し
な
が
ら
﹁
こ
の
世
を
ば
﹂
歌
に
関
し
て
は
︑
道
長
の
照
れ
云
々
で

解
消
す
べ
き
問
題
で
は
あ
る
ま
い
︒

た
と
え
事
実
と
し
て
︑
そ
の
日
道
長
の
娘
の
威
子
が
立
后
し
た
こ
と
で
︑

娘
三
人
が
三
后
を
独
占
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
し
て
道
長
が

外
戚
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
こ
の
歌
の
内
容
は
明
ら
か
に
天

皇
制
に
対
す
る
不
遜
な
表
現

(不
敬
罪
)
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
︒
道
長
自
身
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
自
身
の

日
記
に
書
き
留
め
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

三

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
﹃
小
右
記
﹄
同
日
条
を
検
討
し
て
み
た
い
︒

太
閤
招
呼
下
官
云
︑
欲
読
和
歌
︑
必
可
和
者
︑
答
云
︑
何
不
奉
和
乎
︑

又
云
︑
誇
た
る
歌
に
な
む
有
る
や
と
︑
但
非
宿
構
者
︑
此
世
乎
ば
我

世
と
ぞ
思
望
月
の
虧
た
る
事
も
無
と
思
へ
ば
︑
余
申
云
︑
御
歌
優
美

也
︒
無
方
酬
答
︑
満
座
只
可
誦
此
御
歌
︑
元
稹
菊
詩
︑
居
易
不
和
︑

深
賞
歎
︑
終
日
吟
詠
︑
諸
卿
饗
応
余
言
数
度
吟
詠
︑
太
閤
和
解
︑
殊

不
責
和
︑

道
長
は
自
分
が
歌
を
詠
む
か
ら
︑
必
ず
そ
れ
に
和
し
て
歌
を
詠
む
よ
う

に
と
実
資
に
念
を
押
し
て
い
る
︒
し
か
し
道
長
の
歌
を
聞
い
た
実
資
は
返

歌
を
せ
ず
︑
道
長
の
歌
を
吟
詠
し
て
い
る
︒﹁
こ
の
世
を
ば
﹂
歌
は
到
底

優
美
な
歌
と
は
思
え
な
い
の
で
︑
実
資
は
な
ん
と
か
こ
の
場
を
取
り
繕
っ

て
︑
下
手
な
歌
を
詠
ん
で
道
長
に
同
調
し
て
い
た
と
思
わ
れ
な
い
よ
う
に

務
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

そ
の
上
で
自
ら
の
日
記
に
し
っ
か
り
と
道
長
の
歌
を
書
き
留
め
て
い
る

の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
下
手
を
す
る
と
道
長
不
敬
の
動
か
ぬ
証
拠
に
な
り
か

ね
な
い
危
険
な
歌
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑
こ
の
歌
を
め
ぐ
る
道
長
と
実
資
の

関
係
に
つ
い
て
は
︑
田
島
智
子
氏
﹁
道
長
詠
﹁
こ
の
世
を
ば
﹂
歌
の
背
景

︱
︱
長
和
・
寛
仁
年
間
の
道
長
と
実
資
︱
︱
﹂
詞
林
17
・
平
成
7
年
4

月
に
詳
し
い
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
﹃
小
右
記
﹄
に
書
き
留
め
ら
れ
た
こ
と
で
︑
今
日
ま

で
こ
の
歌
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
︒

教
室
の
内
外
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四

そ
の
後
﹃
袋
草
紙
﹄
に
﹁
小
野
宮
右
府
記
云
﹂
と
し
て
︑

太
閤
呼
下
官
云
︑
欲
読
和
歌
︑
必
可
和
者
︑
答
何
不
奉
和
歌
︒
又
云
︑

誇
た
る
歌
に
な
ん
あ
る
︒

此
世
を
ば
我
よ
と
ぞ
お
も
ふ
望
月
の
か
け
た
る
こ
と
も
な
し
と

を
も
へ
ば

余
申
云
︑
御
歌
優
美
也
︒
無
方
︑
満
座
只
誦
此
御
歌
︑
元
稹
菊
詩
︑

居
易
不
和
︑
深
賞
歎
︑
終
日
吟
詠
︑
諸
卿
饗
応
︑
余
言
︑
数
度
吟
詠
︑

太
閤
和
解
殊
不
責
和
︒

と
﹃
小
右
記
﹄
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
秀
歌
に
は
返
歌
を
し

な
い
例
と
し
て
引
用
さ
れ
て
お
り
︑
政
治
的
な
配
慮
に
は
一
切
言
及
さ
れ

て
い
な
い
︒

そ
れ
が
さ
ら
に
﹃
続
古
事
談
﹄
に
も
引
か
れ
て
い
る
の
だ
が
︑

又
右
大
将
に
の
給
︑
歌
を
よ
ま
む
と
お
も
ふ
に
︑
か
な
ら
ず
返
し
給

べ
し
︒
大
将
︑
な
ど
か
つ
か
ま
つ
ら
ざ
ら
ん
と
申
さ
る
︒
大
殿
仰
ら

る
る
や
う
︑
ほ
こ
り
た
る
う
た
に
な
ん
あ
る
︒
た
だ
し
か
ね
て
の
か

ま
へ
に
は
あ
ら
ず
と
て
︑

此
世
を
ば
我
世
と
ぞ
思
ふ
も
ち
月
の
か
け
た
る
事
も
な
し
と
思

へ
ば

大
将
申
さ
る
︑
こ
の
御
歌
め
で
た
く
て
返
歌
に
あ
た
は
ず
︒
た
だ
こ

の
御
歌
を
満
座
詠
ず
べ
き
也
︒
元
稹
が
菊
詩
︑
居
易
も
和
せ
ず
︑
ふ

か
く
感
じ
て
ひ
ね
も
す
に
吟
詠
し
け
り
︒
か
の
事
を
お
も
ふ
べ
し
と

申
さ
る
れ
ば
︑
人
々
饗
応
し
て
た
び
た
び
詠
ぜ
ら
る
れ
ば
︑
大
殿
う

ち
と
け
て
︑
返
歌
の
せ
め
な
か
り
き
︒

と
漢
文
か
ら
和
文
に
変
化
し
て
い
る
︒
ま
た
微
妙
に
本
文
に
異
同
が
あ
る

こ
と
か
ら
︑
直
接
﹃
袋
草
紙
﹄
を
引
用
し
て
い
る
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ

る

(実
資
が
右
大
将
と
し
て
据
え
直
さ
れ
て
い
る
)︒

こ
う
し
て
古
記
録
か
ら
歌
論
集
・
説
話
集
へ
と
﹁
こ
の
世
を
ば
﹂
歌
が

引
用
さ
れ
た
こ
と
で
︑
後
世
に
残
る
土
壌
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
︒
も
は

や
不
敬
罪
云
々
と
は
誰
も
言
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

教
室
の
内
外

(4
)

五
五


