
〔
要
旨
〕
本
稿
は
六
条
院
存
立
の
意
義
を
問
う
。
造
営
が
語
ら
れ
る
「
少

女
」
巻
に
お
い
て
、
光
源
氏
は
既
に
二
条
院
及
び
二
条
東
院
（
以
下
、
東

院
）
と
い
う
二
つ
の
邸
宅
を
所
領
し
て
い
る
。
六
条
院
固
有
の
役
割
と
し

て
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、
前
斎
宮
（
後
の
秋
好
中
宮
）
の
里
邸
の
機
能

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
元
々
光
源
氏
は
彼
女
を
二
条
院
に
迎
え
た
上
で
宮

中
へ
送
り
出
す
心
づ
も
り
で
お
り
、
六
条
旧
邸
の
活
用
を
あ
く
ま
で
暫
定

的
な
措
置
と
し
て
考
え
て
い
た
。
加
え
て
、
京
内
の
土
地
は
内
裏
に
近
け

れ
ば
近
い
ほ
ど
貴
族
た
ち
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
て
お
り
、
土
地
柄
で
言
え
ば

二
条
の
方
が
遥
か
に
高
雅
な
一
等
地
で
あ
る
。
な
ぜ
物
語
は
、
太
政
大
臣

と
な
り
栄
華
の
極
み
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
光
源
氏
に
二
条
の
地
を
放

擲
さ
せ
、
立
地
条
件
の
面
で
大
き
く
劣
る
は
ず
の
六
条
院
を
造
営
さ
せ
る

の
だ
ろ
う
か
。

二
条
院
に
併
設
し
た
ば
か
り
の
東
院
の
存
在
意
義
を
揺
る
が
す
よ
う
に

も
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
展
開
は
い
わ
ゆ
る
構
想
過
程
論
上
の
争
点
と

さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
本
論
は
、
第
一
に
平
安
時
代
か
ら
現
在
至
る
ま

で
五
条
大
路
が
生
と
死
と
が
交
錯
し
異
形
の
も
の
が
立
ち
現
れ
る
時
空
で

あ
り
冥
界
と
の
回
路
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
六
条
院
に
は
物
の
怪

に
取
り
憑
か
れ
て
亡
く
な
っ
た
母
、
一
方
で
物
の
怪
と
な
り
他
人
を
取
り

殺
し
た
母
│
迷
妄
の
中
に
い
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
母
を
持
つ
子
ど
も
が

集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
邸
が
経
済
基
盤

が
脆
弱
な
妻
妾
を
庇
護
す
る
東
院
と
は
全
く
異
な
る
目
的
、
即
ち
頓
死
、

物
の
怪
化
の
末
に
死
し
た
母
を
慰
撫
す
る
た
め
の
時
空
と
し
て
用
意
さ
れ

た
、
物
語
意
匠
の
空
間
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
く
。

〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕『
源
氏
物
語
』・
六
条
院
・
盂
蘭
盆
・
崇
親
院
・
河
原
院

・
准
拠

『
源
氏
物
語
』
六
条
院
試
論
（
一
）

大
津

直
子

一



は
じ
め
に

須
磨
・
明
石
か
ら
帰
還
し
て
七
年
、
三
五
歳
と
な
っ
た
光
源
氏
は
六
条

院
を
完
成
さ
せ
る
。
故
六
条
御
息
所
の
旧
邸
を
含
む
広
大
な
土
地
に
現
出

し
た
の
は
、「
生
け
る
仏
の
御
国
」（「
初
音
」
三
│
一
四
三
頁
）
を
体
現

す
る
邸
宅
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
明
く
る
年
の
新
春
、
上
達
部
や
皇
子
た
ち

が
大
勢
参
集
し
た
臨
時
客
の
場
面
に
は
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

か
く
の
の
し
る
馬
車
の
音
を
も
、
物
隔
て
て
聞
き
た
ま
ふ
御
方
々

は
、
蓮
の
中
の
世
界
に
ま
だ
開
け
ざ
ら
む
心
地
も
か
く
や
と
心
や
ま

し
げ
な
り
。
ま
し
て
東
の
院
に
離
れ
た
ま
へ
る
御
方
々
は
、
年
月
に

そ
へ
て
、
つ
れ
づ
れ
の
数
の
み
ま
さ
れ
ど
、
世
の
う
き
目
見
え
ぬ
山

路
に
思
ひ
な
ず
ら
へ
て
、
つ
れ
な
き
人
の
御
心
を
ば
、
何
と
か
は
見

た
て
ま
つ
り
と
が
め
ん
。

（「
初
音
」
三
│
一
五
二
〜
一
五
三
頁
）

右
で
客
の
訪
れ
を
「
物
隔
て
て
聞
」
い
て
い
る
の
は
明
石
の
君
や
花
散

里
で
あ
る
。「
蓮
の
中
の
世
界
に
ま
だ
開
け
ざ
ら
む
心
地
」
が
「
生
け
る

仏
の
御
国
」
と
呼
応
す
る
表
現
な
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
気
の
遠
く
な

る
よ
う
な
年
月
を
か
け
て
九
品
浄
土
へ
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
果
た
し
た
も

の
の
、
中
・
下
品
の
往
生
に
留
ま
っ
た
者
は
、
極
楽
世
界
に
原
生
す
る
蓮

の
蕾
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
ま
ま
さ
ら
に
億
千
万
年
後
の
開
花
の
日
を

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う（
�

）。
華
や
か
な
六
条
院
へ
迎
え
ら
れ

た
も
の
の
日
の
当
た
ら
な
い
女
性
た
ち
の
憂
悶
が
、
中
・
下
品
往
生
に
装

え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
下
位
に
置
か
れ
る
「
東
の
院
に
離
れ
た
ま
へ

る
」
女
性
た
ち
は
往
生
叶
わ
ぬ
者
た
ち
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
様
々
な
文
脈
で
六
条
院
の
浄
土
と
し
て
の
理
想
性
は
語
ら
れ
て
い

る（
�

）。
さ
て
、
本
稿
で
改
め
て
問
い
た
い
の
は
六
条
院
が
造
営
さ
れ
た
こ
と
の

意
義
で
あ
る
。
最
高
権
力
者
と
な
り
つ
つ
あ
る
光
源
氏
は
、
既
に
二
条
院

及
び
二
条
東
院
（
以
下
、
東
院
）
と
い
う
二
つ
の
邸
宅
を
所
領
し
て
い

る
。
六
条
院
固
有
の
役
割
と
し
て
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、
前
斎
宮
（
後

の
秋
好
中
宮
）
の
里
邸
の
機
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
元
々
光
源
氏
は
彼

女
を
二
条
院
に
迎
え
た
上
で
宮
中
へ
送
り
出
す
心
づ
も
り
で
お
り
（「
澪

標
」
二
│
三
二
一
頁
）、
六
条
旧
邸
の
活
用
を
あ
く
ま
で
朱
雀
院
へ
の
憚

り
が
薄
ら
ぐ
ま
で
の
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
考
え
て
い
た（
�

）。
立
后
に

伴
い
、
六
条
旧
邸
を
改
築
、
拡
充
し
た
上
で
光
源
氏
の
側
の
転
宅
が
要
請

さ
れ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
さ
す
れ
ば
光
源
氏
の
行
動
に
は
筋
書
上

一
定
の
必
然
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
右
の
よ
う
に
推
量
し
た
と

し
て
も
、
な
お
払
拭
で
き
な
い
違
和
感
は
残
る
。
京
内
の
土
地
は
内
裏
に

二



近
け
れ
ば
近
い
ほ
ど
貴
族
た
ち
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
て
お
り
、
土
地
柄
で
言

え
ば
二
条
の
方
が
遥
か
に
高
雅
な
一
等
地
な
の
で
あ
る
。
物
語
に
も
次
の

よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

月
の
を
か
し
き
夜
、
忍
び
た
る
所
に
か
ら
う
じ
て
思
ひ
た
ち
た
ま
へ

る
を
、
時
雨
め
い
て
う
ち
そ
そ
く
。
お
は
す
る
所
は
六
条
京
極
わ
た

り
に
て
、
内
裏
よ
り
な
れ
ば
、
す
こ
し
ほ
ど
遠
き
心
地
す
る
に
、
荒

れ
た
る
家
の
、
木
立
い
と
も
の
古
り
て
、
木
暗
う
見
え
た
る
あ
り
。

（「
若
紫
」
一
│
二
三
五
頁
）

「
若
紫
」
巻
、「
忍
び
」
て
「
お
は
す
る
所
」、
す
な
わ
ち
六
条
御
息
所

と
思
し
き
貴
婦
人
の
も
と
に
出
向
く
道
中
で
、
光
源
氏
が
若
紫
の
祖
母
で

あ
る
尼
君
の
邸
宅
を
見
つ
け
る
場
面
で
あ
る
。
出
家
し
た
未
亡
人
が
暮
ら

す
の
は
木
立
が
鬱
蒼
と
し
た
「
荒
れ
た
る
家
」
で
あ
っ
た
。
内
裏
か
ら
見

て
さ
ら
に
南
下
し
た
目
的
地
「
六
条
京
極
わ
た
り
」
は
「
ほ
ど
遠
き
心

地
」
を
ぬ
ぐ
え
な
い
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

母
桐
壺
更
衣
の
旧
宅
二
条
院（
�

）と
父
桐
壺
院
か
ら
伝
領
し
た
東
院
と

を
手
中
に
す
る
光
源
氏
が
、「
場
末
」（
�

）と
も
言
え
る
六
条
に
居
を
移
す
。

当
然
な
が
ら
そ
こ
に
は
故
御
息
所
の
存
在
が
何
ら
か
関
わ
っ
て
い
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
な
ぜ
物
語
は
、
太
政
大
臣
と
な
り
栄
華
の
極
み
に
達
し
よ

う
と
し
て
い
る
光
源
氏
に
二
条
の
地
を
放
擲
さ
せ
、
立
地
条
件
の
面
で
大

き
く
劣
る
は
ず
の
六
条
院
を
造
営
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
条
院
に
併
設

し
た
ば
か
り
の
東
院
の
存
在
意
義
を
揺
る
が
す
よ
う
に
も
見
え
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
展
開
は
い
わ
ゆ
る
構
想
過
程
論
上
の
争
点
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た（
�

）。
本
論
は
、
構
想
過
程
論
の
立
場
は
取
ら
な
い
が
、
そ
の
学
恩

に
導
か
れ
つ
つ
、
改
め
て
な
ぜ
六
条
の
地
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
を
問
う
。
六
条
院
の
造
営
に
は
作
品
展
開
上
の
必
然
が
あ

っ
た
と
い
う
立
場
か
ら
、
そ
の
深
層
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
五
条
大
路
を
越
え
る

条
坊
制
で
造
都
さ
れ
た
地
に
お
い
て
、「
六
条
」
と
言
え
ば
五
条
大
路

か
ら
六
条
大
路
ま
で
の
区
画
域
を
指
し
た（
�

）。
現
在
賀
茂
川
に
か
か
る

五
条
大
橋
は
豊
臣
秀
吉
の
京
都
改
造
の
折
に
新
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
北
上
し
た
現
・
松
原
橋
が
古
代
中
世
の
五
条
大
路

に
当
た
る
。
慶
滋
保
胤
「
池
亭
記
」（『
本
朝
文
粋
』
所
収
）
に
は
、
平
安

中
期
の
六
条
界
隈
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

予
六
条
以
北
に
初
め
て
荒
地
を
卜
し
、
四
つ
の
垣
を
築
き
て
一
つ
の

門
を
開
く
。
上
は
蕭
相
国
の
窮
僻
の
地
を
択
び
、
下
は
仲
長
統
の
清

曠
の
居
を
慕
ふ
。
地
方
都
盧
十
有
余
畝
。
隆
き
に
就
き
て
は
小
山
を

三



為
り
、
窪
に
遇
ひ
て
は
小
池
を
穿
る
。

（
九
〇
頁
）

以
前
土
御
門
界
隈
に
間
借
り
し
て
い
た
保
胤
は
、
齢
五
十
と
な
る
契
機

に
「
六
条
ノ
坊
門
南
、
町
尻
東
隅
」（『
拾
芥
抄
』
中
巻
）
の
「
荒
地
」
を

入
手
し
自
邸
を
構
え
る
。
六
条
へ
の
転
宅
は
当
時
の
常
識
を
逸
脱
す
る
行

動
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。「
池
亭
記
」
に
は
当
時
の
人
々
の
住
居
、
土
地
へ

の
執
着
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

東
京
の
四
条
以
北
、
乾
艮
の
二
方
は
人
人
貴
賤
と
な
く
、
多
く
群
聚

す
る
所
な
り
。（
中
略
）
か
の
両
京
の
中
、
空
閑
の
地
な
き
か
。
何

ぞ
そ
れ
人
心
の
強
き
こ
と
甚
だ
し
き
や
。

（
八
七
〜
八
八
頁
）

身
分
の
高
下
に
関
わ
ら
ず
皆
が
東
の
京
の
四
条
以
北
に
住
ま
い
を
求
め

て
ひ
し
め
き
合
い
、
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
。
四
条
以

北
と
五
条
以
南
と
が
区
分
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
こ
と
に
ま
ず
留
意
し
た

い
。
五
条
大
路
は
平
安
京
と
鳥
辺
野
や
東
山
、
清
水
寺
と
を
結
ぶ
道
で
あ

り（
�

）、
そ
の
道
行
き
は
物
語
の
中
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

道
遠
く
お
ぼ
ゆ
。
十
七
日
の
月
さ
し
出
で
て
、
河
原
の
ほ
ど
、
御

前
駆
の
火
も
ほ
の
か
な
る
に
、
鳥
辺
野
の
方
な
ど
見
や
り
た
る
ほ
ど

な
ど
、
も
の
む
つ
か
し
き
も
何
と
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ず
、
か
き
乱
る

心
地
し
た
ま
ひ
て
お
は
し
着
き
ぬ
。

あ
た
り
さ
へ
す
ご
き
に
、
板
屋
の
か
た
は
ら
に
堂
建
て
て
行
へ
る

尼
の
住
ま
ひ
い
と
あ
は
れ
な
り
。
御
灯
明
の
影
ほ
の
か
に
透
き
て
見

ゆ
。
そ
の
屋
に
は
、
女
ひ
と
り
泣
く
声
の
み
し
て
、
外
の
方
に
法
師

ば
ら
二
三
人
物
語
し
つ
つ
、
わ
ざ
と
の
声
立
て
ぬ
念
仏
ぞ
す
る
。

寺
々
の
初
夜
も
み
な
行
ひ
は
て
て
い
と
し
め
や
か
な
り
。
清
水
の
方

ぞ
光
多
く
見
え
、
人
の
け
は
ひ
も
し
げ
か
り
け
る
。

（「
夕
顔
」
一
│
一
七
八
頁
）

夕
顔
が
頓
死
し
た
後
、
主
人
の
懇
願
に
根
負
け
を
し
た
惟
光
は
光
源
氏

を
亡
骸
の
あ
る
場
所
へ
と
連
れ
出
す
。
そ
れ
は
五
条
大
路
を
東
へ
賀
茂
の

河
原
を
渡
っ
た
間
も
な
い
場
所
、「
板
屋
」
の
傍
ら
に
あ
る
町
堂
で
あ
っ

た
。
現
在
の
松
原
通
は
六
道
の
辻
の
傍
ら
に
立
つ
西
福
寺
か
ら
東
山
五
条

へ
向
か
っ
て
上
り
坂
と
な
り
、
急
勾
配
を
上
が
っ
た
先
に
清
水
寺
が
あ

る
。
貴
族
の
葬
送
地
鳥
部
野
は
五
条
坂
上
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る（
�

）。

「
清
水
の
方
」
を
遠
く
に
見
や
る
地
で
行
わ
れ
た
夕
顔
の
葬
送
は
、
お
お

よ
そ
貴
族
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
。
亡
骸
と
対
面
し
た
光
源
氏
は

大
い
に
動
揺
す
る
。
帰
り
は
騎
乗
も
お
ぼ
つ
か
な
い
程
に
憔
悴
し
、
賀
茂

川
の
堤
で
落
馬
し
て
し
ま
う（
）。

御
馬
に
も
は
か
ば
か
し
く
乗
り
た
ま
ふ
ま
じ
き
御
さ
ま
な
れ
ば
、
ま

た
、
惟
光
添
ひ
助
け
て
お
は
し
ま
さ
す
る
に
、
堤
の
ほ
ど
に
て
馬
よ

り
す
べ
り
下
り
て
、
い
み
じ
く
御
心
地
ま
ど
ひ
け
れ
ば
、「
か
か
る

四



道
の
空
に
て
は
ぶ
れ
ぬ
べ
き
に
や
あ
ら
ん
、
さ
ら
に
え
行
き
着
く
ま

じ
き
心
地
な
ん
す
る
」
と
の
た
ま
ふ
に
、
惟
光
心
地
ま
ど
ひ
て
、
わ

が
は
か
ば
か
し
く
は
、
さ
の
た
ま
ふ
と
も
か
か
る
道
に
率
て
出
で
た

て
ま
つ
る
べ
き
か
は
と
思
ふ
に
、
い
と
心
あ
わ
た
た
し
け
れ
ば
、
川

の
水
に
手
を
洗
ひ
て
、
清
水
の
観
音
を
念
じ
た
て
ま
つ
り
て
も
、
す

べ
な
く
思
ひ
ま
ど
ふ
。

（「
夕
顔
」
一
│
一
八
〇
〜
一
八
一
頁
）

傍
線
部
は
惟
光
の
心
中
で
あ
る
。
反
語
の
語
感
か
ら
後
悔
の
程
度
が
窺

え
よ
う
。
注
意
し
た
い
の
は
「
か
か
る
道
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
真
っ

当
な
判
断
力
が
あ
れ
ば
君
を
五
条
大
路
に
お
連
れ
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ

た
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
道
が
単
な
る
大
通
り
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

後
代
、
五
条
大
路
は
異
形
の
者
の
出
現
す
る
場
と
も
な
っ
た
。『
今
昔

物
語
集
』「
天
狗
仏
と
現
じ
て
木
末
に
坐
す
語
第
三
」
は
、「
五
条
ノ
道
祖

神
」（
三
│
三
五
頁
）
を
祀
る
現
・
松
原
道
祖
神
社
を
舞
台
と
す
る
逸
話

で
あ
る
。
境
内
の
柿
の
木
に
仏
が
顕
現
す
る
と
い
う
評
判
が
立
ち
人
々
が

参
集
し
た
が
、
時
の
右
大
臣
源
光
が
正
体
を
見
破
っ
た
と
い
う
話
は
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
も
類
話
が
あ
り
（「
一
四

柿
の
木
に
仏
現
ず
る

事
」「
巻
第
二
」
一
〇
二
頁
）、『
帝
王
編
年
記
』
昌
泰
三
年
（
九
〇
〇
）

正
月
二
五
日
条
に
も
記
述
が
あ
る（
）。
こ
の
道
祖
神
は
『
宇
治
拾
遺
物

語
』「
一

道
命
、
和
泉
式
部
の
許
に
於
い
て
読
経
し
、
五
条
の
道
祖
神

聴
聞
の
事
」（「
巻
第
一
」
二
五
頁
）
に
も
登
場
す
る
。
こ
ち
ら
に
は
道
祖

神
が
予
て
よ
り
美
声
の
道
命
の
読
経
を
聞
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、

「
梵
天
、
帝
釈
」
ら
が
聴
聞
す
る
た
め
そ
れ
が
叶
わ
な
か
っ
た
と
い
う
思

い
を
道
命
に
打
ち
明
け
る
場
面
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
神
は
妖
物
の
出
現

を
許
し
「
梵
天
、
帝
釈
」
に
席
を
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
下
級
神
な
の
で
あ

る（
）。

ま
た
、
現
・
下
京
区
天
神
町
に
は
五
条
天
神
社
も
あ
る
。『
徒
然
草
』

に
よ
れ
ば
、
帝
が
病
気
に
な
っ
た
り
世
間
に
疫
病
が
蔓
延
し
た
り
す
る
時

に
は
、
五
条
天
神
に
矢
を
盛
り
入
れ
る
容
納
具
、
靫
を
か
け
た
（
第
二
〇

三
段

二
四
〇
頁
）。
こ
れ
は
本
来
勅
命
に
よ
る
譴
責
を
こ
う
む
っ
た
家

の
門
に
行
う
作
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
五
条
天
神
は
、
病
を
退
散
さ
せ
ら
れ

な
い
場
合
帝
か
ら
叱
責
を
受
け
る
神
な
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
五
条
大
路
沿

い
に
下
級
の
神
々
の
逸
話
が
存
し
て
い
る
の
か
。
糸
井
通
浩
氏
は
、
松
原

道
祖
神
社
が
「
京
の
ど
真
中
」
に
祀
ら
れ
て
い
る
点
に
着
目
す
る（
）。

道
祖
神
は
別
称
さ
い
の
か
み
、
サ
イ
は
際
、
境
界
を
意
味
し
て
お
り
、
本

来
別
の
土
地
か
ら
災
厄
や
悪
霊
の
侵
入
を
塞
ぐ
た
め
に
境
界
に
祀
ら
れ
る

神
で
あ
る
か
ら
だ
。
生
と
死
と
が
交
錯
し
異
形
の
も
の
が
立
ち
現
れ
る
時

空
、
そ
れ
が
五
条
大
路
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
）。五



な
る
ほ
ど
、
物
語
に
立
ち
返
っ
て
み
て
も
、「
夕
顔
」
巻
の
な
に
が
し

の
院
、「
若
菜
下
」
巻
の
六
条
院
と
、
こ
の
作
品
の
物
の
怪
は
二
度
五
条

以
南
に
出
現
し
て
い
る
。
注
目
し
た
い
の
は
六
条
御
息
所
の
死
後
の
場
面

で
あ
る
。

は
か
な
く
過
ぐ
る
月
日
に
そ
へ
て
、
い
と
ど
さ
び
し
く
、
心
細
き
こ

と
の
み
ま
さ
る
に
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
や
う
や
う
散
れ
ゆ
き
な
ど
し

て
、
下
つ
方
の
京
極
わ
た
り
な
れ
ば
、
人
げ
遠
く
、
山
寺
の
入
相
の

声
々
に
そ
へ
て
も
音
泣
き
が
ち
に
て
ぞ
過
ぐ
し
た
ま
ふ
。

（「
澪
標
」
二
│
三
一
八
頁
）

「
い
と
よ
く
修
理
し
つ
く
ろ
ひ
」「
み
や
び
か
」（「
澪
標
」
二
│
三
〇
九

頁
）
で
あ
っ
た
旧
邸
の
雰
囲
気
は
故
人
の
生
前
と
一
変
し
て
い
る
。
殊
更

に
漂
う
寂
寥
感
に
は
、
最
愛
の
母
を
亡
く
し
た
前
斎
宮
の
心
境
や
、
侍
女

が
散
り
散
り
に
な
っ
て
ゆ
く
現
実
が
反
映
さ
れ
て
い
よ
う
。
た
だ
し
「
山

寺
の
入
相
の
声
々
」
が
聞
こ
え
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。「
京
極
」

は
都
の
外
郭
で
あ
る
東
京
極
大
路
、
現
・
寺
町
通
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
桓

武
天
皇
は
、
教
王
護
国
寺
で
あ
る
東
・
西
寺
を
除
い
て
平
安
京
内
に
寺
院

を
作
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た（
）。
例
外
が
七
世
紀
創
建
と
さ
れ
て
き

た
頂
法
寺
（
六
角
堂
）
で
あ
る
が
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
創
建
の
時
期
の

上
限
は
十
世
紀
末
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る（
）。
栄
華
を
極
め
た

藤
原
道
長
で
す
ら
も
こ
の
禁
制
に
は
従
っ
て
お
り
、
京
極
を
挟
ん
で
土
御

門
邸
と
隣
接
す
る
京
外
の
地
に
法
成
寺
を
建
て
た
。
し
た
が
っ
て
、「
山

寺
」
と
は
京
極
を
東
へ
越
え
賀
茂
川
を
渡
り
、
東
山
、
清
水
寺
へ
と
続
く

五
条
大
路
沿
い
の
寺
々
と
考
え
ら
れ
る
。

故
人
の
力
量
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
た
優
艶
さ
が
剥
ぎ
と
ら
れ
た
旧
邸

の
地
は
、
夕
暮
れ
の
山
寺
の
鐘
の
音
が
届
く
侘
し
い
空
間
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。
東
西
に
横
た
わ
る
境
界
を
越
え
、「
下
つ
方
の
京
極
わ
た
り
」
に

居
を
構
え
る
。
光
源
氏
の
行
動
が
ま
す
ま
す
都
人
の
価
値
観
を
逸
脱
し
た

も
の
に
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

二
、
冥
界
へ
の
回
路
│
河
原
院
と
六
道
珍
皇
寺

と
は
い
え
六
条
院
に
は
源
融
の
河
原
院
と
い
う
重
要
な
准
拠
が
あ
る
。

塩
釜
の
風
景
を
模
し
た
庭
は
情
趣
を
好
む
貴
顕
や
歌
人
ら
の
評
判
を
呼

び
、
文
学
的
な
空
間
を
醸
成
し
た
。
こ
う
し
た
あ
り
よ
う
が
物
語
内
の
社

会
を
文
化
的
に
牽
引
す
る
六
条
院
の
淵
源
と
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
河
原
院
跡
の
史
跡
は
現
在
下
京
区
木
屋
町
通
五
条
下
る
の
路
上
に

あ
る
が
、
そ
の
西
側
一
帯
に
は
塩
竈
の
名
の
付
く
地
名
が
点
在
し
て
い

る
。
賀
茂
川
の
洪
水
や
後
述
の
領
地
の
争
い
に
よ
っ
て
変
遷
す
る
も
の
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の
、
実
に
広
大
な
敷
地
を
誇
っ
た
邸
宅
で
あ
る
。
文
献
上
に
複
数
見
え
る

六
条
院
と
呼
ば
れ
る
邸
宅
を
精
査
し
、
物
語
の
六
条
院
の
モ
デ
ル
を
特
定

し
よ
う
と
し
た
の
は
高
橋
和
夫
氏
で
あ
る（
）。
増
田
繁
夫
氏
は
高
橋
論

を
踏
ま
え
つ
つ
、
融
に
は
京
極
を
挟
ん
で
二
つ
の
邸
が
あ
り
、
存
命
中
は

京
外
の
邸
を
「
河
原
院
」、
京
内
の
本
宅
を
「
東
六
条
院
」
と
称
し
た
と

指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た（
）。
果
た
し
て
こ
う
し
た
歴
史
的
実
在
性
は
物

語
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
少
女
」
巻
、
光
源

氏
は
旧
邸
の
改
築
に
着
手
す
る
。

大
殿
、
静
か
な
る
御
住
ま
ひ
を
、
同
じ
く
は
広
く
見
ど
こ
ろ
あ
り

て
、
こ
こ
か
し
こ
に
て
お
ぼ
つ
か
な
き
山
里
人
な
ど
を
も
集
へ
住
ま

せ
ん
の
御
心
に
て
、
六
条
京
極
の
わ
た
り
に
、
中
宮
の
御
旧
き
宮
の

ほ
と
り
を
、
四
町
を
占
め
て
造
ら
せ
た
ま
ふ
。

（
三
│
七
六
頁
）

高
橋
氏
は
、
旧
邸
が
「
六
条
京
極
わ
た
り
」
に
位
置
す
る
場
合
、
東
側

に
造
営
さ
れ
る
春
夏
の
町
が
京
外
に
位
置
す
る
点
を
問
題
視
し
、
右
に
構

想
上
の
変
更
を
見
て
い
る（
）。
し
か
し
旧
邸
が
「
六
条
京
極
わ
た
り
」

に
あ
る
こ
と
は
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
か
ら
、
春
夏
の
町
は
京
外
に
築

か
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
京
極
を
挟
み
京
内
と
京
外
に
ま
た
が

っ
て
造
営
さ
れ
た
邸
宅
、
そ
の
先
例
は
増
田
氏
の
指
摘
通
り
河
原
院
に
他

な
ら
な
い（
）。

融
の
死
後
、
河
原
院
は
そ
の
子
昇
へ
と
伝
領
さ
れ
、
後
に
宇
多
院
に
委

譲
さ
れ
た
。
増
田
氏
は
そ
の
時
期
を
二
期
に
分
け
、
昇
の
兄
湛
の
薨
じ
た

延
喜
一
五
年
（
九
一
五
）
以
後
、
京
内
の
方
の
邸
を
宇
多
院
に
伝
え
、
昇

自
身
が
京
外
の
邸
に
住
ん
だ
時
期
を
第
一
期
、
昇
の
亡
く
な
っ
た
延
喜
一

八
年
（
九
一
八
）、
京
外
の
邸
も
宇
多
院
に
渡
っ
た
時
期
を
第
二
期
と
推

定
し
て
い
る
。
宇
多
院
へ
の
委
譲
後
の
河
原
院
に
つ
い
て
は
、
延
長
四
年

（
九
二
六
）、
宇
多
院
の
命
で
文
章
得
業
生
紀
在
昌
が
作
成
し
た
諷
誦
文

「
宇
多
院
の
河
原
院
左
大
臣
の
為
に
没
後
諷
誦
を
修
す
る
文
」（『
本
朝
文

粋
』
所
収
）
に
言
及
が
あ
る
。

し
か
る
に
去
る
月
の
廿
五
日
、
大
臣
の
亡
霊
、
忽
ち
宮
人
に
託
し

て
申
し
て
云
く
、「
我
在
世
の
間
、
殺
生
を
事
と
為
す
。
そ
の
業
の

報
に
依
り
て
、
悪
趣
に
堕
つ
。
一
日
の
中
、
三
度
苦
を
受
く
。
剣
林

に
身
を
置
き
て
、
鉄
杵
骨
を
砕
く
。
楚
毒
至
痛
、
具
に
言
ふ
べ
か
ら

ず
。
た
だ
そ
の
笞
掠
の
余
、
拷
案
の
隙
に
、
昔
日
の
愛
執
に
因
り

て
、
時
�

来
り
て
こ
の
院
に
息
ふ
。
惣
て
侍
臣
の
為
に
、
悪
眼
を
挙

げ
ず
。
い
は
ん
や
宝
体
に
お
い
て
は
、
あ
に
邪
心
有
ら
ん
や
。
し
か

れ
ど
も
重
罪
の
身
、
暴
戻
性
に
在
り
。
物
を
害
す
る
に
意
な
し
と
い

へ
ど
も
、
な
ほ
人
に
向
か
ふ
に
凶
有
り
。
冥
吏
捜
り
求
め
て
、
久
し

く
駐
る
こ
と
を
得
ず
。
我
が
子
孫
皆
亡
じ
な
ば
、
汲
引
誰
を
か
恃
ま
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ん
。
適
遺
り
し
所
は
、
相
救
ふ
べ
き
に
非
ず
。
た
だ
湯

の
中
に
悲

歎
し
、
枷
鎖
の
下
に
憂
悩
す
る
の
み
」
と
い
ふ
。

（
一
一
五
〜
一
一
六
頁
）

諷
誦
文
は
死
者
の
追
善
供
養
の
た
め
に
施
物
や
趣
旨
な
ど
を
記
し
て
捧

げ
る
文
章
で
あ
る
。
六
月
二
十
五
日
、
宇
多
院
の
前
に
融
の
亡
霊
が
現
れ

女
官
に
取
り
憑
い
た
。
融
は
女
官
の
口
を
借
り
、
狩
猟
で
殺
生
を
し
た
罪

に
よ
っ
て
地
獄
に
落
ち
た
こ
と
、
そ
こ
で
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
い
る
こ
と

を
明
か
す
。
本
来
で
あ
れ
ば
子
孫
に
頼
む
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
既
に
皆
鬼
籍

に
入
っ
て
い
る
た
め
、
宇
多
院
に
諷
誦
を
頼
み
た
い
と
い
う
の
で
あ

る（
）。
注
目
し
た
い
の
は
傍
線
部
、
河
原
院
へ
の
愛
着
ゆ
え
に
こ
う
し

て
時
々
帰
っ
て
く
る
と
、
冥
官
が
自
分
を
連
れ
戻
し
に
く
る
と
い
う
融
の

言
葉
で
あ
る
。
融
の
み
な
ら
ず
冥
官
も
冥
界
と
現
世
と
を
往
来
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
河
原
院
が
冥
界
と
こ
の
世
と
を
つ
な
ぐ
出
入
口
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
院
庁
か
ら
出
さ
れ
た
諷
誦
文
に
こ
う
し
た
記
述
が
あ

る
こ
と
は
興
味
深
い
。

二
つ
の
世
界
を
往
来
す
る
冥
官
、
非
常
に
類
似
し
た
話
に
小
野
篁
の
伝

説
が
あ
る
。
賀
茂
川
を
渡
っ
た
五
条
大
路
沿
い
に
あ
る
六
道
珍
皇
寺
（
以

下
「
珍
皇
寺
」）
に
は
現
在
も
「
小
野
篁
の
冥
土
通
い
の
井
戸
」
が
あ
る
。

藤
原
高
藤
が
亡
く
な
り
閻
魔
庁
に
至
っ
た
も
の
の
、
冥
官
篁
の
お
か
げ
で

蘇
生
す
る
話
が
『
江
談
抄
』
に
見
え
る
こ
と
か
ら
（「
野
篁
は
閻
魔
庁
の

第
二
の
冥
官
為
る
事
」「
第
三
」
八
七
〜
八
八
頁
）、
平
安
後
期
ご
ろ
に
は

既
に
伝
説
と
し
て
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
。
高
藤
の
誕
生
以
前
に
亡
く
な

っ
て
い
る
祖
父
冬
嗣
が
登
場
す
る
こ
の
話
は
史
実
と
し
て
は
あ
り
え
な
い

が
、
類
話
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
。『
今
昔
物
語
集
』
巻
二

十
「
小
野
篁
情
に
依
り
て
西
三
条
大
臣
を
助
く
る
こ
と
第
四
十
五
」
は
、

篁
が
閻
魔
庁
に
お
い
て
藤
原
良
相
を
弁
護
す
る
話
で
あ
る
。
冥
界
が
描
か

れ
る
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。

而
ル
間
、
大
臣
身
ニ
重
キ
病
ヲ
受
テ
、
日
来
ヲ
経
ヘ
テ
死
給
ケ

リ
。
即
、
閻
魔
王
ノ
使
ノ
為
ニ
被
搦
テ
、
閻
魔
王
宮
ニ
至
テ
、
罪
ヲ

被
定
ル
ヽ
ニ
、
閻
魔
王
宮
ノ
臣
共
ノ
居
並
タ
ル
中
ニ
、
小
野
篁
居
タ

リ
。
大
臣
此
ヲ
見
テ
、「
此
ハ
何
ナ
ル
事
ニ
カ
有
ラ
ム
」
ト
怪
思
テ

居
タ
ル
程
ニ
、
篁
笏
ヲ
取
テ
、
王
ニ
申
サ
ク
、「
此
ノ
日
本
ノ
大
臣

ハ
心
直
ク
シ
テ
人
ノ
為
ニ
吉
キ
者
也
。
今
度
ノ
罪
、
己
レ
ニ
免
シ
給

ラ
ム
」
ト
。
王
此
レ
ヲ
聞
テ
宣
ハ
ク
、「
此
レ
極
テ
難
キ
事
也
ト
云

ヘ
ド
モ
、
申
請
フ
ニ
依
テ
免
シ
給
フ
」
ト
。
然
レ
バ
、
篁
此
ノ
搦
タ

ル
者
ニ
仰
セ
給
テ
、「
速
可
将
返
シ
」
ト
行
ヘ
バ
、
将
返
ル
、
ト
思

フ
程
ニ
、
活
レ
リ
。

（
三
│
一
四
九
頁
）

篁
は
死
者
を
捕
縛
し
閻
魔
庁
に
連
れ
て
く
る
「
使
」
と
は
格
が
違
う
。

八



死
者
の
処
遇
を
決
定
す
る
折
に
進
言
す
る
こ
と
も
で
き
る
官
僚
で
あ

る（
）。
珍
皇
寺
に
篁
の
伝
説
が
存
在
す
る
の
は
こ
の
地
が
古
代
豪
族
の

小
野
氏
の
土
地
で
あ
り
、
篁
が
そ
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
に
も
由
来
す
る
の

で
あ
ろ
う（
）。

実
は
物
語
成
立
と
近
い
時
期
、
河
原
院
が
珍
皇
寺
の
土
地
を
横
領
し
訴

え
ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
る
。
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
二
月

一
九
日
の
太
政
官
符
「
山
城
国
珍
皇
寺
領
坪
付
案
」
に
注
目
し
た
い（
）。

（
院
）

従
去
年
（
大
津
注
・
長
徳
三
年
）
九
月
之
比
、
俄
河
原
院
今
司
平
尊

（
明
豪
）

等
、
募
法
興
院
僧
正
御
房
御
威
、
勘
徴
地
子
物
、
爰
乍
驚
注
事
之

由
、
愁
彼
御
房
之
日
、
任
各
公
験
等
、
可
相
定
御
外
題
已
了
、
而
不

弁
理
非
、
今
及
耕
作
之
期
成
事
妨
、
抑
院
牒
状
称
、
河
原
院
故

（
源
融
）

左
大
臣
殿
下
也
、
而
去
寛
平
年
中
以
河
原
院
為
寺
、
即
号
河
原
庄

田
、
其
四
至
、
限
南
九
条
大
路
末
、
限
北
三
条
大
路
末
、
限
東
鴨
河

東
岸
、
限
西
京
極
大
路
者
、
静
案
事
情
、
若
有
河
原
院
領
掌
之
理

者
、
従
彼
之
時
領
知
也
、
何
今
経
四
百
余
年
之
後
、
有
此
之
妨
哉
、

又
被
構
四
至
之
内
、
其
内
神
寺
并
諸
司
要
劇
、
私
人
�

所
領
田
畠
巨

多
也
、
然
而
不
見
領
掌
之
由
、
件
珍
皇
寺
所
領
田
三
段
余
歩
、
暗
被

奪
取
、

傍
線
部
に
よ
る
と
、
河
原
院
は
寛
平
年
間
（
八
八
九
〜
八
九
八
）
に
寺

と
な
っ
て
い
る
。
領
地
も
拡
充
さ
れ
、
東
端
は
賀
茂
川
の
東
岸
に
ま
で
及

ん
だ
。
珍
皇
寺
は
本
来
寺
領
で
あ
る
「
三
段
余
歩
」
が
奪
い
取
ら
れ
た
と

し
て
公
験
に
よ
る
確
認
を
求
め
て
い
る
。
河
原
院
の
院
司
が
法
興
院
僧
正

の
威
を
借
り
て
不
法
を
繰
り
返
し
た
と
す
る
破
線
部
に
つ
い
て
は
、
高
橋

氏
が
「
宮
廷
お
よ
び
叡
山
と
い
う
当
時
の
最
高
権
威
に
よ
る
河
原
院
の
復

興
」
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
し
て
注
目
し
、
一
連
の
出
来
事
が

「
当
時
の
公
卿
社
会
に
も
か
な
り
の
興
奮
」
を
与
え
、
ま
た
「
紫
式
部
の

物
語
創
作
」
に
も
影
響
し
た
可
能
性
を
論
じ
て
い
る（
）。
い
ず
れ
に
せ

よ
重
要
な
の
は
、
こ
の
時
期
河
原
院
が
珍
皇
寺
に
接
近
し
て
お
り
両
者
の

せ
め
ぎ
合
い
が
貴
族
社
会
に
広
ま
っ
て
い
た
と
い
う
史
実
で
あ
る
。
六
条

院
に
河
原
院
の
み
な
ら
ず
冥
界
と
の
回
路
と
な
っ
た
珍
皇
寺
の
イ
メ
ー
ジ

が
重
ね
ら
れ
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

落
成
後
、
光
源
氏
と
妻
妾
た
ち
は
「
彼
岸
の
こ
ろ
ほ
ひ
」（「
少
女
」
三

│
八
〇
頁
）、
生
と
死
と
の
境
が
薄
れ
る
時
期
に
活
気
づ
く
大
路
を
退
が

っ
て
六
条
院
入
り
す
る（
）。
こ
れ
で
は
ま
る
で
光
源
氏
が
冥
界
の
回
路

へ
と
誘
わ
れ
て
ゆ
く
よ
う
で
は
な
い
か
。

九



三
、
東
院
の
造
営
意
義

今
一
度
、
東
院
が
存
在
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
な
ぜ
六
条
院
が
必
要
だ
っ

た
か
と
い
う
問
い
に
立
ち
返
り
た
い
。
東
院
は
、
光
源
氏
二
九
歳
の
春
、

内
大
臣
と
な
り
外
出
も
ま
ま
な
く
な
っ
た
事
情
か
ら
要
請
さ
れ
る
。

二
条
院
に
も
同
じ
ご
と
待
ち
き
こ
え
け
る
人
を
、
あ
は
れ
な
る
も

の
に
思
し
て
、
年
ご
ろ
の
胸
あ
く
ば
か
り
と
思
せ
ば
、
中
将
、
中
務

や
う
の
人
々
に
は
ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
つ
つ
情
を
見
え
た
ま
ふ
に
、
御

暇
な
く
て
外
歩
き
も
し
た
ま
は
ず
。
二
条
院
の
東
な
る
宮
、
院
の
御

処
分
な
り
し
を
、
二
な
く
改
め
造
ら
せ
た
ま
ふ
。
花
散
里
な
ど
や
う

の
心
苦
し
き
人
々
住
ま
せ
む
な
ど
思
し
あ
て
て
つ
く
ろ
は
せ
た
ま

ふ
。

（「
澪
標
」
二
│
二
八
四
〜
二
八
五
頁
）

右
で
重
要
な
の
は
二
条
院
の
召
人
た
ち
か
ら
「
心
苦
し
き
人
々
」
へ
と

い
う
視
点
の
推
移
で
あ
る
。
花
散
里
は
別
格
と
し
て
、
庇
護
の
対
象
と
な

る
女
性
の
身
分
が
か
な
り
幅
広
い
こ
と
が
類
推
さ
れ
よ
う
。
こ
の
直
後
に

姫
君
が
誕
生
し
宿
曜
の
予
言
が
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
明
石
母
娘
へ
の
言
及

は
な
い
。
完
成
は
二
年
半
が
経
過
し
た
「
松
風
」
巻
冒
頭
で
あ
る
。

東
の
院
造
り
た
て
て
、
花
散
里
と
聞
こ
え
し
、
移
ろ
は
し
た
ま
ふ
。

西
の
対
、
渡
殿
な
ど
か
け
て
、
政
所
、
家
司
な
ど
、
あ
る
べ
き
さ
ま

に
し
お
か
せ
た
ま
ふ
。
東
の
対
は
、
明
石
の
御
方
と
思
し
お
き
て
た

り
。
北
の
対
は
こ
と
に
広
く
造
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
か
り
に
て
も
あ
は

れ
と
思
し
て
、
行
く
末
か
け
て
契
り
頼
め
た
ま
ひ
し
人
々
集
ひ
住
む

べ
き
さ
ま
に
、
隔
て
隔
て
し
つ
ら
は
せ
た
ま
へ
る
し
も
、
な
つ
か
し

う
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
こ
ま
か
な
り
。

（「
松
風
」
二
│
三
九
七
頁
）

右
で
は
、
二
条
院
に
最
も
近
い
西
の
対
が
花
散
里
に
、
東
の
対
が
明
石

の
君
に
あ
て
が
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
姫
君
の
譲
渡
は
次
巻
冒
頭

で
再
度
明
石
の
君
が
転
宅
を
拒
否
し
た
折
に
初
め
て
切
り
出
さ
れ
る
こ
と

か
ら
（「
薄
雲
」
二
│
四
二
七
頁
）、
こ
の
段
階
で
は
母
娘
で
の
同
居
が
想

定
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
北
の
対
の
様
相
で
あ

る
。
殊
更
に
広
く
作
ら
れ
た
対
屋
に
は
か
り
そ
め
に
情
を
交
わ
し
た
多
く

の
女
性
た
ち
が
局
住
み
を
し
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
六
条
院
完
成
以
後
、

「
初
音
」
巻
に
お
い
て
も
東
院
で
の
生
活
を
保
障
さ
れ
て
暮
ら
し
て
い
る

（
三
│
一
五
七
〜
一
五
八
頁
）。
結
果
的
に
六
条
へ
と
居
を
移
し
た
こ
と
か

ら
光
源
氏
の
訪
れ
は
間
遠
と
な
っ
た
も
の
の
、「
心
苦
し
き
人
々
」
の
庇

護
と
い
う
造
営
の
目
的
は
果
た
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

東
院
で
の
暮
ら
し
を
想
定
さ
れ
な
が
ら
六
条
院
入
り
し
た
の
は
花
散
里

と
明
石
の
君
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
東
院
で
あ
れ
ば
同
居

一
〇



の
可
能
性
が
あ
っ
た
明
石
母
娘
が
、
六
条
院
で
は
別
居
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
時
系
列
上
は
姫
君
の
譲
渡
が
先
ん

じ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
養
母
と
し
て
の
役
割
を
終
え
た
花
散
里
が
後
年

東
院
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
（「
匂
兵
部
卿
宮
」
五
│
一
九

頁
）、
こ
の
邸
宅
の
本
質
は
光
源
氏
の
妻
妾
で
は
な
く
子
ど
も
世
代
に
注

目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

四
、
冥
界
の
母
た
ち

物
語
上
、
六
条
院
造
営
の
理
由
は
紫
の
上
の
父
式
部
卿
宮
の
五
十
賀
の

た
め
に
「
め
づ
ら
し
か
ら
ん
御
家
居
」
が
必
要
で
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て

い
る
（「
少
女
」
三
│
七
七
頁
）。
し
か
し
、
賀
宴
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な

く
、
実
際
に
開
催
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
も
定
か
で
は
な
い
。
各
町
に
住
ま

う
子
ど
も
に
目
を
向
け
る
と
、
春
の
町
の
明
石
の
姫
君
の
他
に
は
秋
の
町

の
前
斎
宮
、
夏
の
町
の
夕
霧
と
玉
鬘
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
実
母
が
存
命
で

あ
る
明
石
の
姫
君
を
除
く
と
、
彼
等
に
は
物
の
怪
に
取
り
憑
か
れ
て
亡
く

な
っ
た
母
、
一
方
で
物
の
怪
と
な
り
他
人
を
取
り
殺
し
た
母
│
迷
妄
の
中

に
い
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
亡
母
を
持
つ
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
出
産

の
折
物
の
怪
に
取
り
殺
さ
れ
た
葵
の
上
の
息
子
夕
霧
は
、
言
う
な
れ
ば
母

の
死
と
引
き
換
え
に
生
い
育
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
の
こ
と
も
括
目
す
べ

き
問
題
を
孕
ん
で
い
よ
う
が
、
六
条
院
世
界
を
と
ら
え
る
上
で
重
要
な
の

は
二
人
の
養
女
で
あ
る
。

玉
鬘
は
「
少
女
」
巻
の
次
巻
「
玉
鬘
」
巻
に
物
語
に
登
場
し
て
く
る
。

十
帖
に
亘
る
物
語
の
始
発
は
次
の
よ
う
に
語
り
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

年
月
隔
た
り
ぬ
れ
ど
、
飽
か
ざ
り
し
夕
顔
を
つ
ゆ
忘
れ
た
ま
は
ず
、

心
々
な
る
人
の
あ
り
さ
ま
ど
も
を
見
た
ま
ひ
重
ぬ
る
に
つ
け
て
も
、

あ
ら
ま
し
か
ば
と
あ
は
れ
に
口
惜
し
く
の
み
思
し
出
づ
。

（
三
│
八
七
頁
）

光
源
氏
は
一
七
歳
で
出
会
い
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
夕
顔
を
忘
れ
得
ず
、

二
十
年
近
く
の
時
が
経
っ
て
も
し
ば
し
ば
そ
の
面
影
を
思
い
出
す
と
い

う
。
右
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
の
町
堂
で
見
た
光
景
、

亡
骸
の
記
憶
で
は
な
く
あ
く
ま
で
甘
美
な
思
慕
の
情
で
あ
っ
た
。
光
源
氏

の
愛
情
が
衰
え
て
い
な
い
こ
と
を
窺
い
知
る
に
つ
け
て
、
侍
女
右
近
も
夕

顔
が
存
命
で
あ
れ
ば
明
石
の
君
の
待
遇
に
は
劣
る
ま
い
、
き
っ
と
「
こ
の

御
殿
移
り
の
数
の
中
に
は
ま
じ
ら
ひ
た
ま
ひ
な
ま
し
」（「
玉
鬘
」
三
│
八

八
頁
）
と
口
惜
し
く
感
じ
て
い
る
。
注
目
し
た
い
の
は
物
語
上
最
初
の
玉

鬘
の
発
話
で
あ
る
。

幼
き
心
地
に
母
君
を
忘
れ
ず
、
を
り
を
り
に
、「
母
の
御
も
と
へ
行

一
一



く
か
」
と
問
ひ
た
ま
ふ
に
つ
け
て
、
涙
絶
ゆ
る
時
な
く
、
む
す
め
ど

も
も
思
ひ
こ
が
る
る
を
、
舟
路
ゆ
ゆ
し
と
か
つ
は
諫
め
け
り
。

（「
玉
鬘
」
三
│
八
九
頁
）

幼
少
の
玉
鬘
は
、
物
の
怪
に
取
り
殺
さ
れ
既
に
こ
の
世
に
居
な
い
母
を

求
め
て
物
語
に
登
場
し
て
く
る
。
求
婚
譚
を
基
軸
と
し
た
物
語
は
、
一
見

冥
界
と
は
無
縁
の
華
や
か
さ
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
頓
死
し
た
母
を
求

め
た
子
が
流
浪
し
辿
り
つ
い
た
場
所
、
そ
れ
が
六
条
院
な
の
で
あ
っ
た
。

他
方
、
前
斎
宮
（
以
下
「
秋
好
中
宮
」）
は
六
条
旧
邸
を
基
と
す
る
秋

の
町
の
あ
る
じ
で
あ
る
。「
薄
雲
」
巻
で
光
源
氏
が
彼
女
に
春
秋
の
好
み

を
た
ず
ね
た
こ
と
か
ら
六
条
院
が
構
想
さ
れ
た
と
い
う
見
方
も
根
強

い（
）。
八
月
十
五
夜
、
光
源
氏
が
冷
泉
院
を
訪
れ
秋
好
中
宮
と
語
ら
う

「
鈴
虫
」
巻
の
場
面
に
注
目
し
た
い
。

御
息
所
の
、
御
身
の
苦
し
う
な
り
た
ま
ふ
ら
む
あ
り
さ
ま
、
い
か

な
る
煙
の
中
に
ま
ど
ひ
た
ま
ふ
ら
ん
、
亡
き
影
に
て
も
、
人
に
疎
ま

れ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
御
名
の
り
な
ど
の
出
で
来
け
る
こ
と
、
か
の

院
に
は
い
み
じ
う
隠
し
た
ま
ひ
け
る
を
、
お
の
づ
か
ら
人
の
口
さ
が

な
く
て
伝
へ
聞
こ
し
め
し
け
る
後
、
い
と
悲
し
う
い
み
じ
く
て
、
な

べ
て
の
世
の
厭
は
し
く
思
し
な
り
て
、
仮
に
て
も
、
か
の
の
た
ま
ひ

け
ん
あ
り
さ
ま
の
く
は
し
う
聞
か
ま
ほ
し
き
を
、
ま
ほ
に
は
え
う
ち

出
で
き
こ
え
た
ま
は
で
、
た
だ
、「
亡
き
人
の
御
あ
り
さ
ま
の
罪
軽

か
ら
ぬ
さ
ま
に
ほ
の
聞
く
こ
と
の
は
べ
り
し
を
、
さ
る
し
る
し
あ
ら

は
な
ら
で
も
、
推
し
は
か
り
つ
べ
き
こ
と
に
は
べ
り
け
れ
ど
、
後
れ

し
ほ
ど
の
あ
は
れ
ば
か
り
を
忘
れ
ぬ
こ
と
に
て
、
物
の
あ
な
た
思
う

た
ま
へ
や
ら
ざ
り
け
る
が
も
の
は
か
な
さ
を
。
い
か
で
、
よ
う
言
ひ

聞
か
せ
ん
人
の
勧
め
を
も
聞
き
は
べ
り
て
、
み
づ
か
ら
だ
に
か
の
炎

を
も
冷
ま
し
は
べ
り
に
し
が
な
と
、
や
う
や
う
積
も
る
に
な
む
、

思
ひ
知
ら
る
る
こ
と
も
あ
り
け
る
」
な
ど
、
か
す
め
つ
つ
ぞ
の
た

ま
ふ
。

（
四
│
三
八
八
〜
三
八
九
頁
）

二
人
の
不
義
の
子
と
二
つ
の
密
通
と
が
改
め
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
「
鈴

虫
」
巻
は
、
正
篇
の
総
括
に
向
か
う
巻
で
あ
る
と
さ
れ
る（
）。
登
場
し

て
く
る
の
は
、
密
通
を
犯
し
物
の
怪
の
横
や
り
に
よ
っ
て
入
道
し
た
女
三

の
宮
、
密
通
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
不
義
の
子
冷
泉
院
、
后
に
な
る
こ
と
を

望
ま
れ
な
が
ら
未
亡
人
と
な
り
苦
し
い
恋
に
よ
っ
て
地
獄
に
落
ち
た
母
を

抱
え
る
秋
好
中
宮
、
い
ず
れ
も
罪
を
抱
え
た
母
と
そ
の
子
ど
も
で
あ
る
。

秋
好
中
宮
は
御
代
替
わ
り
以
来
、「
た
だ
人
」
の
夫
婦
の
よ
う
な
暮
ら
し

を
送
っ
て
い
る
。
冷
泉
院
の
寵
愛
は
依
然
と
し
て
篤
く
、
在
世
中
以
上
に

六
条
院
に
退
が
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う（
）。

前
半
傍
線
部
「
煙
」
と
は
六
道
の
苦
を
説
く
源
信
『
往
生
要
集
』
の
中

一
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で
も
最
も
恐
ろ
し
い
と
さ
れ
る
地
獄
道
の
一
つ
、
火
焔
地
獄
を
意
味
す

る
。
調
伏
さ
れ
る
折
、
物
の
怪
は
追
善
供
養
を
訴
え
そ
れ
を
娘
へ
伝
達
す

る
よ
う
懇
願
し
て
い
た
（「
若
菜
下
」
四
│
二
三
七
頁
）。
し
か
し
最
愛
の

妻
を
瀕
死
の
危
機
に
至
ら
し
め
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
光
源
氏
は
望
み
を

叶
え
て
は
や
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
秋
好
中
宮
は
口
性
無
い
人
々
を
通

し
て
母
が
地
獄
で
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
波
線
部
以
降
は
そ
の

こ
と
に
胸
を
痛
め
る
秋
好
中
宮
の
発
言
で
あ
る
「
思
ひ
知
ら
る
る
こ
と
」

と
は
出
家
の
意
志
が
定
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
露
骨
な
言
い
方
を
避

け
つ
つ
も
、「
罪
軽
か
ら
ぬ
さ
ま
」
で
業
火
に
焼
か
れ
て
い
る
亡
き
母
の

た
め
に
祈
り
た
い
と
い
う
希
望
を
切
り
出
す
の
で
あ
っ
た
。

げ
に
さ
も
思
し
ぬ
べ
き
こ
と
と
あ
は
れ
に
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
う

て
、「
そ
の
炎
な
む
、
誰
も
の
が
る
ま
じ
き
こ
と
と
知
り
な
が
ら
、

朝
露
の
か
か
れ
る
ほ
ど
は
思
ひ
棄
て
は
べ
ら
ぬ
に
な
む
。
目
蓮
が
、

仏
に
近
き
聖
の
身
に
て
た
ち
ま
ち
に
救
ひ
け
む
例
に
も
、
え
継
が
せ

た
ま
は
ざ
ら
む
も
の
か
ら
、
玉
の
簪
棄
て
さ
せ
た
ま
は
ん
も
、
こ
の

世
に
は
恨
み
残
る
や
う
な
る
わ
ざ
な
り
。
や
う
や
う
さ
る
御
心
ざ
し

を
し
め
た
ま
ひ
て
、
か
の
御
煙
は
る
く
べ
き
こ
と
を
せ
さ
せ
た
ま

へ
。
…

（
四
│
三
八
九
頁
）

中
宮
の
気
持
ち
を
重
々
理
解
し
な
が
ら
も
、
光
源
氏
は
皇
后
の
位
を
放

擲
し
て
出
家
す
る
こ
と
を
強
く
諫
め
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
引
き

合
い
に
出
さ
れ
た
「
目
蓮
が
、
仏
に
近
き
聖
の
身
に
て
た
ち
ま
ち
に
救
ひ

け
む
例
」
で
あ
る
。
目
連
（
蓮
）
救
母
伝
説
は
釈
迦
十
大
弟
子
の
一
人
目

連
が
地
獄
道
（
餓
鬼
道
と
す
る
話
も
あ
る
）
に
堕
ち
た
母
を
救
う
と
い
う

話
で
、『
盂
蘭
盆
経
』
を
出
典
と
す
る
。
た
だ
し
『
盂
蘭
盆
経
』
は
梵
語

を
は
じ
め
と
し
た
原
典
が
伝
わ
ら
ず
、
こ
の
伝
説
も
唐
代
の
中
国
に
お
い

て
仏
教
伝
道
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
語
り
物
の
台
本
で
あ
る
変
文
の
素
材

と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
目
連
地
獄
め
ぐ
り
」
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し

た
と
い
う（
）。
日
本
で
目
連
救
母
伝
説
が
確
認
で
き
る
初
期
の
文
献
は

『
三
宝
絵
』
で
あ
る
。

目
連
ク
ヒ
カ
ナ
シ
ビ
テ
、
仏
ニ
申
。
仏
ノ
タ
マ
ハ
ク
、「
汝
ガ
母

ハ
罪
ヲ
モ
シ
。
汝
ヒ
ト
リ
タ
ス
ク
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
七
月
十
五
日

ニ
、
モ
ヽ
チ
ノ
味
、
五
ノ
ク
ダ
物
、
諸
ノ
ム
マ
キ
ク
ダ
物
ヲ
ソ
ナ
ヘ

テ
、
盆
ノ
中
ニ
イ
レ
テ
、
十
方
ノ
僧
ニ
供
養
ゼ
ヨ
。
此
日
ハ
、
モ
ロ

�
�
ノ
ミ
チ
ヲ
モ
ト
メ
位
ニ
イ
ル
声
聞
縁
覚
、
十
地
ノ
菩
薩
、
カ
リ

ニ
僧
ノ
形
ニ
ア
ラ
ハ
レ
テ
、
ミ
ナ
来
テ
飯
ヲ
ウ
ク
。
コ
レ
ラ
ノ
自
恣

ノ
僧
ヲ
供
養
ズ
レ
バ
、
コ
ノ
ヨ
ノ
父
母
モ
七
世
ノ
父
母
モ
、
三
途
ノ

苦
ビ
ヲ
出
ル
事
得
」
ト
ノ
タ
マ
フ
。
目
連
ガ
母
、
コ
ノ
日
ニ
一
劫
ノ

餓
鬼
ノ
ク
ル
シ
ミ
ヲ
マ
ヌ
カ
レ
ヌ
。
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目
連
は
罪
深
き
母
の
救
済
を
仏
に
懇
願
す
る
。
仏
は
困
難
で
あ
る
こ
と

と
し
つ
つ
も
、
七
月
十
五
日
に
修
行
を
終
え
て
自
恣
の
期
間
に
入
っ
て
い

る
一
切
の
聖
衆
、
衆
僧
た
ち
を
供
養
す
る
と
、
餓
鬼
・
畜
生
・
地
獄
の
三

悪
道
に
堕
ち
て
受
け
て
い
る
苦
患
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
告
げ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
目
連
の
母
は
餓
鬼
道
の
苦
し
み
を
逃
れ
た
と
い
う
。

光
源
氏
は
目
連
の
よ
う
な
尊
者
で
あ
れ
ば
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
出

家
し
た
と
し
て
も
母
親
を
地
獄
か
ら
救
済
す
る
こ
と
は
出
来
ま
い
、
む
し

ろ
こ
の
世
に
恨
み
を
残
す
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
と
主
張
す
る
。
確
か

に
第
三
部
世
界
に
は
、
冷
泉
院
の
寵
愛
が
玉
鬘
大
君
へ
と
移
ろ
う
と
面
白

か
ら
ず
思
う
秋
好
中
宮
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
（「
竹
河
」
五
│
一
〇
八

頁
）。
光
源
氏
の
言
う
通
り
、
亡
き
御
息
所
の
娘
に
愛
執
の
世
界
と
の
決

別
は
困
難
な
の
で
あ
っ
た
。
看
過
で
き
な
い
の
は
、
目
連
救
母
が
盂
蘭
盆

会
の
起
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
奇
し
く
も
日
本
古
来
の

祖
霊
信
仰
と
『
盂
蘭
盆
経
』
の
説
く
先
祖
の
苦
を
救
う
教
え
が
習
合
し
た

六
道
参
り
が
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
の
が
、
他
な
ら
ぬ
珍
皇
寺
で
あ
っ

た
。再

び
歴
史
的
実
在
性
に
目
を
転
じ
る
と
、
融
が
河
原
院
を
営
ん
だ
同
時

期
に
藤
原
良
相
が
六
条
の
自
邸
内
に
居
宅
の
な
い
子
女
の
た
め
の
施
設
、

崇
親
院
を
造
営
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

更
建
一
院
。
号
延
命
院
。
以
養
治
藤
氏
生
徒
病
困
无
家
業
者
。
以
東

京
六
條
宅
。
名
崇
親
院
。
引
氏
中
子
女
不
能
自
存
者
以
收
養
。
並
皆

割
封
戸
。
入
庄
田
給
其
資
用
。
崇
親
院
中
建
一
小
堂
。
安
置
仏
像
。

令
居
住
者
。
毎
旦
盥
洗
。
誦
観
音
名
号
。
以
植
後
世
之
善
根
。

右
は
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
一
〇
月
一
〇
日
条
の

良
相
の
薨
伝
で
あ
る
。
崇
親
院
は
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
勅
許
を
得
て

以
来
（『
日
本
三
代
実
録
』
二
月
一
一
日
条
）、
平
安
時
代
を
通
し
て
存
在

し
た
。
そ
の
宅
地
は
現
在
の
四
条
以
南
、
五
条
以
北
、
寺
町
通
と
賀
茂
川

の
間
の
地
域
、
五
条
京
極
一
帯
を
占
め
た
こ
と
が
近
年
の
発
掘
調
査
で
も

わ
か
っ
て
い
る（
）。
注
目
す
べ
き
は
傍
線
部
、
院
内
の
一
堂
に
仏
像
が

安
置
さ
れ
て
お
り
、
居
住
者
に
毎
日
観
音
の
名
号
を
誦
ぜ
さ
せ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
集
め
ら
れ
た
子
女
の
中
に
は
、
親
を
亡
く
し
た
者
も
多
か
っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。
思
え
ば
玉
鬘
は
、
長
谷
寺
の
観
音
の
霊
験
で
六
条
院
に

導
か
れ
た
娘
で
あ
っ
た
。
崇
親
院
を
、
河
原
院
と
並
ぶ
六
条
院
の
准
拠
と

し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い（
）。

五
条
以
南
の
地
は
平
安
時
代
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
冥
界
と
の
結
節
点

で
あ
り
祖
霊
の
戻
っ
て
く
る
時
空
で
あ
る
。
前
掲
の
諷
誦
文
に
よ
れ
ば
、

冥
界
か
ら
河
原
院
へ
舞
い
戻
っ
た
融
の
亡
霊
は
、
子
孫
に
よ
る
供
養
が
叶

わ
ぬ
こ
と
を
嘆
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
六
条
院
に

一
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子
ど
も
た
ち
が
住
ま
う
こ
と
は
亡
き
母
た
ち
の
魂
を
慰
撫
す
る
こ
と
に
な

っ
た
は
ず
で
あ
る
。「
若
菜
下
」
巻
、
御
代
代
わ
り
に
伴
い
秋
好
中
宮
の

冷
泉
院
で
の
暮
ら
し
が
開
始
し
た
直
後
に
女
楽
、
そ
し
て
紫
の
上
の
発
病

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
物
の
怪
と
し
て
正
体
を
現
し

た
折
に
も
娘
の
処
遇
に
関
す
る
感
謝
に
触
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
娘
が
秋
の
町
に
住
ま
う
こ
と
に
は
物
の
怪
の
発
動
を
抑
え
る
効
果
が

あ
っ
た
と
思
し
い
。

お
わ
り
に

冥
界
へ
の
入
口
珍
皇
寺
に
近
接
し
河
原
院
と
崇
親
院
を
包
含
す
る
六
条

と
い
う
特
殊
な
地
に
構
え
た
邸
宅
に
、
迷
妄
の
中
に
い
る
こ
と
が
案
じ
ら

れ
る
母
を
抱
え
た
子
が
集
め
ら
れ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
六
条
院
は

浄
土
の
よ
う
な
装
い
を
も
っ
て
語
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
実
、
頓
死
、
物
の

怪
化
、
堕
獄
、
迷
妄
の
中
に
い
る
亡
き
母
を
抱
え
た
子
ど
も
た
ち
の
た
め

の
時
空
と
し
て
用
意
さ
れ
た
意
匠
の
空
間
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
依
然
と
し
て
疑
問
が
一
つ
残
さ
れ
て
い
る
。
東
院
は
光
源
氏

の
外
出
が
難
し
く
な
っ
た
た
め
に
二
条
院
に
隣
接
す
る
形
で
造
営
さ
れ

た
。
つ
ま
り
光
源
氏
自
身
も
あ
る
段
階
ま
で
は
二
条
院
を
本
宅
と
す
る
つ

も
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
作
中
人
物
の
抱
く
想
定
と
の
食
い
違
い
、

こ
の
点
こ
そ
が
か
つ
て
の
構
想
過
程
論
の
争
点
で
あ
り
、
本
論
に
と
っ
て

も
幾
多
の
重
要
な
課
題
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今

般
扱
っ
た
六
条
と
い
う
土
地
の
実
存
の
問
題
と
は
位
相
を
異
に
す
る
た

め
、
続
稿
を
用
意
し
て
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

※
使
用
テ
キ
ス
ト
『
源
氏
物
語
』『
更
級
日
記
』『
栄
花
物
語
』『
今
昔
物

語
集
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
徒
然
草
』『
梁
塵
秘
抄
』
は
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
（
小
学
館
）、『
う
つ
ほ
物
語
』
は
『
う
つ
ほ
物
語
全
』（
お
う

ふ
う
）、『
本
朝
文
粋
』『
江
談
抄
』『
十
訓
抄
』『
三
宝
絵
』
は
新
日
本
古

典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、『
日
本
三
代
実
録
』『
帝
王
編
年
記
』
は

『
国
史
大
系
』（
吉
川
弘
文
館
）、『
拾
芥
抄
』
は
『
増
訂

故
実
叢
書
』

（
同
上
）
に
依
る
。
な
お
、
私
に
傍
線
・
傍
点
等
を
付
し
旧
字
を
新
字
に

改
め
た
。

〔
注
〕

（
１
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
「
漢
籍
・
史
書
・
仏
典
引
用
一
覧
」。

（
２
）
中
哲
裕
氏
執
筆
項
目
「
浄
土
」（『
源
氏
物
語
事
典
』
大
和
書
房

平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
））。

一
五



（
３
）
入
内
の
場
面
に
も
「
二
条
院
に
渡
し
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
を
も
こ�

の�

度�

は�

思�

し�

と�

ま�

り�

て�

」（「
絵
合
」
二
│
三
六
九
頁
）
と
い
う
描
写

が
あ
る
。

（
４
）
現
在
、
京
都
市
中
京
区
東
夷
川
町
に
あ
る
陽
成
院
跡
が
二
条
院
の

候
補
地
と
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
玉
上
琢
彌
「
源
氏
物
語
の
六
条
院
」（『
平
安
京
の
邸
第
』
望
稜
舎

昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
）
四
九
頁
）。
塚
原
明
弘
氏
も
二
条
院
が

「
冷
泉
政
権
の
中
枢
と
し
て
働
く
光
源
氏
に
相
応
し
い
邸
宅
」
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
六
条
院
へ
の
転
宅
が
「
現
役
政
治
家
と
し
て
は
一
方

後
退
」
を
意
味
す
る
と
指
摘
す
る
（「
二
条
院
と
六
条
院
」
国
文
学

「
解
釈
と
鑑
賞
」
別
冊
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識

少
女
』

至
文
堂

平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
三
月
）。

（
６
）
近
年
も
秋
澤
亙
氏
が
論
点
を
整
理
し
、
東
院
を
「
異
分
子
」
で
あ

る
明
石
母
娘
が
参
入
す
る
た
め
の
境
界
領
域
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る

（「
二
条
東
院
│
越
境
の
邸
第
と
し
て
の
試
論
│
」『
源
氏
物
語
を
考

え
る
│
越
境
の
時
空
』
武
蔵
野
書
院

平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
）

一
五
一
頁
）。

（
７
）
糸
井
通
浩
氏
に
よ
れ
ば
、
大
路
に
面
し
た
邸
宅
は
そ
の
大
路
の
名

を
付
け
て
呼
ぶ
の
が
通
常
だ
が
、
六
条
の
区
画
に
あ
っ
て
も
五
条
大

路
に
北
面
し
て
い
れ
ば
五
条
を
冠
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
（「
夕

顔
巻
（
源
氏
物
語
）
を
読
む
」『「
語
り
」
言
説
の
研
究
』
和
泉
書
院

平
成
三
〇
年
（
二
〇
一
八
）
一
四
七
頁
）。

（
８
）
『
梁
塵
秘
抄
』
霊
験
所
歌
六
首
に
「
い
づ
れ
か
清
水
へ
参
る
道

京
極
く
だ
り
に
五
条
ま
で

石
橋
よ

東
の
橋
詰

四
つ
棟
六
波
羅

堂

愛
宕
寺
大
仏
深
井
と
か
」
と
あ
る
（
三
一
四
番
歌

二
六
八

頁
）。

（
９
）
「
桐
壺
」
巻
、
母
北
の
方
は
「
車
よ
り
も
落
ち
ぬ
べ
う
ま
ろ
」
び

つ
つ
葬
場
に
た
ど
り
着
く
。
急
勾
配
の
五
条
の
坂
を
上
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
描
写
は
招
魂
の
呪
術
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ

る
（
林
田
孝
和
「
源
氏
物
語
の
葬
列
│
「
車
よ
り
落
ち
ぬ
べ
う
惑
ひ

給
へ
ば
」
を
焦
点
に
│
」（
著
作
集

第
二
巻
『
源
氏
物
語
の
精
神

史
研
究
』
武
蔵
野
書
院

令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
一
九
頁
）。

（
１０
）
中
世
以
前
の
賀
茂
川
は
架
橋
さ
れ
て
お
ら
ず
、
徒
歩
で
渡
っ
た

（
朧
谷
寿
「
京
の
顔
│
鴨
川
」
角
田
文
衛
編

朝
日
選
書
『
平
安
の

都
』
朝
日
新
聞
社

平
成
六
年
（
一
九
九
四
）
九
八
頁
）。

（
１１
）
「
源
光
卿
河
原
院
木
上
有
金
色
仏
。
守
落
之
。
誦
若
以
色
見
我
文

云
々
」。

（
１２
）
「
道
祖
神
」
は
『
源
氏
物
語
』
に
は
用
例
が
な
い
が
、『
う
つ
ほ
物

一
六



語
』
に
は
「
三
条
の
末
、
京
極
の
大
路
」（「
俊
蔭
」
二
一
頁
）
に
あ

る
俊
蔭
女
の
邸
宅
を
後
に
し
「
三
条
京
極
の
辻
」
に
立
つ
若
小
君
を

兄
兵
衛
佐
が
「
あ
や
し
の
道
祖
の
神
」
と
呼
ぶ
場
面
が
あ
る
（
同
三

〇
頁
）。

（
１３
）
注
（
７
）
と
同
じ
。

（
１４
）
山
田
邦
和
氏
は
東
京
極
大
路
を
超
え
た
「
鴨
川
か
ら
東
山
ま
で
の

地
域
は
、
も
ち
ろ
ん
都
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
完
全
な
異
界

の
地
で
も
な
い
と
い
う
ふ
う
に
認
識
」
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る

（「
中
世
京
都
の
被
差
別
民
空
間
│
清
水
坂
と
鳥
辺
野
│
」『
日
本
中

世
の
首
都
と
王
権
都
市
│
京
都
・
嵯
峨
・
福
原
│
』
図
書
出
版
文
理

閣

平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
））
一
〇
五
頁
）。

（
１５
）
朧
谷
寿
「
京
内
の
私
寺
│
六
角
堂
」（
注
（
１０
）『
同
書
』
一
二
八

頁
）。
ま
た
、
六
角
堂
や
因
幡
堂
（
平
等
寺
）
は
も
と
も
と
寺
院
で

は
な
く
町
堂
で
あ
り
、
堂
塔
伽
藍
を
備
え
た
寺
院
と
は
区
別
さ
れ
る

と
い
う
意
見
も
あ
る
（
山
田
邦
和
「
平
安
京
の
空
間
構
造
」
注

（
１４
）『
同
書
』
一
〇
頁
）。

（
１６
）
注
（
１５
）
朧
谷
論
文
に
拠
る
。

（
１７
）
「
源
氏
物
語
「
六
条
院
」
の
源
泉
に
つ
い
て
」（『
源
氏
物
語
の
主

題
と
構
想
』
桜
楓
社

昭
和
五
五
年
（
一
九
八
〇
）
二
九
九
頁
）。

（
１８
）
増
田
氏
に
よ
れ
ば
、
院
政
期
に
は
「
東
六
条
院
」
も
「
河
原
院
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
（「
河
原
院
哀
史
」（
論
集
平
安
文
学
創
刊

号
『
文
学
空
間
と
し
て
の
平
安
京
』
勉
誠
社

平
成
六
年
（
一
九
九

四
）
三
三
頁
）。

（
１９
）
注
（
１７
）
と
同
じ
。

（
２０
）
法
成
寺
は
道
長
が
出
家
し
た
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
に
造
営
が

開
始
さ
れ
る
。
東
京
極
大
路
を
挟
み
土
御
門
邸
と
隣
接
す
る
位
置
関

係
に
は
河
原
院
や
物
語
の
六
条
院
が
影
響
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
２１
）
こ
の
話
は
源
融
と
宇
多
院
の
友
情
の
物
語
と
し
て
『
十
訓
抄

中
』「
第
五

朋
友
を
撰
ぶ
べ
き
事
」
に
も
見
え
る
。

（
２２
）
大
和
典
子
氏
は
篁
が
長
く
官
吏
の
非
違
を
監
察
し
糺
弾
す
る
職
責

を
担
う
弾
正
台
の
役
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
が
閻
魔
王

宮
の
役
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
醸
成
し
た
と
指
摘
す
る
（「
弾
正
台
及
び

刑
部
省
に
お
け
る
検
察
・
司
法
行
政
に
関
わ
る
小
野
篁
の
イ
メ
ー
ジ

と
宗
教
的
伝
承
│
珍
皇
寺
及
び
京
都
薬
師
寺
と
の
関
係
│
」「
政
治

経
済
史
学
」
第
二
一
八
号

昭
和
五
九
年
（
一
九
八
四
）
九
月
）。

（
２３
）
岸
俊
男
氏
執
筆
項
目
「
小
野
氏
」（『
世
界
大
百
科
事
典
』
ジ
ャ
パ

ン
ナ
レ
ッ
ジ
版

平
凡
社
）。

（
２４
）
竹
内
理
三
編
『
平
安
遺
文
』
古
文
書
編
第
二
巻
（
東
京
堂
出
版

一
七



昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
五
五
三
頁
）。

（
２５
）
注
（
１７
）
と
同
じ
。

（
２６
）
『
更
級
日
記
』
に
は
春
の
彼
岸
の
頃
に
清
水
寺
に
母
と
籠
っ
た
折

の
こ
と
が
「
彼
岸
の
ほ
ど
に
て
、
い
み
じ
う
騒
が
し
う
お
そ
ろ
し
き

ま
で
お
ぼ
」
ゆ
（
三
一
九
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
２７
）
鈴
木
日
出
男
「
六
条
院
の
創
設
」（『
源
氏
物
語
虚
構
論
』
東
京
大

学
出
版
会

平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
五
五
六
頁
）。

（
２８
）
楢
原
茂
子
「「
鈴
虫
」
巻
へ
の
凝
集
」（
国
文
学
「
解
釈
と
鑑
賞
」

別
冊
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識

横
笛
・
鈴
虫
』
至
文
堂

平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
）
二
月
）。

（
２９
）
両
者
が
交
わ
し
た
挨
拶
で
秋
好
中
宮
が
現
在
は
「
九
重
の
隔
て
深

う
は
べ
り
し
年
ご
ろ
よ
り
も
、
お
ぼ
つ
か
な
さ
の
ま
さ
る
や
う
に
思

ひ
た
ま
へ
ら
る
る
あ
り
さ
ま
」
で
あ
る
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
光
源

氏
も
「
お
ほ
や
け
ざ
ま
に
て
は
、
限
り
あ
る
を
り
ふ
し
の
御
里
居
も

い
と
よ
う
待
ち
つ
け
き
こ
え
さ
せ
し
を
、
今
は
何
ご
と
に
つ
け
て
か

は
、
御
心
に
ま
か
せ
さ
せ
た
ま
ふ
御
う
つ
ろ
ひ
も
は
べ
ら
む
」
と
応

じ
て
い
る
（「
鈴
虫
」
四
│
三
八
八
頁
）。
巻
末
に
も
、
秋
好
中
宮
の

六
条
院
へ
の
退
出
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
重
ね
て
記
さ
れ
て
い
る

（
四
│
三
九
一
頁
）。

（
３０
）
岩
本
裕
『
目
連
伝
説
と
盂
蘭
盆
』（
法
蔵
館

昭
和
四
三
年
（
一

九
六
八
））。

（
３１
）
『
崇
親
院
跡

平
安
京
左
京
六
条
四
坊
十
六
町
』
古
代
文
化
調
査

会

平
成
二
七
年
（
二
〇
一
五
）
一
二
月
。

（
３２
）
崇
親
院
は
注
（
７
）
糸
井
論
考
で
は
「
な
に
が
し
の
院
」
の
准
拠

と
さ
れ
て
い
る
。

﹇
付
記
﹈
本
論
は
、
稿
者
の
大
学
院
生
時
代
に
我
が
師
で
あ
る
國
學
院
大

學
栃
木
短
期
大
学
学
長

林
田
孝
和
先
生
が
、
研
究
会
に
お
い
て
「
六
条

院
と
い
う
発
想
の
源
に
珍
皇
寺
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
ご
指
導
を
基
と
し
て
い
る
。
こ
の
度
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
ご
許
可
と

奨
励
の
お
言
葉
を
頂
戴
し
た
。
本
論
を
先
生
に
捧
げ
ま
す
。

一
八


