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一
、
注
釈

〔
凡
例
〕

一
、
女
子
大
本
を
底
本
と
し
、
対
校
本
と
し
て
左
記
の
諸
本
を
用
い
た
。

・
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
『
狐
草
紙
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
）

・
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
き
つ
ね
の
草
子
』（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
）

・
石
川
透
蔵
『
狐
の
草
子
』（
室
町
物
語
影
印
叢
刊
52
）

・
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
『
狐
の
草
紙
』（『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
四
）

・
個
人
蔵
『
狐
草
紙
絵
巻
』（
宮
次
男
「
足
利
義
尚
所
持
狐
草
紙
絵
巻
を
め
ぐ
っ

て
」『
美
術
研
究
』
二
六
〇
号
、
一
九
六
九
年
）

一
、
女
子
大
本
に
欠
落
し
て
い
る
第
一
段
・
第
二
段
の
詞
書
の
う
ち
、
諸
本
に
現
存

す
る
第
二
段
に
つ
い
て
は
、
室
町
物
語
影
印
叢
刊
の
本
文
に
基
づ
き
概
要
を
追
う
。

は
じ
め
に

本
稿
は
、
日
本
女
子
大
学
日
本
文
学
科
蔵
『
狐
の
草
子
』（
以
下
、「
女
子
大
本
」）

の
輪
読
会
の
成
果
を
も
と
に
、
そ
の
注
釈
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

輪
読
会
に
お
け
る
担
当
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
段
・
第
二
段　
　

吉
田

第
三
段
・
第
五
段　
　

武
居

第
四
段
・
第
七
段　
　

藤
田

第
六
段　
　
　
　
　
　

大
塚

こ
れ
に
加
え
本
稿
で
は
、『
狐
の
草
子
』
諸
本
の
問
題
に
つ
い
て
渡
邊
が
整
理
し
、

三
上
が
校
正
を
担
当
、
最
終
的
に
伊
達
が
統
括
し
た
。
な
お
、
図
版
・
翻
刻
・
校
異

に
関
し
て
は
、
別
稿
「
日
本
女
子
大
学
日
本
文
学
科
蔵
『
狐
の
草
子
』
─
翻
刻
編
─
」

（『
国
文
目
白
』
第
五
七
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

日
本
女
子
大
学
日
本
文
学
科
蔵
『
狐
の
草
子
』
─
注
釈
編
─

石
井
倫
子
・
伊
達
　
舞
・
渡
邊
咲
子

吉
田
怜
世
・
大
塚
千
聖
・
武
居
真
穂

藤
田
百
合
子
・
三
上
真
由
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【
本
文
】

ひ
て
う
は
文
取
り
て
帰
り
ぬ
。
し
ば
し
あ
り
て
、「
こ
の
使
ひ
に
人
を
つ
け
て
、

行
く
所
を
見
入
れ
て
お
く
べ
か
り
け
る
も
の
を
」
と
思
ひ
た
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
ひ

て
う
、
急
ぎ
て
文
と
て
又
差
し
出
し
た
り
。
僧
都
取
り
て
見
れ
ば
、

日
頃
申
し
た
く
は
候
ひ
つ
れ
ど
も
、
御
心
も
い
か
が
と
慎
ま
し
く
て
打
ち
過
ぎ

候
へ
ど
も
、
思
ひ
あ
ま
り
、
申
し
候
ひ
つ
る
に
、
御
返
事
御
嬉
し
く
こ
そ
候
へ
。

こ
れ
に
は
大
人
し
や
か
な
る
人
こ
そ
よ
く
候
へ
。
若
き
人
は
心
多
く
て
恥
づ
か

し
く
候
。
そ
な
た
に
も
御
心
寄
せ
に
候
へ
ば
こ
そ
、
か
や
う
に
細
々
と
承
り
候

ふ
ら
む
。
い
つ
し
か
な
る
や
う
に
候
へ
ど
も
、
今
宵
同
じ
く
は
御
物
越
し
に
て

も
申
し
候
は
ば
や
。
そ
れ
へ
参
り
た
く
候
へ
ど
も
、
お
ぼ
ろ
け
に
て
は
軽
々
し

く
歩
き
な
ど
す
る
身
に
て
も
候
は
ず
。
夜
更
け
方
に
忍
び
て
御
渡
り
候
へ
。
御

共
の
人
も
難
し
く
候
へ
ば
、
こ
れ
に
車
も
候
。
御
迎
へ
に
参
ら
せ
候
は
ん
。

と
ぞ
書
き
た
り
け
る
。
僧
都
い
よ
い
よ
心
憎
く
思
ひ
、「
輿
車
も
持
ち
た
り
け
り
。

物
見
な
ど
も
せ
ん
ず
る
」
と
い
よ
い
よ
心
地
よ
く
て
返
事
を
ぞ
書
き
た
り
け
る
。

立
ち
返
り
、
か
や
う
に
承
り
候
ふ
こ
そ
御
嬉
し
く
候
へ
。
夜
更
く
る
ほ
ど
に
参

り
候
べ
し
。
雨
風
吹
き
候
ふ
と
も
、
必
ず
必
ず
。

と
ぞ
書
き
た
り
け
る
。
僧
都
、
見
目
・
事
柄
も
、
さ
す
が
若
く
よ
り
心
色
め
き
た
る

人
に
て
、
髪
剃
り
、
湯
引
き
、
眉
の
霜
打
ち
払
ひ
、
残
る
眉
毛
い
と
少
な
く
、
白
々

と
打
ち
散
り
た
り
。
心
化
粧
し
て
老
の
波
の
夜
を
待
ち
侍
る
に
、
二
十
日
の
月
差
し

出
る
ほ
ど
に
、
車
の
音
し
て
門
を
開
け
、
先
の
ひ
て
う
導
し
て
来
た
り
。
八
葉
の
車

の
さ
る
体
な
る
に
、
飴
な
る
牛
か
け
て
、
二
十
ば
か
り
な
る
童
の
清
げ
な
る
が
車
や

り
入
れ
た
り
。
中
間
と
思
し
く
て
直
垂
着
た
る
男
二
、
三
人
具
し
た
り
。
僧
都
車
に

乗
り
て
、
彼
の
ひ
て
う
を
も
後
に
乗
せ
て
け
り
。

【
私
注
】

一
、【
校
訂
本
文
】
に
は
読
解
の
便
宜
上
、
次
の
よ
う
な
校
訂
を
施
し
た
。

１　

適
宜
改
行
を
行
い
、
句
読
点
・
濁
点
を
付
し
た
。

２　

心
中
思
惟
や
会
話
文
に
は
「　

」
を
付
し
た
。
た
だ
し
、
草
子
地
と
の
区
別

が
曖
昧
な
箇
所
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
付
さ
な
い
。

３　

漢
字
体
は
、
す
べ
て
常
用
の
も
の
を
用
い
た
。

４　

漢
字
の
踊
り
字
は
「
々
」
に
統
一
し
、
仮
名
の
踊
り
字
「
ゝ
」
や
「
〳
〵
」

は
開
い
た
。

５　

対
校
本
に
よ
り
校
訂
を
施
し
た
箇
所
は
、（
校
訂
箇
所
）
と
し
て
示
し
た
。

一
、
関
連
す
る
先
行
研
究
や
参
考
文
献
に
関
し
て
は
注
番
号
を
付
し
、
第
七
段
の
後

に
ま
と
め
て
示
し
た
。

一
、
各
段
の
終
わ
り
に
輪
読
会
に
お
け
る
段
の
担
当
者
を
示
し
た
。
な
お
、
席
上
で

出
た
意
見
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
発
言
者
を
断
ら
な
い
。

※
女
子
大
本
・
諸
本
と
も
に
詞
書
が
欠
落
。

〈
第
一
図
〉

画
面
右
側
に
、
屋
内
で
文
を
読
む
僧
形
の
男
と
縁
側
に
座
る
女
の
絵
が
大
き
く
描

か
れ
る
。
続
く
第
二
段
の
詞
書
か
ら
、
女
主
人
か
ら
僧
都
へ
の
文
を
侍
女
が
持
っ
て

き
た
場
面
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
中
央
か
ら
左
側
に
か
け
て
は
、
薄
や
紅
葉

し
た
樹
木
、
落
下
し
た
紅
葉
な
ど
秋
の
景
物
が
続
い
て
い
る
。

（
吉
田
怜
世
）

※
女
子
大
本
の
み
詞
書
欠
落
。

※
詞
書
は
室
町
物
語
影
印
叢
刊
の
本
文
に
よ
る
。
な
お
、
そ
の
ま
ま
で

意
味
の
通
ら
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
諸
本
と
比
較
の
上
、
私
に
改
め

た
。

第
一
段

第
二
段
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僧
都
が
女
主
人
か
ら
の
迎
え
を
待
つ
様
子
。「
老
の
波
」
は
、「
老
の
な
み
よ
る
を

も
し
ら
で
あ
す
か
が
は
あ
す
の
ふ
ち
せ
を
ま
つ
ぞ
は
か
な
き
」（『
実
材
母
集
』・

六
九
二
・
ふ
け
行
く
月
を
み
て
）
な
ど
の
よ
う
に
、
波
の
縁
語
で
あ
る
「
寄
る
」

に
「
夜
」
を
掛
け
、
自
身
の
老
い
を
述
懐
し
た
も
の
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
老
僧

の
顔
の
皺
を
連
想
さ
せ
つ
つ
「
夜
」
を
導
く
序
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
逢

瀬
を
心
待
ち
に
す
る
老
僧
に
雅
な
歌
語
を
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
滑
稽
さ
が
増
す
。

○
八
葉
の
車
の
さ
る
体
な
る
に
、
…
…
直
垂
着
た
る
男
二
、
三
人
具
し
た
り

「
八
葉
の
車
」
は
網
代
車
の
一
種
で
、
網
代
の
車
箱
の
表
面
を
青
地
に
黄
で
八
葉

（
八
曜
）
の
丸
の
文
様
を
散
ら
し
た
も
の
。
幅
広
く
用
い
ら
れ
た
が
、
時
代
が
下

る
と
摂
政
、
関
白
、
大
臣
な
ど
身
分
の
高
い
貴
族
の
乗
用
と
な
っ
た
。「
飴
な
る

牛
」
は
、
飴
色
を
し
た
牛
の
こ
と
で
、
上
等
・
高
貴
な
牛
と
し
て
貴
ば
れ
た
。「
二

十
ば
か
り
な
る
童
」
は
牛
飼
童
。「
中
間
」
は
公
家
や
武
家
、
寺
院
な
ど
に
仕
え

た
従
者
。
き
れ
い
な
童
や
従
者
を
と
と
も
に
高
貴
な
車
を
寄
越
し
た
女
主
人
に
対

し
、
僧
都
だ
け
で
な
く
読
者
も
期
待
を
掻
き
立
て
ら
れ
る
。

【
通
釈
】

ひ
て
う
は
手
紙
を
受
け
取
っ
て
帰
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、「
こ
の
使
い
に
人
を

つ
け
て
、
行
く
所
を
見
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
の
に
」
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ

の
ひ
て
う
が
、
大
急
ぎ
で
再
び
手
紙
を
差
し
出
し
た
。
僧
都
は
取
っ
て
見
る
と
、

常
日
頃
、
お
手
紙
を
差
し
上
げ
た
く
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
あ
な
た
様
の
お
心
も

ど
う
か
と
気
恥
ず
か
し
く
そ
の
ま
ま
日
々
を
過
ご
し
ま
し
て
も
、
胸
一
つ
に
お

さ
め
き
れ
ず
、
手
紙
を
差
し
上
げ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
お
返
事
大
変
嬉
し
く
存
じ

ま
す
。
私
に
は
年
長
者
で
あ
る
人
の
方
が
好
ま
し
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
若
い

人
は
気
が
多
く
て
気
遅
れ
い
た
し
ま
す
。
あ
な
た
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
私
に

ご
好
意
を
お
寄
せ
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
に
細
々
と

○
ひ
て
う

女
主
人
と
僧
都
と
の
間
を
取
り
持
つ
侍
女
。「
ひ
て
う
」
に
は
「
美
女
（
び
ぢ
よ
・

び
ん
ぢ
よ
）」
の
転
じ
た
侍
女
を
示
す
普
通
名
詞
と
す
る
説
（
注
一
）と
、
侍
女
の
呼
称
と

す
る
説（
注
二
）（
注
三
）

の
二
説
が
あ
る
。
後
者
に
類
似
す
る
例
と
し
て
は
謡
曲
『
土
蜘
蛛
』
に

「
こ
て
う
（
胡
蝶
）」
と
い
う
名
の
侍
女
が
登
場
す
る
。
本
絵
巻
に
は
後
述
の
よ
う

に
謡
曲
と
の
発
想
の
近
似
も
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
ひ
て
う
（
飛
蝶
）」
の
ご

と
き
侍
女
の
名
で
あ
る
か
。

○
僧
都

僧
綱
の
う
ち
僧
正
に
次
ぐ
第
二
等
官
。
こ
の
僧
都
の
モ
デ
ル
を
南
北
朝
期
の
真
言

律
僧
、
文
観
房
弘
真
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。
→
【
補
注
】

○
い
つ
し
か
な
る
や
う
に
候
へ
ど
も

「
い
つ
し
か
な
る
」
は
早
す
ぎ
、
尚
早
の
意
味
。
気
が
早
い
よ
う
で
は
あ
る
が
今

宵
す
ぐ
に
も
逢
い
た
い
、
と
女
主
人
の
方
か
ら
積
極
的
に
僧
都
を
誘
惑
し
て
い
る
。

○
眉
の
霜
打
ち
払
ひ

眉
毛
に
生
え
た
白
髪
を
抜
く
こ
と
を
、
霜
を
払
う
の
に
喩
え
て
い
う
。
直
前
の

「
髪
剃
り
、
湯
引
き
」
と
と
も
に
僧
都
が
身
な
り
を
整
え
る
様
子
。
前
文
に
「
見

目
・
事
柄
も
、
さ
す
が
若
く
よ
り
心
色
め
き
た
る
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
僧
都

が
若
い
頃
よ
り
色
事
に
手
慣
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
老
僧
と
な
っ
て
な
お
逢

瀬
の
支
度
に
余
念
が
な
い
描
写
が
、
読
者
に
生
々
し
く
も
滑
稽
な
姿
を
想
像
さ
せ

る
。

○
心
化
粧

相
手
に
好
感
を
与
え
よ
う
と
改
ま
っ
た
気
持
ち
に
な
る
こ
と
。
ま
た
異
性
を
意
識

し
、
気
持
ち
を
繕
い
容
姿
な
ど
に
気
を
つ
け
る
こ
と
を
い
う
。〈
参
考
〉「
暮
れ
ぬ

れ
ば
、
典
薬
助
、
い
つ
し
か
と
心
げ
さ
う
し
あ
り
き
て
」（『
落
窪
物
語
』
巻
第
二
）

○
老
の
波
の
夜
を
待
ち
侍
る
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は
じ
め
と
し
た
従
者
が
立
派
な
牛
車
を
引
い
て
や
っ
て
来
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
そ

の
行
き
届
い
た
様
子
か
ら
は
、
女
主
人
の
高
貴
さ
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
ま
た
絵
と

絵
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
広
く
取
ら
れ
た
間
隔
は
、
牛
の
歩
み
の
遅
さ
と
、
女
主
人
と
の

逢
瀬
に
は
や
る
僧
都
の
心
情
を
対
比
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

絵
柄
に
関
し
て
、
女
子
大
本
に
の
み
牛
車
に
梅
の
文
様
が
、
ま
た
女
子
大
本
と
早

稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
の
み
従
者
の
着
て
い
る
直
衣
に
柄
が
施
さ
れ
て
い
る
。

【
補
注
】『
狐
の
草
子
』
の
僧
都
と
文
観
房
弘
真

『
狐
の
草
子
』
の
僧
都
は
、
出
家
者
と
い
う
立
場
で
あ
り
な
が
ら
好
色
な
性
格
が

災
い
し
て
狐
に
誑
か
さ
れ
る
愚
僧
と
し
て
描
か
れ
る
。
内
田
啓
一
氏
は
こ
の
『
狐
の

草
子
』
と
構
成
や
構
図
な
ど
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
『
文
観
阿
舎
利
絵
巻
』
の
存
在
か
ら
、

僧
都
の
モ
デ
ル
が
文
観
房
弘
真
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
二
）。

文
観
房
弘
真
（
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
〜
延
文
二
年
（
一
三
五
七
））
は
、
南

朝
の
護
持
僧
と
し
て
後
醍
醐
天
皇
に
重
用
さ
れ
た
真
言
律
僧
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇

の
親
政
下
で
は
そ
の
厚
い
信
任
を
背
景
に
東
寺
長
者
と
な
る
な
ど
栄
華
を
極
め
、
親

政
崩
壊
後
も
天
皇
と
と
も
に
吉
野
に
移
り
南
朝
恢
弘
に
尽
力
し
た
。
邪
教
と
さ
れ
た

立
川
流
を
修
し
、『
太
平
記
』
で
は
悪
僧
・
破
戒
僧
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

内
田
氏
は
、
本
絵
巻
の
僧
都
と
文
観
に
以
下
の
共
通
点
を
挙
げ
、
本
絵
巻
が
単
な

る
異
類
譚
・
霊
験
譚
の
お
伽
草
子
で
は
な
く
、
南
北
朝
期
の
歴
史
的
背
景
を
も
っ
て

成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。

（
１
）　

僧
都
と
女
主
人
と
の
贈
答
歌
で
詠
ま
れ
た
「
吉
野
山
」
は
、
後
醍
醐
天
皇

が
南
朝
を
成
立
さ
せ
た
吉
野
を
想
起
さ
せ
る
。

（
２
）　

狐
に
誑
か
さ
れ
た
僧
都
を
見
つ
け
た
「
近
衛
殿
の
侍
」
は
、
後
醍
醐
天
皇

の
信
任
に
よ
り
氏
長
者
・
関
白
と
な
っ
た
近
衛
経
忠
・
経
家
を
想
起
さ
せ

る
。

お
手
紙
を
頂
戴
い
た
し
ま
す
の
で
し
ょ
う
。
尚
早
な
よ
う
で
は
ご
ざ
い
ま
す

が
、
今
夜
、
同
じ
こ
と
な
ら
ば
、
物
越
し
に
で
も
お
話
し
い
た
し
た
く
存
じ
ま

す
。
そ
ち
ら
へ
参
上
い
た
し
た
く
存
じ
ま
す
が
、
並
々
の
こ
と
で
は
軽
率
に
外

出
な
ど
す
る
身
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
夜
更
け
の
頃
に
人
目
を
避
け
て
お
越
し

く
だ
さ
い
。
お
供
の
方
も
難
し
い
よ
う
で
す
の
で
、
こ
ち
ら
に
お
車
も
ご
ざ
い

ま
す
。
お
迎
え
に
参
上
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

と
書
い
て
あ
っ
た
。
僧
都
は
、
ま
す
ま
す
心
が
惹
か
れ
る
よ
う
に
思
っ
て
、「
輿
や

車
も
持
っ
て
い
た
こ
と
よ
。
物
見
な
ど
も
す
る
の
だ
ろ
う
。」
と
、
ま
す
ま
す
気
分

が
よ
く
な
っ
て
返
事
を
書
い
た
の
で
あ
っ
た
。

折
り
返
し
、
こ
の
よ
う
に
拝
見
い
た
し
ま
す
こ
と
こ
そ
、
本
当
に
嬉
し
く
ご
ざ

い
ま
す
。
夜
が
更
け
る
頃
合
に
、
参
上
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
雨
風
が
吹
き
ま
し

て
も
、
必
ず
必
ず
。

と
書
い
た
の
だ
っ
た
。
僧
都
は
、
容
貌
・
人
柄
も
、
な
ん
と
い
っ
て
も
若
い
頃
か
ら

好
色
な
人
な
の
で
、
髪
を
剃
り
、
湯
を
浴
び
、
眉
の
白
髪
を
抜
き
、
残
っ
た
眉
毛
は

と
て
も
少
な
く
、
抜
い
た
眉
毛
が
白
々
と
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
張
り
切
っ
て
、「
老

い
の
波
の
寄
る
」
よ
ろ
し
く
夜
を
待
っ
て
お
り
ま
す
と
、
二
十
日
の
月
が
上
り
は
じ

め
る
頃
に
、
車
の
音
が
し
て
門
を
開
け
、
先
ほ
ど
の
ひ
て
う
が
牛
車
を
道
案
内
し
て

き
た
。
八
葉
の
文
様
の
つ
い
た
車
で
立
派
な
様
子
の
も
の
に
、
飴
色
の
牛
を
つ
な
い

で
、
二
十
歳
く
ら
い
の
牛
飼
童
で
小
綺
麗
な
者
が
車
を
押
し
入
れ
た
。
中
間
と
思
わ

れ
て
、
直
垂
を
着
た
男
を
二
、
三
人
連
れ
て
い
た
。
僧
都
は
車
に
乗
っ
て
、
例
の
ひ

て
う
を
も
後
ろ
に
乗
せ
た
。

〈
第
二
図
〉

僧
都
が
湯
浴
み
を
す
る
様
子
と
、
迎
え
を
心
待
ち
に
外
を
眺
め
る
様
子
を
異
時
同

図
法
で
描
く
。
僧
都
の
目
線
の
先
に
は
、
先
導
す
る
侍
女
と
、
小
綺
麗
な
牛
飼
童
を
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咲
き
乱
れ
、
風
に
な
び
く
。
空
薫
の
匂
ひ
、
さ
も
気
高
く
、
い
と
ど
心
も
い
さ
ぎ
よ

し
。
車
さ
し
入
れ
ば
、
女
郎
花
の
生
絹
の
袴
着
た
る
女
房
の
お
と
な
し
や
か
な
る
が

出
で
て
内
へ
導
く
。
空
薫
み
ち
み
ち
て
よ
ろ
づ
心
あ
る
さ
ま
な
り
。
一
間
な
る
所

に
、
琴
・
琵
琶
立
て
て
、
几
帳
に
は
あ
ら
で
引
物
し
た
る
内
に
あ
り
け
る
人
を
見
れ

ば
、
そ
の
さ
ま
あ
て
や
か
に
、
楊
貴
妃
・
李
夫
人
の
装
ひ
も
こ
れ
に
は
過
ぎ
じ
と
ぞ

覚
ゆ
。
僧
都
の
そ
ば
に
居
た
り
。
い
か
に
な
る
こ
と
ぞ
と
あ
ま
り
の
こ
と
に
胸
う
ち

騒
ぎ
、
わ
な
わ
な
と
震
は
れ
た
り
。
言
ふ
言
の
葉
も
ゆ
か
し
き
さ
ま
な
り
。
こ
は
い

か
に
、
こ
れ
ほ
ど
の
人
な
き
心
地
せ
ら
れ
て
、
と
か
く
た
め
ら
ひ
、
し
ば
し
物
語
な

ど
し
て
居
た
る
も
心
も
と
な
く
、
と
く
寝
ば
や
と
思
ひ
、
恥
づ
か
し
な
が
ら
と
り
あ

へ
ず
、我

が
た
め
に
あ
り
け
る
も
の
を
吉
野
山
人
に
知
ら
れ
ぬ
花
の
住
み
家
は

と
音お
と
づ
れ信
け
れ
ば
、
何
と
な
き
や
う
に
て
、

枝
な
ら
ぬ
身
な
れ
ば
風
も
知
ら
ぬ
に
や
花
の
住
み
家
と
君
は
言
へ
ど
も

と
詠
じ
け
れ
ば
、
僧
都
い
よ
い
よ
感
に
堪
へ
、
夜
更
く
る
も
知
ら
で
遊
び
居
り
、
や

う
や
う
明
け
方
に
ま
ど
ろ
み
て
け
り
。

（
校
訂
箇
所
）
女
郎
花
の
生
絹
の
袴
着
た
る
女
房
み
ち
み
ち
て
→
女
郎
花
の
生
絹

の
袴
着
た
る
女
房
の
お
と
な
し
や
か
な
る
が
出
で
て
内
へ
導
く
。
空
薫
み
ち
み
ち

て
【
私
注
】

○
薄
檜
皮
な
る
棟
門
を
並
べ
た
る
館

棟
門
は
、
左
右
二
本
の
柱
に
切
妻
破
風
造
り
の
屋
根
を
備
え
た
立
派
な
門
。「
む

ね
か
と
の
ゆ
へ
〳
〵
し
き
が
み
ゆ
れ
ば
、
堂
な
ど
に
や
と
思
ひ
て
た
ち
入
た
る

に
」（『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
四
）
と
あ
る
よ
う
に
、
寺
院
や
公
卿
な
ど
高
い
身
分

（
３
）　

狐
か
ら
僧
都
を
救
っ
た
（
狐
が
作
り
上
げ
た
世
界
を
破
っ
た
）「
地
蔵
」

は
、
足
利
尊
氏
が
信
仰
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
後
醍
醐
天
皇
の
親

政
か
ら
足
利
武
家
政
権
に
移
行
さ
せ
た
足
利
尊
氏
の
隠
喩
と
読
め
る
。

（
４
）　

僧
都
が
狐
の
邸
で
過
ご
し
た
と
さ
れ
る
「
七
年
」
は
、
文
観
が
後
醍
醐
天

皇
の
親
政
下
で
寵
用
さ
れ
栄
華
を
極
め
た
、
足
か
け
七
年
と
重
な
る
。

た
だ
し
内
田
氏
が
指
摘
す
る
の
は
、
実
在
の
人
物
と
し
て
の
文
観
で
は
な
く
、
後

世
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
た
文
観
像
の
摂
取
で
あ
る
。
狐
と
僧
都
と
い
う
取
り
合
わ

せ
に
つ
い
て
も
、
文
観
が
狐
と
結
び
つ
き
の
深
い
ダ
キ
ニ
天
法
を
修
し
た
と
し
て
高

野
山
衆
徒
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
文
観
が
逆
に
狐
に
化
か
さ
れ

た
と
い
う
と
こ
ろ
に
面
白
み
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
本
絵
巻
の
僧
都
の
モ
デ
ル
を
文

観
と
想
定
し
た
場
合
、
現
存
諸
本
の
す
べ
て
が
第
一
段
を
欠
く
こ
と
に
つ
い
て
も
、

内
田
氏
の
推
測
通
り
、
明
ら
か
に
文
観
と
判
明
す
る
段
で
あ
り
、
文
観
の
名
が
付
さ

れ
た
聖
教
や
美
術
作
が
焼
か
れ
た
り
墨
消
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
と
同
様
に
、
意
図
的

に
破
棄
さ
れ
た
も
の
と
し
て
得
心
が
い
く
。

も
っ
と
も
女
子
大
本
は
狐
に
化
か
さ
れ
た
僧
都
へ
の
嘲
笑
の
視
線
が
付
加
さ
れ
る

な
ど
、『
狐
の
草
子
』
諸
本
の
な
か
で
も
よ
り
滑
稽
譚
的
要
素
が
強
ま
っ
た
性
格
が

見
ら
れ
て
お
り
、
内
田
氏
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
成
立
当
初

の
意
図
が
薄
れ
、
単
な
る
異
類
譚
・
霊
験
譚
と
し
て
伝
来
さ
れ
て
い
っ
た
後
の
写
し

と
考
え
ら
れ
る
。

（
吉
田
怜
世
）

【
校
訂
本
文
】

今
は
十
町
ば
か
り
も
行
き
ぬ
ら
ん
と
思
ふ
う
ち
に
、
薄
檜
皮
な
る
棟
門
を
並
べ
た

る
館
の
内
へ
さ
し
入
れ
た
り
。
こ
れ
は
秋
の
半
ば
な
れ
ば
、
庭
に
は
何
と
な
き
草
花

第
三
段
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重
ね
て
、
生
絹
の
小
袖
、
袴
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
に
雪
の
曙
の
賜
び
た
る
ぞ
、
い
つ

よ
り
も
う
れ
し
か
り
し
」（『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
二
）

○
引
き
物

布
を
引
い
て
仕
切
り
、
隔
て
と
す
る
物
。
帳
な
ど
。〈
参
考
〉「
引
物
も
お
ろ
し
て

け
る
に
や
、
障
子
の
奥
に
寝
た
る
そ
ば
に
、
馴
れ
が
ほ
に
寝
た
る
人
あ
り
」（『
と

は
ず
が
た
り
』
巻
一
）。
な
お
第
三
図
に
は
引
き
物
は
見
ら
れ
ず
、
屏
風
と
襖
が

描
か
れ
て
い
る
。

○
楊
貴
妃
・
李
夫
人
の
装
ひ

女
性
を
美
人
に
喩
え
る
常
套
句
。〈
参
考
〉「
や
う
き
ひ
の
、
ゑ
む
し
よ
く
を
、
あ

さ
け
り
…
…
り
ふ
じ
ん
の
姿
。
れ
う
か
く
の
間
に
へ
む
す
」（『
た
ま
も
の
さ
う

し
』）

○
い
か
に
な
る
こ
と
ぞ

対
校
諸
本
「
い
か
に
あ
る
事
ぞ
」。「
い
か
な
る
こ
と
ぞ
」
の
意
と
し
た
。

○
恥
づ
か
し
な
が
ら
と
り
あ
へ
ず

対
校
諸
本
に
な
し
。
底
本
の
欠
落
箇
所
に
あ
た
る
第
一
段
で
描
か
れ
る
色
好
み
の

僧
都
像
を
受
け
、
女
主
人
に
対
し
気
後
れ
し
つ
つ
も
当
意
即
妙
な
歌
を
詠
ん
だ
僧

都
の
様
子
が
付
け
足
さ
れ
て
い
る
。

○
我
が
た
め
に
あ
り
け
る
も
の
を
吉
野
山
人
に
知
ら
れ
ぬ
花
の
住
み
家
は

本
歌
は
「
我
が
た
め
に
あ
り
け
る
も
の
を
下
野
や
室
の
八
島
に
た
へ
ぬ
思
ひ
は
」

（『
平
治
物
語
』
巻
中
・
藤
原
成
憲
）。「
吉
野
山
」
は
平
安
時
代
以
後
か
ら
、「
み

吉
野
の
山
の
あ
な
た
に
宿
も
が
な
世
の
憂
き
時
の
隠
れ
家
に
せ
む
」（『
古
今
和
歌

集
』
巻
第
一
八
・
雑
歌
下
・
九
五
〇
・
題
し
ら
ず
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
な
ど
の
よ

う
に
隠
棲
の
地
で
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
「
は
な
桜
さ
か
り
に
な
れ
ば

よ
し
の
や
ま
春
は
た
え
せ
ず
嶺
の
し
ら
く
も
」（『
風
情
集
』・
一
・
桜
・
藤
原
公

重
）
の
よ
う
に
桜
の
名
所
と
さ
れ
た
。「
花
の
住
み
家
」
の
典
拠
に
は
、「
う
ぐ
ひ

の
貴
族
の
邸
宅
に
設
け
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
棟
門
を
「
並
べ
た
る
」
と
す
る
底
本

の
表
現
は
や
や
不
審
。

○
こ
れ
は
秋
の
半
ば
な
れ
ば
、
…
…
よ
ろ
づ
心
あ
る
さ
ま
な
り

女
主
人
の
邸
の
「
よ
ろ
づ
心
あ
る
さ
ま
」
を
僧
の
視
点
か
ら
描
写
す
る
。
対
校
本

と
の
異
文
が
集
中
す
る
箇
所
で
あ
る
が
、
①
庭
に
草
花
が
咲
き
乱
れ
て
い
る
点
、

②
空
薫
の
匂
い
が
す
る
点
、
③
出
迎
え
る
女
房
が
季
節
感
の
あ
る
装
い
を
し
て
い

る
点
な
ど
、
大
凡
の
内
容
は
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
女
郎
花
の
生
絹
の
着

た
る
女
房
み
ち
み
ち
て
」
と
あ
る
箇
所
は
、
対
校
諸
本
で
「
を
み
な
へ
し
の
す
ゝ

し
の
は
か
ま
き
た
る
女
は
う
の
お
と
な
し
や
か
な
る
か
い
て
ゝ
う
ち
へ
み
ち
ひ
く

そ
ら
た
き
み
ち
〳
〵
て
」
と
な
っ
て
お
り
、
意
味
が
異
な
る
。
こ
の
点
、
底
本
の

文
意
が
や
や
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
、
絵
で
は
対
校
諸
本
と
同
様
に
女
房
が
一
人
し

か
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
対
校
諸
本
に
倣
い
校
訂
し
た
。
秋
の
草
花
が
咲

い
て
い
る
所
に
香
が
匂
う
情
景
は
、
そ
こ
に
住
む
女
が
情
趣
を
解
す
る
人
物
で
あ

る
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
。〈
参
考
〉「
御
前
の
前
栽
心
に
ま
か
せ
て
高
く
生
ひ
茂
る

を
、
露
は
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
き
ら
め
き
わ
た
り
…
…
薫
物
の
香
、
い
と
か
う

ば
し
く
匂
ひ
出
で
た
り
け
る
だ
に
、
今
ま
で
御
格
子
も
参
ら
で
月
な
ど
御
覧
じ
け

る
に
や
と
、
あ
さ
ま
し
く
め
で
た
く
お
ぼ
え
け
る
に
、
奥
深
く
、
筝
の
琴
を
平
調

に
調
べ
ら
れ
た
る
声
、
ほ
の
か
に
聞
こ
え
た
り
け
る
」（『
無
名
草
子
』）

○
女
郎
花
の
生
絹
の
袴
着
た
る
女
房

「
女
郎
花
」
は
秋
に
着
用
す
る
襲
の
色
目
の
名
。
和
歌
で
は
「
女
郎
花
色
に
も
あ

る
か
な
松
虫
を
本
に
宿
し
て
誰
を
待
つ
ら
ん
」（『
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
六
・
秋
歌

中
・
三
四
六
・
題
し
ら
ず
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
よ
う
に
女
性
と
結
び
つ
け
ら

れ
、
僧
都
を
邸
へ
誘
う
女
房
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
致
す
る
。「
生
絹
」
は
生
糸
で
織
っ

た
布
を
打
っ
て
柔
ら
か
く
し
た
も
の
で
、
上
臈
女
房
に
ふ
さ
わ
し
い
服
装
。〈
参

考
〉「
女
郎
花
の
単
衣
襲
に
、
袖
に
秋
の
野
を
縫
ひ
て
露
置
き
た
る
赤
色
の
唐
衣
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満
し
て
、
何
に
つ
け
て
も
風
情
あ
る
様
子
で
あ
る
。
一
つ
の
部
屋
に
琴
・
琵
琶
を
立

て
て
、
几
帳
で
は
な
く
て
引
き
物
を
し
て
い
る
中
に
居
た
人
を
見
る
と
、
そ
の
容
姿

は
上
品
で
美
し
く
、
楊
貴
妃
・
李
夫
人
の
装
い
も
こ
れ
に
は
及
ぶ
ま
い
と
思
わ
れ

る
。
女
主
人
は
僧
都
の
そ
ば
に
座
っ
た
。
ど
う
し
た
こ
と
か
と
、
あ
ま
り
の
こ
と
に

胸
が
騒
ぎ
、
が
た
が
た
と
震
え
た
。
話
す
言
葉
も
い
つ
ま
で
も
聞
い
て
い
た
い
よ
う

な
女
主
人
の
様
子
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
、
こ
れ
ほ
ど
の
人
は
い
な
い

と
い
う
気
持
ち
が
し
て
、
あ
れ
こ
れ
と
迷
い
、
し
ば
ら
く
話
な
ど
を
し
て
い
た
が
落

ち
着
か
ず
、
早
く
寝
た
い
と
思
い
、
気
後
れ
し
な
が
ら
他
の
こ
と
は
差
し
置
い
て
、

私
の
た
め
に
あ
っ
た
の
だ
な
あ
。
他
の
人
に
知
ら
れ
て
い
な
い
吉
野
山
の
花
の

よ
う
な
あ
な
た
の
住
み
家
は
。

と
詠
み
か
け
た
の
で
、
女
主
人
は
こ
れ
と
い
っ
た
こ
と
も
な
い
様
子
で
、

私
の
身
は
枝
で
は
な
い
の
で
風
も
気
付
か
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
花
の
住
み
家

な
ん
て
あ
な
た
は
言
う
け
れ
ど
も
。

と
詠
じ
た
の
で
僧
都
は
い
よ
い
よ
深
く
感
動
し
、
夜
が
更
け
る
の
も
知
ら
ず
に
詩
歌

管
弦
の
遊
び
を
続
け
、
よ
う
や
く
明
け
方
に
う
と
う
と
と
寝
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

〈
第
三
図
〉

女
主
人
の
邸
へ
の
到
着
場
面
と
、
部
屋
で
僧
都
と
女
主
人
が
対
面
し
語
ら
う
場
面

と
が
異
時
同
図
で
描
か
れ
る
。
棟
門
か
ら
入
っ
た
牛
車
が
進
ん
で
ゆ
く
と
、
縁
側
で

は
女
房
が
牛
車
の
中
の
僧
都
に
向
か
っ
て
手
招
き
を
し
て
い
る
。
牛
車
は
本
来
後
部

か
ら
乗
車
し
前
部
か
ら
降
車
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
乗
車
口
で
あ
る
後
部

か
ら
僧
都
が
降
り
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
（
注
四
）。

邸
内
に
は
琵
琶
・
琴
の
ほ
か
朱
色
で

雁
の
群
れ
を
描
い
た
屏
風
も
立
て
ら
れ
お
り
、
こ
う
し
た
点
に
も
女
主
人
の
邸
の
情

趣
深
さ
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
ひ
と
つ
奥
の
部
屋
で
は
僧
都
と
女
主
人
が
対
面
し
て

い
る
。
殿
油
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
夜
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
段
の

す
の
木
伝
ふ
枝
を
尋
ぬ
と
て
花
の
住
み
処
を
行
き
て
見
し
は
や
」（『
元
良
親
王

集
』・
一
二
一
・
御
匣
殿
に
、
宮
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
元
良
親
王
集
』
の
「
花
」

は
梅
、「
花
の
住
み
処
」
は
御
匣
殿
の
家
を
指
す
。
当
該
歌
で
は
「
花
」
が
吉
野

の
桜
に
詠
み
か
え
ら
れ
、「
花
の
住
み
家
」
は
女
主
人
の
邸
を
意
味
す
る
。

○
枝
な
ら
ぬ
身
な
れ
ば
風
も
知
ら
ぬ
に
や
花
の
住
み
家
と
君
は
言
へ
ど
も

「
風
」
は
「
ふ
く
風
に
枝
も
む
な
し
く
な
り
ゆ
け
ば
お
つ
る
は
な
こ
そ
ま
れ
に
み

え
け
れ
」（『
千
里
集
』・
三
一
・
枝
空
華
落
稀
）
な
ど
、「
枝
」
に
吹
き
か
け
て

「
花
」
を
散
ら
す
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
、
散
ら
ず
に
い
る
花
は
、

「
風
に
知
ら
れ
ぬ
」
と
さ
れ
た
。
類
歌
に
「
や
え
が
す
み
世
を
へ
だ
て
た
る
住
み

処
に
ぞ
風
に
知
ら
れ
ぬ
花
は
あ
り
け
る
」（『
唯
心
房
集
』・
二
四
・
春
の
う
た
の

な
か
に
・
寂
然
）
が
あ
る
。
女
の
返
歌
は
、
こ
の
よ
う
な
「
桜
」「
風
」
の
和
歌

の
伝
統
的
な
発
想
の
上
で
、「
花
の
住
み
家
」
と
あ
な
た
は
仰
る
け
れ
ど
、
私
の

身
は
桜
の
花
の
枝
で
は
な
い
か
ら
風
に
気
付
か
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
と
切
り
返

し
た
も
の
で
あ
る
。

○
感
に
堪
へ

「
感
に
堪
え
な
い
」
に
同
じ
。
深
く
感
動
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。〈
参
考
〉「
忠

節
の
志
、
も
つ
と
も
感
に
た
へ
た
り
」（『
十
訓
抄
』）

【
通
釈
】

僧
都
が
今
は
十
町
ほ
ど
行
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
う
ち
に
、
従
者
は
車
を
薄
檜
皮
の

棟
門
を
並
べ
て
い
る
館
の
中
へ
入
れ
た
。
今
は
秋
の
半
ば
で
あ
る
の
で
、
庭
に
は
取

り
立
て
て
こ
れ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
様
々
な
草
花
が
咲
き
乱
れ
、
風
に

な
び
く
。
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
匂
っ
て
く
る
香
が
、
い
か
に
も
気
品
が
あ
り
、
ま
す

ま
す
情
趣
も
清
ら
か
で
あ
る
。
車
を
さ
し
入
れ
る
と
、
女
郎
花
の
色
目
の
生
絹
の
袴

を
着
て
い
て
大
人
び
て
い
る
女
房
が
外
に
出
て
、
邸
の
内
へ
導
く
。
空
薫
の
香
が
充
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り
、
僧
都
の
思
い
入
れ
の
深
さ
が
う
か
が
え
る
。〈
参
考
〉「
と
み
に
起
き
た
ま
は

ず
、
日
た
く
る
ま
で
御
殿
籠
り
過
ご
し
た
れ
ば
」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
二
）

○
御
手
水
た
て
ま
つ
り
、
や
が
て
供
御
を
ぞ
参
ら
せ
け
る

御
手
水
を
ご
用
意
さ
せ
、
す
ぐ
に
お
食
事
を
差
し
上
げ
た
、
の
意
。
僧
都
に
対
し

て
天
皇
や
上
皇
の
食
事
に
用
い
ら
れ
る
「
供
御
」
と
い
う
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
後
述
の
「
侍
の
方
」
と
と
も
に
宮
中
を
想
起
さ
せ
る
表
現

で
あ
る
。〈
参
考
〉「
御
手
水
、
御
粥
な
ど
こ
な
た
に
ま
ゐ
る
。
日
高
う
寝
起
き
た

ま
ひ
て
」（『
源
氏
物
語
』
若
紫
）

○
か
か
る
法
師
の
身
な
れ
ば

対
校
諸
本
で
は
、「
か
か
る
ふ
し
き
の
身
な
れ
と
も
」。
底
本
で
の
み
、
女
主
人
と

関
係
を
持
ち
不
邪
淫
戒
を
破
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

○
魚
鳥
食
ふ
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
な
し

動
物
や
魚
の
肉
を
食
べ
る
こ
と
は
不
殺
生
戒
に
値
す
る
。

○
思
ひ
け
る
は

対
校
諸
本
に
は
見
ら
れ
な
い
表
現
。
以
下
、「
ま
こ
と
に
し
る
所
あ
ま
た
あ
る
に

こ
そ
」
ま
で
僧
都
の
心
内
語
と
な
る
か
。

○
食
事
も
し
か
し
か
食
は
ず

対
校
諸
本
「
食
事
も
食
は
ず
」。「
し
か
し
か
」
は
中
世
期
に
は
具
体
的
な
内
容
を

省
略
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
、
時
代
が
下
る
に
従

い
、「
終
に
し
か
し
か
と
ね
む
る
こ
と
な
け
れ
ば
」（『
中
華
若
木
詩
抄
』
上
）
の

よ
う
に
下
に
打
消
の
言
葉
を
伴
っ
て
「
物
事
が
し
っ
か
り
行
わ
れ
な
い
」
と
い
う

意
味
に
も
用
い
ら
れ
た
。
こ
こ
で
も
直
後
に
「
食
は
ず
」
と
打
消
の
語
が
あ
る
こ

と
か
ら
、「
食
事
も
し
っ
か
り
と
摂
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
意
。
き
ら
び
や
か

で
美
し
い
女
主
人
や
宮
仕
え
に
気
後
れ
し
て
食
事
も
喉
を
通
ら
な
い
様
子
を
表

す
。

詞
書
で
女
主
人
は
「
御
物
越
し
に
て
も
」
と
誘
っ
て
い
る
が
、
帳
な
ど
二
人
を
隔
て

る
も
の
は
な
く
、
距
離
の
近
さ
を
思
わ
せ
る
。

な
お
、
第
二
図
で
は
青
色
で
あ
っ
た
牛
車
の
車
輪
の
横
の
紐
が
こ
こ
で
は
黄
色
に

な
っ
て
お
り
、
絵
に
は
不
徹
底
さ
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
女
子
大
本
と
早
大
本
に
の

み
、
襖
や
屏
風
の
図
様
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
武
居
真
穂
）

【
校
訂
本
文
】

さ
て
、
僧
都
は
日
た
く
る
ほ
ど
に
起
き
ぬ
れ
ば
、
御
手
水
た
て
ま
つ
り
、
や
が
て

供
御
を
ぞ
参
ら
せ
け
る
。
魚
色
々
整
へ
据
ゑ
け
れ
ば
、
僧
都
見
て
、「
か
か
る
法
師

の
身
な
れ
ば
、
魚
鳥
食
ふ
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
な
し
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
程
な
く
精
進

の
も
の
を
し
た
た
め
て
参
ら
せ
た
り
。
宮
仕
の
人
々
、
い
づ
れ
も
目
安
き
さ
ま
な

り
。
僧
都
思
ひ
け
る
は
、
か
や
う
に
き
ら
き
ら
し
き
人
に
も
目
馴
れ
ず
。
空
恥
づ
か

し
く
食
事
も
し
か
し
か
食
は
ず
。
足
元
も
た
ど
た
ど
し
く
、
生
強
ひ
に
身
を
つ
く
ろ

ひ
ぬ
れ
ば
、
夜
も
う
ち
と
け
て
寝
ら
れ
ず
。
目
馴
れ
ぬ
こ
と
ど
も
多
く
、
い
と
ど
心

も
恥
づ
か
し
や
。
侍
の
方
を
見
れ
ば
、
男
ど
も
七
、
八
人
、
女
房
ど
も
あ
ま
た
あ
り
。

酒
飲
み
、
歌
ひ
、
遊
び
、
物
品
々
、
ま
こ
と
に
し
る
所
あ
ま
た
あ
る
に
こ
そ
。
ま
こ

と
に
乏
し
か
ら
で
、
か
く
し
つ
つ
年
月
を
ぞ
送
り
け
る
。

（
校
訂
箇
所
）
暫
→
や
が
て
、
か
く
し
つ
し
→
か
く
し
つ
つ

【
私
注
】

○
日
た
く
る
ほ
ど
に
起
き
ぬ
れ
ば

男
女
の
逢
瀬
の
翌
朝
、
男
は
夜
明
け
前
に
は
女
の
家
か
ら
帰
る
の
が
通
常
で
あ

第
四
段
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〈
第
四
図
〉

僧
都
と
女
主
人
が
食
事
を
す
る
様
子
と
、
横
で
給
仕
を
す
る
女
房
が
描
か
れ
る
。

飯
が
高
く
盛
ら
れ
、
僧
都
を
も
て
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
注
五
）。
続
き
の
部
屋
で
は

男
女
が
宴
を
開
い
て
い
る
。「
侍
の
方
」
に
い
る
男
や
女
房
た
ち
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

囲
碁
に
興
じ
る
者
も
描
か
れ
る
が
、
女
子
大
本
と
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
の
み
盤

上
の
碁
が
省
略
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
透
垣
の
奥
に
薄
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
藤
田
百
合
子
）

【
校
訂
本
文
】

か
か
り
け
る
と
こ
ろ
に
、
僧
都
思
ふ
こ
と
な
く
、
女
房
と
た
は
む
れ
遊
び
居
た
る

と
こ
ろ
に
、
門
の
あ
た
り
に
人
音
あ
ま
た
聞
こ
ゆ
る
。
見
や
り
け
れ
ば
、
若
き
僧
の

錫
杖
を
持
ち
た
る
が
二
、
三
人
走
り
入
り
た
り
。
こ
れ
を
見
、
そ
ば
な
る
女
房
を
は

じ
め
て
、
数
多
く
あ
り
つ
る
者
ど
も
、
こ
れ
は
こ
れ
は
と
ば
か
り
に
て
、
我
先
に
と

逃
げ
走
る
。
僧
都
は
肝
を
消
し
、
逃
ぐ
る
人
々
を
見
れ
ば
、
老
ひ
た
る
も
若
き
も
、

幾
年
月
の
頃
を
経
た
る
、
毛
も
な
き
狐
に
な
り
て
、
皆
四
方
へ
逃
げ
、
影
も
形
も
な

か
り
け
り
。

【
私
注
】

○
錫
杖

杖
の
一
種
。
上
部
の
わ
く
に
数
個
の
輪
が
掛
け
て
あ
り
、
振
る
と
鳴
る
の
で
、
道

を
行
く
と
き
や
乞
食
の
と
き
に
用
い
ら
れ
る
。
宝
珠
と
と
も
に
、
地
蔵
菩
薩
の
持

物
と
さ
れ
る
。〈
参
考
〉「
小
僧
一
人
忽
然
と
し
て
来
り
玉
い
し
が
、
手
に
執
錫
杖
、

一
巻
の
書
を
捧
げ
」（『
地
蔵
霊
験
記
』
上
・
八
）

○
肝
を
消
し

第
五
段

○
生
強
ひ
に
身
を
つ
く
ろ
ひ
ぬ
れ
ば

無
理
を
し
て
他
人
に
よ
く
思
わ
れ
る
よ
う
に
体
裁
を
と
り
な
す
。〈
参
考
〉「
も
の

思
ふ
と
人
に
見
え
じ
と
生
強
ひ
に
常
の
面
あ
り
そ
か
ね
つ
る
」（『
万
葉
集
』
巻

四
・
六
一
三
・
山
口
女
王
）

○
侍
の
方

貴
族
の
宮
仕
た
ち
が
詰
め
て
い
る
場
所
。
先
述
の
「
御
手
水
」「
供
御
」
と
と
も

に
宮
中
を
想
起
さ
せ
る
描
写
で
あ
る
。

○
物
品
々
、
ま
こ
と
に
し
る
所
あ
ま
た
あ
る

「
し
る
所
」
は
荘
園
、
領
地
。
底
本
の
み
「
物
品
々
」
と
、
様
々
な
物
が
た
く
さ

ん
あ
る
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
裕
福
で
あ
る
様
子
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
。

【
通
釈
】

さ
て
、
僧
都
は
日
が
高
く
な
る
頃
に
起
き
た
の
で
、
宮
仕
が
御
手
水
を
ご
用
意
し
、

す
ぐ
に
お
食
事
を
差
し
上
げ
た
。
魚
を
様
々
に
用
意
し
て
置
い
た
の
で
、
僧
都
は
見

て
、「
こ
の
よ
う
な
法
師
の
身
な
の
で
、
魚
や
鳥
を
食
べ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
」

と
言
っ
た
の
で
、
程
な
く
精
進
の
も
の
を
用
意
し
て
差
し
上
げ
た
。
宮
仕
の
人
々

は
、
ど
の
人
も
見
苦
し
く
な
く
、
感
じ
が
よ
い
様
子
で
あ
る
。
僧
都
が
思
う
に
は
、

こ
の
よ
う
な
き
ら
び
や
か
で
美
し
い
人
に
も
見
慣
れ
な
い
。
な
に
と
は
な
く
恥
ず
か

し
く
、
食
事
も
し
っ
か
り
と
食
べ
ら
れ
な
い
。
足
元
も
た
ど
た
ど
し
く
、
無
理
に
よ

く
思
わ
れ
よ
う
と
と
り
つ
く
ろ
っ
て
い
た
の
で
、
夜
も
落
ち
着
い
て
寝
ら
れ
な
い
。

見
慣
れ
な
い
こ
と
が
多
く
、
と
て
も
気
が
引
け
る
こ
と
だ
。
侍
者
の
控
室
を
見
る

と
、
男
た
ち
が
七
、
八
人
、
女
房
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
る
。
酒
を
飲
み
、
歌
い
、
遊

び
、
色
々
な
物
、
領
地
が
実
に
た
く
さ
ん
あ
る
に
違
い
な
い
。
実
に
豊
か
で
、
こ
の

よ
う
に
し
な
が
ら
年
月
を
送
っ
た
。
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の
反
古
に
は
罫
線
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
経
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
小
松

和
彦
氏
は
こ
れ
ら
が
紐
で
く
く
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
眼
し
、
中
国
の
伝
承

に
み
ら
れ
る
変
化
の
修
練
を
十
分
に
積
ん
で
い
な
い
、
未
熟
な
狐
で
あ
る
可
能
性
を

指
摘
し
て
い
る
（
注
六
）。

た
だ
し
、
女
子
大
本
の
「
幾
年
月
の
頃
を
経
た
る
、
毛
も
な
き
狐

に
な
り
て
」
と
い
う
詞
書
は
、
力
を
持
っ
た
古
狐
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
武
居
真
穂
）

【
校
訂
本
文
】

さ
て
、
僧
都
は
呆
然
と
し
て
一
人
ぞ
居
に
け
る
。
こ
は
夢
か
現
か
、
さ
て
も
我
が

身
は
寝
た
り
や
寝
ず
や
な
ど
と
思
ひ
、
家
の
内
を
見
ま
は
せ
ば
、
金
剛
勝
院
の
大
床

の
下
な
り
。
御
簾
や
畳
と
思
ひ
し
は
筵
・
菰
切
れ
な
り
。
琵
琶
・
琴
と
見
へ
し
は
馬

牛
の
骨
、
半
挿
・
盥
・
色
々
の
家
具
と
見
へ
つ
る
は
朽
ち
た
る
壺
の
割
れ
・
皿
の
欠

け
・
さ
れ
か
う
べ
な
り
。
僧
都
き
は
め
て
臆
病
な
る
者
に
て
、
こ
は
い
か
な
る
こ
と

ぞ
と
手
足
も
は
た
ら
か
ず
、
身
も
す
く
み
て
、
あ
き
れ
は
て
て
ぞ
居
た
り
け
る
。

色
々
美
し
き
物
着
た
る
と
思
ひ
し
は
反
古
・
古
き
草
子
の
は
し
取
り
集
め
た
る
に
ぞ

あ
り
け
る
。

さ
て
し
も
あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
、
高
這
ひ
に
這
ひ
出
で
、
や
う
や
う
と
し
て

南
の
大
門
へ
出
で
け
り
。
小
童
ど
も
こ
れ
を
見
て
、
手
を
叩
き
足
を
空
に
し
て
笑
ひ

の
の
し
る
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
か
か
る
と
こ
ろ
に
近
衛
殿
の
侍
、
物
へ
参
り
け
る

が
、
金
剛
勝
院
に
童
ど
も
集
ま
り
、
物
笑
ひ
し
け
る
を
何
ご
と
ぞ
と
思
ひ
て
立
ち
寄

り
見
れ
ば
、
年
頃
相
知
れ
る
僧
都
の
御
坊
な
り
。
姿
目
も
あ
て
ら
れ
ず
、
こ
は
い
か

な
る
こ
と
ぞ
と
問
ひ
け
れ
ば
、
朦
々
と
し
て
言
ひ
分
く
る
こ
と
な
し
。
あ
さ
ま
し
き

姿
を
見
か
ね
、
我
が
着
た
る
直
垂
の
上
を
脱
ぎ
て
着
せ
、
紙
切
れ
は
脱
が
せ
行
き
過

ぎ
ぬ
。

第
六
段

対
校
諸
本
「
あ
さ
ま
し
」。
僧
都
の
驚
き
を
よ
り
強
調
す
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

○
幾
年
月
の
頃
を
経
た
る
、
毛
も
な
き
狐
に
な
り
て

対
校
諸
本
に
な
し
。「
毛
モ
無
ク
老
タ
リ
ケ
ル
狐
ノ
椙
ノ
枝
ヲ
一
ツ
咋
ヘ
タ
リ
ケ

ル
ガ
」（『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
七
・
狐
、
大
榲
ノ
木
ニ
変
ジ
テ
射
殺
サ
ル
ル

語
第
三
十
七
）、「
大
キ
ナ
ル
野
猪
ノ
毛
モ
無
キ
ニ
抱
付
テ
」（
同
・
巻
第
二
十
七
・

光
有
リ
テ
死
人
ノ
傍
ニ
来
タ
ル
野
猪
、
殺
サ
ル
ル
語
第
三
十
五
）。
劫
を
経
て
毛

が
抜
け
落
ち
た
古
狐
の
意
か
。

【
通
釈
】

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
僧
都
が
何
の
物
思
い
も
な
く
、
女
房
と
戯
れ
遊
ん

で
い
る
と
こ
ろ
に
、
門
の
あ
た
り
に
人
が
来
る
音
が
激
し
く
聞
こ
え
る
。
そ
ち
ら
の

ほ
う
を
見
や
っ
た
と
こ
ろ
、
若
い
錫
杖
を
持
っ
て
い
る
僧
が
二
、
三
人
走
っ
て
入
っ

て
き
た
。
こ
れ
を
見
て
、
そ
ば
に
い
る
女
房
を
は
じ
め
、
た
く
さ
ん
の
そ
こ
に
居
た

者
た
ち
は
、
こ
れ
は
こ
れ
は
と
言
う
ば
か
り
で
、
我
先
に
と
逃
げ
走
る
。
僧
都
は
ひ

ど
く
驚
い
て
、
逃
げ
る
人
々
を
見
る
と
、
老
い
た
者
も
若
い
者
も
、
長
い
年
月
を
生

き
て
き
た
、
毛
も
な
い
狐
に
な
っ
て
、
皆
四
方
に
逃
げ
て
、
跡
形
も
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

〈
第
五
図
〉

右
端
に
は
僧
都
と
女
主
人
が
邸
の
外
を
見
や
っ
て
い
る
姿
が
描
か
れ
る
。
突
然
の

僧
た
ち
の
来
訪
に
驚
い
て
い
る
様
子
で
あ
ろ
う
、
早
大
本
に
の
み
、
二
人
の
視
線
の

先
に
錫
杖
を
持
っ
た
僧
が
二
人
描
か
れ
る
。
僧
都
の
隣
に
座
る
女
主
人
の
足
が
獣
ら

し
く
変
化
し
て
お
り
、
狐
に
な
り
か
け
て
い
る
。

部
屋
の
奥
に
は
、
逃
げ
回
る
狐
が
四
匹
。
一
匹
は
後
足
と
尾
し
か
見
え
な
い
が
、

残
り
の
三
匹
は
頭
に
髑
髏
や
毛
髪
を
乗
せ
、
身
体
に
反
古
を
巻
き
付
け
て
い
る
。
こ
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狐
の
鳴
き
声
は
「
コ
ウ
コ
ウ
と
鳴
キ
テ
逃
去
ニ
ケ
リ
」（『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二

十
七
・
第
三
十
九
）「
夜
な
ら
ば
こ
う
こ
う
と
こ
そ
な
く
べ
き
に
あ
さ
ま
に
は
し

る
昼
狐
か
な
」（『
曽
我
物
語
』
巻
五
）
と
表
現
さ
れ
た
。「
こ
う
こ
う
─
こ
ん
か

う
」
と
音
通
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
面
白
み
が
あ
る
。

○
大
床

広
廂
の
こ
と
で
建
物
の
縁
。
中
世
神
社
建
築
で
用
い
ら
れ
た
語
。「
大
床
の
辺
よ

り
、
世
に
お
そ
ろ
し
げ
な
る
白
髪
の
う
ば
ま
い
り
た
り
け
り
」（『
古
今
著
聞
集
』

十
六
第
五
二
三
話
）
の
よ
う
に
、
怪
異
出
現
の
場
と
な
る
こ
と
も
多
い
。

○
半
挿
・
盥

半
挿
は
、
湯
水
を
入
れ
る
差
し
口
付
き
の
器
。「
御
方
に
は
、
い
づ
く
に
半
挿
、

盥
か
あ
ら
む
」（『
落
窪
物
語
』
巻
一
）「
大
事
の
半
挿
盥
に
て
足
洗
え
ば
」（『
文

正
草
子
』）
の
よ
う
に
、
盥
と
と
も
に
顔
や
手
足
を
洗
い
清
め
る
の
に
用
い
ら
れ

た
。
僧
都
が
思
い
起
こ
し
て
い
る
の
は
女
主
人
と
の
朝
に
使
用
し
た
半
挿
や
盥
で

あ
ろ
う
。

○
家
具

底
本
の
み
「
や
く
」。
対
校
諸
本
で
は
「
調
度
」
と
あ
る
箇
所
な
の
で
、「
夜
具
」

よ
り
「
家
具
」
が
妥
当
か
。

○
皿
の
欠
け
・
さ
れ
か
う
べ

大
東
急
文
庫
本
「
あ
わ
ひ
の
か
ら
」、
他
四
本
「
さ
れ
こ
う
べ
」。
菰
切
れ
・
馬
牛

の
骨
・
半
挿
盥
・
壺
の
割
れ
・
皿
の
欠
け
・
髑
髏
な
ど
の
列
挙
に
は
、
付
喪
神
的

な
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
か
。

○
高
這
ひ

腰
を
高
く
し
た
四
つ
ん
ば
い
。『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
六
・
備
中
国
賀
陽
良
藤

為
狐
夫
得
観
音
助
語
第
十
七
に
「
前
ナ
ル
蔵
ノ
下
ヨ
リ
、
怪
ク
黒
キ
者
ノ
猿
ノ
様

ナ
ル
ガ
、
高
這
ヲ
シ
テ
這
出
デ
テ
来
タ
レ
バ
」
と
、
観
音
の
霊
験
に
よ
り
救
出
さ

僧
都
は
故
郷
へ
帰
る
に
、
こ
の
僧
都
き
は
め
て
背
高
か
り
け
る
に
、
直
垂
の
上
ば

か
り
着
け
れ
ば
脛
高
く
、
を
か
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。

※
〈
第
六
図
（
前
半
）〉

僧
都
は
あ
ま
た
の
童
ど
も
に
囃
し
立
て
ら
れ
、
な
ほ
な
ほ
心
も
と
ぼ
と
ぼ
と
、
踏

む
足
元
も
見
え
分
か
ず
、
こ
こ
か
し
こ
に
行
き
、
か
か
り
け
れ
ば
童
は
な
ほ
も
喜
び
、

手
拍
子
打
ち
て
は
や
し
て
け
り
。
や
う
や
う
と
し
て
故
郷
の
近
所
へ
行
き
着
き
け

り
。（

校
訂
箇
所
）
寝
た
る
→
寝
た
り
、
初
参
し
け
る
→
物
へ
参
り
け
る
、
わ
き
た
か

く
→
脛
高
く

【
私
注
】

○
さ
て
、
僧
都
は
呆
然
と
し
て
一
人
ぞ
居
に
け
る

底
本
の
み
「
呆
然
と
し
て
一
人
ぞ
居
に
け
る
」
と
あ
り
、
対
校
諸
本
よ
り
も
僧
都

が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。

○
金
剛
勝
院

「
こ
ん
か
う
し
や
う
院
」
の
「
し
や
う
」
に
は
「
聖
」
や
「
性
」
の
字
が
想
定
さ

れ
る
が
、
こ
こ
で
は
宮
次
男
氏（
注
三
）が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
美
福
門
院
（
鳥
羽
院
皇
后

得
子
）
開
創
の
寺
「
金
剛
勝
院
」
と
考
え
た
い
。
金
剛
勝
院
は
、
青
蓮
院
（
現
京

都
府
東
山
区
）
の
前
身
の
寺
で
、
最
勝
金
剛
院
と
も
言
っ
た
。『
本
朝
世
紀
』
康

治
二
年
（
一
一
四
三
）
八
月
六
日
条
に
は
皇
后
藤
原
得
子
が
御
願
の
金
剛
勝
院
の

落
慶
供
養
を
行
っ
た
と
あ
る
。
具
体
的
な
地
名
が
明
記
さ
れ
、
僧
都
が
置
か
れ
て

い
た
本
当
の
状
況
が
明
か
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
重
要
な
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
、
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そ
れ
に
し
て
も
自
分
は
寝
て
い
た
の
か
寝
て
い
な
い
の
か
な
ど
と
思
い
、
家
の
中
を

見
回
す
と
、
女
主
人
の
邸
だ
と
思
っ
て
い
た
そ
こ
は
金
剛
勝
院
の
大
床
の
下
で
あ

る
。
御
簾
や
畳
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
は
敷
物
の
切
れ
端
で
あ
る
。
琵
琶
・
琴
と
見

え
て
い
た
も
の
は
馬
や
牛
の
骨
で
、
半
挿
し
・
盥
・
様
々
な
家
具
と
見
え
て
い
た
も

の
は
朽
ち
た
壺
が
割
れ
た
欠
片
・
皿
の
欠
片
・
髑
髏
で
あ
る
。
僧
都
は
た
い
そ
う
臆

病
者
な
の
で
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
手
足
も
動
か
ず
、
身
も
す
く
ん
で
す
っ

か
り
途
方
に
暮
れ
て
そ
の
場
に
し
ゃ
が
ん
だ
ま
ま
で
い
た
の
だ
っ
た
。
色
と
り
ど
り

で
美
し
い
物
を
着
て
い
る
と
思
っ
た
の
は
、
書
き
損
じ
紙
・
古
い
書
物
の
切
れ
端
を

取
り
集
め
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

そ
の
ま
ま
で
い
て
い
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
高
這
い
で
外
に
這
い
出
て
、
ど
う

に
か
こ
う
に
か
し
て
南
の
大
門
へ
出
て
行
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
僧
都
の
姿
を
見

て
、
手
を
叩
き
ひ
っ
く
り
返
っ
て
大
声
で
笑
い
騒
ぐ
こ
と
こ
の
上
な
い
。
そ
の
よ
う

な
と
こ
ろ
に
、
物
参
り
し
て
き
た
近
衛
殿
の
侍
が
、
金
剛
勝
院
に
子
ど
も
た
ち
が
集

ま
り
、
嘲
り
笑
い
を
し
て
い
た
の
を
何
ご
と
か
と
思
っ
て
立
ち
寄
っ
て
見
る
と
、
笑

わ
れ
て
い
た
の
は
長
年
の
間
、
互
い
に
見
知
っ
て
い
る
僧
都
の
御
坊
で
あ
る
。
そ
の

姿
が
あ
ま
り
に
も
酷
く
見
て
い
ら
れ
ず
、「
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
」

と
問
い
か
け
た
と
こ
ろ
、
僧
都
は
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
て
は
っ
き
り
と
答
え
る
こ
と

も
な
い
。
近
衛
殿
の
侍
は
僧
都
の
見
苦
し
い
姿
を
見
か
ね
、
自
分
が
着
て
い
る
直
垂

の
上
を
脱
い
で
着
せ
、
そ
れ
ま
で
纏
っ
て
い
た
紙
切
れ
は
脱
が
せ
て
通
り
過
ぎ
て

い
っ
た
。

僧
都
は
故
郷
に
向
か
う
も
、
こ
の
僧
都
は
非
常
に
背
が
高
か
っ
た
の
に
、
直
垂
の

上
だ
け
を
着
た
た
め
、
丈
が
短
く
す
ね
の
上
ま
で
露
出
し
た
状
態
で
、
お
か
し
い
こ

と
か
ぎ
り
な
い
。

道
中
、
僧
都
は
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
に
囃
し
立
て
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
心
も

し
ょ
ん
ぼ
り
と
、
歩
く
自
分
の
足
元
も
よ
く
わ
か
ら
ず
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
行
き
、

れ
た
良
藤
が
蔵
の
下
か
ら
高
這
い
に
な
っ
て
出
て
く
る
描
写
が
存
在
す
る
。

○
足
を
空
に
し
て
笑
ひ
の
の
し
る

ひ
っ
く
り
返
っ
て
大
声
で
笑
い
騒
ぐ
。〈
参
考
〉「
手
を
張
り
、
足
を
空
に
し
つ
、

悶
え
苦
し
む
七
顚
八
倒
」（『
近
世
説
美
少
年
録
』
巻
一
）

○
近
衛
殿
の
侍

近
衛
殿
に
仕
え
る
侍
の
意
。
近
衛
家
は
五
摂
家
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
こ
に
仕
え

る
侍
が
僧
都
を
「
年
頃
相
知
れ
る
僧
都
の
御
坊
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
本
絵

巻
の
僧
都
が
上
流
貴
族
と
も
深
い
交
流
が
あ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

○
物
へ
参
り
け
る

底
本
の
み
「
初
参
し
け
る
」。「
初
参
」
は
、
主
従
関
係
を
結
ぶ
際
に
臣
下
が
主
人

の
元
へ
初
め
て
参
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
は
対
校
諸
本
に
従
う
。

○
あ
さ
ま
し
き
姿
を
見
か
ね

対
校
諸
本
に
な
し
。
底
本
の
み
近
衛
殿
の
侍
が
僧
都
に
直
垂
の
上
を
貸
し
た
理
由

が
書
か
れ
て
い
る
。

○
脛
高
く

衣
が
短
く
て
、
す
ね
の
上
ま
で
露
出
し
て
い
る
さ
ま
。
身
分
の
低
い
者
が
す
る
格

好
で
あ
り
、
僧
都
が
こ
の
よ
う
な
格
好
を
し
て
い
る
こ
と
に
滑
稽
さ
が
あ
る
。

〈
参
考
〉「
烏
帽
子
ゆ
が
み
、
紐
は
づ
し
、
脛
高
く
か
か
げ
て
」（『
徒
然
草
』
一
七

五
段
）

○
僧
都
は
あ
ま
た
の
童
ど
も
に
…
…
行
き
着
き
け
り

底
本
に
の
み
見
ら
れ
る
記
述
。
な
お
、
絵
に
関
し
て
は
対
校
諸
本
と
共
通
し
て
お

り
、
絵
第
六
図
を
分
断
す
る
形
で
こ
の
詞
書
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

【
通
釈
】

さ
て
、
僧
都
は
呆
然
と
し
て
一
人
で
座
り
込
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
夢
か
現
実
か
、
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（
校
訂
箇
所
）　

覚
え
け
る
→
覚
え
け
れ

【
私
注
】

○
地
蔵
の
御
本
誓

地
蔵
菩
薩
は
、
釈
迦
入
滅
後
か
ら
弥
勒
が
世
に
現
れ
る
ま
で
の
無
仏
の
間
、
六
道

及
び
五
濁
悪
世
の
衆
生
を
導
く
こ
と
を
誓
願
と
し
た
菩
薩
。
錫
杖
と
宝
珠
を
持
物

と
す
る
場
合
が
多
い
。
結
末
で
地
蔵
の
霊
験
が
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
第
四
段
で

登
場
し
た
錫
杖
を
持
っ
た
若
い
僧
が
地
蔵
の
化
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な

お
、
本
絵
巻
で
は
当
該
箇
所
以
前
に
「
地
蔵
」
と
い
う
言
葉
は
見
ら
れ
な
い
。
巻

頭
の
欠
落
部
分
に
、
僧
都
（
あ
る
い
は
娘
）
が
日
頃
地
蔵
を
信
仰
し
て
い
た
記
述

な
ど
が
あ
っ
た
か
。

○
七
年
の
う
ち
の
楽
し
み
は
七
日
が
う
ち
に
ぞ
あ
り
け
る

僧
都
が
狐
の
邸
に
滞
在
し
て
い
た
と
思
っ
た
七
年
が
、
実
は
七
日
の
間
の
出
来
事

で
あ
っ
た
と
い
う
結
末
が
明
ら
か
と
な
る
。

【
通
釈
】

さ
て
、
僧
都
が
故
郷
へ
行
く
と
、
娘
は
父
を
見
つ
け
て
、
喜
ば
し
く
は
あ
る
も
の

の
そ
の
姿
を
見
る
と
、
見
苦
し
い
こ
と
甚
だ
し
い
。
そ
の
ま
ま
自
分
が
着
て
い
た
小

袖
を
脱
い
で
着
せ
た
の
だ
っ
た
。
事
の
次
第
を
問
う
と
、
こ
れ
こ
れ
の
訳
を
物
語
っ

た
。
昔
も
今
も
地
蔵
の
御
本
誓
は
、
実
に
あ
り
が
た
く
思
わ
さ
れ
る
も
の
よ
。
七
年

の
間
の
楽
し
み
は
、
た
っ
た
七
日
の
間
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

〈
第
七
図
〉

僧
都
と
娘
が
語
ら
う
様
子
が
描
か
れ
る
。
娘
は
袖
を
目
に
当
て
涙
を
流
し
て
い

る
。
そ
ば
の
屏
風
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
薄
で
あ
ろ
う
か
、
諸
本
で
は
山
水
図
で
あ

こ
の
よ
う
な
様
子
で
あ
っ
た
の
で
子
ど
も
は
一
層
喜
び
、
手
拍
子
を
打
っ
て
囃
し
立

て
た
の
だ
っ
た
。
僧
都
は
や
っ
と
の
こ
と
で
故
郷
の
近
く
ま
で
到
着
し
た
。

〈
第
六
図
（
前
半
・
後
半
）〉

前
半
に
は
僧
都
が
反
古
を
身
に
纏
い
大
床
の
下
に
座
り
込
ん
だ
様
子
、
床
下
か
ら

高
這
い
で
這
い
出
す
様
子
、
南
の
大
門
を
出
て
童
た
ち
や
近
衛
殿
の
侍
に
囲
ま
れ
る

様
子
が
、
後
半
に
は
子
ど
も
た
ち
に
指
を
さ
さ
れ
て
笑
わ
れ
る
脛
高
姿
の
僧
都
の
様

子
が
異
時
同
図
法
で
描
か
れ
る
。
前
半
の
床
下
に
座
り
込
む
僧
都
の
周
囲
に
は
、
第

五
図
で
狐
た
ち
が
纏
っ
て
い
た
人
間
の
髑
髏
の
体
の
骨
、
毛
髪
、
ま
た
欠
け
た
皿
な

ど
が
落
ち
て
お
り
、
こ
こ
が
女
主
人
の
邸
と
同
一
の
空
間
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
。
僧
都
が
纏
っ
て
い
る
着
物
も
、
狐
同
様
、
経
文
の
反
古
で
あ
る
。
ま
た
、
門

を
出
た
先
に
描
か
れ
る
僧
都
の
顎
に
は
底
本
で
の
み
髭
が
生
え
て
い
る
。
門
は
異
界

と
の
境
界
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
僧
都
が
現
実
に
戻
っ
て
き
た
場
面
と
い
え

る
が
、
後
半
部
で
は
既
に
見
ら
れ
ず
、
髭
が
描
か
れ
た
こ
と
と
の
直
接
的
な
関
係
は

不
明
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
も
女
子
大
本
と
早
大
本
に
の
み
童
た
ち
の
衣
に
柄
が
描
か
れ
る
。

（
大
塚
千
聖
）

【
校
訂
本
文
】

さ
て
、
故
郷
へ
行
け
れ
ば
、
娘
見
つ
け
て
、
嬉
し
な
が
ら
僧
都
の
姿
を
見
る
に
、

あ
さ
ま
し
さ
か
ぎ
り
な
し
。
そ
の
ま
ま
我
が
着
た
り
け
る
小
袖
を
脱
ぎ
て
着
せ
に
け

り
。
事
の
有
様
を
問
へ
ば
、
し
か
じ
か
の
由
物
語
ぞ
し
け
る
。
昔
も
今
も
地
蔵
の
御

本
誓
、
有
難
く
こ
そ
覚
え
け
れ
。
七
年
の
う
ち
の
楽
し
み
は
七
日
が
う
ち
に
ぞ
あ
り

け
る
。

第
七
段
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い
う
（
注
九
）。

『
狐
の
草
子
』
の
救
済
者
が
地
蔵
菩
薩
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
二
段
の
補

注
に
示
し
た
よ
う
に
足
利
将
軍
家
の
暗
喩
と
す
る
説
も
あ
り
、
室
町
期
に
お
け
る
地

蔵
菩
薩
信
仰
・
地
蔵
絵
の
流
行
が
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
藤
田
百
合
子
）

（
注
一
）	

横
山
重
・
太
田
武
夫
編
校
『
室
町
時
代
物
語
』
第
三
（
古
典
文
庫
、
一
九
五
七
年
）

解
題

（
注
二
）	

内
田
啓
一
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
『
狐
草
紙
』
と
『
文
観
阿
舎
利
絵
巻
」
─

文
観
房
弘
真
の
後
世
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
化
─
」（『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』

六
二
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）

（
注
三
）	

宮
次
男
「
足
利
義
尚
所
持
狐
草
紙
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て
」（『
美
術
研
究
』
二
六
〇
号
、

一
九
六
九
年
）

（
注
四
）	

日
本
風
俗
史
学
会
編
『
日
本
風
俗
史
事
典
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
九
年
）

（
注
五
）	

渋
沢
敬
三
・
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
絵
巻
物
に
よ
る
日
本
常
民

生
活
絵
引
』
第
四
巻
（
平
凡
社
、	

一
九
八
四
年
）

（
注
六
）	

小
松
和
彦
「
狐
の
「
浄
土
」
と
異
類
婚
姻
譚
」（『
異
界
と
日
本
人	

絵
巻
物
の
想
像

力
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）

（
注
七
）	

大
坪
俊
介
「『
狐
の
草
子
』
と
良
藤
説
話
─
信
仰
の
推
移
を
巡
っ
て
─
」（『
国
文

学
試
論
』
一
七
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）

（
注
八
）	

小
松
茂
美
「「
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
」
諸
本
の
展
開
」（『
山
王
霊
験
記　

地
蔵
菩
薩

霊
験
記
』
続
日
本
絵
巻
大
成
一
二
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
年
）

（
注
九
）	
辻
善
之
助
「
足
利
尊
氏
の
信
仰
」（『
日
本
仏
教
史
』
四
、
中
世
篇
之
三
、
岩
波
書
店
、

一
九
四
九
年
）、
上
島
有
『
足
利
尊
氏
文
書
の
総
合
的
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、

二
〇
〇
一
年
）、
黒
田
智
「
勝
軍
地
蔵
の
誕
生
」（
加
須
屋
誠
編
『
図
像
解
釈
学
─

権
力
と
他
者
』
仏
教
美
術
論
集
四
、
竹
林
舎
、
二
〇
一
三
年
）

る
。全

体
的
に
、
女
子
大
本
と
早
大
本
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
ど
、
背
景
と
し
て
物
語

の
世
界
観
を
表
す
自
然
描
写
が
簡
略
化
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
襖
や
屏
風
、
或
い
は

衣
な
ど
、
登
場
人
物
の
身
辺
を
詳
細
に
描
写
し
て
い
る
。

【
補
注
】
室
町
期
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
の
流
行
と
『
狐
の
草
子
』

『
狐
の
草
子
』
の
類
話
と
し
て
、
賀
陽
良
藤
が
狐
に
誑
か
さ
れ
る
話
が
あ
る
（
後

述
）。
た
だ
し
、
こ
の
話
の
主
人
公
・
良
藤
の
救
済
は
観
音
菩
薩
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
お
り
、
地
蔵
菩
薩
に
よ
っ
て
僧
都
が
救
わ
れ
る
『
狐
の
草
子
』
と
は
こ
の
点
が
大

き
く
異
な
る
。

こ
の
改
変
に
つ
い
て
、
大
坪
俊
介
氏
は
大
和
長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
が
地
蔵
菩
薩

同
様
に
錫
杖
を
持
物
と
し
人
間
界
に
下
り
て
衆
生
を
救
済
し
て
行
脚
す
る
と
い
う
性

格
を
持
つ
こ
と
、『
沙
石
集
』
や
『
雑
談
集
』
に
も
地
蔵
と
観
音
を
一
体
と
す
る
記

載
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
良
藤
説
話
が
こ
の
よ
う
な
地
蔵
観
音
一
体
と
し
て
の
信

仰
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
時
代
が
下
り
地
蔵
信
仰
が
盛
ん
に
な
る
に
つ

れ
て
地
蔵
の
霊
験
譚
へ
と
推
移
し
た
こ
と
を
説
く（
注
七
）。

平
安
末
期
に
入
り
、
末
法
思
想
と
浄
土
教
信
仰
が
人
々
の
間
に
浸
透
し
た
こ
と
を

背
景
に
盛
ん
と
な
っ
た
地
蔵
菩
薩
信
仰
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
多
く
の
宗
派

が
誕
生
す
る
な
か
で
現
世
利
益
へ
の
期
待
も
高
ま
る
な
ど
信
仰
は
多
様
化
し
、
室
町

期
に
は
観
音
菩
薩
と
と
も
に
一
層
身
近
な
存
在
と
し
て
貴
賎
を
問
わ
ず
信
仰
さ
れ
て

い
た
。
多
く
の
石
仏
や
地
蔵
絵
が
作
ら
れ
た
の
も
こ
の
時
期
の
こ
と
で
あ
り
、『
大

乗
院
寺
社
雑
事
記
』
や
『
実
隆
公
記
』
に
は
地
蔵
絵
の
製
作
に
つ
い
て
の
記
事
が
散

見
さ
れ
る
（
注
八
）。
ま
た
足
利
将
軍
家
で
も
、
地
蔵
と
道
祖
神
が
習
合
し
た
勝
軍
地
蔵
を
軍

神
と
し
て
信
仰
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
初
代
将
軍
の
足
利
尊
氏

は
地
蔵
像
図
画
を
日
課
と
し
、
京
都
等
持
寺
に
一
〇
万
体
の
地
蔵
像
を
建
立
し
た
と
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詞
書
欠
落
。
外
題
「
狐
草
紙　

全
」。

⑥
青
山
学
院
大
学
蔵
本
（
江
戸
後
期
写
）

絵
巻
、
一
軸
。
全
七
図
。
外
題
「
き
つ
ね
そ
ふ
帋
」。
第
一
段
の
詞
書
欠
落
。

絵
・
詞
書
の
双
方
に
錯
簡
あ
り
。

⑦
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
（
江
戸
時
代
写
）

絵
巻
、
一
軸
。
縦
二
九
・
七
糎
、
全
長
六
九
七
・
八
糎
。
全
七
図
。
第
一
段
の

詞
書
欠
落
。
外
題
・
内
題
・
奥
書
な
し
。
料
紙
の
上
段
に
詞
書
を
、
下
段
に
絵

を
配
置
す
る
。

⑧
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
（
江
戸
末
期
写
）

絵
巻
、
一
軸
。
縦
一
五
糎
、
全
長
五
九
〇
糎
。
全
七
図
。
第
一
段
の
詞
書
欠
落
。

外
題
「
き
つ
ね
草
紙
」。
奥
書
に
よ
り
、
狩
野
探
幽
に
よ
る
縮
図
を
嘉
永
二
年

に
淵
潭
守
純
が
模
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、『
狐
の
草
子
』
の
原
本
か
そ
れ
に
極
め
て
近
い
写
本
と
目
さ
れ
て
い
る
の

が
現
存
最
古
で
あ
る
①
個
人
蔵
本
で
あ
る
。
素
朴
で
い
て
優
美
な
画
風
は
土
佐
光
信

の
初
期
の
画
風
と
通
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
極
書
の
通
り
光
信
本
人
に
よ
り
手
掛
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
室
町
幕
府
の
第
九
代
将
軍
足
利
義
尚
の
御
物
で

あ
っ
た
可
能
性
の
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
①
個
人
蔵
本
に
対
し
、
②
〜
⑥
ま
で
の
諸
本
は
、
詞
書
・
絵
と
も
に
内
容
を

ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
②
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本

と
③
石
川
透
氏
蔵
本
は
、
絵
巻
の
形
態
の
面
で
も
①
と
同
じ
縦
の
長
さ
が
一
七
糎
前

後
の
小
絵
で
あ
り
、
よ
り
原
本
に
近
い
距
離
を
保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
⑦
⑧
の
諸
本
に
は
①
個
人
蔵
本
と
の
距
離
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
⑦
大

東
急
記
念
文
庫
蔵
本
の
詞
書
に
は
「
ひ
た
ゝ
れ
」
→
「
す
わ
う
」、「
さ
れ
か
う
へ
」

→
「
あ
わ
ひ
の
か
ら
」
の
ご
と
き
誤
写
の
範
疇
を
超
え
た
異
同
が
見
ら
れ
る
。
ま
た

⑧
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
に
関
し
て
も
、
数
カ
所
に
わ
た
る
長
文
の
脱
文
の
ほ

二
、
解
説

㈠
『
狐
の
草
子
』
諸
本
と
「
女
子
大
本
」
の
特
徴

『
狐
の
草
子
』
の
現
存
諸
本
に
つ
い
て
は
、
古
典
文
庫
『
室
町
時
代
物
語
』
第
三

の
解
題（
注
一
）の

ほ
か
、
宮
次
男
氏（
注
二
）や

大
坪
俊
介
氏（
注
三
）、

内
田
啓
一
氏（
注
四
）に

よ
り
整
理
さ
れ
て
い

る
。
以
下
、
各
氏
の
論
考
に
基
づ
き
、
女
子
大
本
と
比
較
す
る
上
で
重
要
と
思
わ
れ

る
書
誌
を
簡
潔
に
示
す
。

①
個
人
蔵
本
（
室
町
中
期
頃
、
原
本
か
）

絵
巻
、
一
軸
。
縦
一
七
・
二
糎
、
全
長
八
二
二
・
一
糎
。
全
七
図
。
第
一
段
の

詞
書
欠
落
。
紙
注
極
書
に
「
土
佐
光
信
朝
臣
筆
」「
住
吉
如
慶
・
具
慶
父
子
の

法
印
」
あ
り
。
義
尚
の
御
物
と
考
え
ら
れ
る
。

②
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
（
江
戸
前
中
期
写
か
）

絵
巻
、
一
軸
。
縦
一
七
糎
。
全
七
図
。
外
題
「
喜
津
祢
乃
草
子
」。
第
一
段
の

詞
書
欠
落
。
奥
書
に
「
土
佐
光
信
朝
臣
筆
」「
住
吉
如
慶
・
具
慶
父
子
の
法
印
」

（
転
写
）
あ
り
。

③
石
川
透
氏
蔵
本
（
江
戸
前
中
期
写
）

絵
巻
、
一
軸
。
縦
一
六
・
四
糎
。
全
七
図
。
外
題
な
し
。
箱
書
に
「
狐
草
紙
」

と
墨
書
。
第
一
段
の
詞
書
欠
落
。

④
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
（
江
戸
中
後
期
写
か
）

絵
巻
、
一
軸
。
縦
二
七
糎
・
全
長
八
七
〇
糎
。
全
七
図
。
外
題
・
内
題
「
狐
の

草
紙
」。
第
一
段
の
詞
書
欠
落
。
奥
書
に
「
土
佐
光
信
朝
臣
筆
」「
住
吉
如
慶
・

具
慶
父
子
の
法
印
」（
転
写
）
と
、「
松
岡
清
助
辰
方
」
の
花
押
あ
り
。

⑤
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
蔵
本
（
江
戸
後
期
写
）

絵
巻
、
一
軸
。
縦
一
八
・
三
糎
、
全
長
七
四
六
・
三
糎
。
全
七
図
。
第
一
段
の
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（
注
二
）	

宮
次
男
「
足
利
義
尚
所
持
狐
草
紙
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て
」（『
美
術
研
究
』
二
六
〇
号
、

一
九
六
九
年
）

（
注
三
）	

大
坪
俊
介
「『
狐
の
草
子
』
と
良
藤
説
話
─
信
仰
の
推
移
を
巡
っ
て
─
」（『
国
文

学
試
論
』
一
七
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）

（
注
四
）	

内
田
啓
一
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
『
狐
草
紙
』
と
『
文
観
阿
舎
利
絵
巻
」
─

文
観
房
弘
真
の
後
世
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
化
─
」（『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』

六
二
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）

（
渡
邊
咲
子
）

㈡
『
狐
の
草
子
』
の
成
立
と
享
受

本
絵
巻
の
成
立
に
関
し
て
は
、『
実
隆
公
記
』
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
十
月
十

五
日
条
の
記
事
に

中
山
中
納
言
来
談
、
滋
野
井
絵
二
巻
令
見
之
、
一
巻
狐
絵
常
徳
院
殿

御
物
也
、

一
巻
八
幡
臨
幸

絵
等
也

と
あ
り
、
こ
の
「
狐
絵
」
が
『
狐
の
草
子
』
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
絵
を
所
持
し
た
常
徳
院
、
す
な
わ
ち
室
町
幕
府
の
第
九
代
将
軍
足
利
義
尚

が
没
す
る
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
宮
次
男
氏
に
よ
り
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
注
一
）。

更
に
宮
氏
は
、
こ
の
御
物
の
「
狐
絵
」
を
①
個
人
蔵
本
「
狐
草
子

絵
巻
」
と
同
定
し
、
堂
上
公
家
や
足
利
将
軍
家
で
低
年
齢
層
の
お
伽
用
と
し
て
用
い

ら
れ
た
小
絵
と
い
う
形
態
や
土
佐
光
信
筆
の
他
の
絵
巻
の
奥
書
と
の
関
連
に
お
い

て
、
本
絵
巻
が
義
尚
十
五
、
六
歳
の
と
き
に
所
持
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
明
十
二
、

三
年
の
成
立
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

文
明
十
二
年
（
一
四
八
〇
）
と
い
え
ば
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
か
ら
文
明
九

年
（
一
四
七
七
）
ま
で
の
約
一
一
年
間
続
い
た
応
仁
・
文
明
の
乱
の
傷
跡
も
生
々
し

い
時
期
で
あ
る
。
歴
代
絵
巻
制
作
に
注
力
し
て
き
た
足
利
将
軍
の
な
か
で
も
義
尚
は

か
、
第
五
図
に
錫
杖
を
持
っ
た
二
人
の
僧
が
書
き
足
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
違
い
が
あ

る
。
漢
字
仮
名
レ
ベ
ル
で
の
異
同
が
多
い
の
も
⑦
⑧
の
特
徴
で
あ
る
。

で
は
こ
れ
ら
諸
本
に
対
し
女
子
大
本
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う

か
。

⑨
日
本
女
子
大
学
日
本
文
学
科
蔵
本

絵
巻
、
一
軸
。
紙
本
淡
彩
色
。
縦
二
九
糎
、
全
長
八
九
六
・
五
糎
。
全
七
図
。

題
簽
に
外
題
「
き
つ
ね
の
双
紙
」。
第
一
段
・
第
二
段
の
詞
書
欠
落
。
第
六
段

に
独
自
本
文
の
挿
入
あ
り
。
そ
の
他
漢
字
仮
名
含
む
細
か
な
異
同
が
多
々
見
受

け
ら
れ
る
。

ま
ず
絵
巻
の
サ
イ
ズ
は
縦
二
九
糎
と
大
型
で
あ
り
、
小
絵
と
い
う
原
型
は
残
さ
な

い
。
詞
書
に
つ
い
て
は
、〈
第
六
図
〉
を
分
断
す
る
形
で
長
文
の
独
自
異
文
が
挿
入

さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
細
か
な
異
文
の
挿
入
や
校
異
、
漢
字
仮
名
の
異
同
が
目
立
つ
。

こ
の
異
文
・
校
異
に
は
「
し
か
し
か
」「
や
く
（
夜
具
）」
な
ど
近
世
以
降
に
頻
用
さ

れ
る
語
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
時
代
が
下
っ
て
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
絵
に
関
し
て
は
、
全
体
的
に
自
然
描
写
や
背
景
を
簡
易

化
・
省
略
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
建
物
の
描
か
れ
方
も
、
直
線
的
な
諸
本
に
対
し

て
目
測
で
線
を
引
い
た
か
の
よ
う
な
不
安
定
さ
が
目
立
ち
、
正
統
派
の
絵
師
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
印
象
を
受
け
る
。
一
方
で
登
場
人
物
の
衣
の
模
様
や
調
度
品
な
ど
は

詳
細
に
描
か
れ
る
な
ど
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
に
も
共
通
す
る
特
徴
も
見
受
け
ら

れ
る
。

以
上
、
女
子
大
本
は
詞
書
や
挿
絵
の
状
態
な
ど
か
ら
、
原
本
を
忠
実
に
再
現
し
た

初
期
の
模
本
で
は
な
く
、
異
同
や
錯
簡
の
見
ら
れ
る
後
期
の
模
本
と
の
距
離
の
近
さ

が
う
か
が
え
る
。
そ
の
な
か
で
も
成
立
は
遅
く
、
江
戸
時
代
末
期
を
遡
ら
な
い
と
み

て
良
い
だ
ろ
う
。

（
注
一
）	

横
山
重
・
太
田
武
夫
『
室
町
時
代
物
語
』
第
三
（
古
典
文
庫
、
一
九
五
七
年
）
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と
絵
画
─
初
期
土
佐
派
研
究
─
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）

（
吉
田
怜
世
）

㈢
『
狐
の
草
子
』
に
お
け
る
先
行
作
品
摂
取

『
狐
の
草
子
』
に
類
似
す
る
説
話
と
し
て
、『
扶
桑
略
記
』
巻
二
十
二
「
善
家
秘
記
」

や
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
六
第
十
七
話
「
備
中
国
賀
陽
良
藤
為
狐
夫
得
観
音
助
語
」

な
ど
に
み
ら
れ
る
賀
陽
良
藤
が
狐
に
化
か
さ
れ
る
話
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
一
）。

良
藤
説
話
の
概
要
を
以
下
に
示
す
。

備
中
国
賀
陽
良
藤
は
あ
る
晩
美
し
い
女
と
出
会
う
。
そ
の
夜
、
良
藤
は
女
の
邸

で
契
り
を
交
わ
し
、
子
を
も
う
け
る
。
そ
の
頃
良
藤
の
実
家
で
は
帰
っ
て
こ
な

い
彼
を
不
審
に
思
っ
た
家
族
が
捜
索
を
は
じ
め
る
が
、
一
向
に
見
つ
か
ら
な
い

の
で
せ
め
て
亡
骸
だ
け
で
も
見
つ
か
る
よ
う
に
と
十
一
面
観
音
像
を
造
る
。
一

方
、
良
藤
が
暮
ら
す
女
の
邸
に
杖
を
つ
い
た
僧
が
や
っ
て
来
る
。
そ
の
姿
を
見

た
邸
の
人
々
は
逃
げ
去
る
。
そ
の
後
、
良
藤
は
実
家
の
蔵
の
下
か
ら
憔
悴
し
た

様
子
で
這
い
出
る
。
家
族
が
蔵
の
下
を
見
て
み
る
と
、
狐
た
ち
が
さ
っ
と
一
斉

に
去
っ
て
い
っ
た
。
良
藤
は
狐
に
誑
か
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
考
え
た
家
族
は
陰

陽
師
を
呼
び
、
お
祓
い
を
し
て
も
ら
っ
た
。
良
藤
が
過
ご
し
た
十
三
年
（『
扶
桑

略
記
』
で
は
三
年
）
間
は
、
現
実
世
界
で
は
十
三
日
間
の
出
来
事
だ
っ
た
。

狐
に
化
か
さ
れ
た
男
を
救
済
す
る
の
が
観
音
か
地
蔵
か
、
化
か
さ
れ
て
い
た
期
間

が
十
三
日
か
七
日
か
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
男
が
美
し
い
女
（
狐
の
化
身
）
と
出

会
い
女
の
邸
で
と
も
に
暮
ら
し
は
じ
め
る
点
、
錫
杖
を
持
っ
た
僧
が
現
れ
る
と
邸
の

者
々
は
逃
げ
散
り
、
気
づ
く
と
蔵
や
寺
の
床
下
で
あ
る
点
、
女
と
暮
ら
し
た
時
間
が

実
は
短
い
間
で
あ
っ
た
点
な
ど
、
話
の
筋
道
は
大
枠
の
と
こ
ろ
で
一
致
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
『
狐
の
草
子
』
は
異
類
婚
姻
譚
や
地
蔵
の
霊
験
譚
・
僧
の
滑

稽
と
し
て
の
方
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
僧
都
は
狐
に
化
か
さ
れ
て
い

と
り
わ
け
熱
烈
な
愛
好
家
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
戦
後
の
文
化
復

興
と
し
て
の
側
面
や
、
戦
乱
に
よ
り
失
わ
れ
た
将
軍
家
の
権
威
の
立
て
直
し
を
図
る

文
化
的
戦
略
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
（
注
二
）（
注
三
）

る
。
お
そ
ら
く
は
『
狐
の
草
子
』
も
、

こ
の
よ
う
な
文
化
復
興
活
動
の
一
貫
と
し
て
将
軍
家
の
周
辺
で
制
作
ま
た
は
書
写
さ

れ
、
義
尚
が
所
持
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
狐
の
草
子
』
と
足
利
将
軍
家
の
関
係
は
、
そ
の
内
容
面
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

第
二
段
の
補
注
に
お
い
て
、
本
絵
巻
の
僧
都
の
モ
デ
ル
が
後
醍
醐
天
皇
に
寵
用
さ

れ
た
文
観
で
あ
っ
た
と
す
る
内
田
啓
一
氏
の
説
を
紹
介
し
た
が
、
そ
こ
で
は
足
利
将

軍
家
が
信
仰
し
た
地
蔵
菩
薩
に
よ
っ
て
僧
都
が
異
界
か
ら
現
実
世
界
へ
と
引
き
戻
さ

れ
る
ま
で
の
流
れ
が
、
文
観
が
足
利
尊
氏
に
よ
っ
て
南
朝
繁
栄
の
夢
を
打
ち
砕
か
れ

た
こ
と
の
暗
示
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
狐
の
草
子
』
は
、
狐
に
騙

さ
れ
た
好
色
な
愚
僧
の
滑
稽
譚
や
、
当
時
流
行
し
た
地
蔵
信
仰
を
摂
取
し
た
霊
験
譚

の
な
か
に
も
、
政
治
的
な
要
素
を
巧
み
に
組
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
応
仁
・
文

明
の
乱
か
ら
時
を
置
か
ず
し
て
、
当
代
き
っ
て
の
絵
師
・
土
佐
光
信
の
筆
で
『
狐
の

草
子
』
を
制
作
さ
せ
た
の
も
、
今
一
度
室
町
幕
府
成
立
の
時
代
を
想
起
さ
せ
、
地
蔵

の
霊
験
に
あ
や
か
り
足
利
将
軍
家
の
権
威
を
回
復
さ
せ
た
い
と
い
う
願
い
の
あ
ら
わ

れ
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
『
狐
の
草
子
』
か
ら
文
観
や
足
利
尊
氏
の
イ
メ
ー
ジ
が
薄
れ
て
い
く
に
つ

れ
、
政
治
的
な
意
味
合
い
も
後
退
し
、
狐
に
騙
さ
れ
る
愚
僧
と
い
う
滑
稽
譚
的
要
素

が
全
面
に
強
調
さ
れ
享
受
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
注
一
）	

宮
次
男
「
足
利
義
尚
所
持
狐
草
紙
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て
」（『
美
術
研
究
』
二
六
〇
号
、

一
九
六
九
年
）

（
注
二
）	

高
岸
輝
「
足
利
義
尚
の
絵
巻
狩
り
─
応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
絵
巻
再
生
」（『
室
町

絵
巻
の
魔
力　

再
生
と
創
造
の
中
世
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）

（
注
三
）	

高
岸
輝
「
応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
文
物
復
興
と
土
佐
派
・
狩
野
派
」（『
室
町
王
権
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と
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
狐
の
世
界
か
ら
現
実
世
界
へ
と
戻
る
場
面
の
描
写

が
異
な
っ
て
い
る
。
一
方
、〈
邯
鄲
〉
で
盧
生
が
夢
か
ら
覚
め
る
場
面
の
詞
章
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

…
…
ま
こ
と
は
夢
の
う
ち
な
れ
ば
、
み
な
消
え
消
え
と
、
失
せ
果
て
て
…
…
百

年
の
歓
楽
も
、
命
終
は
れ
ば
夢
ぞ
か
し
、
五
十
の
栄
華
こ
そ
、
身
の
た
め
に
は

こ
れ
ま
で
な
り
、
栄
華
の
望
み
も
齢
の
長
さ
も
、
五
十
年
の
歓
楽
も
、
王
位
に

な
れ
ば
こ
れ
ま
で
な
り
、
げ
に
な
に
ご
と
も
一
炊
の
夢
…
…
（
注
四
）

盧
生
が
王
位
に
つ
い
て
五
十
年
が
経
っ
た
酒
宴
の
席
で
舞
童
の
舞
に
引
か
れ
て

舞
っ
て
い
る
う
ち
に
、
五
十
年
の
栄
華
が
終
わ
り
、
今
ま
で
と
も
に
舞
っ
て
い
た
は

ず
の
舞
童
や
臣
下
が
「
消
え
消
え
」
に
消
え
失
せ
る
。
そ
こ
で
ふ
と
目
を
覚
ま
し
た

盧
生
は
、
そ
れ
が
一
炊
の
夢
─
粥
が
炊
け
る
ま
で
の
ほ
ん
の
僅
か
な
時
間
で
あ
っ
た

こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
展
開
は
、
そ
の
瞬
間
ま
で
い
た
は
ず
の
女
主
人
や
侍

女
・
侍
が
ぱ
っ
と
消
え
失
せ
、
気
づ
け
ば
全
く
別
の
場
所
に
い
る
、
と
い
う
『
狐
の

草
子
』
と
極
め
て
近
い
。
も
っ
と
も
、「
邯
鄲
の
夢
」
と
は
異
な
り
、『
狐
の
草
子
』

に
は
教
訓
性
は
な
い
。
あ
く
ま
で
狐
の
世
界
か
ら
現
実
世
界
へ
引
き
戻
さ
れ
る
手
法

と
し
て
、
謡
曲
〈
邯
鄲
〉
の
ご
と
き
夢
か
ら
覚
め
る
手
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
段
の
私
注
で
も
狐
の
女
主
人
か
ら
の
手
紙
を
運
ぶ
「
ひ
て
う
」
が
謡
曲
〈
土

蜘
蛛
〉
の
「
胡
蝶
」
の
ご
と
き
侍
女
の
呼
称
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、

本
絵
巻
の
先
行
作
品
摂
取
を
考
え
る
際
に
は
、
説
話
や
歴
史
的
事
柄
だ
け
で
な
く
、

こ
の
よ
う
な
謡
曲
ま
で
も
が
視
野
に
入
っ
て
こ
よ
う
。

（
注
一
）	
内
田
啓
一
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
『
狐
草
紙
』
と
『
文
観
阿
舎
利
絵
巻
」
─

文
観
房
弘
真
の
後
世
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
化
─
」（『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』

六
二
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）、
大
坪
俊
介
「『
狐
の
草
子
』
と
良
藤
説
話
─
信
仰

の
推
移
を
巡
っ
て
─
」（『
国
文
学
試
論
』
一
七
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
な
ど
で

る
間
、
無
自
覚
で
は
あ
っ
て
も
狐
た
ち
の
作
り
上
げ
た
世
界
で
暮
ら
し
て
い
た
の
で

あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
異
界
訪
問
譚
的
な
性
質
を
有
す
る
。
本
人
の
時
間
経
過
の

認
識
と
実
際
の
時
間
経
過
の
間
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
、
異
界
訪
問
譚
の
常

套
で
あ
る
。
た
だ
し
、
異
界
訪
問
譚
の
多
く
が
浦
島
太
郎
の
ご
と
く
数
日
間
と
思
わ

れ
た
間
が
実
際
に
は
数
百
年
間
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
絵
巻
で
は

長
い
時
間
が
実
際
に
は
短
い
時
間
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
人
間
に
比
べ
長

い
時
を
生
き
る
神
々
の
時
間
は
遅
く
、
狐
や
鼠
の
よ
う
な
寿
命
の
短
い
動
物
た
ち
の

時
間
は
早
く
流
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
注
二
）、

そ
れ
と
は

別
に
、
僧
が
現
世
に
戻
っ
て
く
る
一
連
の
場
面
か
ら
は
、
次
に
示
す
「
邯
鄲
の
夢
」

の
故
事
も
連
想
さ
れ
る
。

趙
の
時
代
、
盧
生
と
い
う
若
者
が
都
の
邯
鄲
に
赴
く
道
中
で
道
士
（『
太
平
記
』

や
謡
曲
〈
邯
鄲
〉
で
は
宿
屋
の
女
将
）
と
出
逢
い
、
夢
が
叶
う
と
い
う
枕
を
授
か
る
。

そ
の
枕
を
使
い
眠
る
と
、
盧
生
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
出
世
し
、
紆
余
曲
折
を
経
な

が
ら
も
最
終
的
に
国
王
と
な
り
、
栄
旺
栄
華
を
極
め
た
一
生
を
送
っ
た
。
そ
こ

で
盧
生
は
ふ
と
目
を
覚
ま
す
。
彼
が
過
ご
し
た
一
生
分
の
歳
月
は
、
実
際
に
は

粥
が
炊
け
る
ま
で
一
瞬
の
出
来
事
な
の
で
あ
っ
た
。

夢
の
結
末
は
諸
書
に
よ
り
異
な
り
、
栄
華
の
ま
ま
終
わ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
妻
子

が
海
に
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
う
悲
劇
と
な
る
場
合
も
あ
る
が
、
夢
の
中
で
過
ご
し
た

歳
月
が
一
瞬
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
う
展
開
は
ど
れ
も
一
致
し
て
い
る
。
な
か
で

も
『
狐
の
草
子
』
に
近
い
も
の
と
し
て
謡
曲
〈
邯
鄲
〉
に
注
目
し
た
い
（
注
三
）。『

狐
の
草
子
』

で
は
、
錫
杖
を
持
っ
た
僧
の
到
来
に
よ
り
正
体
を
暴
か
れ
た
狐
た
ち
は
「
皆
四
方
へ

逃
げ
、
影
も
形
も
な
か
り
け
り
」
と
四
散
し
、
気
づ
け
ば
僧
都
は
金
剛
勝
院
の
大
床

の
下
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
く
だ
り
は
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
「
皆
逃
ゲ

去
ヌ
。
俗
杖
ヲ
以
テ
良
藤
ガ
背
ヲ
突
キ
テ
、
狭
キ
所
ヨ
リ
令
出
シ
ム
」
と
、
狐
が
逃

げ
た
後
、
良
藤
が
杖
で
小
突
か
れ
て
外
に
出
さ
れ
蔵
の
下
か
ら
這
い
出
し
て
き
た
こ
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受
け
た
僧
都
の
「
ま
こ
と
に
し
る
所
あ
ま
た
あ
る
に
こ
そ
」
と
い
う
推
測
に
は
、
美

福
門
院
が
娘
の
八
条
院
に
広
大
な
領
地
を
相
続
さ
せ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
同
段

で
「
御
手
水
」
や
「
供
御
」
と
い
っ
た
宮
中
を
思
わ
せ
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
、
女
主
人
の
邸
が
美
福
門
院
が
所
在
し
た
鳥
羽
院
の
仙
洞
を
意
識
し
て
い
る
と

読
む
こ
と
が
で
き
る
。

『
狐
の
草
子
』
と
同
様
、
美
福
門
院
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
る
物
語
に
『
玉
藻
前
』

が
あ
る
。『
玉
藻
前
』
は
南
北
朝
時
代
前
期
成
立
の
お
伽
草
子
で
、
美
貌
と
聡
明
さ

で
鳥
羽
院
を
虜
に
し
た
玉
藻
前
が
主
人
公
で
あ
る
。
玉
藻
前
と
契
っ
た
こ
と
で
病
に

か
か
っ
た
鳥
羽
院
は
、
三
浦
介
・
上
総
介
ら
有
力
武
士
に
命
じ
て
彼
女
を
討
伐
さ
せ

る
。
玉
藻
前
の
死
骸
か
ら
は
仏
舎
利
・
宝
珠
・
針
が
出
て
、
そ
れ
ら
が
三
浦
介
・
上

総
介
と
源
頼
朝
に
渡
る
と
い
う
筋
書
き
で
あ
る
。

古
く
は
滝
沢
馬
琴（
注
二
）が
「
鳥
羽
院
の
美
福
門
院
を
寵
さ
せ
給
ふ
の
あ
ま
り
…
…
近
衛

院
の
宮
嬪
、
玉
藻
前
と
い
ふ
妖
怪
を
作
り
設
け
し
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

女
性
的
な
魅
力
で
鳥
羽
院
に
近
づ
い
た
玉
藻
前
は
、
高
く
は
な
い
身
分
か
ら
鳥
羽
院

の
寵
愛
を
受
け
て
国
母
と
な
っ
た
美
福
門
院
と
重
な
る
。
ま
た
、
仏
舎
利
を
保
持
し

て
い
た
と
い
う
点
で
も
玉
藻
前
と
美
福
門
院
は
類
似
す
る
。
仏
舎
利
を
体
内
に
保
持

し
て
い
た
玉
藻
前
に
対
し
て
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
な
ど
に
よ
る
と
、
美
福
門

院
が
仏
舎
利
の
相
伝
を
得
た
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
玉
藻
前
の
造
形

に
美
福
門
院
の
存
在
が
影
響
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

『
玉
藻
前
』
の
成
立
時
期
は
『
狐
の
草
子
』
よ
り
も
や
や
遡
る
た
め
、「
狐
─
美
福

門
院
」
と
い
う
連
想
は
既
に
で
き
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

王
朝
を
傾
け
国
家
転
覆
を
も
企
ん
だ
大
悪
狐
の
物
語
に
対
し
、
色
香
に
迷
っ
た
僧
都

が
狐
に
騙
さ
れ
、
這
々
の
体
で
逃
げ
出
す
『
狐
の
草
子
』
の
ス
ケ
ー
ル
は
あ
ま
り
に

も
小
さ
い
。
従
来
の
妖
狐
譚
か
ら
の
ず
ら
し
が
こ
の
物
語
の
滑
稽
さ
を
強
め
て
お

り
、
そ
こ
に
『
狐
の
草
子
』
な
ら
で
は
の
興
趣
が
あ
る
。

言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
注
二
）	
小
松
和
彦
「
狐
の
「
浄
土
」
と
異
類
婚
姻
譚
」（『
異
界
と
日
本
人	

絵
巻
物
の
想
像

力
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）

（
注
三
）	

謡
曲
〈
邯
鄲
〉
の
初
演
は
『
歌
舞
髄
脳
記
』
の
記
録
に
よ
る
と
康
正
二
年

（
一
四
五
六
）
で
あ
り
、『
狐
の
草
子
』
の
成
立
期
に
は
既
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

（
注
四
）	

天
野
文
雄
ほ
か
『
元
雅
と
禅
竹　

夢
と
死
と
エ
ロ
ス
』（
能
を
読
む
３
、
角
川
学

芸
出
版
、
二
〇
一
三
年
）

（
藤
田
百
合
子
）

㈣　

美
福
門
院
・『
玉
藻
前
』
と
の
関
係

僧
都
が
い
た
場
所
が
「
金
剛
勝
院
」
で
あ
る
こ
と
に
「
狐
─
美
福
門
院
─
金
剛
勝

院
」
と
い
う
連
想
が
働
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
美
福
門

院
・『
玉
藻
前
』
と
い
う
点
か
ら
『
狐
の
草
子
』
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

美
福
門
院
（
藤
原
得
子
）
は
永
久
五
年
（
一
一
一
七
）、
伊
予
守
藤
原
長
実
と
左

大
臣
源
俊
房
女
の
間
に
生
ま
れ
た
。
と
り
わ
け
高
い
身
分
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ

た
が
（
注
一
）、

鳥
羽
院
か
ら
寵
愛
を
受
け
、
保
延
三
年
（
一
一
三
五
）
に
暲
子
内
親
王
（
八

条
院
）、
保
延
五
年
（
一
一
三
九
）
に
は
体
仁
親
王
（
近
衛
天
皇
）
を
出
産
し
、
国

母
と
な
る
。
近
衛
天
皇
の
皇
位
継
承
者
と
し
て
、
崇
徳
院
の
皇
子
・
重
仁
親
王
を
退

け
後
白
河
院
を
支
持
し
た
こ
と
が
崇
徳
院
の
反
感
を
招
き
、
保
元
の
乱
の
原
因
を

作
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
「
金
剛
勝
院
」
以
外
に
も
、『
狐
の
草
子
』
に
は
美
福
門
院
を
彷
彿

と
さ
せ
る
箇
所
が
散
見
す
る
。
ま
ず
第
二
段
で
女
主
人
が
僧
都
の
迎
え
に
寄
越
し

た
、「
八
葉
の
車
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
平
治
物
語
絵
詞
』
に
お
い
て
、
美
福
門

院
が
使
用
し
て
い
た
車
と
し
て
描
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
四
段
で
歓
待
を
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「
我
が
た
め
に
あ
り
け
る
も
の
を
吉
野
山
人
に
知
ら
れ
ぬ
花
の
住
み
家
は
」
の
解
釈

を
通
し
て
考
え
た
い
。

「
こ
れ
は
秋
の
半
ば
な
れ
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
季
節
は
秋
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
僧
都
と
女
主
人
の
贈
答
、
と
く
に
僧
都
か
ら
女
主
人
に
詠
み
か
け
た
「
我
が
た

め
に
…
…
」
の
歌
は
、
明
ら
か
に
吉
野
山
と
桜
を
結
び
つ
け
る
和
歌
の
イ
メ
ー
ジ
に

基
づ
い
て
お
り
、
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
吉
野
山
と
桜
な
の
か
。
私
注
に

も
挙
げ
た
通
り
、
和
歌
に
お
け
る
吉
野
は
平
安
後
期
以
降
、
桜
と
詠
ま
れ
る
例
が
多

く
な
っ
た
（
注
一
）。

こ
の
よ
う
な
歌
枕
・
吉
野
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
に
西
行
の
影
響
が
大
き

い
こ
と
は
、
諸
先
行
研
究
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
（
注
二
）、
久
保
田
淳
氏
は
、
西
行
に
と
っ

て
吉
野
が
花
と
切
り
離
せ
な
い
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、「
憂
き
世
か
ら
身
を
隠
す

べ
き
場
所
、
隠
棲
す
る
場
所
」
と
述
べ
て
い
る
（
注
三
）。
だ
が
『
狐
の
草
子
』
の
僧
都
は
女

に
誘
わ
れ
色
め
い
た
気
持
ち
で
や
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、「
吉
野
─
桜
─
西
行
」「
吉

野
─
隠
棲
の
地
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
と
く
寝
ば
や
」
と
い
う
言
葉
で
覆
さ
れ
て
し
ま

う
転
倒
に
こ
そ
当
該
歌
の
面
白
味
が
あ
る
。

加
え
て
吉
野
が
持
つ
異
界
の
イ
メ
ー
ジ
も
看
過
し
が
た
い
。
例
え
ば
『
と
り
か
へ

ば
や
』
に
お
い
て
吉
野
は
出
家
者
の
隠
棲
の
地
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
ほ
か
、
男
女

き
ょ
う
だ
い
の
転
換
が
行
わ
れ
る
重
要
な
地
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
都
か
ら
一
線

を
画
す
る
空
間
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
隠
棲
す
る
吉
野
宮
は
初

対
面
で
男
装
の
女
君
の
将
来
を
予
見
し
た
り
髪
を
早
く
伸
ば
す
秘
薬
を
所
持
し
て
い

た
り
と
人
間
離
れ
し
た
力
を
持
ち
、
唐
へ
の
遊
学
経
験
も
あ
る
。『
浜
松
中
納
言
物

語
』
で
も
吉
野
の
尼
君
は
唐
后
の
母
と
い
う
設
定
で
唐
と
の
結
び
つ
き
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
絵
巻
物
な
ど
に
お
い
て
異
界
が
唐
国
風
に
描
か
れ
る
こ
と
と
も
無
関

係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
吉
野
は
日
本
で
あ
っ
て
日
本
で
は
な
い
土
地
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
吉
野
が
季
節
外
れ
の
桜
と
と
も
に
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
女
主
人

の
邸
に
四
方
四
季
で
描
か
れ
る
こ
と
の
多
い
異
界
の
イ
メ
ー
ジ
ま
で
も
が
重
な
っ
て

（
注
一
）	

出
自
が
最
上
級
貴
族
で
は
な
か
っ
た
た
め
、「
諸
大
夫
の
女
」
と
軽
視
さ
れ
て
い

た
。
例
え
ば
『
台
記
』
康
治
三
年
（
一
一
四
四
）
正
月
一
日
条
に
は
、
皇
后
で
あ

る
美
福
門
院
に
対
し
、
藤
原
忠
通
は
「
諸
大
夫
女
」
で
あ
る
ゆ
え
を
も
っ
て
拝
礼

せ
ず
、
そ
の
こ
と
を
藤
原
頼
長
が
批
判
し
て
い
る
記
事
が
あ
る
。
ま
た
、『
今
鏡
』

第
三
「
を
と
こ
や
ま
」
に
は
「
い
と
や
ん
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ね
ど
」
と
あ
る
。

（
山
内
益
次
郎
『
今
鏡
の
周
辺
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
三
年
）

（
注
二
）	

国
民
図
書
株
式
会
社
編
『
曲
亭
馬
琴
集
』
下
（
近
代
日
本
文
学
大
系
16.
、
国
民
図

書
株
式
会
社
、
一
九
二
七
年
）

（
武
居
真
穂
）

㈤　

女
子
大
本
の
詞
書
と
吉
野
山
の
解
釈

女
子
大
本
に
独
自
異
文
が
多
い
こ
と
は
、
㈠
女
子
大
本
の
形
態
で
述
べ
た
通
り
で

あ
る
。
こ
の
異
文
に
は
状
況
や
理
由
の
説
明
に
筆
を
割
く
傾
向
が
見
ら
れ
、
内
容
を

把
握
し
た
う
え
で
転
写
の
際
に
書
き
加
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
か
で
も
長
大

な
の
が
、〈
第
六
図
〉
の
間
に
挿
入
さ
れ
る
形
で
存
在
す
る
次
の
一
文
で
あ
る
。

僧
都
は
、
あ
ま
た
の
童
ど
も
に
は
や
し
立
て
ら
れ
、
な
ほ
な
ほ
心
も
と
ぼ
と
ぼ

と
、
踏
む
足
元
も
見
え
分
か
ず
、
こ
こ
か
し
こ
に
行
き
、
か
か
り
け
れ
ば
、
童

は
な
ほ
も
喜
び
、
手
拍
子
打
ち
て
は
や
し
て
け
り
。
や
う
や
う
と
し
て
故
郷
の

近
所
へ
行
き
着
け
り
。

こ
れ
は
僧
都
が
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
笑
わ
れ
な
が
ら
帰
郷
す
る
場
面
を
説
明
す

る
も
の
で
、
こ
の
一
文
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
滑
稽
さ
が
助
長
さ
れ
て
い
る
。
祖

本
成
立
よ
り
か
な
り
時
代
が
下
っ
た
写
本
で
あ
る
女
子
大
本
で
は
、
政
治
的
な
含
意

が
理
解
さ
れ
な
く
な
っ
た
結
果
、
色
好
み
の
老
僧
が
狐
た
ち
に
騙
さ
れ
る
滑
稽
譚
と

し
て
の
面
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
中
で
『
狐
の
草
子
』
は
ど
の
よ
う
に
読
め
る
の
か
。
老
僧
の
和
歌
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く
る
の
で
は
な
い
か
。

（
注
一
）	『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）「
吉
野
」
項
参
照
。

（
注
二
）	
滝
澤
貞
夫
「
西
行
の
歌
枕
」（
和
歌
文
学
会
編
『
論
集
西
行
』
笠
間
書
院
、

一
九
九
〇
年
）、
臼
田
昭
吾
「
西
行
と
吉
野
山
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
六
五
号
、

二
〇
〇
〇
年
三
月
）、
山
本
啓
介
「
西
行
と
吉
野
山
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

七
六
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
な
ど

（
注
三
）	

久
保
田
淳
「
西
行
の
世
界
」（『
古
典
文
学
に
見
る
吉
野
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
六

年
）

（
大
塚
千
聖
）

石
井
倫
子
（
日
本
女
子
大
学
文
学
部
教
授
）

伊
達
舞
（
日
本
女
子
大
学
博
士
課
程
後
期
）

渡
邊
咲
子
（
日
本
女
子
大
学
博
士
課
程
前
期
）

吉
田
怜
世
（
日
本
女
子
大
学
博
士
課
程
前
期
）

大
塚
千
聖
（
日
本
女
子
大
学
博
士
課
程
前
期
）

武
居
真
穂
（
日
本
女
子
大
学
博
士
課
程
前
期
）

藤
田
百
合
子
（
日
本
女
子
大
学
博
士
課
程
前
期
）

三
上
真
由
（
日
本
女
子
大
学
博
士
課
程
前
期
）


