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一
　
は
じ
め
に

　
『
弁
内
侍
日
記
』
は
鎌
倉
時
代
の
女
房
日
記
で
あ
る
。
作
者
は
藤
原
信
実
の

女
、
弁
内
侍
で
、
現
存
す
る
日
記
記
事
の
な
か
で
は
十
歳
に
満
た
な
い
幼
帝
後

深
草
天
皇
に
仕
え
て
い
る
。
こ
の
日
記
に
は
、
他
の
日
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

序
文
が
存
在
せ
ず
、
い
き
な
り
後
深
草
天
皇
へ
の
譲
位
の
儀
か
ら
は
じ
ま
る
。

そ
の
た
め
、
作
者
が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
こ
の
日
記
を
綴
っ
て
い
た
の
か
、
何

故
日
記
を
書
く
に
至
っ
た
の
か
が
非
常
に
読
み
取
り
に
く
い
と
い
う
側
面
を

持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
作
者
が
書
き
残
し
た
か
っ
た
も
の
、
作

者
の
執
筆
を
促
し
た
も
の
を
探
る
こ
と
に
よ
り
、『
弁
内
侍
日
記
』
の
執
筆
意

図
に
迫
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
、
作
品
の
基
礎
情
報
を
次
に
ま
と
め
て
お
く
。『
弁
内
侍
日
記
』
は
、

寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
正
月
二
十
九
日
、
後
嵯
峨
天
皇
か
ら
後
深
草
天
皇
へ

の
譲
位
記
事
を
冒
頭
に
、
以
降
は
日
次
を
追
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
。
上
下
二
巻

か
ら
な
り
、
下
巻
に
入
る
と
虫
食
い
に
よ
る
欠
損
が
目
立
ち
は
じ
め
、
巻
末
に

近
付
く
ほ
ど
判
読
が
難
し
く
な
る
。
現
存
す
る
日
記
の
最
終
記
事
は
建
長
四
年

（
一
二
五
二
）
十
月
の
も
の
で
、
以
降
の
記
事
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、

本
来
は
正
元
元
年
末
ま
で
続
く
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
正
元

元
年
末
ま
で
続
い
て
い
た
と
す
る
根
拠
の
ひ
と
つ
は
、
本
日
記
を
典
拠
と
し
た

と
お
ぼ
し
き
記
事
が
『
増
鏡
』
第
六
巻
「
お
り
ゐ
る
雲
」
に
見
ら
れ
る
か
ら
で
、

こ
の
記
事
と
い
う
の
が
正
元
元
年
、
後
深
草
天
皇
退
位
の
場
面
な
の
で
あ
る
。

幼
帝
に
仕
え
る
弁
内
侍
が
そ
の
即
位
か
ら
起
筆
し
、
退
位
で
筆
を
置
い
た
と
考

え
る
の
は
極
め
て
自
然
と
い
え
る
。
弁
内
侍
の
生
存
が
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）

頃
ま
で
確
認
で
き
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
、
日
記
全
体
の
最
終
的
な
成
立
年
は
、

後
深
草
天
皇
が
退
位
し
た
正
元
元
年
以
降
、
弁
内
侍
が
生
存
し
て
い
た
建
治
三

年
あ
た
り
ま
で
、
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

従
来
、『
弁
内
侍
日
記
』
は
「
微
笑
の
文
学
」
と
も
称
さ
れ
、
作
者
が
若
か
っ

た
た
め
、
ま
た
、
作
者
の
無
邪
気
な
性
格
ゆ
え
に
明
る
く
書
か
れ
て
い
る
の
だ
、

と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
と
い
う
見
方
が
強
ま

り
、
例
え
ば
松
本
寧
至
氏⑴
は
日
記
の
記
録
性
と
い
う
部
分
に
着
目
し
、
後
深
草

天
皇
時
代
の
宮
廷
を
記
し
た
女
房
日
記
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
め
で

た
き
こ
と
」
や
「
を
か
し
き
こ
と
」
を
内
侍
の
立
場
で
記
述
す
る
の
は
当
然
の

こ
と
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
内
侍
と
し
て
の
職
掌
に
、
本
日
記
の
性

質
の
一
端
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
以
来
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
主
流
と
な
っ

て
『
弁
内
侍
日
記
』
の
作
品
論
を
支
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
作
品
論
が
転
機
を
迎
え
た
あ
た
り
か
ら
、
と
り
わ
け
、「
宮

『
弁
内
侍
日
記
』
の
執
筆
意
図
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廷
賛
美
」
と
い
う
言
葉
が
、
か
つ
て
の
「
微
笑
の
文
学
」
の
フ
レ
ー
ズ
の
ご
と

く
流
布
し
出
す
。
内
侍
と
し
て
の
職
掌
意
識
が
宮
廷
を
賛
美
さ
せ
、
そ
の
御
世

を
晴
れ
晴
れ
し
く
書
か
せ
た
の
だ
と
い
え
ば
そ
う
で
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、『
弁

内
侍
日
記
』
の
性
質
を
「
宮
廷
賛
美
」
の
一
言
で
片
付
け
、
そ
こ
か
ら
先
に
踏

み
込
ま
な
く
な
っ
た
と
き
、
本
日
記
の
研
究
は
そ
こ
で
歩
み
を
止
め
て
し
ま
う

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

そ
こ
で
、
今
一
度
原
点
に
立
ち
返
り
、
本
日
記
の
明
る
さ
に
つ
い
て
筆
者
な

り
に
検
証
し
、『
弁
内
侍
日
記
』
の
性
質
に
つ
い
て
再
度
検
討
を
試
み
た
い
と

思
う
。

　

な
お
、
本
稿
で
『
弁
内
侍
日
記
』
本
文
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に

断
ら
な
い
限
り
、
岩
佐
美
代
子
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

四
八
』（
小

学
館　

平
成
四
年
）
を
使
用
し
、
章
段
番
号
も
こ
れ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二
　
天
皇
描
写

（
一
）
お
も
し
ろ
し
の
日
記

　
『
弁
内
侍
日
記
』
の
明
る
さ
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
学
が
言
及
し
て
い
る
が
、

我
々
に
そ
う
感
じ
さ
せ
る
要
因
は
何
か
。
王
道
で
は
あ
る
が
、
本
日
記
研
究
の

導
入
の
意
味
も
込
め
て
、
形
容
詞
に
着
目
し
な
が
ら
考
え
て
い
く
。
以
下
、
形

容
詞
の
数
を
列
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
カ
ウ
ン
ト
に
つ
い
て
は
次
の
四
点

に
注
意
さ
れ
た
い
。

・
形
容
詞
の
抽
出
・
分
析
の
際
に
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
最
も
底
本
の
体

裁
が
保
た
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
今
関
敏
子
編
『
校
注
弁
内
侍
日
記
』（
和

泉
書
院　

平
成
元
年
）
で
あ
る
。

・「
～
な
り
」
の
よ
う
な
形
容
動
詞
も
含
む
。

・「
う
れ
し
さ
」
の
よ
う
に｢

～
さ｣

と
い
っ
た
名
詞
も
含
む
。

・
欠
字
で
読
み
取
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
カ
ウ
ン
ト
し
な
い
。

　

形
容
詞
は
、
作
者
の
心
情
を
最
も
端
的
に
表
現
し
得
る
品
詞
で
あ
る
。
本
日

記
中
で
、
特
に
多
く
抽
出
さ
れ
る
形
容
詞
は
「
お
も
し
ろ
し
」
で
、
九
五
例
を

数
え
る
。
こ
の
う
ち
、
作
者
以
外
の
他
者
の
台
詞
や
心
情
を
表
し
た
「
お
も
し

ろ
し
」
は
十
一
例
で
あ
る
。
数
の
多
い
順
に
あ
げ
て
い
く
と
次
点
に
は
「
な
し
」

が
続
く
が
、
こ
の
語
句
を
単
独
で
調
べ
て
も
、
作
者
の
心
理
へ
迫
る
こ
と
は
困

難
と
考
え
、
こ
こ
で
は
考
察
対
象
か
ら
外
す
。
三
番
目
に
多
い
形
容
詞
に
は

「
を
か
し
」
が
あ
り
、
三
七
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
三
者
の
発
し
た
「
を

か
し
」
は
二
例
を
数
え
る
。
こ
れ
以
下
、
作
者
の
心
に
深
く
か
か
わ
る
語
を
挙

げ
る
と
す
る
な
ら
、「
あ
は
れ
な
り
」
十
三
例
（
詠
歌
中
の
も
の
一
例
を
含
む
）

で
、
感
動
詞
「
あ
は
れ
」
は
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
な
い
。「
ゆ
ゆ
し
」
十
二
例
（
第

三
者
の
も
の
五
例
を
含
む
）、「
う
つ
く
し
」
十
二
例
、「
め
で
た
し
」
十
一
例
、

「
い
み
じ
」
十
一
例
（
第
三
者
の
も
の
一
例
を
含
む
）、
以
上
が
作
者
の
心
理
に

直
結
す
る
頻
出
形
容
詞
で
あ
る
。

　

驚
く
べ
き
は
、
す
べ
て
が
プ
ラ
ス
の
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

こ
う
い
っ
た
語
句
の
選
び
方
、
使
い
方
を
見
て
も
、
弁
内
侍
の
執
筆
姿
勢
が
う

か
が
え
る
。
も
う
少
し
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

例
え
ば
、
本
日
記
中
最
多
の
形
容
詞
「
お
も
し
ろ
し
」
は
、
目
の
前
が
ぱ
っ

と
明
る
く
な
る
、
晴
れ
や
か
な
気
持
ち
が
す
る
の
意
で
、
自
然
物
や
風
景
を
対

象
と
す
る
場
合
が
多
い
。『
弁
内
侍
日
記
』
で
「
お
も
し
ろ
し
」
と
さ
れ
る
も

の
に
は
、
月
、
歌
、
花
、
雪
、
音
楽
、
景
気
、
な
ど
が
見
ら
れ
、
な
か
で
も
月

が
多
数
を
占
め
る
。
そ
れ
も
単
な
る
月
で
は
な
く
、
多
く
は
明
る
く
冴
え
わ

た
っ
た
月
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
他
の
文
献
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、『
弁
内
侍
日
記
』
の
本
質
を
理
解
す
る
上
で
、
重
要
な
一
材
料
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
に
作
品
の
本
質
に
か
か
わ
る
「
月
」
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を
形
容
す
る
言
葉
が
「
お
も
し
ろ
し
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、『
弁
内
侍
日
記
』
は
、

い
う
な
れ
ば
「
お
も
し
ろ
し
の
日
記
」
と
称
し
て
も
差
し
支
え
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
私
は
、『
弁
内
侍
日
記
』
に
お
け
る
月
に
は
、
単
な
る
「
宮
廷
賛
美
」

と
し
て
の
役
割
以
上
に
、
重
大
な
も
の
が
託
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

さ
て
、「
お
も
し
ろ
し
の
日
記
」
が
『
弁
内
侍
日
記
』
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

俗
に
「
を
か
し
の
文
学
」
と
称
さ
れ
る
の
は
『
枕
草
子
』
で
あ
る
。
時
代
の
違

い
、
日
記
と
随
筆
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
違
い
、
内
裏
女
房
と
後
宮
女
房
と
い
う

違
い
こ
そ
あ
れ
、
明
る
さ
の
一
点
に
お
い
て
、
性
質
の
共
通
性
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
両
作
品
の
共
通
点
は
、
内
容
の
明
度
ば
か
り

で
は
な
い
。
実
は
、
作
者
が
仕
え
る
主
人
の
境
遇
、
ひ
い
て
は
、
作
者
の
境
遇

が
、
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
後
深
草
天
皇

　

周
知
の
よ
う
に
、『
枕
草
子
』
の
作
者
清
少
納
言
が
心
を
尽
く
し
て
奉
仕
し

た
の
は
、
一
条
天
皇
の
中
宮
、
藤
原
定
子
で
あ
っ
た
。
父
は
中
関
白
道
隆
、
母

は
高
階
貴
子
、
同
母
兄
弟
に
は
伊
周
、
隆
家
、
原
子
ら
が
い
る
。

　

長
徳
元
年
（
九
九
五
）、
中
関
白
家
が
極
め
た
五
ヵ
年
間
の
栄
華
は
、
四
月
十

日
道
隆
の
薨
去
を
境
に
陰
り
を
見
せ
は
じ
め
る
。
政
敵
で
あ
る
叔
父
の
道
長
の

右
大
臣
昇
進
、
花
山
法
皇
狙
撃
事
件
、
東
三
条
院
呪
詛
事
件
、
こ
れ
ら
が
わ
ず

か
数
年
の
う
ち
に
重
な
り
、
伊
周
は
太
宰
権
帥
に
、
隆
家
は
出
雲
権
守
に
左
遷

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
眼
前
で
兄
を
捕
ら
え
ら
れ
て
ほ
ど
な
く
、
定
子
は
手
ず
か

ら
髪
を
切
り
、
尼
と
な
る
。
道
長
の
女
彰
子
が
入
内
し
て
か
ら
は
、
互
い
に
帝

の
寵
を
争
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
十
二
月
十
六
日
、

定
子
は
第
二
皇
女
の
出
産
が
も
と
で
早
世
し
て
し
ま
う
。
伊
周
は
妹
の
亡
骸
を

抱
い
て
慟
哭
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
『
弁
内
侍
日
記
』
の
背
景
に
は
、
中
関
白
家
ほ
ど
に
極
端
な
転
落
は
見
ら
れ

な
い
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
両
親
に
愛
さ
れ
ず
、
自
分
の
意
思
に
よ
ら
な
い
退

位
を
迫
ら
れ
た
後
深
草
天
皇
の
存
在
が
あ
る
。
後
深
草
の
境
遇
を
よ
り
深
く
理

解
す
る
た
め
、
父
の
後
嵯
峨
院
ま
で
遡
っ
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

後
嵯
峨
天
皇
は
幕
府
の
意
向
で
即
位
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
幕
府
と
の
関
係

は
比
較
的
良
好
で
あ
っ
た
。
齊
藤
歩
氏
が
、
後
嵯
峨
院
時
代
を
さ
し
て
聖
代
と

し
て
い
る
が⑵
、
こ
の
こ
と
は
『
五
代
帝
王
物
語⑶
』
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。ま

し
て
後
白
河
・
後
鳥
羽
二
代
は
目
出
き
御
事
共
も
多
、
末
代
の
佳
例
に

こ
そ
引
ま
ゐ
ら
せ
た
れ
ど
も
、
う
き
事
を
も
御
覧
ぜ
ら
れ
し
に
、
故
院

（
の
）
御
代
は
波
も
風
も
た
ゝ
ず
、
都
の
中
殊
に
穏
か
に
、
三
十
一
年
保

せ
御
坐
す
事
、
あ
り
が
た
き
程
の
聖
運
に
て
ぞ
わ
た
ら
せ
給
う
へ
、
叡
慮

柔
和
に
う
け
て
、
御
慈
悲
を
さ
き
と
せ
り
。
万
づ
に
つ
け
て
御
情
ふ
か
く

御
坐
せ
ば
、
公
家
も
武
家
も
異
心
異
事
の
心
も
な
く
、
一
す
ぢ
に
聖
慮
の

貴
事
を
深
く
仰
奉
り
し
か
ば
、
さ
ら
で
だ
に
嘆
か
し
か
る
べ
き
御
事
に
、

い
と
ゞ
思
に
色
を
添
て
ぞ
侍
し
。

後
白
河
院
の
時
代
に
は
治
承
・
寿
永
の
乱
が
起
こ
り
、
後
白
河
院
自
身
も
鳥
羽

殿
に
幽
閉
さ
れ
て
い
る
。
後
鳥
羽
院
時
代
に
は
承
久
の
乱
が
あ
り
、
後
鳥
羽
院

は
隠
岐
に
流
さ
れ
同
島
で
没
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
う
き
事
」
を
も
御
覧

に
な
っ
た
後
白
河
・
後
鳥
羽
院
に
比
べ
、
故
院
、
す
な
わ
ち
後
嵯
峨
院
の
御
世

は
「
波
も
風
も
た
ゝ
ず
」
な
の
で
あ
る
。
後
深
草
天
皇
は
、
こ
う
し
た
聖
代
に

君
臨
し
た
父
の
も
と
に
生
ま
れ
た
の
だ
。

　

こ
の
父
と
、
太
政
大
臣
西
園
寺
実
氏
の
女
、
姞
子
（
大
宮
院
）
の
間
に
誕
生
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し
た
後
深
草
天
皇
（
諱
を
久
仁
）
は
、
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
正
月
、
四
歳

で
践
祚
し
、
同
年
三
月
十
一
日
、
太
政
官
庁
で
即
位
式
を
あ
げ
る
。
あ
と
に
詳

説
す
る
が
、
後
深
草
天
皇
は
身
体
が
弱
か
っ
た
ら
し
い
。
恒
仁
親
王
（
の
ち
の

亀
山
天
皇
）
が
同
母
弟
と
し
て
誕
生
す
る
と
、
父
後
嵯
峨
上
皇
と
母
大
宮
院
の

愛
は
、
健
康
で
闊
達
英
明
な
恒
仁
へ
と
傾
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

後
深
草
天
皇
が
十
七
歳
で
病
気
を
し
た
折
、
父
上
皇
の
命
に
よ
っ
て
、
弟
の
亀

山
天
皇
へ
の
譲
位
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
四
月
、
後
深
草
上
皇
に
は
皇
子
煕
仁
が
、
文
永
四

年
十
二
月
に
は
亀
山
天
皇
に
皇
子
世
仁
が
生
ま
れ
る
が
、
後
嵯
峨
上
皇
は
亀
山

天
皇
お
よ
び
そ
の
子
孫
に
期
待
を
寄
せ
、
煕
仁
親
王
を
差
し
置
い
て
、
世
仁
親

王
を
皇
太
子
と
定
め
た
。
そ
し
て
、
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
二
月
、
後
嵯
峨

法
皇
は
、
後
継
者
を
定
め
る
こ
と
な
く
世
を
去
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
、
故

法
皇
が
兄
弟
の
う
ち
ど
ち
ら
を
治
天
の
君
と
し
て
立
た
せ
る
つ
も
り
だ
っ
た
の

か
を
尋
ね
て
き
た
幕
府
に
対
し
、
大
宮
院
は
亡
き
法
皇
の
素
意
が
亀
山
天
皇
に

あ
っ
た
旨
を
伝
え
た
。
こ
う
し
て
、
亀
山
天
皇
の
親
政
に
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

亀
山
天
皇
が
兄
の
後
深
草
天
皇
よ
り
先
に
治
天
の
君
と
な
っ
た
こ
と
で
、
後
深

草
は
、
到
底
解
消
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
満
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
清
少
納
言
も
弁
内
侍
も
、
敗
者
の
立
場
に
甘
ん
ず
る
よ
り

他
な
い
主
君
に
仕
え
た
。
ま
た
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
不
穏
な
空
気
も
感
じ
て

い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
記
録
の
上
で
だ
け
で
も
、
今
を
時
め
く
我
が
君

の
姿
を
書
く
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
両
作
品
に
顕
著
な
明
る
さ
の
一
因
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
後
深
草
天
皇
は
身
体
が
弱
か
っ
た
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
は
す
で
に

述
べ
た
。
肥
後
和
男
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、「
幼
少
の
時
か
ら
足
腰
の
発
達
が

お
く
れ
て
い
た
ら
し
く
、
青
年
に
な
っ
て
も
右
の
方
に
傾
く
身
体
つ
き
で
あ
っ

た
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
蒲
柳
の
質
と
思
わ
れ
る⑷
」
と
記
し
て
い
る
。
肥
後
氏
が
こ

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
根
拠
は
、『
増
鏡
』『
と
は
ず
が
た
り
』
の
記
事
か
ら
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ
く
る
年
は
建
長
五
年
な
り
。
正
月
三
日
御
門
御
冠
し
給
ふ
。
御
年
十
一
、

御
い
み
な
久
仁
と
申
す
。
い
と
あ
て
に
お
は
し
ま
せ
ど
、
余
り
さ
さ
や
か

に
て
、
ま
た
御
腰
な
ど
の
あ
や
し
く
わ
た
ら
せ
給
ふ
ぞ
、
口
惜
し
か
り
け

る
。
い
は
け
な
か
り
し
御
程
は
、
な
ほ
い
と
あ
さ
ま
し
う
お
は
し
ま
し
け

る
を
、
閑
院
殿
や
け
け
る
ま
ぎ
れ
よ
り
、
う
る
は
し
く
立
た
せ
給
ひ
た
り

け
れ
ば
、
内
裏
の
焼
け
た
る
あ
さ
ま
し
さ
は
何
な
ら
ず
、
こ
の
御
腰
の
な

ほ
り
た
る
喜
び
を
の
み
ぞ
、
上
下
思
し
け
る
。

　

右
記
は
、『
増
鏡
』「
内
野
の
雪⑸
」
か
ら
の
抜
粋
で
、
後
深
草
天
皇
元
服
の
記

事
で
あ
る
。
大
変
御
身
体
が
小
さ
く
、
御
腰
が
普
通
の
状
態
で
い
ら
っ
し
ゃ
ら

な
か
っ
た
の
で
、
口
惜
し
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
幼
少
の
頃
は
も
っ
と
症
状

が
ひ
ど
か
っ
た
も
の
が
、『
弁
内
侍
日
記
』
に
も
記
述
が
あ
る
閑
院
殿
炎
上
の

際
に
、
立
派
に
お
立
ち
に
な
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、「
閑
院
殿
や
け
け
る

ま
ぎ
れ
よ
り
」
云
々
の
く
だ
り
は
、
閑
院
殿
炎
上
と
い
う
不
幸
な
事
件
を
無
理

に
吉
事
へ
結
び
つ
け
て
い
る
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
、
凶
事
を
吉
事
に
結
び
つ
け
る
手
法
は
、『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
五
「
那

智
で
の
夢⑹
」
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
後
深
草
院
崩
御
後
、
作
者
で
あ
り
主

人
公
で
も
あ
る
二
条
は
、
写
経
の
た
め
に
那
智
へ
こ
も
り
、
母
の
形
見
の
手
箱

を
売
っ
て
写
経
の
た
め
の
資
に
換
え
、
さ
ら
に
父
の
形
見
の
硯
ま
で
も
手
放
す
。

こ
の
那
智
の
山
に
て
、
二
条
の
「
う
ち
ま
ど
ろ
み
た
る
暁
方
の
夢
」
に
、
後
深

草
院
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
父
の
雅
忠
に
、
後
深
草
院
の
出
御
の
最
中
で
あ
る
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と
告
げ
ら
れ
て
、
院
の
姿
を
見
る
と
、
院
は
「
右
の
方
へ
ち
と
傾
か
せ
お
は
し

ま
し
た
る
さ
ま
」
で
あ
る
。
こ
の
様
子
を
不
思
議
に
思
っ
た
二
条
が
、
父
に
「
十

善
の
床
を
踏
み
ま
し
ま
し
な
が
ら
、
い
か
な
る
御
宿
縁
に
て
御
片
端
は
わ
た
ら

せ
お
は
し
ま
す
ぞ
」
と
尋
ね
る
と
、
雅
忠
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

あ
の
御
片
端
は
、
い
ま
せ
お
は
し
ま
し
た
る
下
に
、
御
腫
物
あ
り
。
こ
の

腫
物
と
い
ふ
は
、
我
ら
が
や
う
な
る
無
知
の
衆
生
を
多
く
後
へ
持
た
せ
た

ま
ひ
て
、
こ
れ
を
憐
み
は
ぐ
く
み
お
ぼ
し
め
す
ゆ
ゑ
、
な
り
。
全
く
わ
が

御
過
り
な
し
。

後
深
草
院
が
「
御
片
端
」
で
あ
る
の
は
、
君
主
と
し
て
我
々
の
分
の
お
苦
し
み

ま
で
も
お
引
き
受
け
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
院
自
身
の
過
ち
で
は
な

い
と
い
う
。
こ
の
父
の
言
葉
に
よ
っ
て
、「
御
片
端
」
と
い
う
、
後
深
草
院
の

威
光
を
貶
め
か
ね
な
い
記
述
は
帳
消
し
に
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、『
と
は
ず

が
た
り
』
で
は
、
後
深
草
院
自
身
に
と
っ
て
、
も
し
く
は
後
深
草
院
の
御
世
に

と
っ
て
不
利
に
な
り
そ
う
な
事
柄
を
も
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ

を
院
に
と
っ
て
好
ま
し
い
こ
と
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
へ
転
換
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

で
は
、『
と
は
ず
が
た
り
』
で
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
た
後
深
草
は
、『
弁
内
侍

日
記
』
で
は
ど
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
文

を
読
み
解
き
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
。

（
三
）
月
に
た
く
す
も
の

　

本
日
記
中
、
後
深
草
天
皇
が
出
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
な
箇
所
を
抜
き
出
す

と
、
全
一
七
五
段
中
二
一
段
に
す
ぎ
ず
、
天
皇
の
登
場
場
面
は
極
め
て
少
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
た
だ
で
さ
え
数
少
な
い
天
皇
登
場
章
段
の
多
く
は
、

そ
の
描
写
を
徹
底
し
て
簡
潔
に
済
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
二
〇
段
「
お
め
た
る
鬼
」
を
次
に
引
用
す
る
。
後
深
草
天
皇
を
主
格
と
す

る
部
分
を
傍
線
で
示
し
た
。

御
神
事
の
程
、
御
人
少
な
に
て
い
と
御
つ
れ
づ
れ
な
り
し
に
、「
面
形
し

て
人
々
お
ど
せ
」
と
仰
言
あ
り
し
か
ば
、
袴
を
胸
ま
で
着
て
、
濃
き
単
を

被
き
て
大
所
の
口
に
立
ち
た
れ
ば
、
大
番
の
者
共
騒
ぎ
て
、
弓
な
ど
取
り

直
し
て
立
ち
め
ぐ
り
侍
り
し
か
ば
、
か
へ
り
て
あ
ま
り
に
お
そ
ろ
し
く
て
、

遣
水
に
落
ち
入
り
て
侍
り
し
を
、「
お
め
た
る
鬼
か
な
」
と
て
人
々
笑
は

せ
給
ふ
。
次
の
日
、
里
よ
り
、「
慎
む
べ
き
事
あ
り
」
と
て
物
忌
を
給
び

た
り
し
、
親
の
護
り
あ
は
れ
に
て
、
弁
内
侍
、

　
　

梓
弓
引
き
た
が
へ
た
る
命
こ
そ
添
へ
け
る
親
の
ま
も
り
な
り
け
れ

　

祭
祀
関
係
の
行
事
が
続
い
て
い
た
時
分
、
事
に
あ
た
る
廷
臣
た
ち
は
祭
場
に

奉
仕
す
る
た
め
、
宮
廷
内
に
は
出
仕
者
が
少
な
か
っ
た
。
ま
た
、
天
皇
も
謹
慎

し
て
遊
楽
を
遠
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
退
屈
し
た
幼
帝
は
「
面
形
し

て
人
々
お
ど
せ
」
と
突
然
に
命
令
を
下
す
。
弁
内
侍
は
鬼
の
面
を
か
ぶ
っ
て
大

所
に
立
つ
。
し
か
し
こ
れ
が
思
わ
ぬ
騒
ぎ
と
な
り
、
慌
て
て
遣
水
に
落
ち
て
し

ま
う
。

　

こ
こ
に
は
、
突
飛
で
や
や
理
不
尽
な
命
令
を
下
す
天
皇
の
姿
が
あ
る
。
そ
の

仰
言
は
子
ど
も
ら
し
い
と
い
え
ば
そ
う
だ
が
、
そ
の
後
の
天
皇
の
反
応
は
一
切

書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
章
段
で
は
、
幼
帝
は
命
令
を
下
す
だ
け
の
存
在
な
の

で
あ
る
。
実
は
、『
弁
内
侍
日
記
』
の
天
皇
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
描
か

れ
方
を
す
る
。
天
皇
の
行
為
が
直
接
讃
え
ら
れ
る
章
段
は
皆
無
に
等
し
く
、
天
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皇
自
身
の
身
体
に
か
か
わ
る
描
写
も
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
。

そ
し
て
ま
た
、
そ
う
し
た
徹
底
し
て
限
定
し
た
描
写
ゆ
え
に
、
後
深
草
が
ま
る

で
幼
帝
で
は
な
い
か
の
よ
う
な
錯
覚
も
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
。

　

第
二
節
で
述
べ
た
『
増
鏡
』『
と
は
ず
が
た
り
』
な
ど
の
資
料
か
ら
、
後
深

草
天
皇
は
身
体
が
弱
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、『
弁
内
侍
日
記
』
の
幼
帝
は
、

病
気
の
気
配
な
ど
な
く
、
健
康
そ
の
も
の
の
よ
う
に
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
天
皇
に
と
っ
て
不
都
合
な
こ
と
を
記
さ
ず
、
最
小
限
の
文
章

の
な
か
で
威
信
を
保
た
せ
た
弁
内
侍
の
、「
内
侍
」
と
い
う
立
場
ゆ
え
の
執
筆

姿
勢
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、『
弁
内
侍
日
記
』
は
決
し
て
天
皇
不
在
の
日
記
で
は
な
い
。
内
侍
と

し
て
の
作
者
は
、
別
の
か
た
ち
で
、
幼
帝
を
日
記
の
な
か
に
記
そ
う
と
試
み
た
。

そ
れ
が
、「
お
も
し
ろ
し
の
日
記
」
を
支
え
る
「
月
」
の
描
写
で
あ
る
。

　
『
中
務
内
侍
日
記
』
で
晴
れ
曇
り
の
月
や
霞
ん
だ
月
が
好
ま
れ
て
い
る
の
に

対
し
て
、『
弁
内
侍
日
記
』
の
月
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
力
強
く
冴
え
渡
っ
て

い
る
。
こ
の
「
月
」
に
、
後
深
草
天
皇
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。寛

元
四
年
正
月
廿
九
日
、
富
小
路
殿
に
て
御
譲
位
な
り
。
そ
の
程
の
事
ど

も
、
数
々
し
る
し
が
た
し
。
い
と
い
と
め
で
た
く
て
、
弁
内
侍
、

　

今
日
よ
り
は
我
が
君
の
世
と
名
づ
け
つ
つ
月
日
し
空
に
あ
ふ
が
ざ
ら
め

や

　

右
は
『
弁
内
侍
日
記
』
の
冒
頭
で
、
二
十
七
歳
の
後
嵯
峨
帝
か
ら
わ
ず
か
四

歳
の
幼
帝
へ
譲
位
が
果
た
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。
弁
内
侍
は
「
そ
の
程
の
事
ど

も
、
数
々
し
る
し
が
た
し
」
と
い
う
短
文
に
て
喜
び
を
表
現
し
て
い
る
。
注
目

す
べ
き
は
弁
内
侍
が
詠
ん
だ
和
歌
で
、「
月
日
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
の

冒
頭
歌
で
「
月
日
」
は
月
と
太
陽
の
意
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
月
日
を
空
に
仰

ぎ
見
な
い
日
は
な
い
よ
、
と
反
語
で
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
と
同
様
に
、「
月
日
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
日
記
の
導
入
付
近
に
配
置

し
た
作
品
に
、
高
倉
天
皇
の
皇
后
徳
子
に
仕
え
た
女
房
の
日
記
『
建
礼
門
院
右

京
大
夫
集
』
が
あ
る
。
出
仕
し
て
ま
も
な
い
若
い
右
京
大
夫
は
、
天
皇
と
中
宮

が
正
装
で
並
ん
で
い
る
様
子
を
見
て
、「
雲
の
う
へ
に
か
か
る
月
日
の
ひ
か
り

見
る
身
の
ち
ぎ
り
さ
へ
う
れ
し
と
ぞ
思
ふ⑺
」
と
詠
っ
て
い
る
。
天
皇
を
日
に
、

中
宮
を
月
に
た
と
え
、
そ
の
よ
う
に
輝
か
し
い
姿
を
宮
中
で
目
に
す
る
こ
と
が

で
き
た
己
の
宿
縁
を
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
を
踏
ま
え
る

と
、『
弁
内
侍
日
記
』
の
冒
頭
の
「
月
日
」
に
幼
帝
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
は
、
さ
し
て
無
理
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
該
記
事
が

後
嵯
峨
天
皇
か
ら
後
深
草
天
皇
へ
の
譲
位
の
記
事
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

「
日
」
を
後
嵯
峨
、「
月
」
を
後
深
草
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
先
述
し
た
よ

う
に
、
後
深
草
天
皇
の
父
、
後
嵯
峨
院
の
治
世
は
波
風
の
立
た
な
い
聖
代
と
さ

れ
て
い
た
。
未
だ
幼
か
っ
た
後
深
草
天
皇
は
、
優
れ
た
世
の
君
主
と
い
わ
れ
る

後
嵯
峨
院
の
実
権
下
に
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
後
深
草
は
決
し
て
太
陽
に

は
な
り
得
ず
、
む
し
ろ
、
父
院
の
威
光
の
も
と
で
輝
く
「
月
」
に
な
ぞ
ら
え
ら

れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

　

弁
内
侍
が
帝
イ
コ
ー
ル
月
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
六
十
段
「
万
世
の
影
」

に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

月
明
か
り
し
夜
、
清
涼
殿
の
孫
廂
に
人
々
あ
ま
た
遊
ぶ
中
へ
、
中
宮
大
夫

隆
親
、
扇
の
端
を
折
り
た
る
に
書
き
つ
け
て
、

　
　

万
世
を
す
む
べ
き
月
の
影
ぞ
と
は
い
か
に
か
今
宵
契
り
お
く
ら
ん



― ―196

少
将
内
侍
、

　
　

契
り
あ
り
て
す
む
べ
き
月
の
影
ま
で
も
空
に
ぞ
し
る
き
秋
の
万
世

弁
内
侍
、

　
　

万
世
と
契
り
お
き
て
も
余
り
あ
り
月
に
と
も
な
ふ
雲
の
上
人

「
月
明
か
り
し
夜
」
だ
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
、
場
所
が
天
皇
の
御
殿
で
あ
る

「
清
涼
殿
」
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
一
首
目
の
歌
は
、「
す
む
」
を
「
澄

む
」「
住
む
」
の
掛
詞
と
し
、
こ
の
内
裏
に
住
ま
れ
る
主
上
を
万
世
ま
で
も
照

ら
さ
ん
と
す
る
、
月
の
誓
い
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
少
将
内
侍

は
こ
れ
を
受
け
て
第
二
首
目
の
歌
を
詠
む
。
我
が
君
と
の
契
り
が
あ
っ
て
澄
ん

で
い
る
に
違
い
な
い
月
の
光
ま
で
も
、
こ
の
空
に
際
立
ち
、
秋
の
万
世
を
も
約

束
し
て
お
り
ま
す
、
と
な
ろ
う
か
。
第
三
首
目
の
歌
は
、
隆
親
（
公
親
の
誤
写

か
）
を
含
む
殿
上
人
達
の
こ
と
を
「
月
に
と
も
な
ふ
雲
の
上
人
」
と
表
現
す
る
。

つ
ま
り
、
弁
内
侍
は
こ
こ
で
月
を
主
上
に
な
ぞ
ら
え
て
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

月
が
「
万
世
ま
で
も
」
と
約
束
し
て
も
ま
だ
十
分
で
は
な
い
ほ
ど
で
す
、
満
月

の
よ
う
な
我
が
君
と
、
君
に
連
れ
添
う
皆
様
方
は
、
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
歌
か
ら
も
、
弁
内
侍
が
「
満
月
の
よ
う
な
帝
」
と
い
う
意
識
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
弁
内
侍
日
記
』
に
は
天
皇
描
写
が
極
端
に
少
な
い
が
、

そ
れ
は
身
体
が
あ
ま
り
強
く
な
か
っ
た
後
深
草
天
皇
を
守
る
た
め
の
弁
内
侍
の

配
慮
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
天
皇
を
直
接
描
か
な
い
代
わ
り
に
、
天
皇
に

も
重
ね
合
わ
せ
得
る
、
明
る
く
冴
え
渡
っ
た
月
を
何
度
も
登
場
さ
せ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

弁
内
侍
は
後
深
草
天
皇
と
そ
の
御
世
を
再
生
す
べ
く
筆
を
と
っ
た
。
本
節
に

て
、
弁
内
侍
の
書
き
残
し
た
か
っ
た
も
の
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

だ
が
、
彼
女
の
強
い
思
い
を
か
た
ち
に
す
る
た
め
に
、
執
筆
を
後
押
し
し
た
も

の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
次
節
で
は
、
弁
内

侍
が
育
っ
た
環
境
、
主
に
父
か
ら
の
影
響
と
い
う
点
に
着
目
し
て
考
察
を
進
め

た
い
。

三
　
父
信
実
の
影
響

　

弁
内
侍
の
父
信
実
は
似
絵
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
、
歌
人
と
し
て
も
定
評
が

あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
説
話
集
『
今
物
語
』
の
作
者
と
も
目
さ

れ
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
の
『
今
物
語
』
中
の
一
話
、
第
十
五
話
「
丁
字
が
し
ら⑻
」

を
取
り
あ
げ
る
。

待
賢
門
院
の
堀
河
、
上
西
門
院
の
兵
衛
、
お
と
と
い
な
り
け
り
。
夜
深
く

な
る
ま
で
草
子
を
見
け
る
に
、
と
も
し
火
の
つ
き
た
り
け
る
に
、
油
綿
を

さ
し
た
り
け
れ
ば
、
よ
に
か
う
ば
し
く
に
ほ
ひ
け
る
を
、
堀
河
、

　
　

と
も
し
火
は
た
き
物
に
こ
そ
似
た
り
け
れ

と
言
ひ
た
り
け
れ
ば
、
兵
衛
、
と
り
も
あ
へ
ず
、

　
　

丁
子
が
し
ら
の
香
や
に
ほ
ふ
ら
ん

と
つ
け
た
り
け
る
、
い
と
お
も
し
ろ
か
り
け
り
。

　

院
政
期
を
代
表
す
る
女
流
歌
人
姉
妹
、
堀
河
と
兵
衛
の
連
歌
の
即
興
を
主
題

と
す
る
話
で
あ
る
。
と
も
し
火
に
油
綿
の
香
油
を
さ
し
た
と
こ
ろ
、
よ
い
匂
い

が
し
た
こ
と
に
姉
の
堀
河
が
気
付
き
、「
と
も
し
火
は
た
き
物
に
こ
そ
似
た
り

け
れ
」
と
詠
じ
る
。
こ
れ
に
妹
の
兵
衛
が
す
ば
や
く
応
じ
、「
丁
子
頭
の
香
や

に
ほ
ふ
ら
ん
」
と
句
を
付
け
る
。「
丁
字
頭
」
と
は
、
灯
心
の
も
え
さ
し
の
先

が
か
た
ま
り
に
な
っ
た
も
の
を
い
い
、
丁
子
の
実
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の

よ
う
に
呼
ば
れ
る
。
丁
字
は
ス
パ
イ
ス
の
一
種
ク
ロ
ー
ブ
な
の
で
、
兵
衛
は
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「
と
も
し
火
の
灯
心
は
丁
字
頭
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
、
や
は
り
丁
字
の
匂
い
が

す
る
で
し
ょ
う
か
」
と
付
け
た
わ
け
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
息
の

合
っ
た
連
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
堀
河
・
兵
衛
姉
妹
に
、
信
実
が
自
分
の
娘
、

弁
内
侍
と
そ
の
妹
少
将
内
侍
を
重
ね
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ

る
こ
と
で
あ
る⑻
。
そ
の
よ
う
仮
定
す
る
と
、
本
説
話
集
の
成
立
期
（
一
二
三
九

～
一
二
四
〇
）
に
は
す
で
に
、
信
実
が
期
待
を
抱
く
ほ
ど
の
才
能
を
、
姉
妹
が

備
え
て
い
た
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
く
は
、
幼
い
頃
か
ら
よ
ほ
ど

弁
内
侍
・
少
将
内
侍
二
人
の
息
が
合
っ
て
い
た
の
か
。
堀
河
・
兵
衛
姉
妹
の
よ

う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
信
実
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
流
れ
で
、
連
歌
と
信
実
、
ま
た
連
歌
と
弁
内
侍
と
の
関
連
を
考
え
て

い
き
た
い
と
思
う
。

　

延
文
二
年
（
一
三
五
七
）
に
勅
撰
に
準
ぜ
ら
れ
た
連
歌
集
『
菟
玖
波
集
』
に
は
、

本
話
に
あ
る
堀
河
・
兵
衛
姉
妹
の
連
歌
の
入
集
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
当
該

連
歌
集
に
は
弁
内
侍
の
句
が
十
三
句
、
少
将
内
侍
の
句
も
十
五
句
と
ら
れ
て
お

り
、
こ
れ
は
、『
菟
玖
波
集
』
所
収
の
女
性
連
歌
作
者
の
な
か
で
最
多
で
あ
る
。

弁
内
侍
の
連
歌
作
者
と
し
て
活
躍
は
、
父
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ

ろ
う
。
信
実
の
連
歌
会
で
の
活
動
は
、
木
藤
才
蔵
氏
の
『
連
歌
史
論
考　

上⑼
』

に
詳
し
い
。

連
歌
が
貴
族
や
僧
侶
の
間
で
流
行
す
る
に
つ
れ
て
、
連
歌
の
専
門
家
ら
し

い
者
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
、
信
実
の
ご
と
き
は
、
明

月
記
に
よ
る
と
定
家
の
出
席
し
て
い
る
連
歌
会
の
大
部
分
に
顔
を
見
せ
て

い
る
。
こ
れ
は
信
実
が
諸
方
の
連
歌
会
に
相
当
頻
繁
に
招
か
れ
て
い
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
、
連
歌
会
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

後
嵯
峨
院
の
治
世
下
、
沈
滞
し
て
い
た
宮
廷
文
化
は
息
を
吹
き
返
し
、
ま
た

院
を
中
心
に
連
歌
会
が
し
ば
し
ば
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
連

歌
会
は
、
九
条
家
、
西
園
寺
家
な
ど
名
家
の
自
邸
で
も
催
さ
れ
、
信
実
も
参
会

し
て
い
る
。
し
か
し
、
精
力
的
に
連
歌
会
へ
出
席
し
て
い
た
ら
し
い
信
実
は
、

『
菟
玖
波
集
』
入
集
歌
数
十
一
句
と
、
数
の
上
で
娘
た
ち
に
劣
っ
て
い
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
木
藤
氏
は
、
後
嵯
峨
院
の
治
世
が
は
じ
ま
る
こ
ろ
に
は
信
実
は

七
十
歳
に
近
く
、
作
家
と
し
て
の
活
躍
が
次
第
に
衰
え
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
と
考

察
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
信
実
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
承
久
の
変
後
は
、
ま
だ
晴
れ

の
場
で
詠
ま
れ
た
も
の
が
少
な
く
、
そ
の
大
部
分
が
後
世
に
伝
え
ら
れ
な
か
っ

た
。
逆
に
弁
内
侍
や
少
将
内
侍
は
後
嵯
峨
院
の
近
く
に
い
て
、
為
家
や
為
氏
と

雅
会
を
と
も
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
彼
女
ら
の
作
品
が
多
く
伝
え

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

御
指
摘
の
と
お
り
、
彼
女
ら
姉
妹
が
後
嵯
峨
院
に
近
い
立
場
に
あ
っ
た
こ
と

は
大
い
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
井
蛙
抄⑽
』
に
は
次
の
話
が
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
後
嵯
峨
院
の
御
幸
の
際
、
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
は
御
連
歌
の
た
め

に
御
車
に
召
さ
れ
た
。
御
車
が
出
よ
う
か
と
い
う
と
き
に
、
お
供
の
為
氏
が
花

瓶
に
立
て
ら
れ
た
桜
の
枝
を
手
折
る
。
そ
れ
を
御
覧
に
な
っ
て
、
後
嵯
峨
院
が

「
為
氏
が
花
を
ぬ
す
む
に
、
連
歌
一
つ
し
か
け
よ
」
と
仰
せ
に
な
る
。
こ
の
と

き
弁
内
侍
が
詠
ん
だ
上
句
に
つ
い
て
、『
井
蛙
抄
』
は
「
取
あ
へ
ぬ
時
分
の
狂

句
な
が
ら
、
こ
ま
か
に
付
た
る
。
誠
達
者
の
所
為
也
云
々
」
と
締
め
く
く
っ
て

い
る
。

　

鎌
倉
時
代
初
期
、
後
嵯
峨
院
の
歌
壇
に
あ
っ
て
院
に
目
を
か
け
て
も
ら
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
は
、
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
に
と
っ
て
幸
い
で
あ
っ
た
と
考
え

て
よ
い
。
そ
し
て
や
は
り
、
院
に
見
出
さ
れ
た
姉
妹
の
実
力
は
、
本
物
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
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父
の
連
歌
作
者
と
し
て
の
活
動
を
受
け
継
ぎ
、
弁
内
侍
も
一
女
流
作
者
と
し

て
頻
繁
に
連
歌
会
に
参
加
し
て
い
た
。
連
歌
会
の
様
子
は
、『
弁
内
侍
日
記
』

か
ら
も
う
か
が
え
る
。
公
式
な
会
で
は
な
い
が
、
後
嵯
峨
院
・
弁
内
侍
・
少
将

内
侍
の
三
人
だ
け
で
余
興
に
開
か
れ
た
連
歌
会
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
会

の
の
ち
、
大
納
言
三
位
に
「
こ
の
恋
草
の
御
連
歌
、
思
ひ
出
な
る
べ
し
。
そ
の

由
の
歌
よ
み
て
、
家
の
集
な
ど
に
書
か
る
べ
し
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

本
日
記
の
位
置
づ
け
や
執
筆
動
機
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
の
連
歌
は
鎖
連
歌
だ
が
、
本
日
記
に
は
短
連
歌
も
散
見
さ
れ
る
。
中
納

言
典
侍
が
何
と
な
く
「
舟
の
と
ま
り
は
な
ほ
ぞ
恋
し
き
」
と
口
ず
さ
ん
だ
も
の

に
、
弁
内
侍
が
「
湊
川
波
の
か
か
り
の
瀬
戸
荒
れ
て
」
と
つ
け
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

（
四
二
段
）
が
あ
り
、
即
座
に
句
を
つ
け
て
み
せ
た
瞬
発
力
が
冴
え
る
。
八
五

段
「
鶏
合
せ
」
で
は
、
公
忠
と
公
保
が
鶏
を
合
わ
せ
た
折
、
公
忠
の
鶏
が
踊
り

は
ね
る
の
を
見
て
、
公
相
が
「
久
方
の
空
踊
り
こ
そ
を
か
し
け
れ
」
と
連
歌
の

上
の
句
の
つ
も
り
で
詠
み
か
け
る
。
し
か
し
、
公
忠
は
そ
れ
に
気
付
か
ず
「
さ

こ
そ
」
と
普
通
に
返
事
を
し
て
し
ま
う
。
こ
の
件
を
「
を
か
し
」
と
記
す
弁
内

侍
は
も
ち
ろ
ん
、
公
相
が
付
句
を
求
め
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
。
も
し

弁
内
侍
に
詠
み
か
け
ら
れ
た
句
で
あ
っ
た
な
ら
、
彼
女
は
即
座
に
下
句
を
つ
け

て
み
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
連
歌
作
者
と
し
て
の
弁
内
侍
の
感
性
が
光

る
締
め
く
く
り
と
な
っ
て
い
る
。

　

父
の
連
歌
作
家
と
し
て
の
活
動
は
、
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
を
連
歌
の
世
界
へ

引
き
入
れ
た
。
ま
た
、
そ
れ
が
後
嵯
峨
院
の
目
に
留
ま
り
、
二
人
の
才
能
は
院

の
も
と
で
さ
ら
に
磨
き
が
か
け
ら
れ
る
。
磨
か
れ
た
才
能
を
ど
こ
か
に
表
出
し

た
い
と
考
え
る
の
は
、
作
家
の
本
能
で
あ
る
。『
弁
内
侍
日
記
』
は
短
い
章
段

の
連
な
り
で
あ
り
、
音
読
す
れ
ば
小
気
味
よ
く
リ
ズ
ム
感
が
あ
る
。
ま
た
、

所
々
に
機
知
や
即
応
、
諧
謔
を
散
り
ば
め
な
が
ら
、
宮
廷
生
活
が
筆
録
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
は
、
連
歌
作
者
と
し
て
の
弁
内
侍
の
手
腕
が
影
響
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
だ
け
で
『
弁
内
侍
日
記
』

の
な
か
に
連
歌
の
要
素
が
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
語
彙
の
レ
ベ
ル
で
検
証

し
て
い
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
し
、
連
歌
が
、
そ
の
〝
場
〟
に
い
て
は
じ
め
て

面
白
さ
が
理
解
さ
れ
る
当
座
の
文
芸
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
も
っ
て
本
日
記
を
紐
解
い
て

い
く
こ
と
は
、『
弁
内
侍
日
記
』
研
究
史
の
枝
に
、
新
た
な
芽
を
継
ぐ
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

四
　
お
わ
り
に

　

現
代
の
我
々
が
日
記
を
書
く
と
き
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
誰
の
た
め
に
書
く
だ

ろ
う
か
。
多
く
は
自
分
の
た
め
に
綴
る
の
だ
ろ
う
が
、
我
が
子
の
成
長
記
録
、

友
達
と
の
交
換
日
記
と
い
う
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
他
者
の
目
に
触
れ
さ
せ
な
い

よ
う
に
と
、
机
の
引
出
し
に
鍵
を
か
け
て
保
管
し
て
い
る
人
も
い
れ
ば
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
不
特
定
多
数
の
読
者
に
公
開
し
て
い
る
人
も
い
る
。

『
弁
内
侍
日
記
』
は
、
弁
内
侍
の
た
め
だ
け
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
彼

女
が
筆
を
下
ろ
し
た
と
き
よ
り
、
当
代
・
後
代
に
か
か
わ
ら
ず
、
誰
か
に
読
ま

れ
る
可
能
性
を
少
し
も
考
え
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

弁
内
侍
は
直
接
的
に
天
皇
を
描
く
こ
と
を
せ
ず
、「
書
か
な
い
」
こ
と
で
天

皇
の
幼
さ
や
不
健
全
を
読
者
に
悟
ら
せ
ま
い
と
し
た
。
そ
の
代
わ
り
、「
お
も

し
ろ
し
の
日
記
」
を
支
え
る
「
月
」
の
描
写
を
も
っ
て
天
皇
不
在
を
意
識
さ
せ

な
い
よ
う
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
態
度
は
、
明
ら
か
に
読
者
の
目
を
気

に
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
日
記
は
、
い
つ
で
も
澄
ん
だ
月
光
に
満
た

さ
れ
て
い
る
。
弁
内
侍
は
月
の
冴
え
た
内
裏
で
、
和
気
あ
い
あ
い
と
活
動
す
る

君
臣
和
楽
を
描
き
出
し
、
天
皇
と
そ
の
サ
ロ
ン
の
再
生
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
女
房
と
し
て
の
職
掌
意
識
ば
か
り
が
本
日
記
の
性
質
で
は
な
い
。

折
し
も
連
歌
が
流
行
り
は
じ
め
た
こ
の
時
代
、
信
実
が
連
歌
会
に
再
三
参
加
し

て
い
た
こ
と
で
、
そ
の
娘
で
あ
る
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
も
才
能
を
開
花
さ
せ
た
。

『
弁
内
侍
日
記
』
に
ど
こ
ま
で
連
歌
が
浸
透
し
て
い
る
か
。
そ
れ
は
後
考
を
俟

た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
姉
妹
を
歌
合
や
連
歌
会
の
よ
う
な
場
に
引
き
出
し
た
信

実
の
存
在
が
、
弁
内
侍
の
日
記
執
筆
を
促
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
さ

ら
に
は
、
信
実
だ
け
で
な
く
、
少
将
内
侍
が
身
近
に
い
た
こ
と
は
大
き
い
と
思

わ
れ
る
。
姉
妹
の
両
者
と
も
、『
続
後
撰
集
』
以
下
の
勅
撰
集
に
四
十
五
首
入

集
し
て
お
り
、
気
軽
に
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
る
仲
間
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
よ

き
競
争
相
手
で
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
二
人
の
様
子
は
、
院
政
期
、

と
も
し
火
の
薄
明
か
り
の
な
か
で
句
を
重
ね
た
女
流
歌
人
姉
妹
を
彷
彿
と
さ
せ

る
。

　

内
侍
と
し
て
の
弁
内
侍
と
、
連
歌
作
者
と
し
て
の
弁
内
侍
が
綴
っ
た
世
界
は

か
な
り
独
特
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
自
分
自
身
を
極
力
抑
え
て
執

筆
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
し
こ
に
、
日
記
作
者
と
し
て
の
彼
女
ら
し
さ
が
滲
み

出
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
い
っ
た
視
点
を
も
っ
て
こ
の
作
品
を
読
む
と

き
、
読
者
は
よ
り
生
き
生
き
と
し
た
『
弁
内
侍
日
記
』
の
世
界
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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