
一

『

有
明
の
別
れ』

と
い
う
作
品
は
、
関
白
家
に
生
ま
れ
た
一
人
の
女
性
が
、

家
の
存
続
の
た
め
に
神
の
啓
示
を
え
て
男
装
し
、
二
つ
の
性
を
生
き
る
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
。
世
間
に
は
男
女
二
人
の
き
ょ
う
だ
い
が
い
る

と
信
じ
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
女
性
が
物
語
の｢

女
君｣

で
、
ま
ず
は
社
会
に
男

性
と
し
て
交
わ
り
、
大
納
言｢

右
大
将｣

に
ま
で
い
た
る
。
無
事
に
家
の
後
継

者
が
誕
生
し
て
後
、
帝
に
同
性
愛
を
仕
掛
け
ら
れ
、
女
性
と
わ
か
っ
て
契
ら
れ

て
、
男
性
の
身
に
別
れ
る
こ
と
を
心
に
決
め
る
。
そ
し
て
、｢

右
大
将｣
は
逝

去
し
た
と
世
間
に
は
披
露
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
今
度
は
妹
と
し
て
、
右
大
将
時

代
に
仕
え
契
ら
れ
た
帝
に
入
内
す
る
。
寵
愛
な
み
な
み
な
ら
ず
、
あ
い
つ
い
で

男
子
を
出
産
し
、
天
皇
・
東
宮
の
母
に
な
り
、
摂
関
家
及
び
天
皇
家
の
継
続
の

た
め
に
、
男
性
と
し
て
ま
た
女
性
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
寄
与
し
た
物
語
と
言

え
よ
う
。
そ
の
一
人
二
役
に
つ
い
て
は
秘
せ
ら
れ
、
両
親
な
ど
わ
ず
か
の
人
が

知
る
の
み
で
あ
っ
た
。

摂
関
家
と
し
て
の
後
継
者
は
、｢

夢
の
告
げ｣

を
信
じ
行
動
し
て
見
出
し
た
。

右
大
将
と
し
て
の
男
性
時
代
に
、｢

隠
れ
蓑｣

の
術
を
使
っ
て
、
女
性
た
ち
を
垣

間
見
続
け
、
妊
娠
し
た
女
性
を
自
分
の
妻
と
し
て
自
邸
に
連
れ
出
し
、
無
事
に

男
子
が
誕
生
し
た
こ
と
で
安
泰
と
な
る
。そ
の
妻
と
な
っ
た
女
性
と
は
、｢

左
大

将｣
(

女
君
の
、
父
方
の
叔
父)

と
再
婚
し
た
母
に
と
も
な
わ
れ
て
暮
ら
す
う
ち

に
、継
父
に
犯
さ
れ
、そ
れ
が
母
に
知
ら
れ
る
と
い
う
窮
地
に
立
っ
た
女
性
で
、

そ
こ
か
ら
救
い
出
す
か
た
ち
で
あ
っ
た
。
す
で
に
身
ご
も
っ
て
い
た
彼
女
は
男

子
を
出
産
す
る
。出
産
月
を
ご
ま
か
し
て
、女
君
つ
ま
り｢

右
大
将｣

の
実
子
と

し
て
社
会
的
に
披
露
さ
れ
る
。彼
女
は｢

対
の
上｣

と
呼
称
さ
れ
る
が
、押
し
も

お
さ
れ
ぬ
右
大
将
の
正
妻
で
あ
る
。後
に
、対
の
上
は
、今
度
は
左
大
将
の
息
子

に
犯
さ
れ
、
女
子
を
生
む(

表
向
き
は
亡
き
右
大
将
の
子
と
し
て)

。
二
人
の
子
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供
は
右
大
将
の
親
戚
筋
の
血
が
流
れ
て
い
る
が
、関
白
の
孫
、右
大
将
の
子
と
し

て
生
き
、か
た
や
左
大
臣
か
た
や
中
宮
と
し
て
、摂
関
家
の
一
員
と
し
て
そ
の
家

を
支
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。右
大
将
と
し
て
の
夫
婦
時
代
も
仲
む
つ
ま
じ
く
、

後
に
女
御
と
な
っ
て
里
下
が
り
し
た
時
に
は
、夫
が
亡
く
な
っ
た
と
思
い
出
家

し
て
い
た
対
の
上
に
、自
分
の
秘
密
を
明
か
す
が
、か
つ
て
の
夫
が
女
性
と
知
っ

て
も
、
二
人
の
関
係
は
夫
婦
の
時
以
上
に
親
密
な
関
係
性
を
築
い
て
い
る(

1)

。

物
語
は
、｢
女
君｣
で
あ
る
右
大
将
が
男
性
と
し
て
活
躍
す
る
時
代
、
右
大

将
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
摂
関
家
の
後
継
者｢

左
大
臣｣

が
活
躍
す
る
時
代
と
、

ふ
た
つ
の
世
代
が
描
か
れ
る
。｢

女
君｣

の
、
果
た
せ
な
か
っ
た
男
と
し
て
の

性
の
面
を
生
き
る
の
が
巻
二
以
降
の｢

左
大
臣｣

で
、
そ
し
て
女
君
の
男
性
と

し
て
の
類
ま
れ
な
資
質
を
受
け
継
ぐ
の
が｢

春
宮｣

で
あ
る
。
後
者
が
物
語
に

お
い
て
認
知
さ
れ
る
と
、
物
語
は
終
焉
を
迎
え
て
い
く
。

物
語
内
容
を
見
る
と
、
性
の
取
り
替
え
か
ら
、
女
君
の
男
性
と
し
て
の
理
想

性
、
暮
ら
し
ぶ
り
等
々
、
人
物
の
設
定
、
場
面
性
、
登
場
人
物
の
役
ど
こ
ろ
な

ど
ま
で
、『

と
り
か
へ
ば
や
物
語』

を
踏
襲
し
て
い
る

(
2)

。
し
か
し
な
が
ら
、『

と

り
か
へ
ば
や
物
語』

で
は
女
君
の
男
と
し
て
の
人
生
は
、
取
り
替
え
の
後
に
は

男
君
に
塗
り
替
え
ら
れ
て
い
る
が
、『

有
明
の
別
れ』
の
場
合
、
一
人
の
人
物

の
中
で
行
わ
れ
て
、
女
性
に
な
っ
て
も
男
性
時
代
を
抱
え
込
ん
で
い
る
。
そ
の

点
が
物
語
の
深
さ
と
奥
行
き
に
大
き
く
左
右
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
閉

鎖
的
な
生
き
方
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
女
性
た
ち
の
、
も
う
一
つ
の
性
を
生
き
る

こ
と
、
つ
ま
り
、
能
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
自
由
で
晴
れ
が
ま
し
い
生
き
方

へ
の
願
望
が
読
み
と
れ
る
と
こ
ろ
は
、
現
代
人
が
読
ん
で
も
、
切
実
感
を
と
も

な
い
共
感
で
き
る
。

ま
た
、
表
現
さ
れ
た
世
界
は
、『

源
氏
物
語』

『

紫
式
部
日
記』

『

狭
衣
物
語』
『

栄
花
物
語』

な
ど
の
平
安
作
品
を
縦
横
に
引
用
摂
取
し(

3)

、
引
歌
表
現
も
駆
使

さ
れ
て
、
内
面
性
も
よ
く
描
き
こ
ま
れ
て
、
ま
さ
し
く
貴
族
文
学
ら
し
い
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
を
生
み
出
す
時
代
的
特
性
は
理
解
で
き
る
も
の

の
、
作
者
の
〈
場
〉
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

物
語
評
論
書『

無
名
草
子』

に
、｢

む
げ
に
こ
の
ご
ろ
出
で
来
た
る
も
の
、

あ
ま
た｣

と
し
て
、
隆
信
作
の『

う
き
な
み』

、
定
家
作
の『

松
浦
の
宮』

と

と
も
に
、『

有
明
の
別
れ』

の
名
が
あ
が
っ
て
、『

無
名
草
子』

(

一
二
〇
一
年

頃
に
成
立)

に
ご
く
近
い
頃
の
作
品
で
あ
る
。『

有
明
の
別
れ』

の
成
立
期
を
、

文
治
・
建
久
の
頃
と
狭
め
た
の
は
、
金
光
桂
子
氏
で
あ
る(

4)

。

金
光
氏
は
、『

有
明
の
別
れ』

の
作
中
歌
が
、
従
来
い
わ
れ
て
い
た
よ
う
な

定
家
と
の
親
近
性
を
認
め
、
中
で
も
文
治
・
建
久
期
の
和
歌
の
影
響
が
見
ら

れ
、
定
家
も
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
九
条
家
歌
壇
の
雰
囲
気
を
反
映
し
て
い
る
と

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
九
条
家
周
辺
に
成
立
の
場
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
、
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『

文
治
女
御
入
内
屏
風
和
歌』

(

任
子
の
入
内
は
文
治
六
年
〈
一
一
九
〇
〉
正
月)

で
は
、
年
中
行
事
題
の
占

め
る
比
率
が
高
く
、
そ
こ
に
は
、
公
事
を
重
ん
じ
そ
の
復
興
に
力
を
そ
そ
い
だ

兼
実
の
理
念
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
谷
知
子
氏
の
論(

5)

を
紹
介
す
る
。
金

光
氏
は
、
年
中
行
事
へ
の
関
心
の
み
な
ら
ず
、『

有
明
の
別
れ』

の
入
内
と
、

兼
実
の
悲
願
で
あ
っ
た
娘
任
子
の
入
内
は
、
関
連
さ
れ
て
い
る
と
も
指
摘
さ
れ

た
。
ま
た
、
特
色
あ
る
歌
語
に
は
、
俊
成
・
定
家
と
い
う
御
子
左
家
の
み
な
ら

ず
、
慈
円
が
愛
用
し
、
慈
円
を
象
徴
す
る
よ
う
な
語
が
散
ら
ば
り
、
良
経
な
ど

も
含
め
た
、
九
条
家
周
辺
と
の
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

『

有
明
の
別
れ』

の
中
で
、
言
及
さ
れ
る
年
中
行
事
に
つ
い
て
見
る
と
、
巻

一
に
集
中
し
て
い
る
。
中
に
は
す
で
に
廃
絶
し
た
年
中
行
事
に
つ
い
て
も
触
れ

て
い
る
点
は
、
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
数
の
多
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
加

え
て
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
特
異
な
描
き
方
を
問
題
に
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

(�)



本
稿
で
は
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
年
中
行
事
や
臨
時
行
事
が
先
行
作
品
の
影

響
を
受
け
つ
つ
も
、
独
自
で
特
異
な
視
線
か
ら
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
、
そ
の
行
事
が
記
さ
れ
る
意
義
と
、
特
異
な
描
き
方
が
ど
の
あ
た
り

か
ら
起
因
し
た
も
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

女
君
が
、
い
よ
い
よ｢

右
大
将｣

時
代
に
別
れ
を
告
げ
る
べ
き
時
が
き
た
る

と
、
そ
れ
を
い
と
お
し
む
か
の
よ
う
に
、
年
中
行
事
が
丁
寧
に
描
か
れ
る
よ
う

に
な
る
。

す
で
に
物
語
第
二
年
に
お
い
て
、
十
月
摂
関
家
念
願
の
男
子
が
誕
生
、
閏
十

二
月
ま
で
待
っ
て
右
大
将
の
子
と
し
て
披
露
さ
れ
て
い
る
。

物
語
第
三
年
に
入
る
と
、
女
右
大
将
は
、
今
年
が
最
後
か
と
出
家
を
思
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
年
中
行
事
が
次
々
と
描
か
れ
る
。
ま
ず
最
初

が｢

臨
時
客｣

で
あ
る
。

A
一
日
の
拝
礼
、
二
日
の
臨
時
客
、
常
の
作
法
な
れ
ど
、
み
が
き
た
て
ら
れ

た
る
に
、
西
の
対
の
御
前
の
紅
梅
ひ
と
つ
、
に
ほ
ひ
か
ほ
り
み
ち
た
る
御

簾
の
う
ち
を
、
な
ほ
例
の
年
よ
り
も
光
ま
さ
り
て
見
ゆ
る
を
、
見
い
だ
し

た
る
＊
侍
従
ら
お
き
所
な
き
。
右
の
大
臣
も
、
お
と
ろ
ふ
ば
か
り
の
御
よ

は
ひ
な
ら
ね
ば
、
い
み
じ
く
き
よ
げ
に
て
、
あ
ら
は
に
皇
子
た
ち
と
見
え

た
ま
へ
り
。
民
部
�
と
き
こ
ゆ
る
い
み
じ
う
古
人
は
、
か
し
ら
の
雪
も
と

こ
ろ
せ
く
つ
も
り
に
け
る
年
の
ほ
ど
し
る
き
に
、
た
ち
つ
づ
き
た
ま
へ
る

左
大
将
の
、
う
ち
う
ち
に
こ
そ
す
く
よ
か
に
も
見
え
た
ま
ひ
し
か
、
ひ
ろ

き
庭
の
玉
の
ご
と
み
が
き
た
て
ら
れ
た
る
に
は
、
用
意
こ
と
に
め
で
た
く

ぞ
見
な
さ
れ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
き
ら
き
ら
し
き
御
随
身
の
こ
ゑ
も
、
な
ほ
く

ち
を
し
か
ら
ず
ぞ
見
な
さ
る
る
。

右
大
将
は
、
上
臈
の
納
言
お
ほ
く
も
の
し
た
ま
へ
ば
、
あ
ま
た
の
ぼ
り

た
ま
ひ
ぬ
る
の
ち
、
た
ち
い
で
た
ま
へ
る
御
さ
ま
、
か
た
ち
、
く
ま
な
き

春
の
日
か
げ
に
、
あ
ま
り
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
見
え
た
ま
ふ
を
、
殿
の
う
ち
の

人
は
、
ま
し
て
涙
お
と
す
べ
し
。
…
…

御
あ
そ
び
は
じ
ま
り
て
、
御
琴
ど
も
め
す
。
右
の
大
臣
、
安
名
尊
と

い
だ
し
た
ま
へ
る
御
こ
ゑ
、
つ
き
せ
ず
め
で
た
し
。

(

一
〇
四
頁
〜
／
三
三
〇
頁(

6))

一
日
の
拝
礼
、
二
日
の
臨
時
客
と
、
関
白
家
の
行
事
を
写
し
出
す
。
正
月
の

大
臣
大
饗
が
太
政
官
を
招
く
の
に
対
し
て
、
臨
時
客
は
、
公
�
や
殿
上
人
た

ち
を
も
て
な
す
行
事
で
あ
る
。
後
一
条
天
皇
の
寛
仁
年
間
以
降
、
摂
関
家
の
み

が
行
う
よ
う
に
な
り
、
正
月
大
饗
に
準
じ
て
、
拝
礼
・
宴
・
賜
禄
の
三
つ
か
ら

な
る
の
を
原
則
と
す
る(

7)

。
堀
河
天
皇
の
頃
ま
で
は
、
対
の
屋
が
用
い
ら
れ
て

い
た
。

と
こ
ろ
で
、
臨
時
客
と
い
う
儀
礼
は
、
先
行
物
語
で
は
行
事
に
言
及
し
て

も
、
正
面
か
ら
描
く
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
数
少
な
い
例
が『

源
氏
物
語』

初
音

巻
で
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ア
今
日
は
、
臨
時
客
の
こ
と
に
ま
ぎ
ら
は
し
て
ぞ
、
お
も
が
く
し
た
ま
ふ
。

上
達
部
、
親
王
た
ち
な
ど
、
例
の
、
残
る
な
く
参
り
た
ま
へ
り
。
御
遊

び
あ
り
て
、
引
出
物
、
禄
な
ど
、
二
な
し
。
…
…
花
の
香
さ
そ
ふ
夕
風
、

の
ど
か
に
う
ち
吹
き
た
る
に
、
御
前
の
梅
や
う
や
う
ひ
も
と
き
て
、
あ
れ

は
誰
時
な
る
に
、
も
の
の
調
べ
ど
も
お
も
し
ろ
く
、
こ
の
殿
う
ち
出
で

た
る
拍
子
、
い
と
は
な
や
か
な
り
。
大
臣
も
時
々
声
う
ち
添
へ
た
ま
へ
る

さ
き
草
の
末
つ
か
た
、
い
と
な
つ
か
し
う
め
で
た
く
聞
こ
ゆ
。

(

新
潮
日
本
古
典
集
成『

源
氏
物
語』

四
、
一
九
頁)

『
源
氏
物
語』

で
は
、
臨
時
客
に
上
達
部
・
親
王
た
ち
が
六
条
院
に
参
集
し
、

(�)



管
絃
の
遊
び
が
あ
り
、
終
わ
っ
て
解
散
す
る
と
き
の
引
出
物
・
禄
、
と
ま
ず
こ

の
行
事
全
体
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
省
略
し
た
が
、
六
条
院
の
花
と
女
性
に
心

あ
く
が
れ
る
若
人
の
心
懸
想
を
言
い
、
あ
と
は
音
楽
の
素
晴
ら
し
さ
、｢

こ
の

殿｣
と
催
馬
楽
が
歌
わ
れ
、
唱
和
す
る
光
源
氏
の
魅
力
的
な
美
声
を
い
い
、
御

前
の
梅
を
描
く
他
は
、
も
っ
ぱ
ら
聴
覚
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、『
有
明
の
別
れ』

の
臨
時
客
の
場
合
、
西
の
対
に
住
ん
で
い
る

対
の
上
付
き
の
女
房｢
侍
従｣

ら
か
ら
眺
め
た
光
景
で
あ
る
。
臨
時
客
は
対
の

屋
を
用
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が(

8)

、
鳥
羽
天
皇
の
時
代
に
は
、
忠
実
が

対
の
屋
で
も
寝
殿
で
も
行
っ
て
い
る
。
ア
で
は
、
西
の
対
か
ら
見
て
い
る
の

で
、
寝
殿
で
行
わ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
金
光
氏
は
本
物
語
と
九
条
家

と
の
関
係
性
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
そ
の
兼
実
の
実
際
例
を
見
る
と
、
臨
時
客
は

二
回
と
も
に
寝
殿
を
用
い
て
い
る(

9)
。
物
語
は
近
例
に
よ
っ
た
表
現
な
の
で
あ

ろ
う
。

現
実
に
行
わ
れ
た
臨
時
客
を
見
る
と
、
注
8
に
引
用
し
た『

中
右
記』

に
あ

る
よ
う
に
、
参
加
す
る
人
た
ち
は
主
客
が
揃
っ
た
と
こ
ろ
で
、
庭
に
列
立
、
主

人
も
階
下
に
下
り
て
出
迎
え
る
。
主
客
か
ら
身
分
の
高
い
順
に
、
一
人
ず
つ
南

の
階
を
あ
が
っ
て
席
に
着
く
。
そ
し
て
あ
る
身
分
か
ら
下
は
、
東
の
階
や
中
門

廊
か
ら
入
り
、
座
に
着
く
こ
と
に
な
る
。

そ
の
光
景
を『

有
明
の
別
れ』

で
は
、
＊
印
あ
た
り
に
脱
文
あ
る
か
と
指
摘

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
描
く
。
寝
殿
の
南
庭
に
列

立
し
、
拝
礼
し
て
か
ら
、
寝
殿
の
階
を
上
る
光
景
が
、
主
賓
で
あ
ろ
う｢
右
大

臣｣

を
最
初
に
記
し
、
次
い
で｢

民
部
�｣

(

大
納
言
兼
任
の
民
部
�
。
孤
本

で
あ
る
底
本
の
天
理
大
学
蔵
本
に
は｢

し
き
ふ
き
や
う｣

と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
式
部
�
宮
が
入
る
の
は
お
か
し
い
し
、｢

宮｣

も
な
い
の
で
、｢

式｣

は

｢

民｣

の
誤
写
と
考
え
校
訂
し
た)

、
そ
し
て｢

左
大
将｣

(

大
納
言)

、
上
�
の

大
中
納
言
と
続
き
、
主
人
公
の
女｢

右
大
将｣

(

権
中
納
言)

が
、
美
々
し
い

姿
で
登
場
す
る(

父
の
臨
時
客
に
公
�
・
大
臣
の
子
が
列
立
す
る
実
際
例
は
よ

く
見
ら
れ
る)

。
官
位
が
上
の
人
物
は
女
大
将
よ
り
も
年
上
で
年
配
の
者
も
多

い
か
ら
、
な
お
さ
ら
若
く
美
し
い
そ
の
容
姿
が
際
立
つ
さ
ま
を
描
い
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
右
大
将
の
素
晴
ら
し
さ
を
大
臣
公
�
と
相
対
化
し
な
が
ら
写
し
出

す
姿
勢
が
顕
著
な
の
で
あ
る
が
、
寝
殿
に
入
る
直
前
に
焦
点
を
あ
て
る
の
が
、

他
の
物
語
と
異
質
で
あ
る
。

右
の
引
用
部
分
に
続
い
て
は
、
席
の
第
一
人
の
右
大
臣
が｢

安
名
尊｣

を

歌
っ
た
と
さ
れ
る
の
も
、
実
際
例
に
よ
ろ
う(

10)

。
女
君
も
男
性
と
し
て
生
き
る

こ
と
の
終
り
を
意
識
し
て
、
横
笛
を
吹
き
た
て
る
と
、
天
上
で
は
そ
れ
と
呼
応

す
る
か
の
よ
う
に
、
晴
れ
た
空
が
俄
に
か
き
く
も
り
、
稲
妻
が
光
と
ど
ろ
き
、

香
ば
し
い
香
り
が
吹
き
出
て
く
る
と
い
う
、
奇
瑞
が
お
こ
る
場
面
で
あ
る
。

続
い
て
は
、｢

今
年
は
、
と
り
わ
き
つ
つ
し
み
た
ま
ふ
べ
き
年｣

(

女
の
厄
年

十
九
歳
か)

と
し
て
、｢

節
会
・
除
目
な
ど
に
、
人
目
お
ど
ろ
か
し
た
ま
ひ
つ

つ｣

と
導
か
れ
て
、
二
月
御
前
の
梅
を
め
で
て
、
詩
を
作
り
、
管
絃
の
遊
び
が

催
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る｢

梅
花
の
宴｣

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
男
性
の
も
の
で

あ
る
漢
詩
を
作
っ
て
は｢

こ
の
道
に
ふ
り
た
る
博
士
ど
も
な
ど｣

を
感
動
さ
せ

涙
を
と
ど
め
な
く
流
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。『

源
氏
物
語』

花
の
宴
巻
の
光
源

氏
像
を
掠
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
帝
に
強
い
ら
れ
て
も
、
横
笛
は
辞
退
し
、
笙

の
笛
を
吹
き
す
ま
す
と
、
再
び
奇
瑞
が
お
こ
る
。
物
語
末
尾
に
呼
応
す
る
奇
瑞

で
あ
り
、
そ
れ
を
描
く
意
味
で
は
、
重
要
な
場
面
で
あ
る
。
帝
は
こ
こ
で
右
大

将
に
権
大
納
言
を
贈
る
こ
と
に
な
る
。

漢
詩
を
作
る｢

花
の
宴｣

と
い
う
場
の
設
定
、｢

笛｣

や｢

笙｣

の
演
奏
と

い
う
男
性
に
し
か
許
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
、
奇
瑞
が
お
こ
る
点
に
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

(�)



五
月
雨
の
こ
ろ
に
な
る
。
女
右
大
将
の
留
守
に
対
の
上
は
、
今
度
は
左
大
将

の
子
三
位
中
将
に
犯
さ
れ
再
び
懐
妊
。
女
右
大
将
は
妻
を
許
す
が
、
自
分
は
山

の
奥
で
修
行
を
と
出
離
を
思
う
。
よ
っ
て
、｢

相
撲
の
節
、
還
饗
な
ど
い
ふ
に

も
、
世
の
常
の
作
法
に
こ
と
を
そ
へ
て
、
御
よ
そ
ひ
、
御
車
ま
で
、
世
の
中
に

見
え
ぬ
き
よ
ら
を
つ
く
し
て｣

、
御
随
身
ま
で
美
し
く
飾
り
た
て
、
今
生
の
別

れ
を
告
げ
る
準
備
と
な
る
。｢

相
撲｣

は
大
将
管
轄
の
行
事
で
あ
る
が
、
鳥
羽

天
皇
の
御
代
に
三
度
、
後
白
河
天
皇
の
保
元
三
年(

一
一
五
八)

に
一
時
再
興
さ

れ
た
が
、
高
倉
天
皇
の
承
安
四
年(

一
一
七
四)

を
も
っ
て
廃
絶
さ
れ
た
と
、
注

が
加
わ
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
の
頃
は
毎
年
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。
作
者
は
女

性
で
あ
る
が
、
よ
く
行
事
に
通
じ
て
い
る
。

八
月
二
日｢

臨
時
宴｣

(

底
本｢
臨
時
客｣

を
意
味
に
よ
り
校
訂
し
た)

。
こ

こ
で
の
詩
作
も
人
を
驚
か
せ
る
。
八
月
十
五
日
に｢

月
の
宴｣

が
行
わ
れ
、
翌

日
帝
に
召
さ
れ
た
大
将
は
、
帝
に
戯
れ
か
か
ら
れ
、
途
中
で
女
性
で
あ
る
と
見

破
ら
れ
て
、
契
ら
れ
る
。

そ
の
後
病
が
ち
に
過
ご
す
女
大
将
は
、
参
内
を
避
け
る
も
の
の
、｢

い
ま
一

度
人
の
目
お
ど
ろ
か
さ
ん｣

と
、
九
月
の｢

賀
茂
行
幸｣
に
供
奉
す
る
こ
と
を

決
意
す
る
。
男
装
の
麗
姿
を
今
生
に
刻
み
つ
け
る
意
味
が
あ
る
。

当
日
健
康
が
す
ぐ
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
準
備
が
整
っ
て
か
ら
参
上
す
る

旨
、
帝
の
召
し
に
対
し
て
奏
上
す
る
。
帝
は
女
大
将
を
待
つ
。

B
…
南
殿
に
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
は
御
目
に
も
と
ま
ら

ず
、
た
だ
い
つ
し
か
と
待
た
せ
た
ま
ふ
も
し
る
く
、
い
と
は
な
や
か
な
る

前
駆
の
声
、
い
き
ほ
ひ
こ
と
に
い
つ
か
れ
出
で
た
ま
へ
る
御
様
、
言
へ
ば

さ
ら
な
り
や
。

御
階
の
右
に
た
ち
わ
た
り
た
ま
ふ
ほ
ど
、
こ
が
ら
し
の
さ
と
吹
き
出
で

た
る
も
、
を
り
知
り
顔
な
る
に
、
桜
の
紅
葉
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
か
ご
と
が
ま

し
く
落
つ
る
か
げ
を
ぞ
分
け
出
で
た
ま
ふ
。
菊
の
上
の
袴
、
紅
葉
の
下

襲
、
少
し
吹
き
か
へ
さ
れ
た
る
裾
の
ほ
ど
ま
で
、
た
を
た
を
と
あ
て
に
な

ま
め
か
し
き
も
の
か
ら
、
あ
た
り
も
に
ほ
ふ
心
地
す
る
御
か
た
ち
、
つ
ね

よ
り
も
け
に
、
た
だ
い
ま
ぞ
ひ
か
る
と
見
え
た
ま
ふ
。
…
…
御
さ
ま
を
、

ま
し
て
目
も
か
れ
ず
ま
も
ら
せ
た
ま
ふ
人
の
御
目
に
は
、
と
り
あ
へ
ぬ
御

涙
ぞ
つ
づ
き
こ
ぼ
れ
ぬ
る
。
…
…
御
随
身
の
も
て
あ
つ
か
ふ
御
下
襲
の
風

に
ひ
ら
め
く
に
つ
け
て
も
、
上
の
御
胸
は
そ
ぞ
ろ
に
つ
ぶ
つ
ぶ
と
な
る
御

心
地
ぞ
す
め
る
。

ひ
ま
な
く
た
て
か
さ
ね
た
る
車
の
前
わ
た
り
、
桟
敷
の
な
か
ご
と
に
、

下
の
心
を
ま
ど
は
す
た
ぐ
ひ
多
か
る
こ
そ
を
こ
が
ま
し
け
れ
、
さ
る

は
、
…
…
ま
し
て
、
時
の
ま
も
と
か
や
、
う
つ
た
へ
き
こ
え
し
心
に
は
、

を
り
し
も
あ
れ
い
み
じ
か
り
し
御
心
地
の
ほ
ど
を
、
わ
が
身
ひ
と
つ
の
う

れ
へ
顔
に
思
ひ
し
を
れ
つ
る
を
、
か
く
参
り
た
ま
ふ
よ
し
聞
く
に
、
い
み

じ
う
う
れ
し
う
て
、
ま
ど
ひ
い
で
た
る
も
の
は
、
か
け
て
だ
に
知
り
た
ま

は
じ
か
し
と
思
ふ
よ
り
、
檜
の
隈
川
の
わ
り
な
さ
に
、
心
を
く
だ
く
車
の

前
に
し
も
、
御
随
身
の
い
ひ
し
ら
ぬ
黒
駒
の
空
を
飛
ぶ
心
地
し
て
、
人
の

し
わ
ざ
と
も
見
え
ず
、
か
け
る
や
う
に
は
し
り
め
ぐ
る
ほ
ど
、
い
と
し
づ

か
に
お
し
と
ど
め
た
ま
へ
る
に
、
…
…
さ
り
げ
な
く
の
ど
や
か
な
る
御
し

り
め
の
ほ
ど
、
あ
ま
り
ま
ば
ゆ
き
日
か
げ
に
、
扇
を
さ
し
か
く
し
た
ま
へ

る
御
手
つ
き
な
ど
、
た
だ｢

い
か
に
せ
ん
い
か
に
せ
ん｣

と
ぞ
思
ひ(

底

本｢

思
し｣

を
校
訂)

ま
ど
は
る
る
。

左
大
将
の
、
遠
白
く
な
ご
や
か
な
ら
ぬ
顔
つ
き
に
さ
し
な
ら
び
て
、
御

随
身
の
袴
の
色
ま
で
は
な
ば
な
と
き
は
や
か
な
る
に
、
…
…

(

一
六
四
頁
／
三
四
八
頁)

先
行
物
語
に
重
な
る
箇
所
が
あ
る
と
思
え
ば
、
大
き
く
離
れ
る
箇
所
が
あ

(�)



り
、
離
れ
の
大
き
い
の
が
、
い
わ
ゆ
る
行
事
を
写
し
た
箇
所
で
あ
る
。
先
行
物

語
に
類
似
す
る
箇
所
に
は
波
線
を
、
離
れ
る
箇
所
に
は
傍
線
を
付
し
た
。
以
下

の
引
用
文
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。

ま
ず
、
波
線
部｢

檜
の
隈
川
の
わ
り
な
さ｣

の
箇
所
を
取
り
上
げ
る
。
行
幸

で
大
路
を
進
む
場
面
で
あ
る
。｢

時
の
ま
も
と
か
や｣

か
ら
、
見
物
人
の
中
で

も
、
以
前
右
大
将
と
交
渉
が
あ
り
、
こ
の
物
語
の
最
後
に
も
登
場
す
る
承
香
殿

の
女
の
気
持
が
描
か
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
女
右
大
将
を
一
目
み
た
い
と
見
物
に

や
っ
て
来
た
も
の
で
、『
古
今
和
歌
集』

神
遊
び
の
歌｢

さ
さ
の
隈
檜
の
隈
川

に
駒
と
め
て
し
ば
し
水
か
へ
影
を
だ
に
見
む｣

を
踏
ま
え
る
が
、
さ
ら
に
、

『

源
氏
物
語』

の
引
用
で
も
あ
る
。
葵
巻
、
光
源
氏
の
賀
茂
御
禊
の
供
奉
を
見

に
来
た
も
の
の
、
正
妻
葵
の
上
方
に
、
見
物
の
車
を
破
損
さ
せ
ら
れ
遠
く
や
ら

れ
た
六
条
御
息
所
に
つ
い
て
、｢

も
の
も
見
で
帰
ら
む
と
し
た
ま
へ
ど
、
通
り

出
で
む
隙
も
な
き
に
、『

事
な
り
ぬ』
と
言
へ
ば
、
さ
す
が
に
つ
ら
き
人
の
御

前
わ
た
り
の
待
た
る
る
も
、
心
弱
し
や
。
笹
の
隈
に
だ
に
あ
ら
ね
ば
に
や
、
つ

れ
な
く
過
ぎ
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
な
か
な
か
御
心
づ
く
し
な
り｣

と
描
い
た

場
面
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
両
物
語
の
ど
ち
ら
の
女
性
も
、
想
う
相
手(

女
大

将
、
光
源
氏)

に
気
づ
い
て
も
ら
え
ず
、
陰
か
ら
そ
っ
と
そ
の
姿
を
見
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
表
現
と
し
て
は
、
次
の『

と
り
か
へ
ば
や
物
語』

の
中

院
の
行
幸
に
も
見
え
る
。
後
に
再
度
検
討
し
た
い
箇
所
な
の
で
長
文
を
引
用
す

る
。イ

そ
の
年
の
五
節
に
、
中
院
の
行
幸
あ
り
け
れ
ば
、
み
な
人
々
小
忌
に
て
参

る
中
に
、
宰
相
中
将
、
権
中
納
言
の
青
摺
、
い
と
い
み
じ
う
見
ゆ
。
宰
相

は
い
と
そ
そ
ろ
か
に
を
を
し
く
あ
ざ
や
か
な
る
さ
ま
し
て
、
な
ま
め
か
し

う
よ
し
あ
り
色
め
き
た
る
気
色
、
い
と
を
か
し
う
見
ゆ
。
中
納
言
は
、
は

な
ば
な
と
見
れ
ど
も
見
れ
ど
も
飽
く
ま
じ
う
、
に
ほ
は
し
く
こ
ぼ
る
ば
か

り
の
愛
敬
似
る
も
の
な
き
に
、
も
て
な
し
有
様
も
、
さ
は
言
へ
ど
な
ご
や

か
に
た
を
た
を
と
い
と
な
つ
か
し
き
ほ
ど
の
、
人
に
こ
よ
な
く
す
ぐ
れ
て

目
も
あ
や
な
る
を
、
御
方
々
の
人
々
を
か
し
と
見
る
に
、
宮
の
宰
相
は
、

い
さ
さ
か
も
人
の
け
は
ひ
す
る
所
は
た
だ
に
も
過
ぎ
ず
、
必
ず
立
ち
ど
ま

り
も
の
な
ど
言
ふ
を
、
中
納
言
は
見
る
目
に
違
ひ
て
、
宰
相
の
行
き
も
や

ら
ず
滞
り
が
ち
な
る
を
後
目
に
見
お
こ
せ
つ
つ
過
ぎ
ぬ
る
を
、
檜
隈
川
な

ら
ば
、｢

し
ば
し
水
か
へ｣

と
も
う
ち
出
で
つ
べ
く
、
み
な
見
送
ら
る
る

中
に
も
、
染
み
て
い
み
じ
と
思
ふ
人
あ
り
け
り
。
御
随
身
の
た
ち
遅
れ
て

参
れ
る
、
申
す
べ
き
こ
と
あ
り
顔
に
気
色
ば
み
て
候
へ
ば
、｢

何
事
ぞ｣

と
問
は
せ
た
ま
へ
ば
、｢

麗
景
殿
の
細
殿
の
一
の
口
に
う
ち
招
き
と
ど
め

て
、『

参
ら
せ
よ』

と
は
べ
り
つ
る｣

と
て
、
い
み
じ
う
艶
な
る
文
取
り

出
で
た
り
。

(

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集『

住
吉
物
語

と
り
か
へ
ば
や
物
語』

一
九
七
頁)

中
院
の
行
幸
に
小
忌
衣
を
着
し
て
参
上
し
た
、
宰
相
中
将
と
女
君(

権
中
納

言)

と
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
前
者
が
女
性
の
気
配
の
す
る
所
に
必
ず
立
ち
止

ま
る
の
に
対
し
て
、
権
中
納
言
は
女
性
達
の
熱
い
視
線
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ま
っ
た
く
関
心
を
示
さ
な
い
、
そ
の
中
に
、｢

染
み
て
い
み
じ
と
思
ふ
人｣

と

あ
る
の
が
麗
景
殿
の
女
で
、｢

檜
隈
川｣

の
歌
の
引
用
で
、
少
し
で
も
目
の
前

に
立
ち
止
ま
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
。『

有
明
の
別
れ』

に
お
け
る
承
香
殿

の
女
と
物
語
の
役
回
り
が
重
な
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
比
べ
て
み
る
と
、『

有
明
の
別
れ』

の
賀
茂
行
幸
の
場
面
は
、

『
源
氏
物
語』

の
葵
祭
の
光
源
氏
、『

と
り
か
へ
ば
や
物
語』

の
中
院
行
幸
に
参

上
し
た
権
中
納
言
、
そ
れ
ぞ
れ
を
一
目
み
た
い
と
思
う
女
性
の
思
い
に
重
ね
て

描
い
た
よ
う
に
思
え
る
。『

と
り
か
へ
ば
や
物
語』

と
は
、
さ
ら
に
波
線
部
の

(�)



よ
う
に
、
男
装
し
た
女
君
を
形
容
す
る｢

た
を
た
を
と｣

｢

に
ほ
ふ
／
に
ほ
は

し
く｣

も
重
な
る
。

次
に
、
B
の
傍
線
部
で
あ
る
特
異
な
描
写
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
最
初
の

傍
線
部
分
は
、
内
裏
に
お
け
る
行
幸
の
一
隊
が
出
発
前
の
場
面
で
、
行
幸
に
お

け
る
女
大
将
の
動
き
を
表
し
て
い
る
。
紫
宸
殿
の
南
庭
に
や
っ
て
来
た
女
右
大

将
の
様
子
が
、
帝
の
視
線
に
よ
り
た
ど
ら
れ
る
。
文
中
、｢

桜
の
紅
葉
の
ほ
ろ

ほ
ろ
と
か
ご
と
が
ま
し
く
落
つ
る
か
げ
を
ぞ
分
け
出
で
た
ま
ふ｣

の
桜
は
左
近

の
桜
で
あ
り
、
ど
う
し
て
右
大
将
が
左
に
い
る
の
か
、
そ
れ
を
解
読
す
る
の

に
、『

西
宮
記』

(

神
道
大
系)

｢

臨
時
六｣

の｢

左
右
大
将
事｣

を
参
照
し
た
。

｢

④
行
幸
警
蹕
事｣

条
に
見
え
る
も
の
で
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

ウ

宸
儀
御
輿
未
レ

居
間
、
稱
。〈
左
右
大
将
先
立
二

南
階
巽
二
許
丈
一

。《
右

大
将
通
二

階
下
一

立
二

西
方
一

。》
次
王
�
列
立
。〉

〈

〉
内
は
割
注
。
割
注
内
の
注
は
《

》
で
示
し
た
。

ウ
は
、
警
蹕
を
い
つ
称
え
る
か
と
い
う
説
明
の
中
で
、
帝
の
乗
る
御
輿
が
庭
に

入
っ
て
く
る
前
に
、
左
右
大
将
は
ま
ず
南
の
階
の｢
巽｣

つ
ま
り
、
南
東
部
に

立
ち
、
そ
の
後
右
大
将
は
階
下
を
通
っ
て
西(

天
皇
か
ら
見
て
右
＝
右
近
の
橘

側)

へ
向
か
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
故
実
の
あ
り
方
か
ら
、
物
語
が
記

し
た
の
は
、
当
初
、
右
大
将
は
左
近
の
桜
側(

東
側)

に
立
っ
て
い
た
の
が
、

右(

西
側)

に
移
動
し
た
と
い
う
、
行
幸
の
次
第
の
一
コ
マ
と
わ
か
る
。
実
際

に
も
確
認
で
き
、
例
え
ば
、『

玉
葉』

文
治
六
年
正
月
二
十
七
日
条
を
見
る
と
、

朝
覲
行
幸
の
出
立
の
際
に
、
列
立
の
後
に
右
大
将
は
同
様
に
移
動
し
て
い
る
。

か
す
か
な
動
き
と
も
言
え
る｢

御
階
の
右
に
た
ち
わ
た
り
た
ま
ふ
ほ
ど｣
と

い
う
記
述
は
、
こ
の
文
を
書
い
た
人
物
が
、
行
幸
と
い
う
儀
式
に
お
け
る
右
大

将
の
動
き
を
正
確
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
階
下
を
横
切
る
際
に
木
枯

ら
し
が
吹
き
、
左
近
の
桜
の
紅
葉
を
散
ら
す
そ
の
中
を
分
け
て
、
女
大
将
が
西

側
に
歩
む
と
い
う
非
常
に
美
し
い
場
面
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
女
大
将
が
儀
式

の
手
順
通
り
に
動
い
て
い
る
こ
と
を
表
す
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点

を
導
入
し
た
の
は
、
帝
か
ら
の
視
線
を
描
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
右
大
将

を
女
性
と
し
て
意
識
し
、
男
性
装
束
で
あ
る｢

表

袴

う
へ
の
は
か
ま｣

や｢

下
襲｣

に
言
及

し
つ
つ
、
そ
の
下
襲
を｢

少
し
吹
き
か
へ
さ
れ
た
る
裾
の
ほ
ど
ま
で
、
た
を
た

を
と
あ
て
に
な
ま
め
か
し
き
も
の
か
ら｣

と
は
、
右
大
将
を
女
性
と
し
て
意
識

し
た
帝
の
視
線
を
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う(

11)

。

行
幸
の
折
に
帝
と
ほ
ぼ
同
じ
視
線
で
、
南
庭
を
動
く
右
大
将
を
見
る
女
性
と

な
る
と
、『

年
中
行
事
絵
巻』

の
朝
覲
行
幸
に
描
き
こ
ま
れ
た
剣
璽
を
持
つ
内

侍(

掌
侍)

た
ち
の
視
線
に
似
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
視
線

は
、
他
の
物
語
で
は
確
認
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
B
の
傍
線
部
、
左
大
将
が
女
大
将
と｢

さ
し
な
ら
び
て｣

い
る

と
い
う
、
こ
れ
も
儀
式
の
作
法
に
則
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
だ
が
、
こ
こ

で
は
、
無
骨
な
左
大
将
の
様
と
比
較
す
る
形
で
女
大
将
の
容
姿
が
讃
え
ら
れ
て

い
る
。
宮
中
か
ら
公
道
に
出
て
、
貴
族
た
ち
の
み
な
ら
ず
一
般
庶
民
に
ま
で
そ

の
姿
を
目
に
焼
き
付
け
よ
う
と
す
る
が
ご
と
く
、
女
大
将
の
美
し
い
様
子
を
描

い
て
行
幸
の
場
面
は
終
了
す
る
。

以
上
、
賀
茂
行
幸
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
点
は
、
主
人
公
の
麗
姿
を
最
大
限

に
引
き
立
た
せ
る
場
面
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
が
、
右
大
将
の
動
き
を
実
際
見

て
い
な
け
れ
ば
書
け
な
い
よ
う
な
故
実
に
の
っ
と
っ
た
よ
う
に
描
い
て
い
る
点

が
、
先
行
作
品
に
見
ら
れ
な
い
特
性
と
言
え
よ
う
。

三

大
将
と
し
て
華
や
か
に
振
る
舞
え
る
の
も｢

か
ぎ
り
に
思
ひ
な
ら
れ｣

て
、

九
月
の
賀
茂
行
幸
に
の
ぞ
ん
だ
女
右
大
将
で
あ
る
が
、
帝
の
視
線
を
浴
び
る
気

(�)



恥
ず
か
し
さ
も
あ
り
、
行
幸
の
供
奉
を
途
中
で
辞
し
て
帰
っ
た
。
こ
れ
が
大
将

の
、
今
生
最
後
の
姿
で
あ
っ
た
。

両
親
に
苦
し
い
胸
の
う
ち
を
訴
え
、
そ
の
結
果
、
翌
十
月
に
女
右
大
将
死
去

の
こ
と
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
女
性
に
戻
っ
た
女
右
大
将
で
あ
る
が
、翌
年(

物
語
第
四
年)

二
月
、も

う
一
つ
の
姿
で
あ
る
姫
君
と
し
て
入
内
す
る
。し
か
し
、
女
御
と
し
て
生
き
な

が
ら
、｢

い
ま
さ
ら
に
あ
ら
ぬ
世
に
む
ま
れ
来
た
ら
ん
心
地
の
み
し
て
、を
り
ふ

し
の
儀
式
、人
の
た
ち
ゐ
に
つ
け
て
は
、あ
は
れ
に
こ
ひ
し
く
思
ひ
出
で
ら
れ
た

ま
ふ｣

時
が
多
か
っ
た
と
、現
実
の
女
性
の
身
に
違
和
感
を
お
ぼ
え
て
い
る
。そ

し
て
懐
妊
、里
下
が
り
と
な
る
。里
で
は
大
将
時
代
に
読
ん
だ
書
籍
、公
事
を
つ

け
た
日
記
、
あ
り
し
調
度
の
中
に
あ
る
奇
瑞
を
起
こ
し
た
笛
、か
つ
て
の
男
と

し
て
の
品
々
に
ふ
れ
な
が
ら
、二
度
と
帰
れ
ぬ
世
界
に
涙
し
て
い
る
。こ
の
里

邸
滞
在
中
に
、年
中
行
事
的
描
写
が
ま
た
始
ま
る
。そ
れ
は
、現
在
の
女
と
し
て

生
き
る
場
と
、過
去
の
男
と
し
て
の
大
将
時
代
を
懐
か
し
む
、対
比
的
表
現
か
ら

描
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
、｢

初
雪
御
覧｣

。

C
初
雪
の
あ
し
た
、
か
や
う
な
り
し
時
も
い
と
軽
ら
か
に
な
ら
ひ
た
ま
へ
る

ま
ま
に
、
御
前
の
木
立
、
池
の
み
ぎ
は
ば
か
り
を
少
し
ゐ
ざ
り
出
で
て
御

覧
じ
わ
た
す
に
、
親
し
く
仕
う
ま
つ
り
し
御
随
身
の
男
ど
も
な
ど
、｢

か

な
し
、
い
み
じ｣

と
の
み
思
ひ
し
を
れ
わ
た
る
を
、
今
朝
は
わ
き
て
昔
の

思
ひ
出
で
ら
れ
け
れ
ば
、
…
い
と
い
た
く
く
づ
ほ
れ
た
る
け
し
き
に
て
、

は
る
か
な
る
中
門
の
か
げ
に
さ
ぶ
ら
ふ
が
…(

一
九
四
頁
／
三
五
七
頁)

当
時
、
初
雪
の
日
に
天
皇
や
摂
関
家
で
そ
れ
ら
を
賞
美
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
と
き
に
自
分
に
よ
く
従
っ
て
く
れ
た
随
身
の
男
た
ち

も
、
主
人
を
亡
く
し
て
し
ょ
げ
た
様
子
で
中
門
に
控
え
て
い
る
。
そ
れ
を
目
に

し
て
、
自
分
が
男
性
で
あ
っ
た
時
は
、
美
し
い
雪
気
色
を
求
め
て
、
野
辺
に
ま

で
自
由
に
外
出
も
で
き
た
が
、
今
は
同
じ
家
な
が
ら
わ
ず
か
に
室
内
か
ら
、
庭

の
木
立
や
池
の
あ
た
り
を
眺
め
る
の
み
、
昔
が
恋
し
い
と
、
二
首
の
独
詠
歌
が

置
か
れ
た
。

こ
れ
も
引
用
を
省
略
し
た
が
、
そ
こ
に
中
将
が
勅
使
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
。

女
君
は
、
彼
を｢

昔
に
よ
そ
へ
て｣

昔
の
自
分
に
な
ぞ
ら
え
眺
め
る
。
帝
は
、

清
涼
殿
東
庭
の
竹
を
雪
を
置
い
た
ま
ま
手
折
っ
て
文
を
よ
こ
し
た
の
で
あ
る

が
、
こ
の
勅
使
を
饗
応
す
る
と
き
、
主
人
の
父
大
臣
を
は
じ
め
と
し
て
、
接
待

側
で
も
右
大
将
の
不
在
が
痛
感
さ
れ
、
悲
し
み
が
お
そ
う
。

初
雪
御
覧
と
い
う
一
コ
マ
に
よ
せ
て
、故
右
大
将
へ
の
思
い
が
、女
君
自
身
、

随
身
、
父
大
臣
、
そ
し
て
家
中
の
人
に
と
、
偲
ぶ
人
の
枠
が
拡
が
っ
て
い
る
。

続
く｢

五
節｣

の
頃
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

D
五
節
の
ほ
ど
は
、
世
の
中
い
と
は
な
や
か
な
り
。
寅
の
日
は
上
人
ひ
き
つ

れ
て
参
れ
る
、
何
の
異
な
る
こ
と
な
き
も
、
お
の
が
さ
ま
ざ
ま
思
ふ
こ
と

な
げ
な
る
ぞ
、
例
の
わ
か
ず
御
覧
じ
わ
た
さ
る
る
。
左
大
将
、
左
衛
門
督

な
ど
、
土
器
と
り
て
人
々
も
て
は
や
し
た
ま
ふ
。
た
だ
、
朝
夕
の
御
身
の

上
を
、
は
る
か
に
見
い
だ
し
た
ま
へ
る
も
、
も
の
心
細
き
か
ら
は
、
す
ず

ろ
に
御
涙
こ
ぼ
る
べ
し
。

ひ
と
と
せ
の
豊
の
明
り
ぞ
か
し
、
小
忌
の
装
束
に
て
め
づ
ら
し
か
り
し

御
よ
そ
ひ
も
て
は
や
さ
れ
た
り
し
は
。
我
が
御
身
な
が
ら
、
ま
た
は
え
見

る
ま
じ
き
ぞ
あ
は
れ
な
る
や
。

も
ろ
人
の
か
ざ
す
日
蔭
を
よ
そ
に
見
て
な
ほ
忘
ら
れ
ぬ
山
藍
の
袖

局
々
の
童
女
わ
ら
は
ど
も
、
お
の
が
じ
し
つ
く
ろ
ひ
た
て
た
る
も
、
例
の
ひ
と

と
こ
ろ
は
映
え
な
く
の
み
御
覧
ぜ
ら
る
れ
ば
、
皆
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
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り
。
西
の
中
門
、
対
、
渡
殿
を
通
り
て
、
夢
の
や
う
に
も
こ
よ
ひ
参
る
け

し
き
ど
も
の
、
い
み
じ
う
つ
つ
ま
し
げ
な
る
に
、
も
て
か
し
づ
き
ひ
き
つ

く
ろ
ふ
人
の
、
誇
り
か
に
思
ふ
こ
と
な
げ
な
る
は
、
げ
に
も
の
好
も
し
げ

な
る
を
、
さ
し
並
べ
て
見
る
に
、
こ
よ
な
く
罪
重
く
ぞ
御
覧
じ
う
と
ま
る

る
。中

院
の
行
幸
の
ほ
ど
、
げ
に
御
覧
じ
な
れ
に
し
か
た
は
、
ふ
と
御
胸
ふ

た
が
り
て
、
帰
ら
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
は
い
み
じ
く
更
け
ぬ
れ
ど
、

光
な
き
階は
し

の
み
ぎ
り
の
さ
び
し
さ
に

見
し
夜
の
月
を
ま
づ
し
の
ぶ
か
な

せ
ち
に
小
さ
く
結
び
こ
め
さ
せ
た
ま
へ
る
を
、
ひ
き
あ
け
て
ぞ
、
少
し
御

顔
の
色
う
つ
ろ
ひ
ぬ
る
。

月
か
げ
の
い
る
山
の
は
は
す
み
う
く
て

な
れ
し
み
ぎ
は
を
恋
ひ
ぬ
ま
ぞ
な
き

(

一
九
八
頁
／
三
五
九
頁)

ま
ず
、｢

寅
の
日｣

に
女
御
の
里
に
殿
上
人
が
大
勢
集
ま
る
。
こ
れ
は｢

淵

酔｣

を
記
し
た
も
の
。
そ
の
時
に
里
で
接
待
す
る
身
内
の
男
性
を
見
て
も
、
女

君
は
、｢

す
ず
ろ
に
御
涙
こ
ぼ
る
べ
し｣

と
、
昔
が
恋
し
い
。

｢

ひ
と
と
せ
の
豊
の
明
り｣

と
は
、｢

小
忌
の
装
束｣

か
ら
卯
の
日
の
こ
と

を
指
す
。｢

豊
の
明
り｣

を
辞
書
類
や

『

歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典』
な
ど
に
あ

た
る
と
、
新
嘗
会
の
最
後
の
日
、｢

辰
の
日｣

の
豊
明
節
会
を
い
う
と
あ
る

が
、
実
際
例
を
新
編
国
歌
大
観
で
検
索
す
る
と
、
こ
れ
は

｢

辰
の
日｣
と
は

限
ら
な
い(

12)

の
で
あ
る
。

続
い
て
、
内
裏
か
ら
一
人
見
る
の
も
と
、
女
御
の
里
邸
に
童
女
た
ち
が
遣
わ

さ
れ
、
中
門
、
対
、
渡
殿
を
通
っ
て
や
っ
て
来
る
、
付
き
人
た
ち
の
女
性
達
に

も
目
が
い
く
。
こ
れ
は
天
皇
が
、
清
涼
殿
の
孫
廂
に
童
女
を
二
人
ず
つ
、
庭
に

下
仕
四
人
ず
つ
を
召
し
て
見
る
、
い
わ
ゆ
る｢

童
女
御
覧｣

の
日
の
こ
と
で
あ

り
、｢

卯
の
日｣

に
催
す
。

次
の｢

中
院
行
幸｣

が
、
後
述
す
る
よ
う
に｢

卯
の
日｣

に
あ
り
、｢

ひ
と

と
せ
の
…｣

か
ら
す
べ
て
卯
の
日
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
は『

紫
式
部
日
記』

の
影
響
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『

日
記』

で
は
中
宮
彰
子
が
内
裏
滞
在
中
の
こ
と
で
、
そ
の
折
に
は
、
殿
上
人

の
中
宮
方
淵
酔
も
、
ま
た
童
女
御
覧
も
自
然
で
あ
る
。『

有
明
の
別
れ』

に
お

い
て
は
、
懐
妊
し
て
里
に
い
る
と
き
な
の
で
あ
る
が
、
実
際
に｢

女
御｣

の
も

と
に
、
殿
上
人
が
や
っ
て
く
る｢

淵
酔｣

や｢

童
女
御
覧｣

が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

『

玉
葉』

建
久
二
年(

一
一
九
一)

十
一
月
二
十
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
中
宮
任

子
が
気
分
す
ぐ
れ
ず
里
方
に
滞
在
し
て
い
た
時
に
、
公
�
参
入
の
淵
酔
が
あ
っ

た
ら
し
い
。
兼
実
は
先
例
を
尋
ね
て
、
母
后
が
里
に
い
る
時
は
こ
う
い
う
事
例

が
多
か
っ
た
が
、
妻
后
で
は
、
上
東
門
院
彰
子
が
懐
妊
し
て
里
第
に
い
た
時
の

例
、
後
一
条
院
中
宮
威
子
や
後
朱
雀
院
中
宮
�
子
の
例
が
あ
っ
た
と
、
道
長
・

頼
通
と
い
う
摂
関
期
全
盛
時
代
の
先
例
を
引
き
、
任
子
に
申
し
行
わ
し
め
て
い

る
。
ま
た
、『

大
日
本
史
料』

所
引『

三
長
記』

の
建
久
七
年(

一
一
九
六)

十

一
月
十
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
公
�
・
殿
上
人
の
淵
酔
が｢

宣
陽
門
院
、
一
品

宮
、
七
条
院｣

の
三
箇
所
で
行
わ
れ
た
と
あ
り
、
母
后
七
条
院
以
外
の
邸
宅
で

も
行
わ
れ
て
い
て
、
関
白
邸
に
い
る
寵
愛
の
女
御
方
で
行
わ
れ
た
と
し
て
も
問

題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

卯
の
日
の
童
女
御
覧
の
後
に
、
内
裏
か
ら
離
れ
た
女
御
の
邸
に
童
女
を
赴
か

せ
る
例
も
管
見
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
白
河
上
皇
が
、
所
望
し
て
内

大
臣
忠
通
の
童
女
と
傅
と
を
御
覧
に
な
り
、
そ
の
帰
途
、
父
の
関
白
忠
実
邸
に

立
ち
寄
ら
せ
女
房
た
ち
が
見
物
し
た
と
あ
る
の
で(『

殿
暦』

永
久
三
年
十
一
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月
十
四
日)

、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。『

有
明
の
別』

の
作
り
ご
と
で
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
。

次
の｢

中
院
の
行
幸｣

は
、
あ
ま
り
記
録
類
に
は
記
さ
れ
な
い
。
中
院
と
は

中
和
院
、
別
名
、
神
嘉
殿
と
も
言
う
。
神
今
食
お
よ
び
新
嘗
祭
の
十
一
月
中
卯

の
日
に
、
こ
こ
で
天
皇
は
神
事
を
行
う
。
新
嘗
祭
は
、
そ
の
秋
に
収
穫
し
た
初

穂
を
神
に
奉
り
、
そ
の
後
天
皇
が
食
す
る
と
い
う
、
夜
中
の
神
事
で
あ
り
、
関

係
す
る
人
物
は
限
ら
れ
る
。

そ
こ
に
は
、
帝
の
行
動
に
そ
っ
た
思
い
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
読
み

解
く
た
め
に
必
要
な
故
実
を
、
神
道
大
系『

江
家
次
第』
｢

新
嘗
祭
中
院
儀｣

を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。

当
日
以
前
に
参
加
す
る
人
を
卜
定
に
よ
り
決
め
、
当
日
朝
早
く
に
供
奉
の
内

侍
・
女
蔵
人
が
卜
定
で
決
め
ら
れ
、
ま
た
、
選
ば
れ
た
殿
上
侍
臣
や
弁
少
納
言

以
下
に
小
忌
衣
が
配
ら
れ
、
日
蔭
鬘
が
用
意
さ
れ
る
。｢

小
忌
の
装
束
に
て
め

づ
ら
し
か
り
し
御
よ
そ
ひ｣

と
あ
る
の
は
、
卯
の
日
の
朝
に
配
ら
れ
た
も
の
な

の
で
、｢

ひ
と
と
せ
の
豊
の
明
り
…｣

か
ら
、
卯
の
日
に
移
っ
た
と
読
む
こ
と

に
支
障
は
な
い
。

そ
の
後
を
、『

江
家
次
第』

か
ら
次
に
抜
粋
す
る
。
念
の
た
め
に
、
物
語
よ

り
時
代
が
下
る『

京
都
東
山
御
文
庫

建
武
年
中
行
事』

(

国
書
刊
行
会

二
〇
〇

〇
年)

も
あ
わ
せ
見
た
。
な
お
、
…
は
省
略
、〈

〉
は
割
注
、(

)
内
は
稿

者
の
要
約
を
記
し
た
も
の
。

エ
戌
一
点
天
皇
御
二

南
殿
一

…
近
衛
次
将
等
向
二

日
華
門
一

…
内
侍
持
二

璽
・

剣
等
一

立
二

左
右
一

、小
忌
王
�
列
二

庭
東
辺
一

倚
二

御
輿
一

、〈
左
近
立
二

右

方
一

、右
近
立
二

左
方
一

、公
�
中
将
若
大
将
為
二

小
忌
一

者
、離
レ

別列
イ
副
二

御

輿
一

〉
…
内
侍
進
二

御
剣
一

、
乗
御
、〈
諸
衛
不
レ

称
二

警
蹕
一

〉
内
侍
進
二

御
璽
一

、
…(

御
輿
が
進
み
、
神
嘉
殿
に
着
く)

…
倚
二

御
輿
於
神
嘉
殿

南
階
一

、〈
…
近
代
御
輿
居
二

於
階
前
地
一

下
御
、
此
間
左
近
陣
レ

右
、
右

近
陣
レ

左
〉
…
宸
儀
降
レ

輿
、
入
レ

自
二

南
廂
西
戸
一

、
…
小
忌
王
�
著
二

西

屋
座
一

、
…(

天
の
羽
衣
を
供
し
、
御
湯
殿
の
こ
と
あ
り
。
内
侍
が
縫
司

を
率
い
て
寝
具
を
神
座
上
に
供
し
退
出)

亥
一
剋
采
女
付
二

内
侍
一

申
二

侍(

時
イ)

至
一

、
縫
司
供
二

神
事
御
服
一

、
…

御
手
水
…
宸
儀
開
二

中
戸
一

入
二

東
御
方
一

…(

戸
内
の
事
は
摂
政
は
見
る

が
関
白
は
見
な
い)

…
事
畢
宸
儀
還
二

御
所
一

、
内
侍
撤
二

寝
具
一

、

丑
一
剋
采
女
奏
レ

時
…
次
改
御
衣
…

寅
一
剋
還
レ

宮
、
出
二

中
和
門
一

間
、(

左
次
将
に
名
を
問
わ
れ
て
大
忌
王

�
・
侍
従
ら
名
の
る)

…
御
二

南
殿
一

後(

臣
下
た
ち
の
名
謁)

…

『

有
明
の
別
れ』

で
は
、
天
皇
が
、
南
殿
か
ら
夜
の
神
事
の
た
め
に
行
幸

し
、
神
嘉
殿
の
南
階
に
御
輿
を
寄
せ
て
、
神
事
を
行
い
、
終
え
て
、
ま
た
同
様

に
還
御
し
た
で
あ
ろ
う
、
そ
の
あ
た
り
を
描
い
た
こ
と
に
な
る
。

D
に
、｢

帰
ら
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
は
い
み
じ
く
更
け
ぬ
れ
ど｣

と
あ
る
が
、
実

際
に
、
戌
の
刻
に
南
殿
に
立
つ
て
出
発
し
、
寅
の
一
刻
も
経
過
し
て
、
南
殿
に

還
御
す
る
。
こ
う
い
う
天
皇
の
神
事
に
つ
い
て
、
一
般
の
女
性
が
知
り
う
る
こ

と
は
あ
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
女
の
た
め
の
物
語
に
何
故
こ
の
中
和
院
の
神
事
行

幸
の
場
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
の
ア
に『

と
り
か
へ
ば
や
物
語』

の
中
院
行
幸
の
場
面
が
あ
っ
た
。
そ
こ

に
は
、
小
忌
衣
で
参
上
し
た
女
君｢

権
中
納
言｣

や｢

宰
相
中
将｣

の
姿
が
、

女
性
達
に
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
か
を
記
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

歌
の
な
か
で
、
帝
は｢

光
な
き
階
の
み
ぎ
り｣

と
、
右
大
将
の
不
在
を
歌

う
。｢

階は
し｣

と
あ
る
の
は
、
行
事
か
ら
は
南
殿(

紫
宸
殿)

か
神
嘉
殿
の
そ
れ

を
指
そ
う
。
だ
が
、
和
歌
で
は
紫
宸
殿
の
御
階
を
詠
む
こ
と
が
多
い
。
大
将
や

近
衛
次
将
経
験
者
の
例
が
目
立
ち
、
ま
た
、
内
侍
の
例
も
あ
る(

13)

。
定
家
に
も
、

(��)



｢

み
は
し｣

を
詠
ん
だ
歌
が
み
え
る(『

拾
遺
愚
草』

四
〇
九
、
二
二
八
〇
、
二

四
六
一
な
ど)

。
な
お
、
返
歌
の｢

み
ぎ
は｣

に
は｢

右｣

が
掛
か
る
。
こ
う

い
う
折
に
、
右
大
将
と
し
て
供
奉
し
た
こ
と
を
、｢

見
し
夜
の
月｣

と
帝
の
歌

は
偲
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
賀
茂
の
行
幸
の
折
で
は
な
く
、
描
か
れ

な
い
中
院
の
行
幸
の
折
と
思
わ
れ
る(

14)

。

こ
の
物
語
で
は
、｢

女
君｣

の
対
と
な
る｢

男
君｣

は
天
皇
と
い
う
立
場
性

も
あ
っ
て
か
、
帝
と
近
衛
大
将
と
い
う
対
で
描
か
れ
る
。｢

い
み
じ
く
更
け
ぬ

れ
ど｣

と
、
帝
の
歌
が
届
け
ら
れ
た
時
に
言
及
す
る
。
新
嘗
祭
の
中
院
行
幸
の

時
刻
な
ど
を
知
ら
な
い
と
書
け
な
い
所
で
あ
ろ
う
。

こ
の
神
事
の
行
幸
の
と
き
に
も
、
女
性
で
供
奉
す
る
の
が
、
内
侍
や
女
蔵
人

で
あ
っ
た
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い(

室
内
に
お
け
る
天
皇
と
神
の
共

食
の
事
な
ど
に
采
女
た
ち
が
関
わ
る
が)
。

そ
の
年
の
暮
れ
、
男
皇
子
が
誕
生
。
七
夜
も
過
ぎ
る
頃
に
、
立
后
の
宣
旨
が

下
り
、｢

大
饗
の
儀
式｣

な
ど
、
限
り
な
い
素
晴
ら
し
さ
で
行
わ
れ
た
と
記
す

が
、
詳
し
い
儀
式
次
第
は
な
い
。
立
后
の
大
饗
は
、
作
者
が
読
ん
だ『

栄
花
物

語』

に
、
臣
下
に
拝
礼
を
受
け
る
様
子
を
一
家
の
慶
事
と
し
て
詳
し
く
何
度
も

記
す
の
だ
が
、『

有
明
の
別
れ』

に
お
い
て
女
性
の
盛
儀
を
描
く
興
味
は
な
さ

そ
う
で
あ
る
。

翌
年
正
月
二
日
、
物
語
第
五
年
に
入
る
が
、
そ
の
皇
子
御
産
の
中
宮
邸
に
行

幸
が
あ
る
。

｢

行
幸｣

と
い
う
儀
式
自
体
は
、
平
安
の
物
語
や
日
記
等
で
時
折
描
か
れ
る

も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
皇
子
出
産
に
伴
う
も
の
と
な
る
と
数
は
や
は
り
少

な
い
。
確
認
で
き
た
と
こ
ろ
で
は
、『

紫
式
部
日
記』

の
一
条
天
皇
行
幸(『

栄

花
物
語』

初
花
に
も
引
用
さ
れ
る)

、『

狭
衣
物
語』

巻
四
に
お
け
る
藤
壺
女
御

出
産
後
の
狭
衣
帝
行
幸
、『

栄
花
物
語』

巻
三
十
九｢

布
引
の
滝｣

で
の
白
河

天
皇
行
幸
の
三
例
だ
っ
た
。『

狭
衣
物
語』

を
見
る
と
、
儀
式
や
作
法
に
関
す

る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
ず
、『

栄
花
物
語』

で
は
、
深
く
愛
さ
れ
、
中
宮

に
立
ち
、
そ
の
上
に
皇
子
も
産
ん
だ
と
三
拍
子
揃
っ
た
賢
子
の
幸
い
を
行
幸
に

こ
と
よ
せ
祝
い
、
寵
愛
な
み
な
み
な
ら
ず
、
行
幸
の
帝
と
と
も
に
内
裏
に
還
御

し
た
と
あ
る
。『

有
明
の
別
れ』

で
も
、
中
宮
が
ま
も
な
く
内
裏
に
も
ど
り
、

誕
生
し
た
皇
子
は
立
太
子
す
る
。

『

紫
式
部
日
記』

(

以
下『

日
記』

と
略
す)

だ
が
、
こ
れ
は
儀
式
の
手
順

か
ら
女
房
の
装
い
ま
で
事
細
か
な
記
述
が
さ
れ
て
い
る
。『

有
明
の
別
れ』

と

比
較
す
る
と
、
か
な
り
の
共
通
部
分
が
浮
き
上
が
っ
て
く
る
。『

有
明
の
別
れ』

Ｅ
と
、『

日
記』

オ
と
を
比
較
し
た
い
。

E
正
月
二
日
、
中
宮
に
行
幸
あ
り
。
お
ほ
か
た
の
空
の
け
し
き
さ
へ
思
ふ
こ

と
な
く
、
そ
の
色
ふ
し
な
き
賤
の
住
み
か
だ
に
、
お
の
が
さ
ま
ざ
ま
千
歳

を
祝
ふ
松
の
み
ど
り
に
、
ま
し
て
玉
の
台
い
か
ば
か
り
か
は
あ
ら
ん
。
御

前
の
池
に
①

龍
頭
鷁
首
の
い
け
る
す
が
た
を
あ
ら
は
し
い
で
て
、
さ
ま
ざ

ま
と
と
の
へ
ら
れ
た
る
楽
の
声
に
も
、
さ
る
は
御
耳
と
ど
ま
る
べ
し
。
御

輿
入
ら
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
と
こ
ろ
せ
く
お
ひ
の
の
し
る
大
将
の
前
駆
の
声

に
も
、
ま
づ
ふ
と
思
し
出
で
ら
る
。

年
へ
に
し
御
笠
の
山
を
さ
し
は
な
れ
秋
の
都
の
月
ぞ
か
ひ
な
き

と
ぞ
、
御
心
の
う
ち
に
は
お
ぼ
さ
る
れ
ど
、
な
ど
て
か
さ
し
も(

底
本

｢

さ
し
も
も｣)

あ
ら
ん
。

②

三
位
中
将
、
紅
梅
の
浮
紋
の
下
襲
、
裾
い
と
な
が
く
ひ
き
て
、
し
る

し
の
御
箱
、
御
佩
刀
な
ど
、
③

内
侍
に
と
り
つ
た
へ
た
ま
ふ
。
御
輿
の
い

と
せ
ば
き
柱
の
う
ち
を
と
ほ
る
と
て
、
胡
�
の
弭
の
こ
そ
こ
そ
と
な
る
音

な
ひ
ま
で
、
昔
を
お
ぼ
し
い
づ
る
御
心
に
は
、
い
と
も
の
な
れ
、
あ
ら
は

な
る
御
面
影
の
み
ぞ
お
ぼ
し
出
で
ら
る
る
。
弁
の
内
侍
、
少
将
内
侍
、
も
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と
よ
り
か
た
ち
あ
り
と
い
は
る
る
、
限
り
な
く
化
粧
し
た
る
、
さ
る
晴
れ

に
出
で
て
、
い
と
を
か
し
げ
に
見
ゆ
る
を
、
…
は
る
か
に
御
覧
じ
い
だ
す

御
目
に
は
、
つ
き
せ
ず
恥
づ
か
し
う
ぞ
思
し
知
ら
る
る
。

上
は
、
い
つ
し
か
見
つ
け
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
よ
り
、
め
づ
ら
し
げ
な

き
御
胸
の
み
さ
わ
ぎ
て
、
た
だ
お
な
じ
さ
ま
の
浅
香
の
沼
に
た
ち
い
で
さ

せ
た
ま
ふ
ほ
ど
も
、
い
と
わ
り
な
く
お
ぼ
さ
る
れ
ど
、
④

若
宮
の
ゆ
ゆ
し

き
ま
で
お
は
し
ま
す
を
、
い
つ
し
か
う
つ
く
し
み
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま

ふ
。
…
…

⑤

宮
司
、
殿
の
う
ち
の
人
々
、
あ
る
か
ぎ
り
加
階
し
、
母
宮
も
二
品
の

御
位
に
さ
だ
ま
ら
せ
た
ま
ふ
宣
旨
あ
り
。
⑥

今
宮
の
御
よ
ろ
こ
び
に
、
氏

の
上
達
部
つ
ら
ね
て
拝
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

(

二
〇
二
頁
／
三
六
〇
頁)

オ
そ
の
日
、
あ
た
ら
し
く
造
ら
れ
た
る
船
ど
も
、
さ
し
よ
せ
さ
せ
て
御
覧

ず
。
①

龍
頭
鷁
首
の
生
け
る
か
た
ち
思
ひ
や
ら
れ
て
、
あ
ざ
や
か
に
う
る

は
し
。
…

鼓
の
音
を
聞
き
つ
け
て
い
そ
ぎ
参
る
、
さ
ま
あ
し
き
。

御
輿
迎
へ
た
て
ま
つ
る
船
楽
い
と
お
も
し
ろ
し
。
寄
す
る
を
見
れ

ば
、
…

御
帳
の
西
お
も
て
に
御
座
を
し
つ
ら
ひ
て
、
南
の
廂
の
東
の
間
に
、
御

椅
子
を
立
て
た
る
、
そ
れ
よ
り
一
間
へ
だ
て
て
、
東
に
あ
た
れ
る
き
は

に
、
北
南
の
つ
ま
に
御
簾
を
か
け
へ
だ
て
て
女
房
の
ゐ
た
る
、
南
の
柱
も

と
よ
り
、
簾
を
少
し
ひ
き
あ
げ
て
、
内
侍
二
人
出
づ
。
そ
の
日
の
髪
上

げ
、
う
る
は
し
き
姿
、
唐
絵
を
を
か
し
げ
に
か
き
た
る
や
う
な
り
。
③

左

衛
門
の
内
侍
御
佩
刀
と
る
。
…
弁
の
内
侍
は
し
る
し
の
御
筥
。
…

近
衛
司
、
い
と
つ
き
づ
き
し
き
姿
し
て
、
御
輿
の
こ
と
ど
も
お
こ
な

ふ
、
い
と
き
ら
き
ら
し
。
②

頭
の
中
将
、
御
佩
刀
な
ど
執
り
て
内
侍
に
つ

た
ふ
。
…

殿
、
若
宮
い
だ
き
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
御
前
に
ゐ
て
た
て
ま
つ
り

た
ま
ふ
。
④

上
い
だ
き
う
つ
し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
い
さ
さ
か

泣
か
せ
た
ま
ふ
。
御
声
い
と
わ
か
し
。

…
⑤

宮
司
、
殿
の
家
司
の
さ
る
べ
き
か
ぎ
り
加
階
す
。
頭
の
弁
し
て
案
内

は
奏
せ
さ
せ
た
ま
ふ
め
り
。

⑥

あ
た
ら
し
き
宮
の
御
よ
ろ
こ
び
に
、
氏
の
上
達
部
ひ
き
つ
れ
て
拝
し
た

て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

(

新
潮
日
本
古
典
集
成『

紫
式
部
日
記

紫
式
部
集』

四
〇
頁)

『

日
記』

は
、
中
宮
付
き
紫
式
部
が
記
し
た
だ
け
あ
っ
て
正
確
か
つ
詳
細
で

あ
る
。
も
っ
ぱ
ら
御
簾
の
内
側
か
ら
記
さ
れ
て
い
る
。『

有
明
の
別
れ』

の
作

者
も『

日
記』

を
熟
読
し
て
い
た
も
の
か
、
左
大
臣
邸
行
幸
の
場
面
で
は『

日

記』

の
一
条
天
皇
行
幸
の
記
事
と
酷
似
し
た
表
現
が
実
に
六
ヶ
所(

①
〜
⑥)

に
お
い
て
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、『

有
明
の
別
れ』

に
は
、『

日
記』

に
は
記
さ
れ
な
い
、
独
自
表

現
が
見
え
る
。
傍
線
部
な
の
だ
が
、
行
幸
の
到
着
を
、『

日
記』

で
は
鼓
の
音

と
船
楽
で
知
る
が
、『

有
明』

で
は
、
大
将
の
前
駆
の
声
を
写
し
出
す
。
い
わ

ば
、
女
房
の
耳
と
大
将
体
験
者
の
耳
と
の
相
違
で
あ
る
。
も
う
一
点
が
、
Ｅ
の

傍
線
部
で
、｢

御
輿
の
い
と
せ
ば
き
柱
の
う
ち
を
と
ほ
る
と
て
、
胡
�
の
弭
の

こ
そ
こ
そ
と
な
る
音
な
ひ
ま
で
、
昔
を
お
ぼ
し
い
づ
る｣

と
あ
る
箇
所
。
こ
れ

は
、
近
衛
中
将
に
よ
る
御
輿
内
の
剣
璽
を
運
び
出
す
こ
と
と
関
係
す
る
。

詳
し
く
記
さ
れ
た『

猪
隈
関
白
記』

建
仁
元
年(

一
二
〇
一)

正
月
二
十
三

日
の
朝
覲
行
幸
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
剣
璽
は
、
天
皇
の
移
動
に
必
ず
付
き
従

う
が
、
出
発
の
際
に
は
、
御
輿
が
着
い
て
か
ら
、
近
衛
次
将
が
内
侍
か
ら
手
渡
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さ
れ
た｢

璽｣

を
運
び
、
輿
内
に
運
び
前
方
に
置
く
。
天
皇
が
輿
に
乗
る
。
さ

ら
に
同
様
に｢

剣｣

が
運
ば
れ
る
。
御
輿
か
ら
下
り
る
と
き
に
は
ど
う
記
さ
れ

て
い
る
の
か
。

カ
殿
下
候
二

御
輿
頭
一

給
、
余
右
大
将
居
也
、
次
将
等
同
レ

之
、
中
納
言
中

将
脱
レ

靴
垂
レ

裾
置
レ

弓
開
二

御
輿
戸
一

、
取
二

璽
筥
一

前
行
、
次
天
皇
下

御
、
殿
下
令
レ

取
二

御
尻
一

給
、
次
左
宰
相
中
将
公
経
�
取
二

御
剣
一

候
二

御
後
一

、
入
二

御
々
休
所
一

、
両
中
将
就
二

簾
下
一

付
二

璽
剣
於
内
侍
一

、

…
…

右
の
時
に
は
、
中
納
言
中
将
が
、
靴
を
脱
ぎ
、
下
襲
の
裾
を
垂
ら
し
、
手
に
し

て
い
た
弓
を
置
き
、
御
輿
の
戸
を
開
い
て
、
ま
ず
、
璽
筥
を
と
り
出
す
。
そ
の

あ
と
、
天
皇
が
御
輿
よ
り
降
り
る
。
そ
の
後
に
、
左
宰
相
中
将
が
剣
を
と
る
。

璽
を
も
つ
近
衛
次
将
↓
天
皇(

関
白
が
帝
の
下
襲
の
裾
を
持
つ)

↓
剣
を
も
つ

近
衛
次
将
の
順
で
進
む
。
天
皇
が
入
御
し
、
近
衛
次
将
は
、
御
簾
の
も
と
で
二

人
の
内
侍
に
璽
と
剣
と
を
手
渡
す
。

『

有
明
の
別
れ』

で
は
、
三
位
中
将
が
御
輿
に
入
っ
た
際
、
背
負
っ
た
胡
�

が
柱
に
こ
す
れ
て｢

こ
そ
こ
そ
と｣

鳴
る
と
い
う
部
分
が
あ
る
。
こ
こ
を
古
典

新
書
で
は
、｢

帝
の
御
輿
が
、
非
常
に
せ
ま
い
柱
の
内
を
通
り
過
ぎ
る
時
に
、

お
側
に
付
き
従
う
右
大
将
が
背
に
し
て
い
る
胡
�
の
、
矢
に
取
り
つ
け
た
弭
の

水
晶
玉
が
、
こ
そ
こ
そ
と
音
を
立
て
る
ー
そ
の
音
な
い
ま
で
、
…｣
と
現
代
語

訳
さ
れ
る
が
、
こ
の｢

柱｣

と
は
、
文
脈
か
ら
は
、
御
輿
の
柱
を
指
す
と
思
わ

れ
る
。
御
輿
の
屋
根
を
支
え
る
四
本
の
柱
を｢

柱｣

と
称
し
た
こ
と
は
確
認
さ

れ
る(

15)

。
こ
れ
は
、『

猪
隈
関
白
記』

に
従
え
ば
、
璽
筥
を
取
り
に
入
っ
た
と
き

に
、
帝
の
耳
に
入
る
音
な
の
で
あ
る
。
弓
は
置
い
て
も
胡
�
は
着
け
た
ま
ま
で

あ
る
か
ら
だ
。
帝
の
身
体
感
覚
を
通
し
て
、
か
つ
て
近
衛
中
将
時
代(

璽
の
こ

と
に
奉
仕
す
る
の
が
中
将
な
の
で
、
こ
の
よ
う
に
解
し
た
。
た
だ
し
、
大
将
が

内
宴
・
臨
時
の
乗
興
に
、
剣
璽
に
関
わ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。)

に
女
君
が

し
て
い
た
動
作
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
相
当
に
特
殊
な
記
述
と

言
っ
て
よ
い
。

｢

御
輿
の
柱
に
武
具
が
こ
す
れ
る
音｣

な
ど
と
い
う
も
の
は
、
一
般
貴
族
男

性
も
、
ま
し
て
女
房
な
ど
、
耳
に
す
る
機
会
は
め
っ
た
に
あ
る
ま
い
。
音
自
体

は
小
さ
く
、
些
細
な
記
述
に
見
え
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
じ
か
に
聞
い
た

の
で
な
け
れ
ば
、
普
通
は
記
そ
う
と
さ
え
思
わ
な
い
事
柄
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
聞
け
る
人
物
と
し
て
は
、
帝
、
近
衛
次
将
経
験
者
、
そ
れ
か
ら
幼
帝
の
折

に
同
輿
す
る
母
后
、
も
し
く
は
幼
帝
付
き
上
�
女
房(

乳
母
や
典
侍
と
い
っ
た

人
た
ち)

な
ど
、
そ
の
数
は
限
ら
れ
て
い
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
内
侍
の
受
け
取
り
波
線
②
③
に
つ
い
て
、『

日
記』

で
は
、
剣

(

御
佩
刀)

↓
璽(

し
る
し
の
御
筥)

の
順
で
示
す
が
、『

有
明
の
別
れ』

で
は
、

璽(

し
る
し
の
御
筥)

↓
剣(

御
佩
刀)

と
あ
る
。
こ
れ
は
両
方
が
正
し
い
。

『

日
記』

が
本
来
の
か
た
ち
で
あ
り
、『

有
明
の
別
れ』

が
、
限
ら
れ
た
年
代
の

事
例
で
あ
る
こ
と
が『

禁
秘
抄』

に
よ
り
知
ら
れ
る
。
寿
永
の
頃
、
源
平
争
乱

に
よ
り
、｢

剣｣

は
壇
の
浦
海
中
に
沈
み
、
後
鳥
羽
天
皇
践
祚
以
来
二
十
数
年

間
、｢

剣｣

は
昼
の
御
座
の
剣
で
代
用
し
た
。
だ
か
ら
、
剣
璽
の
移
動
の
際
に

は
璽
を
先
に
立
て
た
と
い
う
。
承
元
の
順
徳
天
皇
践
祚
の
時
か
ら
も
と
に
も

ど
っ
た(

16)

。『

玉
葉』

文
治
六
年
正
月
二
十
七
日
の
朝
覲
行
幸
に
お
い
て
も
、
璽

↓
剣
の
順
序
で
あ
っ
た
。
こ
の『

有
明
の
別
れ』

の
記
述
か
ら
も
、
金
光
氏
の

文
治
・
建
久
の
成
立
説
は
首
肯
さ
れ
る
。

こ
の
場
面
で
の
中
宮(

女
君)

は
、
内
侍
が
晴
れ
の
場
で
姿
を
露
出
さ
せ
て
い

る
の
を
、
わ
が
男
装
時
代
を
顧
み
て｢

恥
づ
か
し
う
ぞ
お
ぼ
し
知
ら
る
る｣

と

あ
っ
た
と
記
す
。
行
事
の
一
コ
マ
か
ら
、
帝
と
中
宮
各
様
の
思
い
を
描
い
て
い

る
。
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同
様
な
様
相
を
呈
す
る
の
が
、
続
く
二
月
十
七
日
の｢

花
の
宴｣

で
あ
る
。

こ
の
場
面
が
始
ま
る
前
に
、｢

な
に
ご
と
の
折
々
に
つ
け
て
も
、
花
の
に
ほ

ひ
、
月
の
光
も
消
た
る
る
御
有
様
の
、
げ
に
九
重
の
霞
ふ
か
き
に
、
御
簾
の
外

の
ひ
き
か
へ
た
る
は
え
な
さ
は
、
い
み
じ
く
く
ち
を
し
き｣

と
あ
る
よ
う
に
、

故
右
大
将
は
こ
う
い
う
折
に
美
し
い
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
は
不

在
、
実
際
は
宮
中
の
御
簾
の
う
ち
深
く
、
上
の
御
局
で
眺
め
る
。
詩
作
の
場
で

は
、
目
の
前
の
右
大
将
を
通
し
て
、
帝
は
過
去
の
女
大
将
を
思
い
出
し
、
管
絃

の
遊
び
に
な
る
と
、
こ
ん
ど
は
左
右
の
大
臣
が｢

雲
居｣

に
響
き
わ
た
っ
た
故

右
大
将
の
笛
の
音
を
思
い
、
涙
す
る(

17)

。

人
々
の
退
出
の
後
、
帝
は
中
宮
に
琴
の
演
奏
を
す
す
め
る
。
中
宮
の
女
性

と
し
て
の
姿
が
印
象
深
く
記
さ
れ
た
後
、
巻
一
は
十
五
年
ほ
ど
を
一
気
に
進
め

る(

18)

。
そ
の
間
に
、
中
宮
は
第
二
子
を
生
む
。
故
右
大
将
の
忘
れ
形
見
の
姫
君

は
、
中
宮
腹
の
第
一
皇
子
春
宮
に
入
内
し
、
も
う
一
人
の
子
は
内
大
臣
に
な

る
。
帝
は
や
が
て
譲
位
し
、
中
宮(

＝
女
君)
は
女
院
と
な
る
。
二
人
の
間
の

子
は
天
皇
と
春
宮
に
立
ち
、
そ
し
て
女
右
大
将
の
忘
れ
形
見
が
、｢

一
の
上｣

左
大
臣
に
な
る
ま
で
を
一
気
に
描
く
。

四

巻
二
に
入
る
と
、
年
中
行
事
は
減
少
し
、
描
か
れ
て
も
全
く
別
の
様
相
を
帯

び
る
。物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
く
の
は
、第
二
世
代
の
左
大
臣
で
あ
る
。叔
母
と

信
じ
る
女
院
を
心
ひ
そ
か
に
慕
い
、い
く
つ
か
の
恋
模
様
が
描
か
れ
て
い
く
。

行
事
は
、
内
裏
で
は
な
く
、
お
も
に
左
大
臣
の
動
き
に
よ
り
、
院
・
女
院
方

に
お
い
て
描
か
れ
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

物
語
第
二
十
年
、
女
院
が
病
と
聞
い
て
参
上
し
た
左
大
臣
に
、
院
は
内
裏
の

様
子
を
聞
く
。
答
え
る
左
大
臣
に
、
院
は
、

・｢

過
ぎ
ぬ
る
釈
奠
に
は
た
れ
た
れ
か
参
り
た
り
け
る
。
昔
の
こ
と
の
忘
ら

れ
ぬ
ま
ま
に
、
よ
し
な
き
こ
と
を
聞
こ
え
て
さ
い
な
ま
る
る
ぞ
や｣

(

二
四
四
頁
／
三
七
五
頁)

・｢

く
づ
ほ
れ
た
る
古
博
士
ど
も
な
な
り
。
い
か
に
こ
と
な
る
こ
と
な
か
り

け
ん
。
詩
つ
く
り
は
、
ま
づ
容
貌
の
を
か
し
げ
な
る
が
よ
き
な
り｣

(

二
四
六
頁
／
三
七
六
頁)

・｢

内
覧
の
詩
な
ど
も
置
き
に
出
で
た
る
顔
の
、
こ
と
の
ほ
か
に
見
ま
う
き

は
、
い
み
じ
き
こ
と
も
く
ち
を
し
う
こ
そ
あ
れ
。
あ
は
れ
、
を
か
し
か
ら

ん
女
に
詩ふ
み

を
作
ら
せ
て
見
ば
や｣

(

二
四
六
頁
／
三
七
六
頁)

と
感
想
を
洩
ら
す
。
傍
ら
に
い
る
女
院
を
意
識
し
て
、
点
線
の
よ
う
に
、｢

梅

花
の
宴｣

な
ど
を
回
想
し
、
女
右
大
将
の
詩
作
の
素
晴
ら
し
さ
、
詩
を
置
く
と

き
の
美
し
い
顔
、
そ
れ
ら
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
現
在
の｢

釈
奠｣

か
ら

確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
例
も
、
左
大
臣
が
、｢

な
に
が
し
の
定
め｣

(

名
を
ぼ
か
し
た
政
務
決
定

の
会
議)

の
た
め
に
、
昨
日
不
参
で
あ
っ
た
こ
と
を
詫
び
れ
ば
、
今
度
は
、
女

院
が
そ
の
こ
と
に
関
し
て
、｢

言
お
ほ
か
ら
ぬ
も
の
か
ら
、
そ
の
詮
と
あ
る
べ

き
節
々
尋
ね
明
ら
め
さ
せ
た
ま
ふ
を｣

と
、
若
い
甥
に
教
え
こ
む
。
女
と
し
て

生
き
な
が
ら
、
か
つ
て
の
男
時
代
に
政
治
向
き
の
こ
と
に
通
底
し
て
い
た
面

が
、
今
女
院
と
し
て
生
か
し
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
る(

19)

。

右
に
続
い
て
、
左
右
に
分
か
れ
て
の｢

虫
合｣

が
あ
る
。
こ
れ
は
物
語
中
、

女
院
が
主
催
し
た
唯
一
の
行
事
で
あ
る
。
院
・
女
院
の
前
に
、
若
い
殿
上
人
・

公
�
と
い
う
男
性
陣
が
方
人
に
分
か
れ
、
女
院
付
き
女
房
と
の
御
簾
の
内
外

で
、
晴
れ
や
か
な
応
酬
が
あ
り
、
終
れ
ば
管
絃
の
遊
び
が
あ
る
。

院
は
、
か
や
う
な
る
に
つ
け
て
も
、
例
の
古
事
お
ぼ
し
忘
る
る
世
な
し
。

あ
は
れ
に
恋
し
く
お
ぼ
さ
る
る
ま
ま
に
、
御
笛
召
し
よ
せ
て
、
音
の
か
ぎ

(��)



り
吹
き
た
て
さ
せ
た
ま
へ
る
に
、
か
の
昔
の
春
思
し
出
で
ら
れ
て
、
暗
き

ま
ぎ
れ
、
い
と
も
の
悲
し
く
あ
は
れ
と
ど
む
べ
く
も
お
ぼ
さ
れ
ね
ば
、
中

納
言
の
君
の
つ
か
う
ま
つ
る
琴
を
ひ
き
寄
せ
て
、
ほ
の
か
に
掻
き
な
ら
さ

せ
た
ま
ふ
御
爪
音
さ
ら
に
似
る
も
の
な
き
が
、
…

(

二
七
四
頁
／
三
八
四
頁)

こ
こ
に
恋
し
く
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
女
大
将
が
奇
瑞
を
お
こ
し
た
梅
花
の
宴

で
あ
っ
た
。
院
は
思
い
出
か
ら
笛
を
吹
き
出
し
、
女
院
は
琴
を
弾
き
出
す
。
そ

の
音
色
を
聞
く
周
囲
の
者
を
心
ま
ど
わ
せ
る
ほ
ど
に
感
動
さ
せ
、
左
大
臣
の
恋

情
は
か
き
た
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
院
・
女
院
が
女
大
将
時
代
を
思
い
だ
す
の

み
な
ら
ず
、
筆
先
は
、
一
行
が
故
右
大
将
の
里
第
に
向
か
い
、
父
で
あ
る
太
政

大
臣
の
、｢

む
か
し
の
こ
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
出
で
つ
る
ほ
ど
過
ぐ
し
が
た
く

て｣

と
女
右
大
将
の
あ
り
し
日
を
ま
さ
ぐ
る
姿
に
ま
で
向
か
う
。

さ
て
、
物
語
第
二
十
一
年
、

一
日
の
院
の
拝
礼
、
や
が
て
女
院
の
拝
礼
う
ち
続
き
、
大
殿
、
関
白
殿
へ

ま
ゐ
り
あ
り
き
た
ま
ふ
。
拝
礼
が
ま
し
き
に
腰
も
痛
か
り
ぬ
べ
し
。
ま
た

小
朝
拝
、
節
会
な
ど
、
夜
に
い
る
ま
で
あ
り
て
、
二
日
、
関
白
殿
の
臨
時

客
、
二
宮
の
大
饗
、
三
日
、
朝
覲
の
行
幸
、
さ
ま
ざ
ま
ひ
ま
な
き
公
け
ご

と
に
、
…
五
日
は
叙
位
の
儀
に
み
な
参
り
た
ま
へ
る
に
…

(

三
五
〇
頁
／
四
〇
七
頁)

左
大
臣
の
行
動
が
記
さ
れ
る
。
行
事
名
は
記
さ
れ
る
も
の
の
そ
こ
に
活
躍
す
る

姿
は
な
い
。
忙
し
い
間
に
も
、
四
日
の
日
に
四
条
の
上
の
も
と
に
訪
れ
る
左
大

臣
の
恋
を
記
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
、
こ
う
い
う
描
き
方
に
は
、
院
、
女

院
、
太
政
大
臣
、
天
皇
、
中
宮
、
春
宮
と
、
女
院
一
族
の
繁
栄
を
晴
れ
が
ま
し

く
書
こ
う
と
す
る
意
図
は
う
か
が
え
る
。

物
語
は
巻
三
に
進
む
。
巻
三
に
は
、
我
が
子
を
初
め
て
そ
れ
と
認
識
し
た

り
、
第
二
世
代
が
自
分
の
出
生
の
秘
密
を
知
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
巻
一
か

ら
の
絡
み
あ
う
人
物
た
ち
を
描
く
と
き
に
、
や
は
り
物
語
第
二
十
一
年
、
御

禊
・
賀
茂
の
祭
の
栄
え
な
さ
、
五
月
五
日
の
騎
射
の
見
物
、
中
宮
の
実
父
の
死

に｢

神
わ
ざ
な
ど
し
げ
く
、
伊
勢
の
例
幣
の
ほ
ど
な
ど｣

と
行
事
が
触
れ
ら
れ

る
程
度
に
す
ぎ
な
い
。

物
語
第
二
十
二
年
、
院
の｢

四
十
の
賀｣

が
特
筆
さ
れ
、
帝
の
行
幸
、
春
宮

の
行
啓
が
あ
る
。
女
院
の
血
を
受
け
継
い
だ
春
宮
が
笛
を
吹
き
、
人
々
を
感
動

さ
せ
る
と
、

女
院
は
錦
の
帳
に
い
つ
か
れ
お
は
し
ま
す
御
心
地
す
ず
ろ
は
し
く
、
た
だ

い
ま
袖
う
ち
返
し
、
た
ち
出
で
ぬ
べ
く
ぞ
お
ぼ
さ
る
る
。

(

四
三
六
頁
／
四
三
三
頁)

と
ま
だ
男
性
時
代
が
思
わ
れ
飛
び
出
し
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
る
。
女
院
が
琵
琶

を
奏
で
る
と
、
ま
た
し
て
も
奇
瑞
が
お
こ
る
。
七
人
の
天
女
が
舞
い
下
り
、
女

院
が
天
女
の
生
ま
れ
か
わ
り
と
明
か
さ
れ
た
。

物
語
最
後
の
行
事
が
、
太
政
大
臣
の
病
に
、
嵯
峨
へ
の
行
幸
啓
が
記
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は『

栄
花
物
語』

鶴
の
林
巻
に
描
か
れ
た
、
死
を
目

前
に
し
た
道
長
を
見
舞
い
に
、
娘
の
后
た
ち
の
行
啓
、
孫
た
ち
の
行
幸
啓
に
よ

ろ
こ
ぶ
場
面
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(

注
3
論
文)

。
物
語
は
、
女
院
と

そ
の
男
装
に
よ
り
築
か
れ
た
こ
の
一
家
の
栄
華
を
記
し
て
閉
じ
よ
う
と
す
る
。

五

『

有
明
の
別
れ』

の
年
中
行
事
が
描
き
出
し
た
も
の
に
つ
い
て
述
べ
た
。
い

ず
れ
も
女
主
人
公
の
男
性
的
資
質
の
賛
美
ー
詩
作
、
笛
を
か
な
で
る
こ
と
ー
に

よ
る
こ
と
は
一
貫
し
て
い
た
。
そ
し
て
周
囲
を
圧
倒
す
る
美
し
さ
。
そ
れ
ら

が
、
女
姿
に
戻
っ
て
も
、
回
想
さ
れ
皆
に
そ
の
喪
失
感
が
共
有
さ
れ
た
。
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『

と
り
か
へ
ば
や
物
語』

で
は
、
き
ょ
う
だ
い
は
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
っ

た
。
女
大
将
の
男
と
し
て
の
過
去
の
歴
史
は
、
す
べ
て
今
大
将
に
上
書
き
さ
れ

て
し
ま
う
。
正
月
節
会
や
花
の
宴
で
披
露
し
た
晴
れ
姿
も
ま
た
、
結
局
は
今
大

将
と
認
識
さ
れ
、
女
大
将
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
女
大
将
に
つ
い

て
の
人
々
の
記
憶
は
、
現
実
に
存
在
す
る
今
大
将
の
そ
れ
と
統
合
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

対
し
て『

有
明
の
別
れ』

は
、
女
右
大
将
は
表
向
き
に
は
死
去
し
て
お
り
、

そ
の
立
場
を
担
う
者
が
す
ぐ
に
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
家
の
跡
継
ぎ
で
あ

る
若
君
は
ま
だ
幼
く
、
女
大
将
の
実
の
息
子
で
真
の
後
継
者
で
あ
る
第
二
皇
子

(

東
宮)

が
生
ま
れ
る
の
は
、
死
去
公
表
か
ら
二
年
余
り
経
過
し
て
か
ら
で
あ

る
。
彼
女
の｢

右
大
将｣

と
い
う
官
職
で
さ
え
、
後
任
の
右
衛
門
督
が
就
任
す

る
ま
で
一
年
二
ヶ
月
間
も
空
席
状
態
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
様
々
な
行
事
の

場
面
で
は
何
度
も
女
大
将
の
こ
と
が
懐
古
さ
れ
、
周
囲
の
者
た
ち
の
心
に｢

彼｣

の
存
在
が
焼
き
付
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
物
語
三
年
目
に
賀
茂
行

幸
供
奉
に
女
大
将
が
願
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
現
実
に
な
っ
て
い
て
、『

と
り
か

へ
ば
や
物
語』

と
は
対
照
的
で
あ
る
。『

有
明
の
別
れ』
で
は
、
女
主
人
公
の

男
性
時
代
の
美
質
が
、
人
々
の
記
憶
に
し
っ
か
り
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

は
、
年
中
行
事
を
描
く
こ
と
で
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
に
、
男
君
に
あ
た
る
人
物
が
帝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

す
べ
て
女
君
に
つ
い
て
の
男
装
時
代
の
記
憶
は
、
帝
に
近
仕
し
て
い
た
人
物
と

し
て
、
帝
の
身
体
感
覚
を
通
し
て
、
よ
り
鮮
烈
に
刻
印
さ
れ
て
い
た
。
他
の
ど

の
男
性
よ
り
も
勝
れ
た
人
と
し
て
、
十
数
年
を
経
て
も
ま
だ
思
い
出
と
し
て
焼

き
つ
い
て
い
る
。

物
語
に
お
け
る
年
中
行
事
の
意
義
は
以
上
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
第
二
節
と
第
三
節
で
は
、
行
幸
の
折
の
、
紫
宸
殿
の
階
の
下
、

左
近
の
桜
側
か
ら
右
近
の
橘
側
に
移
動
す
る
、
美
し
く
印
象
的
で
は
あ
る
が
、

さ
さ
や
か
な
動
き
、
ま
た
、
御
輿
の
中
で
、
胡
�
の
矢
は
ず
の
音
が
す
る
と

い
っ
た
、
天
皇
の
視
線
や
聴
覚
な
ど
を
通
し
た
描
き
方
に
注
目
し
た
。

幼
い
帝
が
御
輿
に
乗
る
と
き
は
、
母
后
や
、
乳
母
や
典
侍
な
ど
上
�
女
房
が

同
輿
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
女
性
の
感
覚
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、

行
幸
を
描
く
と
き
の
、
内
侍
の
よ
う
な
視
線
と
考
え
あ
わ
せ
、
作
者
は
、
内
侍

を
体
験
し
た
典
侍
的
な
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
と
よ
り
、
体
験
し
な
け
れ
ば
書
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
た
と
え

ば『

讃
岐
典
侍
日
記』

の
作
者
で
あ
る
典
侍
長
子
が
、
日
記
も
終
り
近
く
、
鳥

羽
天
皇
大
嘗
会
の
清
暑
堂
御
神
楽
を
、｢

内
侍
所
の
神
楽｣

に
違
う
所
が
な
い

と
、
場
面
性
を
詳
し
く
記
し
、
か
つ
、
そ
こ
に
幼
帝
の
末
長
い
繁
栄
と
摂
関
家

の
存
続
を
言
祝
ぎ
閉
じ
た
よ
う
に
、
作
者
の
位
相
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。

何
か
作
者
自
身
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
関
白
家
の
臨
時
客
や
、
勅
使
さ
ら
に
淵
酔
の
折
の
饗
応
な
ど
、

男
性
な
ら
そ
の
日
記
に
記
す
が
、
物
語
と
し
て
は
異
質
な
そ
れ
ら
を
統
合
す
る

と
、
摂
関
家
に
も
自
由
に
出
入
り
で
き
る
よ
う
な
、
内
裏
と
中
宮
と
の
兼
官
を

体
験
し
た
女
房
の
よ
う
な
視
線
と
思
わ
れ
る
。

記
録
そ
の
他
の
資
料
に
も
恵
ま
れ
て
い
る
時
代
な
の
で
、
今
後
、
さ
ら
に
検

討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

﹇
注
﹈

1

こ
の
あ
た
り
の
本
物
語
の
特
性
と
も
言
う
べ
き
、
女
性
同
士
の
親
密
さ
と

い
う
機
微
に
つ
い
て
、
宮
崎
裕
子
氏｢

女
た
ち
の
世
界
―
―『

有
明
の

別』

が
描
い
た
〈
女
性
同
士
の
夫
婦
〉
か
ら
―
―｣

(『

中
世
物
語
の
新
研

究
―
―
物
語
の
変
容
を
考
え
る
―
―』

新
典
社
、
二
〇
〇
七
年)

に
指
摘
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が
あ
る
。｢

男
女
の
結
び
つ
き
よ
り
も
、
女
性
同
士
の
親
し
み
合
い
に
重

き
を
置
く
女
主
人
公
を
誕
生
さ
せ
た｣

と
い
う
点
で
新
し
い
境
地
を
拓
い

た
も
の
で
、『

我
が
身
に
た
ど
る
姫
君』

の
爛
熟
に
と
受
け
継
が
れ
る
と

い
う
。

2

中
村
忠
行
氏『

有
明
の
別
れ』

上
解
題(

古
典
文
庫
、
昭
和
三
三
年
五

月)

、
大
槻
修
氏｢

物
語
の
奇
想
と
頽
廃
美
―
―
在
明
の
別
と
と
り
か
へ

ば
や
―
―｣

(『
論
集
日
本
文
学
・
日
本
語
2』

角
川
書
店
、
昭
和
五
二

年)

、
米
田
明
美
氏｢｢

有
明
の
別
れ｣

と｢

と
り
か
へ
ば
や｣｣

(

大
槻
修

訳
注『

全
対
訳
日
本
古
典
新
書

有
明
け
の
別
れ』
(

創
英
社
、
一
九
七

九
年)

、
本
田
環
氏｢『
有
明
の
別
れ』

の
研
究｣
(『

国
語
国
文
学
研
究』

35
号

二
〇
〇
〇
年
二
月)
な
ど
に
言
及
さ
れ
る
。

3

『

栄
花
物
語』

の
記
事
を『

有
明
の
別
れ』

の
場
面
性
に
生
か
し
て
い
る

と
い
う
指
摘
は
、
金
光
桂
子
氏｢『
有
明
の
別
れ』

と
九
条
家｣

(『

国
語

国
文』

二
〇
〇
八
年
三
月)

で
な
さ
れ
て
い
る
。

4

金
光
桂
子
氏｢『

有
明
の
別』

と
文
治
・
建
久
期
和
歌
―
―
定
家
な
ら
び

に
九
条
家
歌
壇
と
の
関
係
に
つ
い
て
―
―｣

(『
文
学
史
研
究』

46

二
〇

〇
六
年
三
月)

に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
。

5

谷
知
子
氏『

中
世
和
歌
と
そ
の
時
代』

(

笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
年)

第

一
章
第
二
節｢

文
治
六
年
任
子
入
内
屏
風
と
和
歌｣

。

6

本
文
引
用
は
、
大
槻
修
訳
注『

全
対
訳

日
本
古
典
新
書

有
明
け
の
別

れ』
(

創
英
社
、
一
九
七
九
年
初
版
、
一
九
九
五
年
三
版)

に
よ
る
が
、

表
記
を
変
え
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
絶
版
の
た
め
に
頁
数
の
下
に『
鎌

倉
時
代
物
語
集
成』

第
一
巻
の
頁
数
を
も
付
し
た
。

7

臨
時
客
に
つ
い
て
は
、
川
本
重
雄
氏｢

正
月
大
饗
と
臨
時
客｣

(『

日
本
歴

史』

473

一
九
八
七
年
一
〇
月)

を
主
に
参
考
と
し
た
、

8

実
際
例
を『

中
右
記』

(

増
補
史
料
大
成)

天
永
三
年(

一
一
一
二)

正

月
二
日
か
ら
見
て
い
く
。
東
の
対
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、

『

有
明
の
別
れ』

を
読
む
際
に
参
考
と
な
る
。

漢
天
高
晴
、
扶
桑
甚
明
、
今
日
有
二

臨
時
客
一

、
予
先
巳
時
許
参
二

太

后
御
所
枇
杷
殿
西
御
方
一

、
次
參
二

東
三
條
一

、
申
時
許
、
右
大
將
、

以
下
大
納
言
四
人
、
中
納
言
八
人
、
參
議
五
人
、
大
貳
出
仕
、
人
々

皆
參
、
於
二

東
對
南
面
一

有
二

臨
時
客
一

、
上
達
部
以
下
入
レ

從
二

東

中
門
一

、
列
二

立
對
南
面
庭
前
一

、
殿
下
令
レ

立
二

對
未
申
程
一

給
、
殿

上
人
頭
中
將
通
季
頭
辨
實
行
以
下
蔵
人
有
業
列
二

其
後
一

、
二
拝
了

殿
下
頗
令
二

揖
讓
一

給
、
右
大
將
被
二

歩
進
一

後
、
殿
下
猶
從
二

南
階
一

令
レ

昇
給
、〈
少
將
宗
能
朝
臣
取
二

御
沓
一

〉
、
右
大
將
以
下
大
納
言

□
昇
レ

從
二

同
南
階
一

、〈
子
族
前
駈
各
取
沓
〉
、
中
納
言
參
議
昇
レ

從
二

中
門
廊
一

、
各
相
分
着
座
、
次
居
二

主
人
饌
一

、〈
仲
實
朝
臣
爲
二

陪
膳
一

、
五
位
三
人
取
二

高
器
一

居
レ

之
〉
、
一
獻
、〈
家
主
令
レ

取

給
、
惟
信
朝
臣
進
レ

盃
〉
、
二
獻
、
頭
中
將
、
通
季
勸
盃
、
〈
蔵
人

左
衛
門
尉
有
業
瓶
子
〉
、
居
二�

汁
一

、〈
海
雲
汁
〉
、
次
三
獻
新
宰

相
中
將
實
隆
、〈
瓶
子
資
信
〉
、
次
居
二

汁
物
一

、〈
雉
羹
〉
、
依
二

御

氣
色
一

予
執
二

拍
子
一

出
レ

歌
、〈
安
名
尊
二
返
、
席
田
二
返
〉
、

次
朗
詠
二

令
月
徳
是
北
辰
之
句
一
兩
度
一

、
四
獻
別
當
能
俊
�
、
…

９

九
条
兼
実
の
日
記『

玉
葉』

を
見
る
と
、
彼
が
関
白
に
な
っ
て
か
ら
は
、

臨
時
客
が
文
治
三
年
と
建
久
六
年
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
は
、

文
脈
か
ら
寝
殿
に
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

10

注
8
に
示
し
た『

中
右
記』

や『

玉
葉』

文
治
四
年
条
に
も
確
認
さ
れ

る
。

11

｢
た
を
た
を
と｣

の
表
現
は
、『

と
り
か
へ
ば
や
物
語』

で
も
女
性
性
を

(��)



表
し
、『

源
氏
物
語』

に
は
女
性
に
し
か
使
わ
れ
な
い
。『

有
明
の
別
れ』

に
も
大
き
く
影
響
を
与
え
た『

狭
衣
物
語』

古
活
字
本
に
は
、
男
性
な
が

ら
狭
衣
の
衣
装
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
狭
衣
の
女
性
的
な
造
型
と
と
も
に

注
目
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

12

寅
の
日
で
も
、｢

豊
の
あ
か
り｣

と
あ
る
例
と
し
て
、『

四
条
宮
下
野
集』

が
あ
る
。

五
節
の
な
か
の
夜
、
月
の
あ
か
き
に
、
局
に
人
々
あ
ま
た
来
て
、
所

も
な
く
居
て
物
語
な
ど
す
る
に
、
為
仲
、
所
の
な
け
れ
ば
土
に
立
ち

た
り
、
鎮
魂
の
祭
に
、
内
侍
の
出
で
た
ま
ふ
待
つ
と
て
あ
る
ほ
ど

に
、
ゐ
た
る
人
に
さ
し
よ
り
て
い
ふ

月
こ
そ
と
よ
の
あ
か
り
な
り
け
れ(

二
〇)

詞
書
の｢

鎮
魂
の
祭｣

は
寅
日
に
行
わ
れ
る
も
の
。
他
に
も
寅
日
の｢

と

よ
の
あ
か
り｣

歌
が
見
え
、｢

豊
の
あ
か
り｣

が
辰
の
日
の
節
会
の
み
で

な
く
、
卯
の
日
の
新
嘗
祭
を
も
指
す
と
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

13

『

有
明
の
別
れ』

で
は
帝
自
身
の
歌
な
の
で｢
階｣

と
あ
る
が
、
こ
う
い

う
歌
を
詠
み
こ
む
の
は
、
女
性
な
ら
、｢

内
侍｣
が
感
覚
的
に
体
験
し
て

い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。『

風
雅
和
歌
集』

に
、｢
宝
治
百
首
歌
に
、
冬

月｣

の
題
で
、｢

深
草
院
少
将
内
侍｣

が
詠
ん
だ
、

雲
の
う
へ
の
と
よ
の
あ
か
り
に
た
ち
い
で
て
御
は
し
の
め
し
に
月
を

み
し
か
な(

八
八
一)

が
あ
る
。
宝
治
百
首
に
は
題｢

豊
明
節
会｣

と
あ
る
。｢

御
は
し
の
め
し｣

と
は
、｢

御
階
の
召
。
節
会
の
開
始
に
当
り
、
内
侍
が
紫
宸
殿
の
東
階
上

に
臨
ん
で
、
承
明
門
外
に
待
期マ
マ
す
る
諸
臣
を
さ
し
ま
ね
き
、
召
し
入
れ
る

事｣

で
あ
り
、｢

内
侍
の
晴
の
任
務
で
あ
る｣

と
説
明
が
な
さ
れ
る(

岩

佐
美
代
子
氏『

風
雅
和
歌
集
全
注
釈』

笠
間
書
院
、
平
成
七
年)

。
同
書

で
は
、
ま
た
、
少
将
内
侍
の
姉
で
あ
る
弁
内
侍
の
日
記
に
、
や
は
り
豊
明

の
節
会
の
折
の
歌｢

雪
の
下
の
梅
の
匂
ひ
も
袖
さ
え
て
進
む
御
階
に
月
を

見
し
か
な｣

を
紹
介
す
る
。

14

金
光
桂
子
氏｢『

有
明
の
別』

の
〈
有
明
の
別
〉
―
―
題
号
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
―
―｣

(『

文
学
史
研
究』

47

二
〇
〇
七
年
三
月)

は
、
題
号
に

込
め
ら
れ
た
意
味
を
和
歌
史
的
に
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
男
装
の
喪
失
感

を
長
く
引
き
延
ば
す
意
味
が
あ
っ
た
と
捉
え
る
好
論
で
あ
る
。
た
だ
し
、

中
院
の
行
幸
の
折
の｢

見
し
夜
の
月｣

が
、
賀
茂
行
幸
の
姿
を
偲
ん
だ
と

い
う
指
摘
に
は
、
日
中
に
出
立
し
、
女
大
将
は
途
中
で
帰
っ
た
の
で
従
え

な
い
。
描
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
帝
は
、
あ
り
し
日
の
中
院
行
幸
を
思
い

出
し
て
歌
を
詠
ん
だ
も
の
と
解
し
う
る
。

15

『

延
喜
式』

｢

内
匠｣

に
、
御
輿
の
大
き
さ
の
説
明
に｢

長
一
丈
四
尺
、

広
三
尺
一
寸
、
柱
高
四
尺
八
寸
…｣

と
見
え
、『

輿
車
図
考
附
図』

｢

妙
心

寺
所
伝
輿
図｣

(『

古
事
類
苑』

に
よ
る)

に
、｢

箱
前
ノ
柱
ヨ
リ
後
柱
マ

デ
四
尺
六
寸｣

の
よ
う
な
説
明
が
あ
っ
て
、｢

柱｣

と
称
し
た
の
は
明
ら

か
。

16

佐
藤
厚
子『

中
世
国
家
儀
式
―
―『

建
武
年
中
行
事』

の
世
界
―
―』

(

岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年)

第
一
章
を
参
照
し
た
。

17

こ
れ
ら
の
女
右
大
将
の
不
在
を
嘆
く
と
い
う
物
語
化
の
根
底
に
は
、
九
条

兼
実
の
長
男
良
通(

内
大
臣
右
大
将)

の
急
逝
、
そ
し
て
娘
任
子
の
入
内

と
い
う
出
来
事
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
全
光
氏
の
説
得
力
あ

る
論
が
な
さ
れ
て
い
る(

注
3
論
文)

。

18

荒
が
作
成
し
た
年
立
に
依
拠
し
た
。
古
典
文
庫
の
年
立
に
、
さ
ら
に
読
み

を
加
え
た
も
の
だ
が
、
紙
幅
の
都
合
で
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

19

『
た
ま
き
は
る』

は
建
春
門
院
に
仕
え
た
中
納
言(

俊
成
女)

の
作
で
あ
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る
が
、｢

序｣

に
あ
た
る
と
こ
ろ
で
、
女
院
に
つ
い
て
、｢

大
方
の
世
の
政

事
を
は
じ
め
、
は
か
な
き
ほ
ど
の
事
ま
で
、
御
心
に
ま
か
せ
ぬ
事
な
し

と
、
人
も
思
ひ
言
ふ
め
り
き
。
ま
こ
と
に
は
、
お
は
し
ま
さ
で
の
ち
の
世

の
中
を
思
ひ
合
は
す
る
に
も
、
か
し
こ
か
り
け
る
御
心
一
つ
に
、
な
べ
て

の
世
も
静
か
な
り
け
る
を
…｣

と
あ
り
、
政
治
向
き
の
こ
と
も
、
他
の

様
々
な
こ
と
も
知
悉
し
て
い
る
と
あ
り
、
女
院
像
の
一
つ
の
理
想
型
な
の

で
あ
ろ
う
。
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