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権
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は
じ
め
に

　

現
存
雑
纂
本
の
配
列
を
重
視
し
て
、
枕
草
子
の
「
日
記
回
想
段
」
を
読
み
直
す
試
み
の
一
端
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
六
篇
の
論
考
で
考
察
を
続
け
て
き
た（
１
）。

本
稿

で
は
、
九
六
段
を
中
心
と
し
て
、
藤
原
伊
周
を
描
く
章
段
群
を
取
り
上
げ
る
。
定
子
の
清
少
納
言
へ
の
理
解
の
程
を
描
い
た
と
さ
れ
る
九
六
段
に
、
伊
周
が
「
内

大
臣
」
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
後
に
復
権
を
果
た
し
て
ゆ
く
伊
周
当
人
の
姿
と
も
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、
枕
草
子
に
お
け
る
〈
伊
周
像
〉
を
検
証
し
て

い
き
た
い
。
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三
〇

　
　
　

一
、「
職
の
御
曹
司
」
ふ
た
た
び

　

八
四
段
で
〈
定
子
の
入
内
〉
を
描
き
、
職
の
御
曹
司
に
別
れ
を
告
げ
た
枕
草
子
。
だ
が
再
び
「
職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
」
と
い
う
事
件
時
を
冒
頭
に
掲
げ
る
の

が
、
九
六
段
だ
っ
た
。
職
を
舞
台
に
、
い
ま
だ
語
り
残
し
た
〈
物
語
〉
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

五
月
の
御
精さ
う
じ進
の
ほ
ど 
職し
き

に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
塗ぬ
り
ご
め籠
の
前
の
二ふ
た

間ま

な
る
所
を 

こ
と
に
し
つ
ら
ひ
た
れ
ば
、
例れ
い

様ざ
ま

な
ら
ぬ
も
を
か
し（
２
）。

ま
ず
は
時
（
五
月
）
と
場
所
（
職
）
が
提
示
さ
れ
、
条
件
を
満
た
す
長
徳
四
年
が
事
件
時
と
認
定
さ
れ
て
く
る
。
斎
月
の
五
月
、
塗
込
の
前
の
二
間
を
し
つ
ら
え

て
、
職
は
精
進
潔
斎
に
入
っ
て
い
た
。「
例
様
な
ら
ぬ
も
を
か
し
」
と
讃
え
ら
れ
る
「
御
精
進
」
の
風
情
だ
が
、
こ
の
話
題
が
以
下
に
引
き
継
が
れ
る
わ
け
で
は
な

い
よ
う
だ
。

　
　

 　

一つ
い
た
ち日
よ
り
雨
が
ち
に
曇く
も

り
過
ぐ
す
。「
つ
れ
づ
れ
な
る
を
、
郭
（
ほ
と
と
ぎ
す
）
公
の
声
た
づ
ね
に
行い

か
ば
や
」
と
言
ふ
を
、「
わ
れ
も
わ
れ
も
」
と
出
で
立
つ
。
賀か

茂も

の
奥お
く

に
、

「
な
に
さ
き
」
と
か
や
、
七た
な
ば
た夕

の
渡
る
橋
に
は
あ
ら
で 
に
く
き
名
ぞ
聞
え
し
、「
そ
の
わ
た
り
に
な
む
、
郭
（
ほ
と
と
ぎ
す
）

公
鳴
く
」
と
人
の
言
へ
ば
、「
そ
れ
は
ひ
ぐ
ら
し

な
り
」
と
言
ふ
人
も
あ
り
。「
そ
こ
へ
」
と
て 

五
日
の
あ
し
た
に
、
宮
司づ
か
さに
車
の
案あ
な
い内
言
ひ
て 

北
の
陣
よ
り
「
五さ
み
だ
れ

月
雨
は 

と
が
め
な
き
も
の
ぞ
」
と
て
さ
し

よ
せ
て
、
四
人
ば
か
り
乗
り
て
行い

く
。

　

一
日
か
ら
雨
が
ち
だ
っ
た
と
い
う
、
天
候
へ
話
が
移
る
。
そ
し
て
「
五
日
の
あ
し
た
」
に
「
四
人
ば
か
り
」
の
女
房
が
「
賀
茂
の
奥
」
に
郭
公
を
聞
き
に
出
か

け
る
所
か
ら
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
動
き
出
す
。
た
だ
「
七
夕
の
渡
る
橋
に
は
あ
ら
で
、
に
く
き
名
ぞ
聞
え
し
」
と
意
味
あ
り
げ
に
語
ら
れ
る
目
的
地
「
な
に
さ
き
」

の
話
題
も
、
そ
れ
以
上
は
掘
り
下
げ
ら
れ
な
い
。
一
条
大
路
に
出
て
「
馬
場
と
い
ふ
所
」
を
や
り
過
ご
し
た
後
、
彼
女
た
ち
が
辿
り
着
い
た
の
は
、
高
階
明
順
の

家
だ
っ
た
。
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か
く
い
ふ
所
は
、
明あ
き
の
ぶ順

の
朝
臣
の
家
な
り
け
る
。「
そ
こ
も
い
ざ
見
む
」
と
言
ひ
て
、
車
寄
せ
て
下お

り
ぬ
。

つ
い
で
に
立
ち
寄
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
こ
が
散
策
の
終
着
点
と
な
る
。
郭
公
は
「
か
し
が
ま
し
と
思
ふ
ば
か
り
」
鳴
い
て
い
た
の
で
、
目
的
は
果
た
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
。
以
下
、
稲
扱
き
の
実
演
な
ど
明
順
の
接
待
攻
勢
に
、「
時
鳥
の
歌
詠
ま
む
と
し
つ
る
、
ま
ぎ
れ
ぬ
」
と
あ
る
。
初
め
て
〈
歌
〉
へ
の
言
及
が
な
さ
れ

る
箇
所
。
当
日
の
歌
は
「
公
務
出
張
の
報
告
書（
３
）」

と
も
言
え
る
の
で
、
出
発
時
か
ら
潜
在
し
て
い
た
テ
ー
マ
で
は
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
そ
れ
が
明
確
に
示
さ
れ
た
わ

け
だ
。
歌
は
い
つ
詠
ま
れ
る
の
か
。
ど
の
よ
う
な
歌
が
詠
ま
れ
る
／
詠
ま
れ
な
い
の
か
。〈
詠
歌
の
行
方
〉
が
ス
ト
ー
リ
ー
を
牽
引
し
て
ゆ
く
。

　

そ
の
後
も
「
手
づ
か
ら
摘
み
つ
る
」「
下
蕨
」
ま
で
繰
り
出
し
て
明
順
の
歓
待
が
続
く
な
か
、「
雨
降
り
ぬ
」
と
い
う
報
告
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
よ
っ
て
歌
は
詠
ま

れ
ぬ
ま
ま
、
一
行
は
そ
こ
を
立
つ
羽
目
に
。「
さ
は
れ
道
に
て
も
」
と
、
帰
り
道
で
の
詠
歌
が
予
告
さ
れ
る
も
、「
い
み
じ
う
咲
き
た
る
」
卯
の
花
に
よ
る
牛
車
の
飾

り
つ
け
に
興
じ
て
し
ま
う
（
後
文
に
「
雨
ま
こ
と
に
降
り
ぬ
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
時
点
で
は
小
降
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
以
下
も
雨
脚
の
描
写
は
〈
詠
歌
の
行

方
〉
に
関
わ
っ
て
ゆ
く
）。
帰
り
道
、
も
は
や
彼
女
た
ち
の
関
心
は
「
こ
の
車
を
誰
に
見
て
も
ら
え
る
か
」
に
移
っ
て
い
た
。
大
内
裏
に
近
付
く
も
、
い
ま
だ
「
あ

や
し
き
法
師
」
や
「
下
衆
の
言
ふ
か
ひ
な
き
」
際
に
し
か
出
会
わ
な
い
。「
い
と
か
く
て
や
ま
む
は
」「
こ
の
車
の
あ
り
さ
ま
ぞ
、
人
に
語
ら
せ
て
こ
そ
や
ま
め
」
と

の
思
い
押
さ
え
難
く
、「
一
条
殿
」
に
立
ち
寄
り
「
侍
従
殿
」（
公
信
）
を
呼
び
出
す
仕
儀
と
な
っ
た
。

　
　

 

一
条
殿
の
ほ
ど
に
と
ど
め
て
「
侍じ
じ
ゆ
う従

殿
や
お
は
し
ま
す
。
時
（
ほ
と
と
ぎ
す
）

鳥
の
声
聞
き
て
今
な
む
帰
る
」
と
言
は
せ
た
る
、
使つ
か
ひ、「『

た
だ
今
ま
ゐ
る
、
し
ば
し 

あ
が
君
』

と
な
む
の
た
ま
へ
る
。
侍
さ
ぶ
ら
ひに
ま
ひ
ろ
げ
て
お
は
し
つ
る
、
い
そ
ぎ
立
ち
て
指さ
し

貫ぬ
き

奉
り
つ
」
と
言
ふ
。

　

往
路
の
「
明
順
の
家
」
に
対
し
、
復
路
で
は
こ
の
「
一
条
殿
」
が
立
ち
寄
り
場
所
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
だ
が
呼
び
出
し
て
お
き
な
が
ら
、
彼
が
「
指
貫
お

召
し
中
」
だ
と
知
っ
た
一
行
は
、「
待
つ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
と
牛
車
を
進
め
て
し
ま
う
。
帯
を
結
び
な
が
ら
、
あ
わ
て
て
追
い
か
け
て
く
る
公
信
。
土
御
門
で
よ

う
や
く
追
い
付
き
、
車
の
様
を
ひ
と
し
き
り
「
笑
ひ
」
興
じ
た
後
、「
歌
は
い
か
が
、
そ
れ
聞
か
む
」
と
訊
い
て
き
た
。〈
詠
歌
の
行
方
〉
を
前
景
に
呼
び
戻
す
台

詞
で
あ
る
。「
今
、
御
前
に
御
覧
ぜ
さ
せ
て
後
こ
そ
」
と
、
そ
の
場
は
取
り
繕
っ
た
も
の
の
、
邸
に
戻
っ
た
公
信
か
ら
は
後
に
歌
を
贈
ら
れ
る
こ
と
に
。
お
か
げ
で
、
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彼
へ
の
返
歌
と
い
う
新
た
な
仕
事
が
発
生
し
て
し
ま
う
。
公
信
は
〈
詠
歌
の
行
方
〉
に
も
関
わ
る
人
物
だ
っ
た
わ
け
だ
。

　
　

 
さ
て
、
ま
ゐ
り
た
れ
ば 

あ
り
さ
ま
な
ど
問
は
せ
た
ま
ふ
。
恨
み
つ
る
人
々 

怨ゑ
ん

じ
心
憂う

が
り
な
が
ら
、
藤と
う

侍じ
じ
ゆ
う従
の
一
条
の
大
路
走
り
つ
る
語
る
に
ぞ
、
み
な

笑
ひ
ぬ
る
。「
さ
て
、
い
づ
ら
歌
は
」
と
問
は
せ
た
ま
へ
ば
「
か
う
か
う
」
と
啓
す
れ
ば
…
…
。

　

職
に
帰
り
、
公
信
の
様
子
を
語
る
と
、
置
い
て
き
ぼ
り
を
く
っ
た
女
房
た
ち
も
思
わ
ず
笑
い
出
す
。
だ
が
定
子
だ
け
は
〈
詠
歌
の
行
方
〉
を
忘
れ
な
い
。「
さ
て
、

い
づ
ら
歌
は
」
と
当
然
の
要
求
を
す
る
。「
か
う
か
う
」
と
白
状
し
て
も
、「
こ
こ
に
て
も
詠
め
。
い
と
い
ふ
か
ひ
な
し
」
と
あ
く
ま
で
歌
を
所
望
す
る
中
宮
。
郭
公

の
歌
に
、
公
信
へ
の
返
歌
。
ふ
た
つ
が
重
く
の
し
か
か
る
が
、
以
下
「
か
き
く
ら
し
雨
降
り
て
」
雷
ま
で
鳴
り
出
す
荒
れ
模
様
に
、
一
首
も
詠
め
ぬ
ま
ま
一
日
は

終
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　
　
　

二
、「
内
大
臣
」
伊
周
の
登
場

　
「
二
日
ば
か
り
あ
り
て
」
下
蕨
を
話
題
に
し
た
宰
相
の
君
の
言
葉
を
受
け
、
定
子
が
「
し
た
わ
ら
び
こ
そ
恋
し
か
り
け
れ
」
と
書
い
て
「
本
」
を
要
求
。
そ
れ

に
〈
私
〉
が
「
郭
公
た
づ
ね
て
聞
き
し
声
よ
り
も
」
と
応
じ
た
こ
と
で
、
よ
う
や
く
〈
詠
歌
の
行
方
〉
は
ひ
と
つ
の
決
着
を
見
る
。
し
か
し
そ
れ
は
〈
私
〉
が
「
歌

詠
み
は
べ
ら
じ
」
と
い
う
日
頃
の
思
い
を
吐
露
す
る
呼
び
水
と
な
っ
た
。

　
　

 「
今
も 

な
ど
か
そ
の
行
き
た
り
し
限
り
の
人
ど
も
に
て
言
は
ざ
ら
む
。
さ
れ
ど
『
さ
せ
じ
』
と
思
ふ
に
こ
そ
」
と 

も
の
し
げ
な
る
御
け
し
き
な
る
も
、
い

と
を
か
し
。

と
い
う
、
二
日
前
の
定
子
の
推
察
（
詠
む
気
が
な
い
の
で
は
な
い
か
）
は
、〈
私
〉
に
関
し
て
は
半
ば
当
っ
て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
ゆ
え
の
「
い
と
を
か
し
」
だ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
「
亡
き
人
（
父
元
輔
）
の
た
め
に
も
い
と
ほ
し
う
は
べ
る
」
と
い
う
〈
私
〉
の
訴
え
を
、「
さ
ら
ば
た
だ
心
に
ま
か
す
。
わ
れ

三
二
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は
『
詠
め
』
と
も
言
は
じ
」
と
中
宮
も
了
承
し
て
く
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
「
い
と
心
や
す
く
な
り
は
べ
り
ぬ
」「
今
は
歌
の
事
思
ひ
か
け
じ
」

と
い
う
安
堵
が
記
さ
れ
た
直
後
、
唐
突
に
場
面
は
転
換
す
る
。

　
　

庚か
う

申し
ん

せ
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
、
内う
ち

の
大
お
ほ
い

殿 

い
み
じ
う
心
ま
う
け
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
。

　

庚
申
待
の
夜
、「
内
大
臣
」
伊
周
の
登
場
。
郭
公
探
訪
か
ら
間
も
な
い
出
来
事
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、「
五
月
」
以
降
、
こ
の
年
の
庚
申
は
七
月
四
日
だ
っ

た
。
よ
っ
て
『
集
成
』
な
ど
同
日
の
出
来
事
と
解
す
が（
４
）、
下
玉
利
百
合
子
は
権
記
七
月
五
日
条
に
中
宮
病
悩
の
記
事
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
次
の
庚
申
「
九
月

四
日
」
説
を
提
唱
し
た（
５
）。『

解
環
』
は
そ
れ
を
受
け
、「
今
は
歌
の
事
思
ひ
か
け
じ
、
な
ど
言
ひ
て
あ
る
こ
ろ
」
な
る
筆
致
が
百
十
六
日
も
後
で
は
あ
り
え
な
い
と
し

て
、
再
度
「
七
月
四
日
」
説
を
主
張
し
て
い
る（
６
）。

主
題
に
沿
っ
て
出
来
事
時
を
自
在
に
結
び
つ
け
る
の
は
、
そ
れ
じ
た
い
日
記
回
想
段
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い

（
四
七
段
な
ど
）。
七
月
で
も
九
月
で
も
、「
な
ど
言
ひ
て
あ
る
こ
ろ
」
と
い
う
装
い
で
後
日
談
を
直
結
さ
せ
る
構
成
に
変
わ
り
は
な
い
。
た
だ
三
巻
本
に
限
っ
て
は
、

次
段
に
同
じ
「
職
」
で
の
「
八
月
十
余
日
」
の
風
情
を
描
く
の
で
、
九
六
段
末
を
「
七
月
」
と
す
れ
ば
、
五
～
七
～
八
月
と
い
う
時
の
流
れ
が
現
出
さ
れ
よ
う
。

だ
が
そ
れ
は
、「
前
段
で
九
月
ま
で
話
が
飛
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、
描
き
残
し
た
八
月
の
逸
話
を
付
け
足
し
た
」
と
い
う
説
明
も
可
能
と
す
る
。
三
巻
本
の
配
列
は

「
庚
申
」
事
件
時
の
決
め
手
に
は
な
る
ま
い
。
と
な
れ
ば
優
先
す
べ
き
は
権
記
と
の
整
合
性
で
あ
り
、
こ
こ
は
「
九
月
四
日
」
の
方
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
だ
け
の
日
数
（
九
月
な
ら
も
ち
ろ
ん
五
月
だ
と
し
て
も
）
を
お
い
て
特
権
を
行
使
し
た
「
清
少
納
言
の
執
念
深
さ
」
に
驚
嘆
す
る
向
き
も
あ
る
が（
７
）、

こ
こ
は

（
下
玉
利
も
指
摘
す
る
よ
う
に（
８
））伊

周
の
前
で
行
使
さ
れ
た
所
に
記
す
意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、以
前
に
も
行
使
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、そ
も
そ
も「
物

の
を
り
」
が
な
け
れ
ば
使
う
必
要
の
な
い
特
権
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
伊
周
の
登
場
」
は
二
一
・
七
八
段
に
次
い
で
三
度
目
と
な
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ま
で
「
大
納
言
殿
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
伊
周
が
、
初
め
て
「
う

ち
の
お
ほ
い
殿
」
と
し
て
登
場
す
る
。
振
り
返
れ
ば
、
先
の
七
八
段
は
（
前
稿
で
触
れ
た
よ
う
に（
９
））

正
暦
五
年
末
と
思
し
き
逸
話
だ
っ
た
。
よ
っ
て
同
年
八
月
に

「
内
大
臣
」
と
な
っ
て
い
る
伊
周
は
、
む
し
ろ
そ
こ
で
こ
そ
「
う
ち
の
お
ほ
い
殿
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
だ
っ
た
。
さ
ら
に
九
六
段
以
降
、
再
び
の
登
場
と
な
る

一
〇
一
段
は
、
長
徳
元
年
二
月
と
い
う
事
件
時
が
明
ら
か
だ
が
、
や
は
り
「
内
大
臣
」
で
な
く
「
大
納
言
（
殿
）」
が
選
ば
れ
て
い
る
。
以
下
、
一
二
五
・

一
七
八
・
二
六
二
・
二
九
五
段
と
、
呼
称
は
す
べ
て
「
大
納
言
殿
」（
大
納
言
・
権
大
納
言
）。
枕
草
子
は
「
左
遷
以
前
の
伊
周
」
を
「
大
納
言
」
で
統
一
し
て
い
る

三
三
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の
だ
。
つ
ま
り
本
編
で
は
こ
こ
の
み
に
見
え
る
「
内
大
臣
」（
も
う
一
例
の
跋
文
に
つ
い
て
は
後
述
）
は
、
長
徳
四
年
当
時
無
位
無
官
で
あ
り
、
諸
記
録
が
ほ
と
ん

ど
動
向
を
伝
え
な
い
「
召
還
後
の
伊
周
」
の
た
め
に
、
周
到
に
用
意
（
温
存
）
さ
れ
た
呼
称
と
言
え
る
だ
ろ
う）

（1
（

。

　

枕
草
子
以
外
で
、
わ
ず
か
に
召
還
後
の
動
静
を
伝
え
る
の
は
栄
花
物
語
で
あ
る）

（（
（

。

　
　

帥
殿
は
そ
の
ま
ま
に
一
千
日
の
御
斎と
き

に
て
、
法
師
恥
づ
か
し
き
御
お
こ
な
ひ
に
て
過
ご
さ
せ
た
ま
ふ
。（
巻
六
）

　
　

帥
殿
そ
の
ま
ま
の
御
精さ
う
じ進
な
れ
ば
、
法
師
に
劣
ら
ぬ
御
有
様
、
お
こ
な
ひ
な
る
に
、
た
だ
今
は
こ
の
こ
と
を
の
み
申
さ
せ
た
ま
ふ
。（
巻
七
）

そ
も
そ
も
栄
花
物
語
は
帰
京
の
い
き
さ
つ
が
史
実
と
異
な
り
、「
一
千
日
の
御
斎
」
の
実
態
も
不
明
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
時
期
の
伊
周
（
帥
殿
）
が
、
法
師
顔
負
け

に
〈
精
進
に
励
む
者
〉
と
認
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
九
六
段
が
「
御
精
進
」
か
ら
幕
を
開
け
て
い
た
点
で
あ
る
。
職

の
御
曹
司
は
、
先
の
八
四
段
で
は
「
不
断
の
御
読
経
」
の
舞
台
と
し
て
登
場
し
、
そ
れ
が
「
常
陸
の
す
け
」
を
呼
び
寄
せ
る
磁
場
と
さ
れ
て
い
た
。
九
六
段
の
「
御

精
進
」
に
も
（
同
じ
く
冒
頭
に
提
示
さ
れ
る
か
ら
に
は
）
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
機
能
を
見
出
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
先
述
の
よ
う
に
伊
周
が
登
場
す
る
「
庚
申

待
」
が
九
月
四
日
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
は
次
の
「
斎
月
」
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
伊
周
が
職
を
訪
ね
る
名
目
と
し
て
「
九
月
の
御
精
進
」
が
暗
示
さ
れ
て

い
る
の
だ
。
冒
頭
の
「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
は
、
彼
を
テ
キ
ス
ト
に
招
き
入
れ
る
〈
隠
し
扉
〉
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
段
は
「
庚
申
待
」
の
場
面
に
至
り
、
そ
れ
ま
で
の
〈
詠
歌
の
行
方
の
物
語
〉
を
、
あ
た
か
も
伊
周
を
呼
び
込
む
た
め
の
長
い
序
章
へ
と
変

換
さ
せ
て
ゆ
く
。
本
段
後
半
部
の
展
開
に
は
「
余
波
が
あ
ま
り
に
大
き
過
ぎ
て
、
統
一
を
欠
く）

（1
（

」、「
叙
述
が
『
点
』
か
ら
『
線
』
へ
流
れ
て
」「
筆
の
冴
え
が
見
ら

れ
な
い）

（1
（

」
等
、
否
定
的
な
見
解
も
多
い
。
だ
が
後
半
部
は
お
そ
ら
く
〈
詠
歌
の
行
方
〉
か
ら
単
に
筆
が
流
れ
た
結
果
で
は
あ
る
ま
い
。「
内
大
臣
」
な
る
呼
称
と

合
わ
せ
て
、
伊
周
の
〈
復
権
〉
は
、
初
め
か
ら
密
か
に
仕
組
ま
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
　
　

三
、
復
権
譚
の
地
下
水
脈

　

伊
周
の
復
権
譚
。
本
段
を
こ
う
し
た
視
点
か
ら
読
み
直
し
た
と
き
、
新
た
な
意
味
を
引
き
受
け
る
の
が
、
前
半
に
表
出
さ
れ
た
二
つ
の
現
場
で
あ
る
。「
明
順
邸
」

三
四
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草
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権
〉

と
「
一
条
殿
」。
ま
ず
は
往
路
で
立
ち
寄
っ
た
と
さ
れ
る
「
明
順
の
朝
臣
の
家
」。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
朝
臣
」
を
付
し
た
そ
の
呼
称
だ
ろ
う
。
高
階
明
順
は

こ
こ
が
初
登
場
だ
が
、
再
登
場
（
三
巻
本
の
み
）
と
な
る
二
六
二
段
で
も
「
明
順
の
朝
臣
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
枕
草
子
に
お
い
て
、
地
の
文
で
姓
（
か
ば
ね
）

を
付
さ
れ
る
の
は
、
ほ
か
に
高
階
業
遠
の
一
例
の
み
（
一
本
二
七
段
。
会
話
文
で
は
行
成
に
一
例
）。
こ
の
「
朝
臣
」
こ
そ
は
、
中
宮
定
子
の
外
祖
父
と
し
て
地

位
向
上
を
は
か
る
成
忠
（
明
順
の
父
）
が
、
従
二
位
に
叙
さ
れ
た
後
に
賜
っ
た
も
の
（『
尊
卑
分
脉
』
に
よ
れ
ば
正
暦
二
年
九
月
）。「
藤
原
朝
臣
」
に
対
抗
す
る
か

の
ご
と
き
、
当
時
の
高
階
氏
の
権
勢
を
象
徴
し
て
い
た）

（1
（

。

　

さ
ら
に
明
順
自
身
は
、
周
知
の
よ
う
に
長
徳
の
変
で
も
（
兄
弟
の
信
順
・
道
順
た
ち
と
異
な
り
）
連
座
を
免
れ
た
人
物
。
政
変
後
、
二
条
宮
を
火
災
で
失
っ
た

定
子
が
身
を
寄
せ
て
い
た
の
も
、
彼
の
小
二
条
邸
だ
っ
た
。
本
段
の
「
家
」
は
別
邸
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
「
障
子
」「
屏
風
」「
簾
」
に
体
現
さ
れ
た
趣
味
志
向
が

好
意
的
に
描
か
れ
て
い
た
。
翌
長
保
元
年
、
敦
康
誕
生
の
翌
月
に
は
中
宮
亮
だ
っ
た
こ
と
が
小
右
記
に
見
え
（
十
二
月
十
六
日
）、
長
保
三
年
十
一
月
に
は
、
敦

康
着
袴
儀
に
際
し
て
（
伊
周
に
先
立
っ
て
）
昇
殿
を
許
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
い
ま
ひ
と
り
の
「
朝
臣
」
業
遠
は
明
順
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
。「
業
遠
者
、
大

殿
無
双
者
也
」（
小
右
記
）
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
道
長
・
頼
通
に
た
び
た
び
献
物
し
、
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
た
。
枕
草
子
で
は
一
本
最
後
の
章
段
で
、
従

者
へ
の
躾
を
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
枕
草
子
で
「
朝
臣
」
と
呼
ば
れ
る
二
人
は
、
寛
弘
年
間
ま
で
地
位
を
保
っ
た
高
階
氏
の
代
表
で
あ
り
、
道
長
の
覚
え
も

め
で
た
き
人
物
だ
っ
た
。
敦
康
の
成
長
に
伴
い
、
現
実
に
伊
周
が
復
権
す
る
時
、
頼
み
と
も
な
る
べ
く
「
高
階
朝
臣
」
の
筆
頭
に
、
書
き
手
は
こ
こ
で
焦
点
を
当

て
て
い
る
の
だ）

（1
（

。

　

復
路
に
登
場
す
る
「
一
条
殿
」
は
、
い
わ
ず
と
知
れ
た
花
山
院
事
件
の
舞
台
で
あ
る
。
ま
さ
に
邸
宅
自
体
が
、
負
の
記
憶
を
担
う
特
別
な
現
場
。
伊
周
を
登
場

さ
せ
る
直
前
に
、「
一
条
の
院
」（
二
二
九
段
）
に
生
ま
れ
変
わ
る
以
前
の
「
一
条
殿
」
そ
の
も
の
を
、
書
き
手
は
あ
え
て
紙
上
に
載
せ
た
こ
と
に
な
る
。
栄
花
物
語

（
巻
四
）
に
よ
れ
ば
、
為
光
薨
去
後
の
一
条
殿
は
「
寝
殿
の
上
」（
三
の
君
）
が
相
続
す
る
も
荒
廃
が
進
ん
で
い
た
と
い
う
。
後
に
佐
伯
公
行
が
買
い
取
っ
て
詮
子

に
献
上
さ
れ
る
が
、
長
徳
四
年
当
時
は
、
東
望
歩
の
指
摘
す
る
よ
う
に）

（1
（

、
伝
領
者
た
る
三
の
君
が
い
ま
だ
在
住
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
花
山
院
事
件
の
現
場
、

そ
の
原
因
と
も
目
さ
れ
た
（
伊
周
が
通
っ
た
）
三
の
君
の
領
す
る
邸
の
扉
が
、
こ
こ
で
あ
え
て
開
か
れ
て
い
た
の
だ
。
だ
が
先
述
の
よ
う
に
、
本
段
の
一
条
殿
は
、

そ
こ
で
「
ま
ひ
ろ
げ
て
お
は
し
つ
る
」
公
信
に
よ
っ
て
滑
稽
譚
の
発
火
点
と
な
っ
て
い
た
。
伊
周
に
課
せ
ら
れ
た
罪
科
、
一
条
殿
の
忌
ま
わ
し
い
記
憶
は
、〈
卯

の
花
垣
根
の
車
〉
や
〈
疾
走
す
る
公
信
〉
と
い
う
新
奇
な
狂
態
の
連
続
注
入
に
よ
り
、「
笑
い
」
で
塗
り
重
ね
ら
れ
た
の
だ
。「
侍
従
殿
」
公
信
は
〈
記
憶
の
上
書
き
〉

を
も
担
う
人
物
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

三
五
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「
御
精
進
」
か
ら
「
明
順
の
朝
臣
」「
一
条
殿
」
へ
。〈
伊
周
の
復
権
譚
〉
と
し
て
本
段
を
読
み
直
す
と
、
以
上
の
よ
う
な
地
下
水
脈
が
見
え
て
く
る
。
そ
こ
に
深

く
身
を
潜
め
て
い
た
伊
周
は
、「
庚
申
待
」
の
夜
を
舞
台
に
、
い
よ
い
よ
満
を
持
し
て
浮
上
し
て
き
た
わ
け
だ
。
そ
れ
は
、

　
　

夜
う
ち
ふ
く
る
ほ
ど
に
、
題
出
だ
し
て
女
房
に
も
歌
詠よ

ま
せ
た
ま
ふ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
歌
会
の
主
催
者
と
し
て
の
登
場
だ
っ
た
。「
庚
申
詩
会
」
に
準
じ
た
趣
向
と
い
え
よ
う
か
。
後
文
に
見
え
る
「
題
取
れ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
こ

れ
は
歌
題
を
複
数
で
分
け
取
っ
て
詠
歌
す
る
「
探
題
」
の
形
式
で
、
漢
詩
の
探
韻
に
由
来
す
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る）

（1
（

。「
才
の
人
」
伊
周
は
、
二
一
段
の
定
子
の
役

割
を
引
き
受
け
る
か
の
よ
う
に
、こ
こ
で
は「
宮
廷
文
化
」を
も
っ
て
女
房
を
束
ね
よ
う
と
す
る
。な
ら
ば
か
つ
て
の「
清
涼
殿
の
春
」を
再
現
す
る
よ
う
に
、〈
私
〉

も
ま
た
見
事
に
そ
の
趣
向
に
応
じ
て
見
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

四
、「
内
大
臣
」
の
役
割

　

し
か
し
、
以
下
に
描
か
れ
て
ゆ
く
の
は
、
伊
周
の
「
心
ま
う
け
」
を
拒
み
通
す
〈
私
〉
だ
っ
た
。

　
　

 

み
な
け
し
き
ば
み 

ゆ
る
が
し
出
だ
す
も
、
宮
の
御
前
近
く
さ
ぶ
ら
ひ
て 

物
啓け
い

し
な
ど 

こ
と
ご
と
を
の
み
言
ふ
を
、
大お
と
ど臣
御
覧
じ
て
「
な
ど
歌
は
詠よ

ま
で 

む
げ
に
離は
な

れ
ゐ
た
る
。
題
取
れ
」
と
て
た
ま
ふ
を
、「
さ
る
事
う
け
た
ま
は
り
て 

歌
詠よ

み
は
べ
る
ま
じ
う
な
り
て
は
べ
れ
ば
、
思
ひ
か
け
は
べ
ら
ず
」
と
申
す
。

拒
否
の
理
由
は
、
中
宮
か
ら
承
っ
た
「
さ
る
事
」
だ
と
い
う
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
先
の
よ
う
に
「
亡
き
人
」（
元
輔
）
へ
の
複
雑
な
胸
中
ま
で
語
っ
た
わ
け
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
伊
周
は
「
な
ど
か
さ
は
ゆ
る
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
中
宮
の
処
置
に
納
得
せ
ず
、「
今
宵
は
詠
め
」
と
迫
っ
て
く
る
。
今
夜
の
よ
う
な
歌
会
こ
そ
、

父
の
手
前
ご
免
蒙
り
た
い
〈
私
〉
な
の
だ
か
ら
、「
け
清
う
聞
き
も
入
れ
で
さ
ぶ
ら
ふ
」
し
か
な
い
。
伊
周
の
方
も
結
局
は
諦
め
た
の
か
、
歌
会
は
〈
私
〉
を
除
外

し
て
進
行
し
て
い
っ
た
よ
う
だ
。
二
一
段
と
は
正
反
対
の
展
開
で
あ
る
。

三
六



『
枕
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子
』
と
〈
伊
周
の
復
権
〉

　

そ
の
後
「
み
な
人
々
詠
み
出
だ
し
て
よ
し
あ
し
な
ど
定
め
ら
る
る
ほ
ど
」、
即
ち
歌
会
が
批
評
の
段
階
に
入
る
こ
ろ
、
定
子
が
歌
を
「
投
げ
」
て
よ
こ
し
た
。

　
　

元も
と

輔す
け

が
の
ち
と
い
は
る
る
君
し
も
や 

こ
よ
ひ
の
歌
に 

は
づ
れ
て
は
を
る

ひ
と
り
蚊
帳
の
外
に
あ
る
〈
私
〉
を
見
て
、
伊
周
に
は
こ
の
場
で
事
情
を
知
ら
せ
て
お
く
べ
き
だ
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。
主
人
と
し
て
の
心
遣
い
と
思
わ
れ
る
。

瞬
時
に
そ
れ
を
理
解
し
た
ゆ
え
、〈
私
〉
は
「
を
か
し
き
事
ぞ
た
ぐ
ひ
な
き
や
」
と
感
激
し
た
。「
い
み
じ
う
笑
ふ
」
そ
の
声
に
つ
ら
れ
て
「
何
事
ぞ
、
何
事
ぞ
」

と
伊
周
も
注
目
す
る
な
か
、
次
の
歌
が
披
露
さ
れ
る
。

　
　

そ
の
人
の
後
と
い
は
れ
ぬ
身
な
り
せ
ば 

こ
よ
ひ
の
歌
を 

ま
づ
ぞ
詠よ

ま
ま
し

「
元
輔
の
娘
」
ゆ
え
の
重
圧
が
、「
返
歌
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
わ
け
だ
。
定
子
と
の
二
人
三
脚
と
も
い
う
べ
き
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
。
詠
歌
を
す
べ
て
拒
む
わ
け
で

は
な
く
、
時
と
場
合
に
よ
る
こ
と
も
、
同
時
に
告
知
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
結
び
と
な
る
の
は
、
次
の
一
文
。

　
　

つ
つ
む
事
さ
ぶ
ら
は
ず
は
、
千
の
歌
な
り
と
こ
れ
よ
り
な
む
出い

で
ま
う
で
来こ

ま
し
、
と
啓け
い

し
つ
。

　
「
啓
し
つ
」
と
あ
る
の
で
、
相
手
は
定
子
で
あ
っ
て
伊
周
で
は
な
い
。
つ
ま
り
は
主
従
の
絆
が
確
認
さ
れ
る
一
方
で
、
伊
周
の
反
応
な
ど
は
想
像
に
任
せ
る
形
で
、

本
段
は
閉
じ
ら
れ
る
の
だ
。
事
件
時
と
し
て
は
、
こ
れ
が
伊
周
を
描
い
た
最
後
の
場
面
と
な
る
が
、
こ
の
構
図
は
、
最
初
の
事
件
時
た
る
一
七
八
段
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
。「
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
」、
緊
張
の
極
み
に
あ
る
〈
私
〉
は
、
や
は
り
「
大
納
言
殿
」
と
ま
と
も
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
な
か
っ
た
。

伊
周
は
あ
れ
こ
れ
と
新
人
女
房
に
言
葉
を
掛
け
て
く
る
が
、
す
べ
て
不
釣
合
い
な
「
身
の
ほ
ど
」
を
痛
感
さ
せ
る
ば
か
り
。
こ
こ
で
も
助
け
舟
を
出
す
の
は
定
子

で
、
章
段
の
最
後
は
や
は
り
彼
女
と
の
贈
答
歌
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
。
定
子
の
心
遣
い
を
再
認
す
る
逸
話
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
も
伊
周
は
重
要
な
役
割
を
果
た

す
も
、
い
わ
ば
そ
の
引
き
立
て
役
に
終
始
し
て
い
る
。

三
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た
だ
し
、
対
話
不
全
と
い
う
顛
末
は
似
て
い
て
も
、
九
六
段
と
一
七
八
段
と
は
正
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
。
一
七
八
段
の
〈
私
〉
が
恥
ず
か
し
さ
ゆ
え
答
え

た
く
と
も
答
え
ら
れ
な
い
者
だ
っ
た
の
に
対
し
、
九
六
段
に
描
か
れ
る
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
伊
周
を
拒
み
通
す
〈
私
〉
だ
っ
た
。「
登
場
人
物
」
と
し
て
の
位
相
か

ら
見
た
場
合
、
こ
う
し
た
九
六
段
の
〈
私
〉
は
、
む
し
ろ
同
年
の
「
職
」
を
舞
台
と
し
た
八
四
段
と
相
通
じ
て
い
よ
う
。
八
四
段
は
〈
雪
山
の
賭
け
〉
を
語
り
つ

つ
〈
入
内
成
功
譚
〉
を
内
包
す
る
テ
キ
ス
ト
だ
っ
た
が
、〈
私
〉
を
始
め
と
す
る
作
中
人
物
は
そ
こ
に
関
知
す
る
こ
と
な
く
、
気
が
つ
け
ば
成
さ
れ
て
い
た
も
の

と
し
て
「
入
内
」
は
描
か
れ
て
い
た）

（1
（

。
九
六
段
も
物
語
は
〈
定
子
と
の
絆
〉
を
再
認
し
つ
つ
閉
じ
ら
れ
、
例
え
ば
「
召
還
後
の
伊
周
」
の
登
場
に
対
し
、
何
ら
特

別
な
感
慨
は
示
さ
れ
な
い
。
無
位
無
官
な
が
ら
職
を
訪
れ
て
歌
会
を
主
催
す
る
伊
周
の
姿
は
、
本
来
な
ら
そ
れ
だ
け
で
注
目
に
値
し
よ
う
。
し
か
も
帰
京
後
の
伊

周
の
動
静
を
語
る
、
こ
れ
が
唯
一
の
場
面
で
あ
る
。
八
四
段
が
密
か
に
「
三
日
入
内
」
を
伝
え
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
政
変
以
後
の
伊
周
（
そ
の
健
在
ぶ
り
）
を

さ
り
げ
な
く
織
り
込
む
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
と
さ
ら
な
「
事
件
」
と
し
て
は
描
か
れ
な
い
が
、
呼
び
込
ま
れ
る
〈
背
景
〉
が
例
に
よ
っ
て
重
要

な
意
味
を
引
き
受
け
さ
せ
て
ゆ
く
。
伊
周
の
〈
復
権
〉
と
は
、
そ
う
し
た
装
い
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
題
材
だ
っ
た
と
も
言
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
本
段
の
伊
周
像
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
側
面
あ
る
。
彼
が
本
段
以
外
で
は
「
大
納
言
（
殿
）」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、

同
時
に
そ
こ
に
は
必
ず
「
を
か
し
」「
め
で
た
し
」
等
の
賛
美
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
九
六
段
の
「
内
大
臣
」
は
、
こ
と
さ
ら
賛
辞
も
受
け
ず
、〈
私
〉
に
は
拒
ま
れ
、

衣
装
描
写
も
な
い
異
色
な
存
在
と
し
て
、
こ
こ
に
屹
立
し
て
い
る
の
だ
。
描
か
れ
た
の
は
、
前
掲
の
よ
う
な
歌
会
主
催
者
と
し
て
の
姿
の
み
で
あ
る）

（1
（

。
そ
こ
で
想

起
さ
れ
て
く
る
の
が
、
伊
周
を
い
ま
一
度
「
内
大
臣
」（
内
の
お
と
ど
）
と
呼
ぶ
跋
文
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
彼
が
帝
と
中
宮
に
料
紙
を
献
上
し
た

こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
。
や
が
て
は
「
史
記
」
の
書
写
に
つ
な
が
り
、「
枕
」
草
子
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
、「
内
大
臣
」
発
の
文
化
事
業
。
九
六
段
と
跋
文
を
併
せ
た

と
き
、
作
中
に
「
内
大
臣
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
は
、
文
化
の
震
源
地
と
も
言
う
べ
き
役
割
を
選
ん
で
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。
逆
に
言
え
ば
「
帰
京
後
の

伊
周
」
は
、
そ
の
一
点
に
お
い
て
の
み
〈
復
権
〉
を
許
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

　
　
　

五
、
道
長
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー

　

九
六
段
以
降
、
次
に
伊
周
が
描
か
れ
る
の
は
一
〇
一
・
一
二
五
の
両
段
で
あ
る
。
配
列
上
は
〈
復
権
〉
後
の
登
場
と
な
る
両
段
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
特
徴

が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
は
長
徳
元
年
二
月
、
淑
景
舎
と
中
宮
の
対
面
を
描
く
一
〇
一
段
で
は
、

三
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『
枕
草
子
』
と
〈
伊
周
の
復
権
〉

　
　

 
大
納
言
殿
は
物
々
し
う
清き
よ

げ
に
、
中
将
殿
は
い
と
ら
う
ら
う
じ
う
、
い
づ
れ
も
め
で
た
き
を
見
た
て
ま
つ
る
に
、
殿
（
と
の
）を

ば
さ
る
も
の
に
て
、
上う
へ

の
御
宿す
く
せ世

こ

そ 
い
と
め
で
た
け
れ
。

と
、
殿
（
道
隆
）
上
（
貴
子
）
の
「
宿
世
」
を
称
え
る
文
脈
で
、「
物
々
し
う
清
げ
に
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
続
く
一
二
五
段
で
も
、
黒
戸
か
ら
退
出
す
る
関
白
道

隆
の
た
め
に
沓
を
取
る
姿
が
、

　
　

い
と
物
々
し
く
清
げ
に
よ
そ
ほ
し
げ
に
、
下し
た
が
さ
ね襲の

裾し
り

長
く
引
き
、
所
せ
く
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
。

と
あ
る
。「
物
々
し
う
清
げ
に
」
は
、
伊
周
に
の
み
、
し
か
も
こ
の
両
段
だ
け
に
用
い
ら
れ
る
語
。〈
復
権
〉
後
の
伊
周
に
、
新
た
に
用
意
さ
れ
た
賛
辞
と
言
え
よ

う）
1（
（

。
た
だ
こ
の
よ
う
に
賞
さ
れ
る
一
方
、
一
〇
一
段
で
は
、

　
　

 

山
の
井
の
大
納
言
は
、
入い

り
立た

た
ぬ
御
せ
う
と
に
て
は 
い
と
よ
く
お
は
す
る
ぞ
か
し
。
に
ほ
ひ
や
か
な
る
か
た
は 

こ
の
大
納
言
に
も
ま
さ
り
た
ま
へ
る
も

の
を
、
か
く
世
の
人
は
せ
ち
に
言
ひ
お
と
し
き
こ
ゆ
る
こ
そ
、
い
と
ほ
し
け
れ
。

と
「
山
の
井
の
大
納
言
」（
異
母
兄
の
道
頼
）
を
語
る
文
脈
で
、
伊
周
は
「
に
ほ
ひ
や
か
な
る
か
た
」
で
は
道
頼
に
劣
る
と
評
さ
れ
て
い
た
。

　

方
や
一
二
五
段
は
、
枕
草
子
で
唯
一
、
伊
周
が
道
長
と
同
一
場
面
に
描
か
れ
る
章
段
。
戸
の
前
に
立
つ
道
長
を
「
お
跪
き
に
は
な
る
ま
い
」
と
見
て
い
た
と
こ

ろ
、
予
想
を
裏
切
っ
て
関
白
の
前
に
跪
い
た
。
そ
の
瞬
間
を
、
書
き
手
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
見
せ
る
。

　
　

 

宮
の
大（
だ
い
ぶ
）夫殿

は 

戸
の
前
に
立
た
せ
た
ま
へ
れ
ば
、〈
ゐ
さ
せ
た
ま
ふ
ま
じ
き
な
め
り
〉
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
す
こ
し
歩あ
ゆ

み
出
で
さ
せ
た
ま
へ
ば 

ふ
と
ゐ
さ
せ

た
ま
へ
り
し
こ
そ
。〈
な
ほ 

い
か
ば
か
り
の
昔
の
御
行お
こ
なひ
の
ほ
ど
に
か
〉
と
見
た
て
ま
つ
り
し
こ
そ
、
い
み
じ
か
り
し
か
。

三
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注
目
す
べ
き
は
道
長
へ
の
呼
称
だ
ろ
う
。「
権
大
納
言
」
伊
周
に
対
し
、
彼
は
「
宮
の
大
夫
殿
」（
後
文
で
も
「
大
夫
殿
」）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
枕
草
子
は
伊
周
に
「
大

納
言
殿
」（
十
一
例
）「
大
納
言
」（
六
例
）
を
併
用
し
て
い
る
の
で
、
本
段
の
み
「
殿
」
を
省
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
道
長
が
他
で
も
「
左
の
大
殿
」（
一
三
八

段
）「
大
殿
」（
二
五
九
段
）
と
し
か
呼
ば
れ
な
い
こ
と
（
定
子
の
発
話
と
し
て
「
大
夫
」
が
一
例
）、
こ
こ
が
両
者
を
描
き
合
わ
せ
た
唯
一
の
場
面
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
対
比
は
際
立
っ
て
こ
よ
う
。
九
六
段
以
降
、
再
び
伊
周
を
描
く
両
段
で
は
、
道
頼
や
道
長
と
の
対
比
に
お
い
て
「
大
納
言
」
像
の
相
対
化
が
は
か
ら

れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
う
な
る
と
先
の
「
物
々
し
う
清
げ
」
さ
え
、
ど
こ
か
お
ざ
な
り
な
賛
辞
に
見
え
な
く
も
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
伊
周
は
、
枕
草
子
に
お

け
る
賛
美
の
対
象
と
し
て
、
必
ず
し
も
絶
対
的
な
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
　

 

大
夫
殿
の
ゐ
さ
せ
た
ま
へ
る
を 
か
へ
す
が
へ
す
聞
ゆ
れ
ば
、「
例れ
い

の
思
ひ
人
」
と
笑
は
せ
た
ま
ひ
し
。
ま
い
て
、
こ
の
後の
ち

の
御
あ
り
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
ら

せ
た
ま
は
ま
し
か
ば
、〈
こ
と
わ
り
〉
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
な
ま
し
。

　

同
一
二
五
段
の
結
び
で
あ
る
。
定
子
崩
御
後
、
道
長
の
栄
華
を
踏
ま
え
た
言
説
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。「
思
ひ
人
」
が
誰
を
指
す
か
に
は
道
隆
・
道
長
両
説

が
あ
る
が
、
い
ま
権
勢
を
誇
る
道
長
を
、
か
つ
て
道
隆
が
跪
か
せ
た
話
な
の
だ
か
ら
、
結
果
と
し
て
「
生
前
の
道
隆
の
威
光
を
賞
讃
す
る
こ
と
に
な
る
」（『
集
成
』）

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
「
か
へ
す
が
へ
す
」
申
し
上
げ
た
内
容
が
「
大
夫
殿
の・

ゐ
さ
せ
た
ま
へ
る
」
と
あ
る
点
も
看
過
で
き
な
い
。〈
私
〉
は
「
大

夫
殿
が
、
大
夫
殿
が
」
と
繰
り
返
し
語
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
こ
れ
が
「
思
ひ
人
」
道
長
説
の
根
拠
の
ひ
と
つ
と
も
い
え
る
が
、
む
し
ろ
「
大
夫
殿
を
」

な
ど
と
明
記
さ
れ
な
い
所
に
、
絶
妙
な
配
慮
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

で
は
そ
れ
は
い
か
な
る
配
慮
な
の
か
。
重
要
な
の
は
、
書
き
手
が
こ
こ
で
「
こ
の
後
の
御
あ
り
さ
ま
」、
即
ち
定
子
崩
御
後
の
道
長
の
「
御
」
栄
え
の
目
撃
者

で
あ
る
こ
と
を
、
同
時
に
明
か
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
積
善
寺
供
養
を
描
い
た
二
六
二
段
末
（
三
巻
本
）
の
、

　
　

さ
れ
ど
、
そ
の
を
り
〈
め
で
た
し
〉
と
見
た
て
ま
つ
り
し
御
事
ど
も
も 

今い
ま

の
世
の
御
事
ど
も
に
見
た
て
ま
つ
り
く
ら
ぶ
る
に
…
…
。 四

〇



『
枕
草
子
』
と
〈
伊
周
の
復
権
〉

と
い
う
「
今
の
世
」
へ
の
言
及
と
あ
わ
せ
て
、「
こ
の
草
子
」
は
道
長
の
世
に
、
そ
の
栄
華
を
「
今
」
と
し
て
見
据
え
な
が
ら
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
二
五
段
こ
そ
は
道
長
自
身
が
登
場
す
る
唯
一
の
章
段
で
あ
り
、
二
六
二
段
で
も
定
子
の
発
話
に
「
登
場
」
し
て
い
た
。
こ
の
両
段
に
「
執
筆
の
今
」
が
あ
ら
わ

だ
と
い
う
こ
と
は
、「
こ
の
後
の
御
あ
り
さ
ま
」
や
「
今
の
世
の
御
事
」
を
テ
キ
ス
ト
に
呼
び
込
む
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
、
藤
原
道
長
の
存
在
が
あ
っ
た
と
見
て
よ

い
。

　

一
方
、「
こ
の
草
子
」
執
筆
の
下
限
を
示
唆
し
て
い
る
の
が
、
一
〇
三
段
末
の
、

　

 　
「
俊と
し

賢か
た

の
宰
相
な
ど
『
な
ほ
内
侍
に
奏そ
う

し
て
な
さ
む
』
と
な
む
定さ
だ

め
た
ま
ひ
し
」
と
ば
か
り
ぞ
、
左
兵
衛
督
の
中
将
に
お
は
せ
し
、
語
り
た
ま
ひ
し
。

と
い
う
一
節
だ
っ
た
。「
中
将
」
藤
原
実
成
が
「
左
兵
衛
督
」
と
な
る
の
は
、
寛
弘
六
年
三
月）

11
（

。
現
存
の
雑
纂
本
は
、
具
体
的
に
は
〈
寛
弘
年
間
の
世
相
ま
で
見
据

え
た
書
き
手
〉
と
い
う
も
の
を
想
定
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
の
中
宮
女
房
と
し
て
関
心
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
ト
ピ
ッ
ク
が
、
そ
こ
に
は

浮
上
し
て
こ
よ
う
。
ひ
と
つ
は
、
定
子
の
遺
し
た
第
一
皇
子
〈
敦
康
の
そ
の
後
〉。
も
う
ひ
と
つ
は
、
ま
さ
に
復
権
に
向
け
て
の
〈
伊
周
の
動
向
〉
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
と
も
に
「
大
殿
」
道
長
の
意
向
に
左
右
さ
れ
る
、
最
も
過
敏
な
る
政
治
問
題
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　

六
、
寛
弘
年
間
の
伊
周

　

ま
ず
敦
康
親
王
は
、
定
子
崩
御
の
翌
年
（
長
保
三
年
）
八
月
、
中
宮
彰
子
の
元
へ
移
御
、
養
子
と
さ
れ
て
い
る
（
権
記
・
同
月
三
日
）。
十
一
月
に
は
着
袴
の

儀
が
行
わ
れ
（
権
記
・
同
月
十
三
日
）、
勅
使
と
し
て
源
経
房
が
奉
仕
し
、
先
述
の
よ
う
に
高
階
明
順
の
昇
殿
が
聴
さ
れ
た
。
敦
康
の
即
位
を
望
む
一
条
帝
と
、

い
ま
だ
彰
子
に
皇
子
誕
生
を
見
な
い
道
長
の
思
惑
が
一
致
し
、
第
一
皇
子
を
め
ぐ
る
微
妙
な
均
衡
が
保
た
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
道
長
の
敦
康
へ
の
後

見
は
、
そ
の
ま
ま
伊
周
の
処
遇
と
も
連
動
し
て
ゆ
く
。
配
所
か
ら
帰
京
し
て
以
来
、
表
舞
台
に
出
る
こ
と
の
な
か
っ
た
伊
周
だ
っ
た
が
、
敦
康
着
袴
の
後
、
同
年

閏
十
二
月
に
女
院
御
悩
の
大
赦
で
正
三
位
に
復
し
て
い
る
（
権
記
・
同
月
十
六
日
）。
以
後
、
伊
周
が
実
質
的
に
復
権
を
果
た
し
て
ゆ
く
の
は
、
ま
さ
に
寛
弘
年

間
の
こ
と
。
寛
弘
二
年
二
月
二
五
日
、
座
次
が
「
大
臣
の
下
、
大
納
言
の
上
」
と
定
め
ら
れ
、
三
月
二
六
日
に
は
昇
殿
を
聴
さ
れ
た
（
御
堂
関
白
記
・
権
記
）。

四
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周
囲
に
は
不
興
も
く
す
ぶ
る
な
か
、
十
一
月
十
三
日
、
朝
議
に
参
与
す
る
（
権
記
）。

　

こ
う
し
た
伊
周
復
権
の
い
き
さ
つ
を
、
栄
花
物
語
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

　
　

 

か
か
る
ほ
ど
に
、
む
げ
に
帥
殿
の
御
位
も
な
き
定
に
て
お
は
す
る
を
、「
い
と
い
と
ほ
し
き
こ
と
な
り
」
な
ど
、
殿
思
し
て
、
い
と
ほ
し
が
り
て
、
准
大
臣
の

御
位
に
て
、
御
封
な
ど
得
さ
せ
た
ま
ふ
。（
巻
八
）

大
臣
に
準
じ
て
封
千
戸
を
賜
っ
た
の
は
後
の
寛
弘
五
年
正
月
だ
が
、
そ
れ
も
含
め
、
す
べ
て
は
道
長
の
温
情
の
賜
物
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
だ
が
諸
記
録
か
ら
は
、

融
和
に
む
け
て
動
く
伊
周
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
昇
殿
勅
許
の
前
年
（
寛
弘
元
年
）
六
月
九
日
、
ま
ず
頭
痛
に
苦
し
む
道
長
を
伊
周
が
見
舞
う
（
御
堂

関
白
記
、
以
下
同
書
に
よ
る
）。
閏
九
月
二
三
日
に
は
道
長
が
伊
周
に
詩
を
届
け
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
過
日
伊
周
か
ら
贈
ら
れ
た
詩
に
、
韻
を
和
し
て
答
え

た
も
の
ら
し
い
。
伊
周
の
詩
は
本
朝
麗
藻
に
「
秋
日
に
入
唐
の
寂
照
上
人
の
旧
房
に
到
る
」
と
し
て
伝
わ
る）

11
（

。
さ
ら
に
二
六
日
、
道
長
は
自
身
と
伊
周
の
詩
を
一

条
帝
の
元
に
持
参
し
、
御
製
を
賜
っ
て
い
る
。
ま
た
同
日
、
伊
周
か
ら
は
再
び
答
詩
が
届
け
ら
れ
た
。「
余
に
近ち
か
ご
ろ曽

寂
上
人
の
旧
房
に
到
る
の
作
有
り
、
左
丞
相
尊

閤
の
忝
か
た
じ
け
なく
も
高
和
を
賜
へ
ば
、
聊い
さ
さか
本
韻
に
次
し
、
敬
み
て
以
て
答
謝
す
」
と
題
し
、
こ
れ
も
本
朝
麗
藻
が
伝
え
る
。
帝
の
御
製
に
は
二
九
日
に
道
長
が
奉
和

し
て
い
る
。

　

伊
周
を
震
源
地
と
し
て
、
道
長
や
一
条
帝
の
詩
心
が
連
動
し
て
ゆ
く
構
図
で
あ
る
。「
御
才
日
本
に
は
あ
ま
ら
せ
た
ま
へ
り
」（
大
鏡
）
と
称
さ
れ
る
「
才
」
こ
そ

が
、
今
こ
そ
道
長
と
一
条
帝
に
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
た
の
だ
。
特
に
答
詩
で
は
「
左
丞
相
尊
閤
の
忝
く
も
高
和
を
賜
へ
ば
」「
敬
み
て
以
て
答
謝
す
」
と
、
道
長
へ
の
感

謝
を
全
面
に
打
ち
出
し
、
尾
聯
を
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
た
。

　
　

適
交
懐
旧
詩
篇
末
（
適
た
ま
た
ま

交
ふ
懐
旧
の
詩
篇
の
末
）

　
　

抱
筆
沈
吟
整
葛
巾
（
筆
を
抱
き
沈
吟
し
て
葛か
つ

巾き
ん

を
整
ふ
）

「
適
交
懐
旧
」
の
詩
句
か
ら
、
今
浜
通
隆
は
道
長
か
ら
の
詩
に
「
懐
旧
」
の
念
が
詠
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
解
し
て
い
る）

11
（

。
そ
の
「
懐
旧
」
を
こ
そ
逃
す
ま
い
と
、

四
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筆
を
手
に
沈
吟
す
る
己
の
姿
を
「
葛
巾
」
を
被
っ
た
隠
者
に
な
ぞ
ら
え
て
、
伊
周
は
こ
の
一
篇
に
賭
け
た
。
徹
底
し
た
平
身
低
頭
ぶ
り
は
、
再
起
に
か
け
る
思
い

の
深
さ
に
比
例
し
よ
う
。
長
徳
の
変
で
傷
つ
い
た
道
長
と
の
関
係
は
、
ど
う
し
て
も
修
復
が
必
要
な
最
大
関
門
な
の
だ
。

　

こ
う
し
た
伊
周
の
働
き
か
け
は
、
実
際
に
翌
年
三
月
の
昇
殿
勅
許
に
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
翌
日
の
「
帝
と
一
宮
（
敦
康
）
の
対
面
」「
女
一
宮
（
脩
子
）
の
着
裳
」

（
三
月
二
七
日
）
な
る
節
目
を
経
て
、
二
九
日
に
は
道
長
邸
に
て
作
文
会
が
開
か
れ
た
。「
巳
時
許
」
に
現
れ
た
「
帥
」
伊
周
の
名
を
、
道
長
は
日
記
に
記
し
留
め

て
い
る
。
そ
し
て
「
未
時
」、
久
々
の
晴
舞
台
に
伊
周
は
渾
身
の
作
を
も
っ
て
臨
む
。
詩
題
は
「
花
落
ち
て
春
路
に
帰
す
」。

　
　

春
帰
不
駐
惜
難
禁
（
春
帰
ら
ん
と
し
て
駐と
ど
まら
ざ
れ
ば
惜
し
む
こ
と
禁
じ
難
き
に
）

　
　

花
落
紛
々
雲
路
深
（
花
落
つ
る
こ
と
紛
々
と
し
て
雲
路
深
し
）

　
　

委
地
正
応
随
景
去
（
地
に
委つ

む
や
正
に
応
に
景
を
随
へ
て
去
る
が
ご
と
く
な
る
べ
く
）

　
　

任
風
便
是
趂
蹤
尋
（
風
に
任
す
る
や
便
ち
是
れ
蹤あ
と

を
趂ふ

み
て
尋
ぬ
る
が
ご
と
し
）

　
　

枝
空
嶺
徼
霞
消
色
（
枝
は
空
し
く
嶺
は
徼め
ぐ

り
て
霞
色
を
消
し
）

　
　

粧
脆
渓
閑
鳥
入
音
（
粧
は
脆も
ろ

く
渓
は
閑し
づ

か
に
し
て
鳥
音
を
入
る
）

　
　

年
月
推
遷
齢
漸
老
（
年
月
は
推
遷
し
て
齢
は
漸や
う
やく
老
い
）

　
　

余
生
只
有
憶
恩
心
（
余
生
に
只
だ
有
り
恩
を
憶
ふ
の
心
）

去
り
行
く
春
へ
の
哀
惜
、
生
々
流
転
の
必
然
を
、
六
句
を
も
っ
て
叙
景
し
尽
く
し
た
後
、
や
に
わ
に
述
懐
に
転
じ
て
い
る
。
過
ぎ
去
り
し
年
月
が
、
こ
の
身
に
も

た
ら
し
た
の
は
「
老
い
」
だ
と
い
う
。
昇
殿
を
許
さ
れ
、
今
後
の
復
権
に
注
目
が
集
ま
る
な
か
、
己
の
在
り
よ
う
は
道
長
の
恩
を
か
み
し
め
る
「
余
生
」
に
過
ぎ

な
い
と
詠
じ
て
み
せ
た
。
時
に
伊
周
三
二
歳
―
―
。

　

こ
の
詩
に
「
満
座
涙
を
拭
い
」「
主
人
（
道
長
）
も
感
嘆
」
し
た
と
、
小
右
記
（
同
年
四
月
一
日
・
二
日
条
）
は
源
俊
賢
や
藤
原
尚
賢
の
証
言
を
伝
え
て
い
る
。

こ
の
詩
の
何
が
そ
れ
ほ
ど
人
々
の
心
に
訴
え
た
の
か
。
単
に
か
つ
て
の
政
敵
に
寛
恕
を
願
う
姿
が
「
あ
は
れ
」
を
誘
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
。
今
浜
通
隆
は
こ

こ
に
、
同
じ
三
二
歳
で
潘
岳
が
詠
じ
た
「
秋
興
賦
」
の
巧
み
な
援
用
を
指
摘
す
る）

11
（

。
そ
れ
は
「
万
物
の
流
転
」「
老
い
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
継
承
の
み
な
ら
ず
、
彼

四
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自
身
の
ア
ピ
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
、
潘
岳
が
「
始
め
て
二
毛
を
見
た
」
三
二
歳
が
「
将
来
の
官
途
へ
の
絶
望
」
を
か
み
し
め
る
「
人
生
の

秋
」
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
伊
周
の
三
二
歳
は
今
ま
さ
に
政
界
復
帰
へ
の
一
大
転
機
。
そ
こ
で
彼
が
押
し
立
て
た
の
は
「
齢
漸
老
」「
余
生
」
と
い
う
自
画
像
だ
っ
た
。

道
長
と
対
立
し
た
の
は
若
き
日
（
人
生
の
春
）
の
未
熟
な
自
分
。
過
失
を
「
若
さ
」
に
負
わ
せ
て
、
悔
恨
の
情
を
も
訴
え
た
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
傲
慢
に
も
映
っ

た
で
あ
ろ
う
伊
周
の
姿
が
思
い
起
こ
さ
れ
、
人
々
は
隔
世
の
感
に
襲
わ
れ
た
は
ず
だ
。
道
長
主
催
の
詩
会
、「
春
の
尽
き
る
」
こ
の
日
、
伊
周
は
ま
さ
に
〈
青
春
と

の
決
別
〉
を
一
篇
の
「
詩
」
に
結
晶
さ
せ
た
。
そ
の
場
で
こ
の
詩
の
投
影
す
る
人
生
の
有
為
転
変
に
、
不
意
に
立
ち
会
っ
て
し
ま
っ
た
者
の
感
嘆
は
想
像
に
難
く

な
い
。
伊
周
は
そ
の
「
才
」
を
も
っ
て
、
し
た
た
か
に
己
の
居
場
所
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
の
だ
。

　
　
　

七
、
敦
康
か
ら
一
条
帝
へ

　

同
寛
弘
二
年
、
季
節
は
冬
へ
と
移
っ
た
十
一
月
十
三
日
。
七
歳
に
な
っ
て
い
た
敦
康
の
読
書
始
儀
が
飛
香
舎
で
行
わ
れ
、
侍
読
の
大
江
匡
衡
が
御
注
孝
経
を
奉

授
し
た
。
そ
の
後
に
詩
会
が
あ
り
、
大
江
以
言
の
序
と
道
長
以
下
の
詩
が
本
朝
麗
藻
に
残
さ
れ
て
い
る
。
道
長
は
そ
こ
で
「
我
王
」
は
「
君
命
を
蒙
り
て
よ
り
孫

に
殊
な
ら
ず
」
と
詠
ん
だ
。
彰
子
の
養
子
と
し
た
敦
康
は
、
自
分
の
孫
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
だ
ろ
う）

11
（

。
一
方
、
当
日
の
伊
周
は
、
次
の
よ
う
に
詠

じ
て
い
る
。

　
　

老
臣
在
座
私
相
語
（
老
臣
は
座
に
在
り
て
私ひ
そ
かに

相
語
ら
ふ
）

　
　

我
后
少
年
学
此
文
（
我
が
后き
み

も
少わ
か

き
年
此
の
文
を
学
び
た
ま
ふ
こ
と
を
）

こ
こ
で
も
「
老
臣
」
と
称
し
、
先
の
「
余
生
」
な
る
自
画
像
を
引
き
継
い
で
い
る
。「
孫
に
殊
な
ら
ず
」
と
い
う
道
長
の
主
張
を
前
に
「
一
歩
退
く
」
姿
勢
に
も
見

え
る）

11
（

。
だ
が
「
老
臣
」
を
盾
に
彼
が
回
顧
し
て
み
せ
た
の
は
、
同
じ
七
歳
で
読
書
始
に
臨
ん
だ
若
き
日
の
帝
の
姿
だ
っ
た
。
寛
和
二
年
十
一
月
、
侍
読
は
高
階
成

忠
。
高
階
の
血
脈
た
る
「
才
」
こ
そ
が
敦
康
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
密
か
な
自
負
を
、
そ
こ
に
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
一
条

帝
が
即
位
を
願
い
、
彰
子
も
そ
の
意
を
汲
ん
で
い
た
と
思
し
い
敦
康
の
前
途
に
、
伊
周
も
大
い
に
頼
む
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
な
ら
ば
い
ま
優
先
す
べ
き
は
道
長
と

四
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の
融
和
で
あ
る
こ
と
を
、
徒
に
対
立
し
た
若
き
日
々
か
ら
学
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

下
玉
利
百
合
子
は
、
こ
の
伊
周
詩
の
「
言
外
の
余
情
」
に
「『
枕
草
子
』
二
九
五
段
「
明
王
の
眠
」
の
情
景
へ
の
回
想
と
愛
惜
が
湛
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
な

ど
と
、
何
び
と
も
断
言
で
き
ま
い
」
と
し
て
、「
伊
周
の
意
識
構
造
」
の
次
元
か
ら
枕
草
子
を
呼
び
寄
せ
て
い
た）

11
（

。
だ
が
実
際
は
、
伊
周
の
詩
句
が
読
者
に
お
の
ず

と
二
五
九
段
の
情
景
を
想
起
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
、
後
の
敦
康
と
も
重
ね
た
く
な
る
よ
う
に
二
九
五
段
の
一
条
帝
は
描
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

二
九
五
段
、
そ
れ
こ
そ
は
大
納
言
最
後
の
登
場
章
段
。「
少
年
の
日
の
帝
」
に
漢
詩
文
を
進
講
す
る
姿
が
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。

　
　

 

大
納
言
殿
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て 

文ふ
み

の
事
な
ど
奏そ
う

し
た
ま
ふ
に
、
例れ
い

の
夜
い
た
く
ふ
け
ぬ
れ
ば 

御お
ま
へ前
な
る
人
々 

一ひ
と
り人
二ふ
た
り人
づ
つ
失う

せ
て
、
御
屏
風 

御み

几き

帳
の

う
し
ろ
な
ど
に 

み
な
隠か
く

れ
臥ふ

し
ぬ
れ
ば
、
た
だ
一ひ
と
り人

ね
ぶ
た
き
を
念ね
ん

じ
て
さ
ぶ
ら
ふ
に
、「
丑う
し

四よ

つ
」
と
奏
す
な
り
。「
明あ

け
は
べ
り
ぬ
な
り
」
と
ひ
と
り
ご

つ
を
、
大
納
言
殿
「
い
ま
さ
ら
に
な
大お
ほ
と
の殿

籠ご
も

り
お
は
し
ま
し
そ
」
と
て 

寝ぬ

べ
き
も
の
と
も
お
ぼ
い
た
ら
ぬ
を
、〈
う
た
て
、
何な
に

し
に
さ
申
し
つ
ら
む
〉
と
思

へ
ど
、
ま
た
人
の
あ
ら
ば
こ
そ
は
ま
ぎ
れ
も
臥ふ

さ
め
。

　

冒
頭
か
ら
伊
周
を
登
場
さ
せ
る
（〈
主
役
〉
と
し
て
描
く
）
こ
れ
が
唯
一
の
章
段
と
な
る
。
同
時
に
、
上
流
貴
紳
と
の
数
々
の
交
流
を
締
め
括
る
章
段
に
も
な
っ

て
い
る
。
事
件
時
は
正
暦
五
年
あ
た
り
か
。「
夜
い
た
く
」
更
け
る
ま
で
続
く
進
講
は
、
当
時
「
例
の
」
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
夜
も
既
に
「
丑
四
つ
」
に
及

び
、
同
輩
は
「
み
な
隠
れ
臥
す
」
あ
り
さ
ま
。
そ
の
静
け
さ
ゆ
え
か
、「
明
け
は
べ
り
ぬ
な
り
」
な
る
呟
き
ま
で
大
納
言
の
耳
に
届
い
て
し
ま
っ
た
。「
い
ま
さ
ら
に

な
大
殿
籠
り
お
は
し
ま
し
そ
」
と
応
じ
る
伊
周
。
女
房
へ
の
言
葉
と
し
て
は
丁
重
す
ぎ
る
が
、『
塩
田
評
釈
』
が
指
摘
し
た
よ
う
に）
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、
あ
え
て
冗
談
め
か
し
た
語
法

と
見
た
い
。
通
常
の
対
話
で
な
く
、
独
り
言
に
対
す
る
突
っ
込
み
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
状
況
が
お
の
ず
と
〈
私
〉
を
伊
周
と
向
き
合
わ
せ
て
ゆ
く
の
だ
。

　
　

 

上う
へ

の
御お
ま
へ前

の
柱は
し
らに

寄
り
か
か
ら
せ
た
ま
ひ
て
少す
こ

し
ね
ぶ
ら
せ
た
ま
ふ
を
、「
か
れ
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
、
今
は
明あ

け
ぬ
る
に 

か
う
大お
ほ
と
の殿

籠ご
も

る
べ
き
か
は
」

と
申
さ
せ
た
ま
へ
ば
、「
げ
に
」
な
ど
宮
の
御お
ま
へ前
に
も
笑
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
も
知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
に
、
長を
さ
め女
が
童わ
ら
はの
鶏
に
は
と
りを
と
ら
へ
持も

て
来き

て
、「
あ
し

た
に
里
へ
持も

て
行い

か
む
」
と
言
ひ
て
隠
し
お
き
た
り
け
る
、
い
か
が
し
け
む
、
犬い
ぬ

見
つ
け
て
追
ひ
け
れ
ば
廊ら
う

の
間ま

木ぎ

に
逃
げ
入い

り
て 

お
そ
ろ
し
う
鳴
き
の

の
し
る
に
、
皆み
な

人
起
き
な
ど
し
ぬ
な
り
。
上う
へ

も
う
ち
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
ひ
て
、「
い
か
で
あ
り
つ
る
鶏と
り

ぞ
」
な
ど
た
づ
ね
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
大
納
言
殿
の

四
五
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「
声こ
ゑ

、
明め
い

王わ
う

の
ね
ぶ
り
を
お
ど
ろ
か
す
」
と
い
ふ
こ
と
を
高た
か

う
う
ち
出い

だ
し
た
ま
へ
る
、
め
で
た
う
を
か
し
き
に
、
た
だ
人
の
ね
ぶ
た
か
り
つ
る
目
も
い
と

大
き
に
な
り
ぬ
。「
い
み
じ
き
を
り
の
事
か
な
」
と
、
上
も
宮
も
興き
よ
うぜ

さ
せ
た
ま
ふ
。
な
ほ
、
か
か
る
事
こ
そ
め
で
た
け
れ
。

　

気
が
付
け
ば
、
当
の
帝
ま
で
が
眠
り
に
誘
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
柱
に
寄
り
か
か
ら
せ
た
ま
ひ
て
少
し
ね
ぶ
ら
せ
た
ま
ふ
」
微
笑
ま
し
い
姿
を
、
伊
周
定

子
兄
妹
と
と
も
に
見
守
る
光
栄
。
ひ
と
と
き
の
静
寂
は
、
し
か
し
突
然
「
お
そ
ろ
し
う
鳴
き
の
の
し
る
」
鶏
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
。
な
ぜ
い
ま
こ
こ
に
鶏
が
、
と

い
う
事
情
の
説
明
を
経
て
、
そ
の
先
に
用
意
さ
れ
た
の
が
「
声
、
明
王
の
ね
ぶ
り
を
お
ど
ろ
か
す
」
と
い
う
大
納
言
の
朗
詠
だ
っ
た
。「
皆
人
」
や
「
上
」
の
目

を
覚
ま
し
た
の
は
鶏
だ
が
、「
た
だ
人
」（
私
）
の
眠
気
を
吹
き
飛
ば
し
た
の
は
「
め
で
た
う
を
か
し
き
」
そ
の
朗
詠
だ
っ
た
と
い
う
。

　
　

 

ま
た
の
夜
は
、
夜よ
る

の
お
と
ど
に
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
夜
中
ば
か
り
に
廊ら
う

に
出い

で
て
人
呼
べ
ば
、「
下お

る
る
か
、
い
で
送
ら
む
」
と
の
た
ま
へ
ば 

裳も 

唐か
ら
ぎ
ぬ衣

は

屏
風
に
う
ち
か
け
て
行い

く
に
、
月
の
い
み
じ
う
明あ

か
く 

御
直
衣な
ほ
しの
い
と
白
う
見
ゆ
る
に
、
指さ
し

貫ぬ
き

を
長
う
踏
み
し
だ
き
て
袖そ
で

を
ひ
か
へ
て
「
倒た
ふ

る
な
」
と
言

ひ
て
お
は
す
る
ま
ま
に
、「
遊い
う
し子
な
ほ
残の
こ

り
の
月
に
行
く
」
と
誦ず

し
た
ま
へ
る
、
ま
た
い
み
じ
う
め
で
た
し
。「
か
や
う
の
事
め
で
た
ま
ふ
」
と
て
は
笑
ひ
た

ま
へ
ど
、
い
か
で
か 

な
ほ
を
か
し
き
も
の
を
ば
。

　

次
の
夜
は
中
宮
が
「
夜
の
お
と
ど
に
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
、
局
ま
で
伊
周
が
送
っ
て
く
れ
た
。
裳
・
唐
衣
を
脱
い
で
身
軽
に
な
っ
た
〈
私
〉

の
目
に
、
月
光
に
映
え
る
大
納
言
の
直
衣
が
ま
ぶ
し
い
。「
倒
る
な
」
と
い
う
気
遣
い
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
も
朗
詠
を
堪
能
さ
せ
て
も
ら
う
。「
遊
子
な
ほ
残
り
の

月
に
行
く
」。
旅
人
の
よ
う
に
、
こ
の
ま
ま
月
下
を
歩
き
続
け
た
い
気
分
だ
ろ
う
。
最
後
を
飾
る
の
は
「
ま
た
い
み
じ
う
め
で
た
し
」「
な
ほ
を
か
し
き
も
の
は
」

と
い
う
賛
辞
。
日
記
回
想
段
に
お
け
る
「
を
か
し
＋
め
で
た
し
」
の
対
象
は
、
六
段
の
定
子
に
始
ま
り
、
最
後
は
右
の
伊
周
で
締
め
ら
れ
る
。
詩
歌
吟
唱
を
賞
讃

す
る
の
は
、
初
登
場
（
二
一
段
）
お
よ
び
再
登
場
（
七
八
段
）
以
来
の
こ
と
。
伊
周
と
の
対
話
が
し
っ
く
り
と
成
立
す
る
の
も
、
二
一
段
以
来
で
あ
る
。
九
六
段

の
〈
復
権
〉
以
下
、
伊
周
像
に
は
そ
れ
な
り
の
抑
制
や
配
慮
も
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
最
後
の
登
場
場
面
で
は
、
再
び
九
六
段
以
前
に
戻
る
か
の
よ
う
な
、
む
し
ろ

そ
れ
以
上
に
心
置
き
な
い
賛
美
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
本
段
の
も
う
ひ
と
つ
の
眼
目
は
、
第
一
皇
子
に
つ
い
て
ほ
ぼ
沈
黙
を
守
る
枕
草
子
が
、
一
条
帝
の
い
た
い
け
な
横
顔
を
残
し
た
点
に
あ
る
だ
ろ
う
（
事

四
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『
枕
草
子
』
と
〈
伊
周
の
復
権
〉

件
時
に
は
十
五
歳
く
ら
い
だ
が
、
印
象
は
よ
り
幼
い
）。「
今
の
世
」
か
ら
見
れ
ば
、
寛
弘
の
詩
文
隆
盛
の
原
風
景
を
、「
好
文
の
帝
」
た
る
一
条
の
原
点
を
物
語
る

光
景
に
も
な
っ
て
い
る
。
寛
弘
の
世
に
読
ま
れ
て
こ
そ
、
あ
る
い
は
伊
周
自
身
の
詩
句
（
我
后
少
年
学
此
文
）
と
重
ね
て
こ
そ
、
本
段
は
感
慨
を
増
す
テ
キ
ス
ト

と
言
え
よ
う
。

　
　
　

八
、
成
信
と
経
房

　

こ
こ
ま
で
〈
寛
弘
年
間
の
書
き
手
〉
な
る
も
の
を
意
識
し
て
、
テ
キ
ス
ト
を
辿
り
直
し
て
き
た
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
て
く
る
「
今
の
世
」
の
気
配
は
、
実
際
の

伊
周
自
身
の
復
権
、
彼
が
示
し
た
道
長
方
へ
の
配
慮
と
も
、
ど
こ
か
で
繋
が
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
そ
も
そ
も
、
道
長
が
栄
華
を
誇
る
「
今
の
世
」
に
、
定

子
の
記
憶
を
結
晶
さ
せ
た
「
こ
の
草
子
」
を
送
り
出
す
と
な
れ
ば
、
お
の
ず
と
求
め
ら
れ
る
往
来
手
形
だ
っ
た
と
は
言
え
よ
う
か
。

　

そ
れ
は
ま
た
、
書
き
手
が
主
要
人
物
に
誰
を
選
び
、
ど
う
描
い
た
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
主
家
以
外
で
親
し
い
交
際
が
記
さ
れ
た

人
物
と
言
え
ば
、
ま
ず
は
藤
原
斉
信
と
藤
原
行
成
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。「
寛
弘
の
四
納
言
」
に
数
え
ら
れ
る
、
と
も
に
道
長
の
信
任
も
厚
い
重
臣
。
彼
ら
の
登
場
章

段
が
、
各
々
「
長
徳
の
変
」「
彰
子
立
后
」
と
い
う
重
大
事
件
と
い
か
に
関
わ
っ
て
い
た
か
は
、
前
稿
で
指
摘
し
た）
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。
そ
こ
で
な
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
上
の
決
着
は
、

斉
信
は
「
長
徳
の
変
」
前
後
の
決
裂
を
暗
示
に
留
め
、〈
美
し
き
記
憶
〉
の
よ
す
が
と
し
て
描
き
切
る
こ
と
。
行
成
と
の
交
友
は
、〈
彰
子
立
后
を
受
け
入
れ
た
〉

先
の
関
係
の
深
ま
り
を
示
唆
し
て
終
え
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
円
満
解
決
は
、
や
が
て
大
納
言
に
ま
で
昇
り
「
今
の
世
」
の
重
鎮
と
な
る
斉
信
、「
敦

康
親
王
家
別
当
」
と
し
て
忠
勤
を
励
む
行
成
を
、
各
々
見
据
え
な
が
ら
の
選
択
だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

こ
の
斉
信
・
行
成
の
蔵
人
頭
ペ
ア
に
次
い
で
、
書
き
手
が
〈
親
し
さ
〉
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
が
、
源
成
信
・
源
経
房
と
い
う
源
中
将
ペ
ア
だ
っ
た
。
斉
信
・
行

成
が
能
吏
と
し
て
道
長
政
権
を
支
え
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
養
子
、
も
し
く
は
養
子
格
と
い
う
形
で
、
道
長
に
連
な
る
人
物
で
あ
る
。
最
初
に
登
場
す
る
の
は
成

信
で
、
長
保
二
年
の
今
内
裏
を
舞
台
に
冗
談
を
交
わ
す
姿
が
描
か
れ
る
（
十
段
）。
一
方
経
房
は
〈
正
暦
最
後
の
光
景
〉
た
る
七
八
段
に
「
笙
の
名
手
」
と
し
て

初
登
場
す
る
も
、〈
私
〉
と
の
会
話
は
描
か
れ
な
い
。
初
登
場
場
面
で
は
親
密
度
で
成
信
が
リ
ー
ド
し
て
い
る
が
、
経
房
は
八
一
段
で
〈
私
〉
の
里
を
知
る
数
少

な
い
男
性
の
ひ
と
り
と
し
て
再
登
場
。
さ
ら
に
三
度
目
の
登
場
（
一
三
一
段
）
で
は
〈
私
〉
を
「
思
ふ
人
」
と
呼
び
、
本
編
最
後
の
登
場
と
な
る
一
三
八
段
で
は
、

わ
ざ
わ
ざ
里
ま
で
訪
ね
て
〈
私
〉
の
帰
参
を
促
し
て
い
る
。
登
場
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、
親
密
度
を
増
し
て
ゆ
く
の
が
特
徴
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
跋
文
に
て
、

四
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枕
草
子
「
最
後
の
登
場
人
物
」
の
栄
冠
を
手
に
す
る
。
跋
文
は
「
左
中
将
」
経
房
が
「
ま
だ
伊
勢
の
守
と
聞
え
し
時
」（
長
徳
元
年
か
ら
二
年
）
の
逸
話
と
さ
れ
る

が
、
そ
れ
は
一
三
八
段
の
里
訪
問
時
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
長
徳
の
変
直
後
に
孤
立
す
る
〈
私
〉
を
里
ま
で
訪
ね
た
稀
少
な
人
物
に
し
て
、「
こ
の
草
子
」
流
布

に
関
わ
る
特
権
的
な
役
割
ま
で
も
与
え
ら
れ
た
の
が
経
房
だ
っ
た
。

　

一
方
、
早
々
に
親
交
が
描
か
れ
た
成
信
は
、
経
房
に
道
を
譲
る
よ
う
に
、
以
後
テ
キ
ス
ト
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
再
登
場
は
、
本
編
で
経
房
が
退
場
し
た

後
、は
る
か
先
の
二
五
八
・
二
五
九
段
だ
っ
た
。初
登
場
か
ら
再
登
場
ま
で
、異
例
の
長
い
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る
。行
成
・
斉
信
の
よ
う
に
近
接
し
て
登
場
す
る（
一
二
八

～
一
三
二
段
）
こ
と
の
な
い
、
彼
ら
は
相
互
排
除
的
に
配
さ
れ
た
ペ
ア
と
言
え
よ
う
か
。
ま
ず
二
五
八
段
で
は
、「
成
信
の
中
将
こ
そ
、
人
の
声
は
い
み
じ
う
よ
く

聞
き
知
り
た
ま
ひ
し
か
」
と
、
声
を
「
聞
き
分
く
」
力
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
続
く
二
五
九
段
で
は
「
耳
と
き
人
」
大
蔵
卿
正
光
の
逸
話
中
に
言
及
さ
れ
る
も
、

あ
え
て
「
大
殿
の
新
中
将
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
成
信
に
「
大
殿
」
の
後
ろ
盾
の
あ
る
こ
と
が
、
任
「
中
将
」（
長
徳
四
年
十
月
）
時
点
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

成
信
章
段
で
は
最
も
古
い
年
時
と
な
り
、
ま
た
こ
の
逸
話
が
〈
伊
周
復
権
譚
〉（
九
六
段
）
直
後
の
、
同
じ
「
職
」
で
の
出
来
事
だ
っ
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

実
際
は
無
位
無
官
だ
っ
た
「
内
大
臣
」
に
対
し
、
前
途
洋
々
た
る
「
大
殿
の
新
中
将
」
の
姿
を
印
象
付
け
て
い
よ
う
。

　

成
信
最
後
の
登
場
は
、
二
七
六
段
。
舞
台
は
一
条
院
の
小
廂
。
今
内
裏
（
十
段
）
に
初
登
場
し
た
成
信
に
、
最
後
に
用
意
さ
れ
た
舞
台
も
同
所
だ
っ
た
わ
け
だ
。

経
房
に
〈
里
で
の
交
友
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
と
す
れ
ば
、
成
信
は
〈
一
条
院
で
の
交
友
〉
の
印
象
を
残
す
。
そ
の
二
七
六
段
は
冒
頭
か
ら
「
成
信
の
中
将
は
」

と
い
う
形
で
、
彼
自
身
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
。
先
の
二
五
八
段
の
「
成
信
の
中
将
こ
そ
」
と
い
う
書
き
出
し
同
様
、
ど
ち
ら
も
〈
主
役
〉
に
据
え
る
体
裁

を
持
つ
。
だ
が
結
果
と
し
て
、
二
五
八
段
は
先
述
の
よ
う
に
「
声
を
聞
き
知
る
」
と
い
う
一
点
の
評
価
に
留
ま
り
、
二
七
六
段
も
「
常
に
ゐ
て
物
言
ひ
、
人
の
上

な
ど
わ
る
き
は
わ
る
し
な
ど
の
た
ま
ひ
し
に
」
と
（
四
七
段
の
行
成
の
よ
う
に
）
日
頃
の
交
友
が
総
括
さ
れ
る
と
思
い
き
や
、「
兵
部
」
と
い
う
女
房
の
登
場
か
ら
、

雨
の
中
を
訪
れ
る
男
へ
の
評
価
へ
筆
が
流
れ
、
成
信
は
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
う）

1（
（

。
枕
草
子
に
お
け
る
成
信
は
、
か
く
て
交
友
の
実
相
に
展
開
を
見
な
い
ま
ま

退
場
し
て
し
ま
う
の
だ
（
一
方
、
流
布
本
清
少
納
言
集
に
は
日
記
回
想
段
の
一
節
を
思
わ
せ
る
成
信
と
の
や
り
取
り
が
見
え
る
）。

　

経
房
が
存
在
感
を
増
し
て
ゆ
く
の
と
対
照
的
に
、
成
信
と
の
逸
話
は
ま
る
で
中
絶
さ
れ
た
よ
う
に
終
わ
る
。「
斉
信
・
行
成
」「
成
信
・
経
房
」
と
並
べ
る
と
、
彼

の
〈
物
語
〉
だ
け
が
途
中
で
放
棄
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
こ
に
何
ら
か
の
要
因
を
求
め
る
な
ら
、
長
保
三
年
二
月
四
日
、
三
井
寺
で
の
「
出
家
事
件
」

（
権
記
）
が
、
や
は
り
呼
び
込
ま
れ
て
こ
よ
う
。
道
長
の
養
子
と
な
り
、
子
息
に
等
し
い
貢
献
を
期
待
さ
れ
て
い
た
成
信
が
、
わ
ず
か
二
三
歳
で
突
然
世
を
捨
て

て
し
ま
っ
た
の
だ
。
道
長
に
と
っ
て
も
想
定
外
の
痛
手
だ
っ
た
。
倉
田
実
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
正
式
な
養
子
だ
っ
た
成
信
と
「
養
子
格
」
の
経
房
と
で
は
「
共

四
八



『
枕
草
子
』
と
〈
伊
周
の
復
権
〉

に
道
長
に
近
習
し
な
が
ら
、
養
子
縁
組
の
有
無
で
差
別
が
あ
っ
た
」。
し
か
し
こ
の
出
家
事
件
に
よ
っ
て
、
実
子
同
然
に
「
道
長
の
手
足
と
な
る
」
役
割
は
、
成

信
か
ら
経
房
へ
移
行
し
て
行
っ
た
と
い
う）

11
（

。
ち
な
み
に
一
条
帝
（
敦
康
）
と
の
関
わ
り
か
ら
見
て
も
、
敦
康
誕
生
に
際
し
て
御
剣
の
使
に
選
ば
れ
た
の
は
成
信
だ
っ

た
が
、
長
保
三
年
の
着
袴
儀
で
は
（
先
述
の
よ
う
に
）
経
房
が
勅
使
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
役
割
交
代
を
な
ぞ
る
よ
う
に
、
と
も
に
親
し
い
交
際
を
描
き
な
が
ら
、
最
終
的
に
書
き
手
は
経
房
を
選
ぶ
。「
こ
の
草
子
」
を
「
今
の
世
」
に
送
り
出

す
際
、
あ
え
て
〈
経
房
が
流
布
さ
せ
た
草
子
〉
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
添
え
た
の
だ
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
「
経
房
を
通
じ
て
、
道
長
方
へ
乗
り
替
え
よ
う
と
い
う

（
清
少
納
言
の
）
下
心
」
を
想
定
す
る
『
解
環
』
説
な
ど
と
は
、
全
く
次
元
を
異
に
す
る
。
か
つ
て
（
長
徳
二
年
）
の
清
少
納
言
に
「
書
き
か
け
の
草
稿
」
を
「
道

長
の
目
に
と
め
、
自
己
の
才
能
を
認
め
さ
せ
て
、
中
宮
方
か
ら
左
大
臣
方
へ
移
る
手
引
き
を
経
房
に
さ
せ
よ
う
と
の
魂
胆
が
あ
っ
た
」（『
解
環
』
五
）
の
な
ら
、

結
果
と
し
て
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
「
下
心
」
の
痕
跡
を
、
こ
と
さ
ら
跋
文
に
記
し
留
め
る
理
由
が
説
明
で
き
な
い）

11
（

。
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
「
こ
の
草

子
」
公・

表・

時・

の
経
房
な
の
だ
。
そ
こ
で
「
尽
き
せ
ず
お
ほ
か
る
紙
」
を
提
供
し
た
「
内
の
お
と
ど
」
と
並
ぶ
大
役
が
、「
年
ご
ろ
大
殿
の
御
子
の
や
う
に
」（
栄
花
物

語
）
見
な
さ
れ
て
い
た
「
左
中
将
」
に
与
え
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

11
（

。
そ
れ
は
「
こ
の
草
子
」
の
想
定
す
る
読
者
が
、
例
え
ば
定
子
の
遺
児
と
い
っ
た
身

内
の
み
で
な
か
っ
た
こ
と
を
（
あ
る
い
は
、
そ
の
先
の
読
者
層
の
広
が
り
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
）
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
　
　

結
び

　

こ
う
し
て
枕
草
子
の
「
今
の
世
」
に
注
目
し
た
と
き
、
や
は
り
最
後
に
問
題
と
な
る
の
は
、
前
掲
記
事
（
一
〇
三
段
）
の
示
す
執
筆
の
最
下
限
が
「
寛
弘
六
年

三
月
」
だ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
寛
弘
六
年
三
月
。
そ
れ
こ
そ
は
、
伊
周
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
積
み
上
げ
て
き
た
復
権
が
、
あ
え
な
く
水
泡
に
帰
し
た
直
後
の
〈
決

定
的
〉
年
時
な
の
だ
。
寛
弘
五
年
九
月
、
彰
子
に
皇
子
（
敦
成
）
誕
生
を
見
た
こ
と
と
、
翌
年
一
月
の
彰
子
・
敦
成
に
対
す
る
（
高
階
光
子
ら
に
よ
る
）
呪
詛
の

発
覚
に
よ
る）

11
（

。
ま
た
も
呪
詛
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
形
で
、
伊
周
の
政
治
生
命
は
今
度
こ
そ
絶
た
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

枕
草
子
が
〈
敦
康
の
そ
の
後
〉
と
〈
伊
周
の
復
権
〉
を
見
据
え
な
が
ら
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
最
後
に
は
決
定
的
な
挫
折
に
襲
わ
れ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
現
存
雑
纂
本
が
、
こ
の
挫
折
以
前
に
ほ
ぼ
形
を
な
し
て
い
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
挫
折
を
経
た
上
で
改
め
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
厳
密
に

は
確
か
め
る
術
は
な
い
。
九
六
段
で
な
さ
れ
た
伊
周
の
〈
復
権
〉
も
、
出
来
事
時
に
立
て
ば
現
実
の
先
取
り
と
な
り
、
執
筆
時
を
挫
折
以
前
と
す
れ
ば
、
現
実
世

界
の
反
映
と
な
る
。
あ
る
い
は
挫
折
以
後
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
は
信
じ
得
た
復
権
の
、
せ
め
て
も
の
記
念
碑
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
か
く
て
枕
草
子
に
お

四
九



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
五
十
二
巻
（
二
〇
一
四
年
）

け
る
〈
伊
周
の
復
権
〉
は
、
密
か
に
果
た
さ
れ
た
と
も
、
密
か
に
し
か
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
の
だ
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
一
段
か
ら
二
九
五
段
（
＋
跋
文
）
ま
で
の
長
期
に
亘
り
、
伊
周
は
描
き
続
け
ら
れ
た
。
登
場
間
隔
か
ら
見
れ
ば
、
定
子
に
次
ぐ
長
さ
と
な

る）
11
（

。
そ
し
て
そ
の
終
着
点
に
用
意
さ
れ
た
の
が
、
日
記
回
想
段
最
後
の
「
を
か
し
＋
め
で
た
し
」
の
賛
辞
（
二
五
九
段
）
で
あ
り
、「
こ
の
草
子
」
の
誕
生
に
つ
な

が
る
重
要
な
役
割
（
跋
文
）
だ
っ
た
。
様
々
な
配
慮
や
取
捨
選
択
の
果
て
に
、
お
そ
ら
く
書
き
手
が
辿
り
着
い
た
の
が
、「
大
納
言
殿
」
と
し
て
の
、「
内
の
お
と

ど
」
と
し
て
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
〈
か
け
が
え
の
な
い
〉
片
影
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

註
（
１
） 

津
島
①
「〈
背
景
〉
を
迎
え
撃
つ
『
枕
草
子
』
―
―
「
生
昌
段
」「
翁
丸
段
」
か
ら
」（『
國
學
院
雑
誌
』
二
〇
一
一
・
八
）、
②
「〈
あ
の
日
の
未
来
〉
の
作
り
方
―
―
『
枕
草
子
』
に
み
る
「
清

涼
殿
」
再
建
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
26
、
新
典
社
、
二
〇
一
二
・
四
）、
③
「
亀
裂
に
巣
食
う
〈
花
山
院
〉
―
―
枕
草
子
「
小
白
川
」
と
「
菩
提
寺
」
の
風
景
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』

27
、
新
典
社
、
二
〇
一
二
・
十
二
）、
④
「
枕
草
子
×
権
記
―
―
「
頭
弁
」
行
成
、〈
彰
子
立
后
〉
を
背
負
う
者
」（『
物
語
研
究
』
13
、
二
〇
一
三
・
三
）、
⑤
「〈
大
雪
〉
を
描
く
『
枕
草
子
』」

―
―
〈
雪
と
中
宮
と
私
〉
と
い
う
肖
像
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
一
三
・
五
）、
⑥
「〈
記
憶
〉
を
担
う
藤
原
斉
信
―
―
『
枕
草
子
』
斉
信
章
段
を
読
み
解
く
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
29
、

新
典
社
、
二
〇
一
三
・
十
二
刊
行
予
定
）
参
照
。
な
お
、
右
の
諸
論
考
に
て
詳
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
稿
で
も
現
存
「
雑
纂
本
枕
草
子
」
を
最
終
的
に
統
括
す
る
表
現
主
体
を
「
書

き
手
」、
テ
キ
ス
ト
に
表
出
さ
れ
た
書
き
手
自
身
の
も
の
と
思
わ
れ
る
動
作
（
発
話
）
の
主
体
を
〈
私
〉
と
規
定
し
て
い
る
。

（
２
）
枕
草
子
の
本
文
お
よ
び
章
段
区
分
は
『
新
編
枕
草
子
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
〇
）
に
よ
る
。

（
３
）
稲
賀
敬
二
『
鑑
賞
日
本
の
古
典 

枕
草
子
』
尚
学
図
書
、
一
九
八
〇
。

（
４
）
萩
谷
朴
『
新
潮
日
本
古
典
集
成 

枕
草
子
』
上
、
新
潮
社
、
一
九
七
七
。

（
５
）
下
玉
利
百
合
子
「
試
論
枕
草
子
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
―
―
世
尊
寺
の
花
見
（
中
）」（『
平
安
文
学
研
究
』
一
九
八
一
・
六
）。
後
に
『
枕
草
子
周
辺
論
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
六
）
所
収
。

（
６
）
萩
谷
朴
『
枕
草
子
解
環
』
二
、
同
朋
舎
、
一
九
八
二
。

（
７
）
稲
賀
敬
二
（
注
３
に
同
じ
）。 

（
８
）『
枕
草
子
周
辺
論
』
論
考
十
二
「
補
説
」。
こ
こ
で
は
『
解
環
』
を
踏
ま
え
た
上
で
再
度
「
九
月
四
日
」
説
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
津
島
「〈
記
憶
〉
を
担
う
藤
原
斉
信
」（
注
１
⑥
）
参
照
。

五
〇



『
枕
草
子
』
と
〈
伊
周
の
復
権
〉

（
10
） 

内
大
臣
時
代
（
特
に
道
隆
薨
去
前
後
）
の
伊
周
は
、
若
さ
と
焦
り
が
災
い
し
て
か
、
一
条
帝
と
の
様
々
な
軋
轢
を
記
録
に
留
め
て
い
る
（
伊
周
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
増
田
繁
夫
「
藤

原
伊
周
伝
」
伊
井
春
樹
ほ
か
編
『
源
氏
物
語
と
古
代
世
界
』
一
九
九
七
、
新
典
社
、
倉
本
一
宏
「
藤
原
伊
周
の
栄
光
と
没
落
」『
摂
関
政
治
と
王
朝
貴
族
』
二
〇
〇
〇
、
吉
川
弘
文
館
な

ど
で
概
説
さ
れ
て
い
る
）。
長
徳
の
変
当
時
の
呼
称
で
も
あ
っ
た
「
内
大
臣
」
を
、
書
き
手
は
該
当
す
る
出
来
事
時
に
は
用
い
ず
、「
帰
京
後
の
伊
周
」
の
た
め
に
保
存
し
て
お
い
た
の
だ
。

（
11
）
栄
花
物
語
の
本
文
は
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
全
集
』
に
よ
る
。

（
12
）
金
子
元
臣
『
枕
草
子
評
釈
』
明
治
書
院
、
一
九
二
一
。

（
13
）
田
中
重
太
郎
『
枕
冊
子
全
注
釈
』
二
、
角
川
書
店
、
一
九
七
五
。

（
14
）
そ
れ
以
前
は
「
高
階
真
人
」。
真
人
も
由
緒
あ
る
姓
だ
が
、
す
で
に
真
人
姓
の
議
政
官
へ
の
登
用
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
（
角
川
書
店
『
平
安
時
代
史
事
典
』「
真
人
」
参
照
）。

（
15
） 

一
方
で
枕
草
子
は
、
栄
花
物
語
が
「
才
か
ぎ
り
な
き
が
、
心
ざ
ま
い
と
な
べ
て
な
ら
ず
む
く
つ
け
く
、
か
し
こ
き
人
」（
巻
三
）
な
ど
と
、
こ
と
さ
ら
注
目
し
た
「
高
二
位
」
成
忠
の
影

を
完
璧
に
排
除
し
て
い
る
。
ま
た
「
少
々
の
男
に
は
ま
さ
り
て
」（
大
鏡
）「
真
名
な
ど
い
と
よ
く
書
き
け
れ
ば
」（
栄
花
物
語
）
と
さ
れ
る
「
高
内
侍
」
貴
子
は
二
章
段
に
登
場
す
る
も
、「
才
」

に
関
す
る
言
及
な
ど
は
な
い
（
貴
子
の
描
き
方
を
ま
と
め
た
論
考
に
、
岡
田
潔
「『
枕
草
子
』
に
描
か
れ
た
高
階
貴
子
」『
女
子
聖
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
一
九
九
九
・
三
が
あ
る
）。「
呪

詛
事
件
」
な
ど
と
も
関
わ
る
ゆ
え
、
高
階
一
族
へ
の
言
及
に
は
相
応
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
積
善
寺
供
養
の
段
で
も
「
明
順
の
朝
臣
の
心
地
、
空
を
あ
ふ
ぎ
胸
を
そ
ら
い

た
り
」（
三
巻
本
）
と
、
明
順
だ
け
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
た
。

（
16
）
東
望
歩
「
藤
原
公
信
考
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
25
、
新
典
社
、
二
〇
一
一
）。 

（
17
）
渡
邉
裕
美
子
「
和
歌
史
の
中
の
『
枕
草
子
』」（
谷
知
子
・
田
渕
句
美
子
編
『
平
安
文
学
を
い
か
に
読
み
直
す
か
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
）。 

（
18
）
津
島
「〈
大
雪
〉
を
描
く
『
枕
草
子
』」（
注
１
⑤
）
参
照
。

（
19
）『
新
編
枕
草
子
』
の
注
（
中
島
和
歌
子
）
に
も
指
摘
が
あ
る
。

（
20
）
料
紙
献
上
の
事
件
時
は
不
明
。
実
際
は
左
遷
前
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、「
大
納
言
」「
内
大
臣
」
の
呼
び
分
け
、
描
き
分
け
が
、
テ
キ
ス
ト
上
に
そ
の
役
割
を
規
定
し
て
い
る
。 

（
21
）
先
例
と
し
て
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
国
譲
上
に
、
藤
壺
づ
き
の
孫
王
の
君
を
「
物
々
し
う
清
げ
な
る
人
」
と
評
し
た
例
が
見
出
せ
る
程
度
。

（
22
）「
中
将
」
が
誰
を
指
す
か
に
は
諸
説
あ
る
（
注
１
⑥
参
照
）。

（
23
）
本
朝
麗
藻
本
文
は
今
浜
通
隆
『
本
朝
麗
藻
全
注
釈
』
二
（
新
典
社
、
一
九
九
八
）
に
よ
る
。
訓
読
も
主
に
同
書
に
従
っ
た
。

（
24
）
注
23
に
同
じ
。

五
一
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（
25
）
注
23
に
同
じ
。

（
26
） 
敦
康
を
め
ぐ
る
人
々
の
意
向
に
つ
い
て
は
、
倉
田
実
「
敦
康
親
王
と
彰
子
―
―
『
後
漢
書
』
の
馬
皇
后
の
故
事
か
ら
」（『
王
朝
摂
関
期
の
養
女
た
ち
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
四
）
に
詳

述
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）
下
玉
利
百
合
子
「
世
尊
寺
の
花
見
（
下
）」（
注
５
前
掲
書
）。

（
28
）
注
27
に
同
じ
。

（
29
）
塩
田
良
平
『
枕
草
子
評
釈
』
学
生
社
、
一
九
五
五
。

（
30
）
津
島
「〈
記
憶
〉
を
担
う
藤
原
斉
信
」「
枕
草
子
×
権
記
」（
注
１
⑥
④
）
参
照
。

（
31
）
二
七
六
段
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
、
三
田
村
雅
子
「〈
意
味
〉
の
解
体
―
―
「
成
信
の
中
将
は
」
段
の
位
置
」（『
枕
草
子　

表
現
の
論
理
』
有
精
堂
、
一
九
九
五
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
32
）
倉
田
実
「
源
経
房
と
藤
原
道
長
―
―
『
栄
花
物
語
』
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
」（
山
中
裕
・
久
下
裕
利
編
『
栄
花
物
語
の
新
研
究
』
新
典
社
、
二
〇
〇
七
）。

（
33
）
萩
谷
説
に
対
し
て
は
、
関
口
力
「
清
少
納
言
と
源
経
房
」（『
む
ら
さ
き
』
二
〇
一
一
・
十
二
）
な
ど
に
も
反
論
が
あ
る
。

（
34
） 

寛
弘
二
年
に
参
議
と
な
っ
て
い
る
経
房
は
、「
今
の
世
」
な
ら
「
宰
相
中
将
」
と
呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
枕
草
子
で
は
（
特
別
な
呼
称
と
し
て
）
斉
信
に
占
有
さ
れ
て
い
た
（
注

１
⑥
）。
よ
っ
て
作
中
で
は
「
経
房
の
中
将
」「
左
中
将
」
で
通
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
三
巻
本
で
は
一
三
八
段
の
み
「
右
中
将
」
と
あ
る
。
こ
こ
だ
け
は
出
来
事
時
を
右
中
将
時
代
（
長

徳
二
年
七
月
～
同
四
年
十
月
）
と
す
る
年
時
表
出
を
優
先
さ
せ
た
か
。
あ
る
い
は
「
左
」「
右
」
文
字
転
化
の
可
能
性
も
あ
る
か
（
能
因
本
は
「
左
中
将
」）。

（
35
）
栄
花
物
語
（
巻
八
）
は
呪
詛
事
件
の
容
疑
者
を
明
順
と
し
て
、
源
氏
物
語
の
柏
木
を
思
わ
せ
る
臨
終
ま
で
描
く
が
、
古
記
録
か
ら
は
明
順
の
関
与
は
確
認
さ
れ
な
い
。

（
36
） 

三
段
の
「
三
月
三
日
」
の
記
事
を
伊
周
登
場
の
予
告
編
と
見
れ
ば
、
さ
ら
に
間
隔
は
広
が
る
。
な
お
伊
周
自
身
に
も
「
三
月
三
日
」
宴
席
で
の
七
言
律
詩
が
あ
り
、
清
少
納
言
が
そ
の

日
の
伊
周
の
晴
れ
姿
を
踏
ま
え
て
「
三
月
三
日
」
の
情
趣
を
描
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
今
浜
通
隆
の
推
論
も
あ
る
（『
本
朝
麗
藻
全
注
釈
一
』）。

五
二


