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は
じ
め
に

　　

論
題
に
謳
っ
た
『
枕
草
子
』
の
「
藤
原
斉
信
を
め
ぐ
る
三
章
段
」
と
は
、
七
八
段
「
頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
」・
七
九
段
「
返
る
年
の
二
月

二
十
余
日
」・
八
十
段
「
里
に
ま
か
で
た
る
に
」
を
指
す（

（
（

。
斉
信
は
、
今
回
対
象
に
す
る
三
章
段
の
他
に
五
章
段（

（
（

、
合
計
で
作
品
中
の
八
章
段
に
名
が
見
え
る
。

つ
ま
り
、
斉
信
は
中
関
白
家
の
人
々
を
除
き
、
作
中
で
最
も
多
く
名
の
あ
が
る
男
性
官
人
と
な
り
、
確
実
に
最
重
要
人
物
の
一
人
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
問

題
の
三
章
段
を
通
し
て
清
少
納
言
と
斉
信
と
の
仲
違
い
か
ら
関
係
修
復
、
そ
し
て
再
び
の
絶
縁
ま
で
が
語
ら
れ
る
が
、
彼
の
話
が
こ
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
て
語
ら

れ
て
い
る
部
分
は
他
に
な
い
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
三
章
段
の
冒
頭
が
そ
れ
ぞ
れ
前
段
の
内
容
を
受
け
、
か
つ
読
み
の
方
向
性
を
示
す
指
標（

（
（

と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
、
年
時
順
に
配
列
さ
れ
た
三
章
段
が
密
接
な
連
関
の
も
と
に
配
置
さ
れ
て
い
る
特
色
、
及
び
、
そ
こ
か
ら
作
中
に
お
け
る
斉
信
の
人
物
造
型
を
読
み
解

木　

村　

祐　

子

　
　『
枕
草
子
』
藤
原
斉
信
を
め
ぐ
る
三
章
段

　
　
　
　
　
　
　
　

―
そ
の
顚
末
と
橘
則
光
―



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
五
十
五
巻
（
二
〇
一
七
年
）

五
八

く
こ
と
が
で
き
る
点
に
言
及
す
る
。

　

斉
信
に
関
し
て
は
既
に
多
く
の
論
考
が
あ
る
が（

（
（

、
七
八
・
八
〇
段
で
は
主
と
し
て
橘
則
光
と
の
か
ね
あ
い
か
ら
そ
の
人
物
造
型
を
再
検
討
す
る
。
当
該
の
三
章

段
は
、
全
て
何
か
を
仕
掛
け
て
く
る
斉
信
と
そ
れ
を
冷
静
に
か
わ
す
清
少
納
言
、
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
斉
信
に
付
随
し
て
登
場
す
る
橘
則

光
は
、
清
少
納
言
の
前
夫
と
さ
れ
、
斉
信
と
同
様
に
七
八
段
に
登
場
、
八
〇
段
で
は
彼
女
と
の
別
離
が
語
ら
れ
る
。
七
八
段
で
は
源
宣
方
と
則
光
の
二
人
が
斉
信

の
言
動
を
間
接
的
に
伝
え
る
役
を
負
い
、
本
人
が
実
際
に
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
七
九
段
で
は
あ
か
ら
さ
ま
に
姿
を
見
せ
る
も
の
の
、
八
〇
段
で
は
や
は
り
「
宰

相
の
中
将
」
な
る
呼
称
の
み
が
記
さ
れ
、
則
光
と
の
や
り
取
り
の
中
で
動
向
が
語
ら
れ
る
に
留
ま
る
。
則
光
が
登
場
す
る
の
は
こ
の
二
章
段
の
み
だ
が（

（
（

、
道
化
的

な
脇
役
の
存
在（

（
（

で
あ
る
反
面
、
朴
訥
な
愛
す
べ
き
人
物
と
し
て
、
記
事
の
主
役
た
ち
を
凌
ぐ
存
在
感
で
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
則
光
像
が
描

か
れ
る
事
情
を
、
作
品
に
お
け
る
斉
信
の
造
型
と
の
関
連
を
通
し
、
あ
わ
せ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　

一　

七
八
段　

斉
信
と
則
光
の
登
場

　

七
八
段
で
は
中
宮
は
内
裏
に
お
わ
し
、
斉
信
は
「
頭
中
将
」、
宣
方
は
「
源
中
将
」、
則
光
は
「
修
理
亮
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
七
八
段
を
読
み
解
く
上

で
「
い
み
じ
」
と
い
う
語
を
取
り
上
げ
た
い
。
七
八
段
で
は
「
い
み
じ
」
は
十
例
を
数
え
る
。
清
少
納
言
が
斉
信
の
出
し
た
問
い
に
返
事
を
し
、
就
寝
し
た
と
こ

ろ
ま
で
を
前
半
部
と
し
、
翌
朝
以
降
を
後
半
部
と
し
て
分
け
る
と
、「
い
み
じ
」
が
修
飾
す
る
内
容
が
両
者
で
大
き
く
二
分
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
後
述
す
る
よ

う
に
、
使
い
方
の
傾
向
が
反
転
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
う
ち
前
半
部
で
は
、
五
例
の
う
ち
一
例
（「
い
み
じ
う
雨
降
り
て
つ
れ
づ
れ
な
る
に
」）

を
除
き
、
残
り
の
四
例
は
す
べ
て
斉
信
の
清
少
納
言
へ
の
嫌
悪
感
と
そ
れ
に
伴
う
彼
の
言
動
を
強
調
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　

�

頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
、
い
み
じ
う
言
ひ
お
と
し
、「
な
に
し
に
人
と
思
ひ
ほ
め
け
む
」
な
ど
、
殿
上
に
て
い
み
じ
う
な
む
の
た
ま
ふ
と

聞
く
に
も
、
は
づ
か
し
け
れ
ど
、「
ま
こ
と
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
、
お
の
ず
か
ら
聞
き
な
ほ
し
た
ま
ひ
て
む
」
と
笑
ひ
て
あ
る
に
、
黒
戸
の
前
な
ど
わ
た
る

に
も
、
声
な
ど
す
る
を
り
は
、
袖
を
ふ
た
ぎ
て
つ
ゆ
見
お
こ
せ
ず
、
い
み
じ
う
に
く
み
た
ま
へ
ば
、
と
も
か
う
も
言
は
ず
、
見
も
入
れ
で
過
ぐ
す
に
、
二
月

つ
も
ご
り
方
、
い
み
じ
う
雨
降
り
て
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、
御
物
忌
に
籠
り
て
、「
さ
す
が
に
さ
う
ざ
う
し
く
こ
そ
あ
れ
。
物
や
言
ひ
や
ら
ま
し
」
と
な
む
の

た
ま
ふ
、
と
人
々
語
れ
ど
、「
世
に
あ
ら
じ
」
な
ど
い
ら
へ
て
あ
る
に
、
日
一
日
下
に
ゐ
暮
ら
し
て
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
夜
の
お
と
ど
に
入
ら
せ
た
ま
ひ
に
け
り
。
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…
…
（
中
略
）
…
…
「
こ
れ
頭
の
殿
の
奉
ら
せ
た
ま
ふ
。
御
返
事
と
く
」
と
言
ふ
。
い
み
じ
く
に
く
み
た
ま
ふ
に
、
い
か
な
る
文
な
ら
む
と
思
へ
ど
…
…
（
以

下
略
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
八
段
「
頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
」
一
三
四
～
一
四
〇
頁
）

　
「
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
」
を
聞
い
た
斉
信
は
、
清
少
納
言
を
「
い
み
じ
う

0

0

0

0

う0

0

」0

0け
な
し
て
い
た
、
と
い
う
。
そ
の
上
、
殿
上
の
間
で
殿
上
人
た
ち
に
彼
女
の
こ
と

を
「
い
み
じ
う

0

0

0

0

う0

0

」0

0悪
く
言
っ
た
た
め
、
噂
は
知
れ
渡
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
清
少
納
言
の
耳
に
も
入
っ
て
く
る
。
清
少
納
言
の
声
が
す
る
と
、
視
線
を
合
わ
せ
る

の
を
「
い
み
じ
う

0

0

0

0

う0

0

」0

0嫌
が
っ
て
、
袖
で
顔
を
蔽
う
と
い
う
こ
と
ま
で
す
る
。
清
少
納
言
の
方
は
、
そ
れ
で
も
む
き
に
な
ら
ず
に
い
た
。
そ
ん
な
こ
ん
な
の
御
物
忌

の
日
に
、
斉
信
は
消
息
を
送
っ
て
き
た
。
清
少
納
言
は
、
自
分
を
「
い
み
じ
う

0

0

0

0

う0

0

」0

0嫌
っ
て
お
い
で
な
の
に
一
体
何
の
手
紙
だ
ろ
う
、
と
思
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
間

の
斉
信
の
態
度
・
言
動
を
見
て
い
く
時
、
感
情
む
き
出
し
の
「
い
み
じ

0

0

0

」
と
形
容
さ
れ
る
彼
の
言
動
は
、
大
仰
で
不
自
然
な
印
象
を
受
け
る
。
斉
信
は
単
に
お
の

れ
の
感
情
の
ま
ま
に
嫌
悪
感
を
露
わ
に
し
、
周
囲
に
悪
口
を
ま
き
散
ら
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

大
体
、
殿
上
の
間
と
い
う
公
の
場
で
悪
口
を
言
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
相
手
の
耳
に
入
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
そ

の
話
は
清
少
納
言
の
耳
に
届
い
て
い
た
。
御
物
忌
に
籠
っ
た
時
の
「
さ
す
が
に
さ
う
ざ
う
し
く
こ
そ
あ
れ
。
物
や
言
ひ
や
ら
ま
し
」
と
の
斉
信
の
言
葉
も
、「
人
々
」

に
よ
っ
て
そ
の
日
の
う
ち
に
清
少
納
言
に
知
ら
さ
れ
、
彼
女
は
「
世
に
あ
ら
じ
」
と
答
え
て
い
る
。
い
わ
ば
筒
抜
け
状
態
な
の
だ
が
、
宮
廷
社
会
と
は
つ
ま
る
と

こ
ろ
こ
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
悪
口
は
斉
信
の
演
技
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
、
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
斉
信
は
何
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な

演
技
を
し
た
の
か
。
翌
日
、
源
宣
方
が
人
々
の
賞
讃
を
清
少
納
言
に
報
告
し
に
来
る
が
、
そ
の
中
で
斉
信
は
、「
も
し
言
ひ
出
づ
る
事
も
や
と
待
て
ど
、
い
さ
さ

か
何
と
も
思
ひ
た
ら
ず
、
つ
れ
な
き
も
い
と
ね
た
き
を
」
と
言
っ
て
い
た
。
こ
の
言
葉
が
斉
信
の
真
意
を
解
く
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
斉
信
は
清

少
納
言
か
ら
何
か
言
っ
て
こ
な
い
か
と
待
ち
な
が
ら
、
挑
発
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
清
少
納
言
の
方
は
意
に
も
解
さ
ず
、
知
ら
ん
顔

を
し
て
い
た
。
そ
れ
が
本
当
に
癪
に
障
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

清
少
納
言
の
側
か
ら
接
触
が
な
い
こ
と
に
痺
れ
を
切
ら
し
た
斉
信
は
、『
白
氏
文
集
』
の
詩
句
「
蘭
省
花
時
錦
帳
下
」
を
記
し
、「
末
は
い
か
に
、
末
は
い
か
に
」

と
質
し
て
き
た
。
斉
信
と
し
て
は
清
少
納
言
が
悪
口
の
弁
明
の
た
め
に
早
晩
近
づ
い
て
来
る
も
の
と
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
当
て
が
外
れ
、
今
度
は
別
の
手
に

切
り
替
え
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
「
蘭
省
花
時
」
云
々
と
い
う
白
詩
を
使
っ
た
難
題
だ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
斉
信
は
あ
く
ま
で
も
清
少
納
言
の
方
か

ら
接
近
し
て
き
た
と
い
う
形
で
、
何
と
か
彼
女
と
気
脈
を
通
じ
て
お
く
必
要
に
駆
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
斉
信
が
主
体
的
に
近
寄
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
が
、
向
こ
う
か
ら
寄
っ
て
き
た
と
い
う
体
裁
を
装
っ
て
、
そ
れ
な
り
の
関
係
を
築
き
た
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
目
的
が
何
で
あ
る
か
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六
〇

は
、
作
品
の
明
か
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
斉
信
の
行
動
か
ら
見
る
限
り
、
そ
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

自
他
と
も
に
認
め
る
才
女
で
あ
る
清
少
納
言
は
、
斉
信
の
こ
の
挑
発
に
対
し
て
も
面
目
を
賭
け
て
返
答
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
手
紙
の
内
容
は
「
心
と
き
め
き

し
つ
る
さ
ま
に
も
あ
ら
ざ
り
け
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
私
的
な
恋
文
で
は
な
か
っ
た
、
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う（

（
（

。
清
少
納
言
が
険
悪
な
関
係
に
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
斉
信
か
ら
の
私
信
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
け
ん
か
腰
で
は
な
か
っ
た
内
容
に
ひ
と
ま
ず
安
堵
し
た
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
誰

の
手
助
け
も
受
け
ず
に
清
少
納
言
は
見
事
に
こ
れ
を
切
り
返
し
、
殿
上
は
そ
の
噂
で
も
ち
き
り
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
以
降
の
章
段
後
半
部
に
お
い
て
も
、「
い
み
じ
」
が
五
例
使
わ
れ
て
い
る
点
に
は
当
然
留
意
し
て
い
く
べ
き
で
、
そ
の
全
て
が
清
少
納
言
へ
の
賞
讃
を
強

調
す
る
修
辞
で
あ
る
。
翌
朝
、
局
に
下
り
る
と
す
ぐ
に
宣
方
が
や
っ
て
来
て
、
斉
信
が
清
少
納
言
の
返
事
を
「
い
み
じ
き
盗
人
を
」
と
賞
讃
し
た
、
と
い
う
。「
盗

人
」
に
関
し
て
、『
新
編
』
の
頭
注
が
「
人
を
の
の
し
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
俊
敏
さ
を
ほ
め
た
言
い
方
」
と
解
説
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
斉
信
流
の
逆
説

的
な
賛
辞
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
宣
方
は
、
皆
で
知
恵
を
絞
っ
て
も
上
の
句
が
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
、「
い
み
じ
う
か
た
は
ら
い
た
き
」
ま
で
語
っ

て
急
ぎ
帰
っ
て
行
っ
た
。
昨
夜
清
少
納
言
が
や
っ
て
の
け
た
返
答
は
、「
即
座
」
の
、
し
か
も
「
用
紙
、
用
具
、
形
式
等
あ
ら
ゆ
る
面
に
対
す
る
周
到
な
心
配
り

に
よ
る
立
場
の
逆
転
」
だ
っ
た
こ
と
に
な
る（

（
（

。
以
上
が
後
半
部
五
回
の
う
ち
の
二
度
の
「
い
み
じ
」
で
あ
る
。

　

残
り
三
つ
の
「
い
み
じ
」
は
、
則
光
の
発
言
中
に
見
ら
れ
る
。
入
れ
替
わ
り
に
則
光
が
来
る
。
則
光
が
宣
方
よ
り
遅
れ
た
の
は
、
清
少
納
言
が
上
局
に
い
る
と

思
い
込
ん
で
、
そ
ち
ら
を
探
し
回
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
則
光
は
昨
夜
の
評
判
を
伝
え
た
く
て
一
晩
中
悶
々
と
し
て
い
る
程
だ
っ
た
。

　
　

�

修
理
亮
則
光
、「
い
み
じ
き
よ
ろ
こ
び
申
し
に
な
む
、
上
に
や
と
て
ま
ゐ
り
た
り
つ
る
」
と
言
へ
ば
、「
な
ん
ぞ
。
司
召
な
ど
も
聞
え
ぬ
を
、
何
に
な
り
た
ま

へ
る
ぞ
」
と
問
へ
ば
、「
い
な
、
ま
こ
と
に
い
み
じ
う
う
れ
し
き
事
の
夜
べ
侍
り
し
を
、
心
も
と
な
く
思
ひ
明
か
し
て
な
む
。
か
ば
か
り
面
目
あ
る
事
な
か

り
き
」
と
て
、
は
じ
め
あ
り
け
る
事
ど
も
、
中
将
の
語
り
た
ま
ひ
つ
る
同
じ
事
を
言
ひ
て
、
…
…
…
（
中
略
）
…
…
…
こ
と
に
、
ま
た
こ
れ
が
返
し
を
や
す

べ
き
』
な
ど
言
ひ
合
は
せ
、『
わ
る
し
と
言
は
れ
て
は
、
な
か
な
か
ね
た
か
る
べ
し
』
と
て
、
夜
中
ま
で
お
は
せ
し
。
こ
れ
は
、
身
の
た
め
人
の
た
め
に
も
、

い
み
じ
き
よ
ろ
こ
び
に
は
べ
ら
ず
や
。
司
召
に
少
々
の
司
得
て
は
べ
ら
む
は
、
何
と
も
お
ぼ
ゆ
ま
じ
く
な
む
」　
　
　
　
　

（「
同
」
一
三
八
～
一
三
九
頁
）

　

前
半
部
の
斉
信
の
気
持
ち
や
態
度
に
使
わ
れ
た
「
い
み
じ
」
と
後
半
部
の
主
と
し
て
則
光
に
ま
つ
わ
っ
て
用
い
ら
れ
る
そ
れ
と
で
は
、
対
照
的
だ
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
斉
信
と
清
少
納
言
の
力
関
係
が
逆
転
し
た
こ
と
を
象
徴
し
て
も
い
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
「
い
み
じ
」
き
憎
し
み
の
言
動
を
見
せ
た
人
物
と
「
い

み
じ
き
よ
ろ
こ
び
」
を
表
明
し
た
人
物
と
の
対
照
と
見
て
も
よ
か
っ
た
ろ
う
。
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章
段
の
後
半
部
で
活
躍
し
て
い
る
の
は
宣
方
と
則
光
で
あ
る
が
、
人
々
が
清
少
納
言
を
賞
讃
し
た
次
第
を
す
ぐ
本
人
に
ご
注
進
に
走
る
こ
と
自
体
、
こ
の
二
人

の
素
直
で
人
の
よ
い
性
格
が
見
て
取
れ
る
。
両
者
の
単
純
で
善
良
な
人
物
造
型
と
斉
信
の
複
雑
で
屈
折
し
た
そ
れ
と
は
、
意
識
し
て
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
遅
れ
て
報
告
に
や
っ
て
き
た
則
光
に
は
間
の
抜
け
た
感
さ
え
あ
っ
た
。
だ
が
、
則
光
の
清
少
納
言
へ
の
言
葉
は
彼
の
真
摯
な
喜
び
を
伝

え
て
お
り
、
道
化
的
な
反
面
、
愛
す
べ
き
人
間
性
が
感
取
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う（

（
（

。
則
光
は
宣
方
の
伝
達
で
十
分
な
と
こ
ろ
を
、
重
ね
て
報
告
役
と
し
て

登
場
し
て
い
る
た
め
、
滑
稽
な
要
素
も
強
い
の
で
あ
る
。
こ
の
章
段
で
「
源
中
将
」（
一
三
八
頁
・
従
四
位
下
相
当
）
と
称
さ
れ
る
宣
方
は
、「
修
理
亮
」（
同
頁
・

従
五
位
下
相
当
）
と
さ
れ
る
則
光
よ
り
も
身
分
が
高
く
、「
頭
中
将
」
で
あ
る
斉
信
と
は
、
ほ
ぼ
互
角
の
位
置
に
あ
っ
た
。
身
分
の
劣
る
則
光
が
、
そ
の
分
、
道

化
の
役
を
背
負
い
が
ち
だ
っ
た
事
情
は
理
解
で
き
る
。
宣
方
は
斉
信
と
は
近
い
立
場
に
あ
り
、
そ
の
意
向
を
則
光
へ
橋
渡
し
す
る
役
目
な
の
で
あ
る
。

　

先
に
見
て
き
た
通
り
、
斉
信
は
清
少
納
言
と
い
う
一
介
の
女
房
の
悪
口
を
言
い
触
ら
す
こ
と
さ
え
辞
さ
な
い
男
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
む
ろ
ん
、
そ
ん
な
行

動
を
取
っ
た
真
意
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、
平
然
と
構
え
て
い
た
清
少
納
言
に
痺
れ
を
切
ら
し
、
次
に
漢
学
の
試
問
を
課
し
て
き
た
の
も
、
悪
口
を
言
い
ふ
ら
し

た
り
、
あ
か
ら
さ
ま
に
彼
女
を
無
視
し
た
り
す
る
態
度
と
は
一
貫
性
を
欠
く
行
動
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
不
自
然
な
動
き
は
、
清
少
納
言
に
近
づ
く
た
め
の
口
実
が

ほ
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
る
本
稿
の
推
測
と
矛
盾
し
な
い
だ
ろ
う
。「
す
ず
る
な
る
そ
ら
言
」
に
過
剰
な
反
応
を
示
し
て
、
清
少
納
言
の
出
方
を
伺
っ
た

と
す
る
臆
測
も
、
そ
の
見
方
の
一
環
に
あ
っ
た
。
つ
い
に
彼
女
は
悪
口
の
挑
発
に
乗
っ
て
こ
ず
、
処
置
に
困
っ
て
斉
信
は
漢
学
の
問
題
を
突
き
つ
け
て
き
た
経
緯

だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
よ
う
な
善
後
策
と
し
て
講
じ
た
漢
学
の
試
問
に
対
し
て
も
、
清
少
納
言
に
う
ま
く
か
わ
さ
れ
、
斉
信
は
立
つ
瀬
も
な
く
終
っ
た
。
右

の
よ
う
な
本
稿
の
推
測
に
従
え
ば
、
斉
信
は
万
策
尽
き
て
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
結
末
は
「
袖
の
几
帳
な
ど
も
取
り
捨
て
て
、
思
ひ
な
ほ
り
た

ま
ふ
め
り
し
」
と
締
め
括
ら
れ
る
。
か
つ
て
袖
の
几
帳
で
顔
を
覆
っ
て
清
少
納
言
を
無
視
し
た
態
度
も
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
斉
信
が
一
連
の
騒
動

に
決
着
を
つ
け
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
は
清
少
納
言
の
悪
口
を
言
い
触
ら
す
よ
う
な
行
為
も
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
七
八
段
は

こ
う
し
て
斉
信
と
の
和
解
が
匂
わ
さ
れ
て
終
わ
り
、
そ
の
流
れ
の
ま
ま
、
七
九
段
へ
と
繋
が
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

二　

七
九
段　

斉
信
の
来
訪

　

中
宮
は
梅
壺
よ
り
職
の
御
曹
司
に
移
ら
れ
た
も
の
の
、
清
少
納
言
だ
け
は
そ
の
ま
ま
梅
壺
に
残
っ
て
い
た
、
と
い
う
。
斉
信
は
そ
の
翌
日
、「
か
な
ら
ず
言
ふ



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
五
十
五
巻
（
二
〇
一
七
年
）

六
二

べ
き
事
」
が
あ
る
の
で
深
夜
に
来
訪
し
た
い
、
と
連
絡
を
よ
こ
し
た
。
実
は
、
七
八
段
と
七
九
段
の
間
に
は
一
年
の
空
白
が
あ
り
、
そ
れ
は
冒
頭
の
「
返
る
年
の
」

に
よ
っ
て
分
か
る
。
だ
が
、
同
時
に
、
そ
の
「
返
る
年
の
」
と
い
う
冒
頭
は
、
前
段
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
た
物
言
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。
七
九
段
が
ま
ず
「
返

る
年
の
二
月
二
十
余
日
」と
日
を
特
定
し
て
始
ま
る
こ
と
は
、こ
の
日
に
お
け
る
斉
信
と
の
交
流
を
話
題
と
す
る
こ
と
を
読
者
に
示
す
宣
言
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
。

七
八
段
で
は
ま
だ
斉
信
と
の
相
互
主
体
的
な
和
解
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が（
（1
（

、
そ
の
後
は
昵
懇
の
間
柄
が
続
い
て
い
た
。
斉
信
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
得
意
」

な
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う（
（（
（

。
そ
れ
が
一
年
経
っ
た
今
に
至
り
、
清
少
納
言
が
逐
一
警
戒
心
を
も
っ
て
対
応
す
る
態
度
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。

　

清
少
納
言
は
、
斉
信
か
ら
来
訪
の
旨
の
消
息
を
受
け
取
り
な
が
ら
、
一
度
は
そ
れ
を
無
視
し
て
い
る
。
下
女
に
指
示
も
伝
え
ず
局
を
留
守
に
し
て
、
翌
朝
も
ゆ
っ

く
り
と
起
床
し
、
斉
信
か
ら
再
度
の
伝
言
を
受
け
て
、
よ
う
や
く
面
会
を
承
知
す
る
と
い
う
調
子
で
あ
っ
た
。
面
会
の
場
所
に
関
し
て
も
、
斉
信
の
意
に
反
し
、

人
目
の
な
い
深
夜
の
局
と
い
う
申
し
入
れ
か
ら
、
白
昼
の
人
目
の
多
い
梅
壺
へ
と
時
間
と
場
所
を
変
え
て
指
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
斉
信
は
清
少
納
言
が
自

分
に
対
し
て
何
ら
か
の
含
み
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
悟
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
会
談
の
内
容
は
語
ら
れ
ず
じ
ま
い
だ
が
、
斉
信
の
言
葉
と
し
て
は
、「
職
へ
な
む
ま
ゐ
る
。
こ
と
づ
け
や
あ
る
。
い
つ
か
ま
ゐ
る
」
と
い
う
質
問
と
、
昨

夜
訪
問
し
た
際
の
下
女
の
応
対
へ
の
不
平
が
記
さ
れ
て
い
た
。

　
　

�「
さ
て
も
夜
べ
、明
か
し
も
果
て
で
、さ
り
と
も
か
ね
て
さ
言
ひ
し
か
ば
、待
つ
ら
む
と
て
、月
の
い
み
じ
う
明
か
き
に
西
の
京
と
い
ふ
所
よ
り
来
る
ま
ま
に
、

局
を
た
た
き
し
ほ
ど
、
か
ら
う
じ
て
寝
お
び
れ
起
き
た
り
し
け
し
き
、
い
ら
へ
の
は
し
た
な
き
」
な
ど
語
り
て
、
笑
ひ
た
ま
ふ
。「
む
げ
に
こ
そ
思
ひ
う
ん

じ
に
し
か
。
な
ど
さ
る
者
を
ば
置
き
た
る
」
と
の
た
ま
ふ
。
げ
に
さ
ぞ
あ
り
け
む
と
、
を
か
し
う
も
い
と
ほ
し
う
も
あ
り
。　
　
　
　

（
七
九
段
「
返
る
年
の
二
月
二
十
余
日
」
一
四
三
頁
）

　

七
九
段
は
斉
信
と
の
会
談
が
話
題
の
中
心
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
会
談
前
と
会
談
後
の
話
ば
か
り
で
、
本
題
だ
け
が
抜
け
落
ち
て
い
る（
（1
（

」
と
い
っ
た
形

を
と
る
。
あ
た
か
も
、「
何
を
話
し
た
か
は
言
え
な
い
。
け
ど
、
会
談
前
と
会
談
後
の
こ
と
を
書
く
か
ら
、
中
身
は
そ
こ
か
ら
想
像
し
て
頂
戴
」
と
で
も
言
っ
て

い
る
か
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。
描
か
れ
ざ
る
会
談
の
中
身
を
、
書
か
れ
た
記
述
か
ら
類
推
し
て
み
た
い
。

　

下
女
の
応
対
に
斉
信
は
不
平
を
言
っ
た
が
、
そ
の
矛
先
は
あ
く
ま
で
も
下
女
に
対
し
て
で
あ
っ
て
、
何
も
告
げ
ず
に
局
を
留
守
に
し
た
清
少
納
言
に
対
し
て
で

は
な
か
っ
た
。
斉
信
は
応
対
し
た
下
女
の
寝
ぼ
け
て
起
き
て
き
た
様
子
や
「
は
し
た
な
き
」「
い
ら
へ
」
か
ら
、
自
分
が
来
訪
す
る
旨
を
清
少
納
言
か
ら
知
ら
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
事
情
を
察
し
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
清
少
納
言
に
対
し
て
は
何
の
抗
議
め
い
た
こ
と
も
言
っ
て
い
な
い
。
斉
信
は
清
少
納
言
に
表
面
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的
な
こ
と
し
か
言
っ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
清
少
納
言
が
そ
れ
に
何
と
答
え
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
書
か
れ
て
い
る
の
は
、「
げ
に
さ
ぞ
あ
り
け
む
と
、
を
か
し
う
も
い
と
ほ
し
う
も
」
と

い
う
斉
信
に
対
す
る
他
人
行
儀
な
同
情
だ
け
で
、
そ
こ
に
は
冷
た
い
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
両
者
の
心
的
距
離
は
近
い
と
は
言
え
な
い
。

清
少
納
言
は
斉
信
の
美
し
い
容
姿
に
関
し
て
は
、「
ま
こ
と
に
絵
に
か
き
、
物
語
の
め
で
た
き
こ
と
に
言
ひ
た
る
、
こ
れ
に
こ
そ
は
と
ぞ
見
え
た
る
」
と
最
大
級

の
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
が
、
心
の
底
に
は
突
き
放
し
た
思
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
斉
信
の
方
も
ま
た
、
そ
れ
を
肌
で
感
じ
な
い
わ
け
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
空
気
の
中
で
、
斉
信
は
訪
問
の
目
的
の
核
心
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
会
談
は
表
面
的
な
話
に
終
始
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
斉
信
は
何
の
た
め
に
清
少
納
言
を
訪
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
夜
の
面
会
が
彼
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
あ
っ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
色
恋
沙

汰
が
目
的
と
も
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
昨
日
の
夜
、
鞍
馬
に
詣
で
た
り
し
に
、
今
宵
方
の
ふ
た
が
り
け
れ
ば
、
方
違
へ
に
な
む
行
く
。
ま
だ
明
け
ざ
ら
む
に
、

帰
り
ぬ
べ
し
。
か
な
ら
ず
言
ふ
べ
き
事
あ
り
。
い
た
う
た
た
か
せ
で
待
て
」
と
記
さ
れ
る
彼
の
事
務
的
な
消
息
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て

は
、
七
八
段
に
描
か
れ
た
こ
と
が
参
考
に
な
る
。
斉
信
は
、
あ
る
意
味
で
「
策
士
」
で
あ
っ
た
。
先
に
見
た
前
段
で
は
、
清
少
納
言
と
の
関
係
を
構
築
す
る
た
め

に
、
分
か
り
に
く
い
動
き
を
し
て
い
た
。
今
回
も
同
じ
く
何
ら
か
の
「
交
渉
」
を
目
的
と
し
た
訪
問
で
あ
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
こ
こ
で
言
う
「
交
渉
」
と
は
、

相
手
に
都
合
の
よ
さ
そ
う
な
条
件
を
提
示
し
て
譲
歩
や
協
力
を
迫
る
こ
と
で
あ
る
。「
か
な
ら
ず
言
ふ
べ
き
事
あ
り
」
と
い
う
、
斉
信
の
消
息
の
簡
潔
な
文
面
か

ら
は
、
清
少
納
言
に
対
し
て
何
ら
か
の
喫
緊
の
用
件
が
あ
っ
た
事
情
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
前
夜
の
清
少
納
言
か
ら
の
肩
透
か
し
か
ら
、
言
葉
で
説
得
す
る
自
信

を
失
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
斉
信
は
方
針
を
変
え
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

記
事
に
「
お
ほ
か
た
の
色
こ
と
な
る
こ
ろ
な
れ
ば
、
あ
る
か
な
き
か
な
る
薄
鈍
、
あ
は
ひ
も
見
え
ぬ
き
は
衣
な
ど
ば
か
り
あ
ま
た
あ
れ
ど
」
と
あ
る
（
一
四
三

頁
）。
清
少
納
言
は
こ
の
時
に
服
喪
中
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
稿
は
、
可
能
な
限
り
、
歴
史
事
実
と
作
品
内
容
と
を
突
き
合
わ
せ
な
い
立
場
で
あ
る
が
、
念

の
た
め
に
言
っ
て
お
け
ば
、
こ
の
章
段
は
中
関
白
藤
原
道
隆
の
薨
去
後
一
年
の
話
で
あ
っ
た
。
斉
信
は
、
清
少
納
言
が
喪
服
姿
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
色

鮮
や
か
な
装
束
で
現
れ
る
。

　
　

�

桜
の
綾
の
直
衣
の
、
い
み
じ
う
は
な
ば
な
と
、
裏
の
つ
や
な
ど
、
え
も
言
わ
は
ず
き
よ
ら
な
る
に
、
葡
萄
染
の
い
と
濃
き
指
貫
、
藤
の
折
枝
お
ど
ろ
お
ど
ろ

し
く
織
り
乱
り
て
、
紅
の
色
、
打
目
な
ど
か
が
や
く
ば
か
り
ぞ
見
ゆ
る
。
白
き
薄
色
な
ど
下
に
あ
ま
た
重
な
り
た
り
。　
　
　
　
　
　

（「
同
」
一
四
二
頁
）

　

清
少
納
言
に
己
を
見
せ
つ
け
、
圧
倒
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
透
視
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
斉
信
は
無
視
さ
れ
て
そ
れ
を
放
置
す
る
よ
う
な
男
で
は
な
い
。
そ
の
上
で
、
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斉
信
は
そ
の
装
束
に
よ
っ
て
清
少
納
言
に
、「
そ
ん
な
喪
服
に
や
つ
れ
て
い
な
い
で
、
こ
ち
ら
の
世
界
に
来
な
い
か
？
そ
こ
を
出
れ
ば
、
こ
ん
な
華
や
か
な
世
界

が
待
っ
て
い
る
の
だ
」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
そ
の
謂
い
は
、「
も
は
や
落
ち
目
の
中
関
白
家
を
見
限
り
、
左
の
大
殿
（
道

長
）
側
に
来
な
い
か
？
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
斉
信
は
言
葉
で
清
少
納
言
を
説
得
す
る
こ
と
を
諦
め
、
代
わ
り
に
華
美
な
衣
装
に
よ
っ
て
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と

し
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う（
（1
（

。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
清
少
納
言
は
、
若
や
か
な
ら
ぬ
自
分
の
容
姿
の
欠
点
を
散
々
あ
げ
つ
ら
っ
た
上
で
、「
つ
ゆ
の

映
え
も
見
え
ぬ
」
喪
服
の
自
分
を
「
物
ぞ
こ
な
ひ
に
く
ち
を
し
け
れ
」
と
し
て
、
物
語
の
主
人
公
の
よ
う
な
斉
信
の
対
面
相
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
位
置

付
け
た
。
そ
れ
は
斉
信
の
い
る
華
や
か
な
世
界
、
即
ち
道
長
側
に
は
行
く
気
が
な
い
と
い
う
こ
と
の
意
志
表
明
と
も
受
け
取
れ
よ
う
。
斉
信
は
思
う
よ
う
な
反
応

を
得
ら
れ
ず
、
ま
た
も
や
彼
の
策
は
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
双
方
身
体
表
現
に
と
ど
ま
り
、
言
葉
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
の
で
、
斉
信
は
次
段
に
お
い
て
再
度
清
少
納
言
に
接
近
を
試
み
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
は
次
段
の
斉
信
の
行
動
に
つ
な
が
っ
て
い

く
と
見
ら
れ
、
後
述
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
清
少
納
言
は
斉
信
の
装
束
に
強
く
関
心
を
寄
せ
た
ら
し
く
、
中
宮
に
対
し
て
も
、「
誰
も
見
つ
れ
ど
、
い
と
か
う
縫
ひ
た
る
糸
、
針
目
ま
で
や
は

見
と
ほ
し
つ
る
」
と
中
宮
が
仰
せ
に
な
る
程
、
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
た
様
子
を
報
告
し
て
い
る
（
一
四
五
頁
）。
そ
の
報
告
の
状
況
は
、「
御
前
に
人
々
い
と
お
ほ
く
、

上
人
な
ど
候
ひ
て
、
物
語
の
よ
き
あ
し
き
、
に
く
き
所
な
ん
ど
を
ぞ
定
め
言
ひ
そ
し
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
一
四
四
頁
）。『
新
編
』
の
頭
注
に
よ
れ
ば
、「
上
人
」

は
「
主
上
付
き
の
女
房
。
一
説
、
殿
上
人
」
で
あ
る
が
、
帝
に
近
い
人
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
人
物
が
居
合
わ
せ
た
こ
と
は
一
つ
の
要
点
に

違
い
な
い
。
清
少
納
言
が
こ
の
日
、
斉
信
と
面
会
し
て
い
た
こ
と
は
、
中
宮
付
き
の
女
房
ば
か
り
で
な
く
、
帝
に
近
い
存
在
の
「
上
人
」
も
直
接
耳
に
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
清
少
納
言
は
、
帝
に
対
し
て
も
斉
信
と
の
対
面
を
隠
す
つ
も
り
は
な
く
、
中
宮
に
も
堂
々
と
報
告
し
た
。
斉
信
と
の
会
談
が
不
発
に
終
わ
っ
た
も
の

と
見
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
だ
が
、
こ
こ
に
「
上
人
」
が
い
た
こ
と
が
次
な
る
八
〇
段
へ
の
橋
渡
し
に
な
っ
て
い
る
事
情
に
つ
い
て
も
、
注
意
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

三　

八
〇
段　

斉
信
と
の
絶
縁
と
則
光
と
の
別
離

　

七
九
段
は
、「
返
る
年
の
二
月
二
十
余
日
」
と
冒
頭
で
日
を
特
定
し
、
そ
の
日
の
斉
信
の
訪
問
に
つ
い
て
語
っ
た
。
次
の
八
〇
段
で
は
何
が
冒
頭
に
お
い
て
示
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さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

�
里
に
ま
か
で
た
る
に
、
殿
上
人
な
ど
の
来
る
を
も
、
や
す
か
ら
ず
ぞ
人
々
は
言
ひ
な
す
な
り
。
い
と
有
心
に
引
き
入
り
た
る
お
ぼ
え
、
は
た
な
け
れ
ば
、
さ

言
は
む
も
に
く
か
る
ま
じ
。
ま
た
昼
も
夜
も
来
る
人
を
、
何
し
に
か
は
な
し
と
も
、
か
か
や
き
か
へ
さ
む
。
ま
こ
と
に
む
つ
ま
し
う
な
ど
あ
ら
ぬ
も
、
さ
こ

そ
は
来
め
れ
。
あ
ま
り
う
る
さ
く
も
あ
れ
ば
、
こ
の
た
び
い
づ
く
と
な
べ
て
に
は
知
ら
せ
ず
、
左
中
将
経
房
の
君
、
済
政
の
君
な
ど
ば
か
り
ぞ
知
り
た
ま
へ

る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
〇
段
「
里
に
ま
か
で
た
る
に
」
一
四
五
～
一
四
六
頁
）

　

宮
中
を
下
が
っ
た
清
少
納
言
は
「
殿
上
人
」
の
訪
問
が
あ
っ
た
場
合
に
も
、
居
留
守
を
使
っ
て
恥
を
か
か
す
こ
と
は
潔
し
と
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
に
も
拘

わ
ら
ず
、
そ
れ
が
「
あ
ま
り
う
る
さ
」
い
た
め
に
、
今
回
の
滞
在
先
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
の
は
源
経
房
、
源
済
政
だ
け
だ
っ
た
。
右
の
引
用
の
文
脈
は
、「
殿
上

人
な
ど
の
～
さ
こ
そ
は
来
め
れ
」
と
い
う
主
義
主
張
と
、「
あ
ま
り
う
る
さ
く
も
あ
れ
ば
」
以
下
の
行
動
と
の
間
に
、
一
八
〇
度
の
論
理
の
転
換
が
窺
え
る
。
も

し
も
、
前
者
の
「
殿
上
人
な
ど
の
」
云
々
が
一
般
論
を
述
べ
た
も
の
だ
と
す
る
と
、
や
や
不
自
然
な
文
脈
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
関
係
が
あ
り
そ
う
な
の
が
、
引
用

以
後
の
文
章
で
あ
っ
た
。引
用
文
に
は
名
が
見
え
な
か
っ
た
が
、「
左
衛
門
尉
則
光
」も
滞
在
先
を
知
っ
て
い
た
一
人
だ
っ
た
と
お
ぼ
し
く
、清
少
納
言
の
許
へ
や
っ

て
来
て
い
る
（
一
四
六
頁
）。
そ
の
際
に
、
則
光
は
「
宰
相
の
中
将
」
か
ら
彼
女
の
居
場
所
を
教
え
ろ
と
し
つ
こ
く
聞
か
れ
た
事
情
を
耳
に
入
れ
る
。「
宰
相
の
中

将
」
は
斉
信
と
思
わ
れ
る
。
彼
も
居
場
所
を
教
え
て
も
ら
え
な
か
っ
た
一
人
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
点
が
先
の
不
自
然
な
文
脈
転
換
と
関
係
し
て
い

る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

な
ぜ
、
斉
信
は
居
場
所
を
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
作
品
の
一
三
七
段
「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
、
世
の
中
に
事
出
で
来
」
に
は
、「
左
の
大
殿

方
の
人
知
る
筋
に
て
あ
り
」
と
い
う
噂
に
よ
っ
て
、
清
少
納
言
が
周
囲
に
白
眼
視
さ
れ
、
長
期
の
里
居
に
追
い
込
ま
れ
た
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
。
清
少
納
言

が
「
左
の
大
殿
（
道
長
）」
の
周
辺
人
物
と
親
し
い
間
柄
に
あ
る
こ
と
を
仲
間
の
女
房
た
ち
に
咎
め
ら
れ
た
一
件
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
斉
信
と
の
関
係
を
指
す
も

の
と
見
ら
れ
て
い
る（
（1
（

。
配
列
上
、
一
三
七
段
は
こ
れ
よ
り
も
遥
か
後
方
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
右
の
引
用
文
の
「
左
中
将
経
房
の
君
」
が
「
右
中
将
」
と
な
っ
て

お
り
、
時
間
的
に
は
八
〇
段
よ
り
も
以
前
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
の
時
の
事
情
を
八
〇
段
が
引
き
ず
っ
て
い
る
可
能
性
は
低
く
な
い
。
先
に
眺
め
た
よ
う
に
、

八
〇
段
の
冒
頭
は
、
里
下
り
一
般
の
事
を
言
っ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
一
見
斉
信
と
は
関
係
が
な
い
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
、「
昼
も
夜
も

来
る
人
」
と
昼
も
夜
も
や
っ
て
来
る
人
物
に
、「
何
し
に
か
は
な
し
と
も
、
か
か
や
き
か
へ
さ
む
」
と
居
留
守
を
使
っ
て
恥
を
か
か
せ
ら
れ
な
い
と
言
う
の
で
あ

る
か
ら
、
広
く
一
般
に
対
す
る
態
度
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
素
直
に
見
て
、
こ
こ
に
は
七
九
段
「
返
る
年
の
二
月
二
十
余
日
」
の
斉
信
の
来
訪
を
想
起
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せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る（
（1
（

。

　

む
ろ
ん
、
八
〇
段
は
、
あ
く
ま
で
も
表
面
上
は
「
殿
上
人
」
の
訪
問
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
斉
信
の
訪
問
だ
と
明
記
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
斉
信
の
訪
問
が
語
ら
れ
た
七
九
段
は
前
段
で
あ
り
、
直
接
的
で
も
な
い
。
し
か
し
、
七
九
段
の
冒
頭
は
、
そ
の
前
の
七
八
段
の
内
容
を
受
け
、
そ
れ
が
読

み
の
方
向
性
を
示
す
指
標
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
と
同
じ
力
学
で
、
八
〇
段
冒
頭
も
前
段
と
絡
め
て
解
す
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
同
章
段
冒
頭
に

「
殿
上
人
な
ど
の
」
云
々
と
す
る
一
文
は
、
前
段
「
返
る
年
の
二
月
二
十
余
日
」
の
出
来
事
を
受
け
た
も
の
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
清
少
納
言
は
、
斉
信

に
居
場
所
を
教
え
る
の
は
や
ぶ
さ
か
で
な
い
が
、
そ
れ
で
は
「
あ
ま
り
う
る
さ
く
も
あ
」
る
の
で
、
今
回
は
教
え
る
対
象
に
し
な
か
っ
た
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
文

脈
の
不
自
然
も
解
消
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
章
段
は
密
接
な
連
関
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
円
滑
な
解
釈
が
可
能
に
な
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　

話
は
戻
る
が
、
前
段
の
七
九
段
に
お
い
て
、
清
少
納
言
は
斉
信
と
の
会
談
に
つ
い
て
中
宮
に
報
告
し
、
そ
の
場
に
「
上
人
」
が
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
臆

測
で
あ
る
が
、
こ
の
「
上
人
」
に
よ
っ
て
後
に
こ
れ
が
噂
と
し
て
流
さ
れ
、「
や
す
か
ら
ず
ぞ
人
々
は
言
ひ
な
す
な
り
」
と
い
う
状
況
に
つ
な
が
っ
た
可
能
性
は

な
い
か
。
八
〇
段
冒
頭
で
は
、「
ま
こ
と
に
む
つ
ま
し
う
な
ど
あ
ら
ぬ
も
、
さ
こ
そ
は
来
め
れ
」
と
あ
り
、
真
に
親
密
で
な
い
よ
う
な
人
も
、
頻
繁
に
や
っ
て
来

る
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
普
通
に
考
え
れ
ば
、
少
し
考
え
に
く
い
状
況
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
が
斉
信
の
こ
と
だ
と
し
た
ら
、
ど
う

か
。
斉
信
と
は
親
し
い
間
柄
な
が
ら
、
心
の
中
で
は
「
む
つ
ま
し
」
う
思
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
斉
信
に
対
す
る
心
的
な
遠
近
感
が
見
え
隠
れ
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
引
用
文
の
直
後
に
は
則
光
が
登
場
し
て
い
た
。
則
光
は
斉
信
の
家
司
と
見
な
さ
れ
て
い
た
人
物
だ
が
、
主
人
筋
の
斉
信
の
再
三
の
追
求

に
も
関
わ
ら
ず
、
清
少
納
言
の
滞
在
先
を
白
状
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
話
の
中
で
、
斉
信
に
嘘
を
つ
き
通
し
て
笑
い
を
こ
ら
え
る
の
が
大
変
で
、
則
光
が
台

盤
の
上
の
「
布
（
海
藻
）」
を
食
い
散
ら
か
し
て
ご
ま
か
し
た
事
件
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
（
一
四
七
頁
）。
数
日
後
、
則
光
は
再
び
斉
信
に
責
め
ら
れ
て
対
処
に
窮

し
、
清
少
納
言
の
許
へ
お
伺
い
を
立
て
て
く
る
。
清
少
納
言
は
、
そ
の
時
の
逸
話
に
ち
な
ん
で
海
藻
を
「
一
寸
ば
か
り
包
」
ん
で
贈
り
、
居
場
所
を
言
う
な
と
の

寓
意
を
籠
め
た
が
、
則
光
に
は
通
じ
ず
、
不
器
用
に
も
真
意
を
尋
ね
て
き
た
。
清
少
納
言
は
、「
か
づ
き
す
る
あ
ま
の
す
み
か
を
そ
こ
と
だ
に
ゆ
め
い
ふ
な
と
や

め
を
食
は
せ
け
む
」
と
和
歌
で
教
え
る
。
言
う
な
と
い
う
目
く
ば
せ
で
す
よ
、
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
で
あ
る
。
機
転
が
利
か
ず
、
お
お
ら
か
で
気
取
り
の
な
い

則
光
の
人
物
造
型
は
印
象
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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さ
ら
に
当
章
段
の
後
文
に
よ
れ
ば
、そ
れ
以
降
も
二
人
は
お
互
い
に
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
に
あ
っ
た
が
、「
何
と
も
な
く
て
、す
こ
し
仲
あ
し
う
な
」っ
た
、

と
い
う
。
理
由
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
則
光
は
「
便
な
き
こ
と
な
ど
侍
り
と
も
」「
よ
そ
に
て
は
さ
ぞ
と
は
見
た
ま
へ
」
と
和
解
を
望
む
手
紙
を
送
っ
て

き
た
。
昔
か
ら
「
お
の
れ
を
お
ぼ
さ
む
人
は
、
歌
を
な
む
よ
み
て
得
さ
す
ま
じ
き
。
す
べ
て
あ
た
か
た
き
と
な
む
思
ふ
」
と
和
歌
贈
答
を
拒
否
し
て
き
た
則
光
だ
っ

た
が
、
清
少
納
言
は
「
く
づ
れ
よ
る
い
も
せ
の
山
の
中
な
れ
ば
さ
ら
に
吉
野
の
川
と
だ
に
見
じ
」
と
あ
え
て
歌
を
送
り
つ
け
る
。
則
光
の
返
歌
は
な
か
っ
た
。
則

光
は
歌
が
苦
手
で
全
く
詠
め
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、『
金
葉
集
』
に
一
首
入
集
す
る
勅
撰
集
歌
人
だ
っ
た（
（1
（

。
そ
の
彼
を
全
く
の
歌
嫌
い
の
無
風
流
な
男
に

仕
立
て
た
の
は
、『
枕
草
子
』
の
作
品
固
有
の
認
識
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
で
触
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
則
光
は
斉
信
に
最
後
ま
で

口
を
割
ら
ず
清
少
納
言
に
誠
実
を
貫
い
た
が
、
や
が
て
叙
爵
し
て
遠
江
介
と
な
り
、
二
人
の
仲
は
絶
え
た
、
と
当
章
段
は
結
ば
れ
て
い
る
。

　
　
　

四　

斉
信
と
則
光

　

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
斉
信
の
姿
は
則
光
の
動
き
を
通
し
て
、
間
接
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
感
が
強
い
。
七
八
段
で
は
、
清
少
納
言
へ
の
報
告
者
が

宣
方
、
則
光
と
い
う
登
場
順
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
斉
信
と
の
関
係
性
の
濃
淡
が
鮮
明
化
し
て
い
っ
た
。
八
〇
段
冒
頭
は
、
七
九
段
を
受
け
つ
つ
、
斉

信
と
の
そ
の
後
の
関
係
を
語
る
内
容
を
予
告
す
る
書
き
ぶ
り
で
あ
っ
た
が
、
実
際
の
斉
信
は
人
の
会
話
中
に
そ
の
名
が
見
え
る
の
み
で
あ
り
、
清
少
納
言
と
の
絶

縁
も
直
接
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た（
（1
（

。
一
方
、
七
八
段
で
も
八
〇
段
で
も
、
則
光
は
単
に
斉
信
の
言
葉
や
そ
の
意
向
を
伝
え
る
存
在
な
の
に
、
そ
の
人
間
性
は

生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
特
色
と
三
章
段
の
主
役
た
る
べ
き
斉
信
を
描
く
こ
と
と
は
、
ど
う
関
わ
る
の
か
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、『
枕
草
子
』
に
描
か
れ
る
斉
信
と
則
光
は
そ
の
人
間
性
に
お
い
て
対
照
的
な
面
が
あ
る
。
斉
信
は
作
品
き
っ
て
の
雅
な
男
性
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
他
の
斉
信
登
場
章
段
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う（
（1
（

。
七
九
段
で
も
、
容
姿
が
物
語
の
主
人
公
の
よ
う
だ
と
絶
賛
さ
れ
、
ま
た
中
宮
方
に
参
上
し
た
際
、
や

は
り
才
女
と
し
て
名
高
い
宰
相
の
君
に
白
氏
文
集
の
詩
句
を
吟
誦
し
て
、
優
雅
に
応
じ
た
こ
と
が
人
々
に
賞
讃
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

賞
讃
の
対
象
が
あ
く
ま
で
も
容
姿
や
才
覚
で
あ
り
、
彼
の
人
間
性
に
つ
い
て
で
は
な
い
点
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
則
光
は
武
勇
の
誉
れ
の
高
い
剛
毅
な
男
性
だ
っ
た
ら
し
い
（『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
三
第
十
五
、
及
び
『
権
記
』
長
徳
四
年
十
一
月
八
日
条
な
ど
）。

し
か
し
、『
枕
草
子
』
で
は
明
ら
か
に
道
化
的
な
人
間
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
際
の
則
光
は
歌
を
詠
ま
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
歌
嫌
い
と
さ
れ
て
い
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六
八

る
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
っ
た
。
斉
信
は
手
の
込
ん
だ
動
き
を
す
る
男
で
、
清
少
納
言
に
近
づ
く
必
要
上
、
彼
女
の
悪
口
さ
え
公
言
し
て
憚
ら
な
い
人
物
と
し
て

描
か
れ
て
い
た
が
、
則
光
は
単
に
人
の
よ
い
純
朴
な
男
性
で
あ
っ
た
。
清
少
納
言
に
対
す
る
周
囲
の
称
賛
を
わ
が
喜
び
と
し
、
報
告
に
も
嘘
や
偽
り
を
交
え
ず
に

伝
え
て
い
る
。
嘘
偽
り
が
な
い
と
い
う
の
は
、
七
八
段
に
「
中
将
の
語
り
た
ま
ひ
つ
る
同
じ
事
を
言
ひ
て
」
と
あ
り
、
則
光
の
報
告
は
宣
方
の
そ
れ
と
同
じ
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
則
光
は
、
清
少
納
言
へ
の
人
々
の
賞
讃
を
尊
び
、
こ
れ
に
比
べ
た
ら
、
少
々
の
出
世
な
ど
何
で
も
な
い
と
ま
で
言
い
切
る
（
七
八
段
）。
ま
た
、

清
少
納
言
と
の
約
束
を
守
り
通
し
、
出
世
の
手
蔓
で
あ
る
は
ず
の
主
人
斉
信
の
再
三
の
要
求
に
も
応
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
（
八
〇
段
）。

　

七
八
段
に
「
こ
の
『
い
も
う
と
せ
う
と
』
と
い
ふ
事
は
、
上
ま
で
み
な
知
ろ
し
め
し
、
殿
上
に
も
、
司
の
名
を
ば
言
は
で
、
せ
う
と
と
ぞ
つ
け
ら
れ
た
る
」
と

あ
る
よ
う
に
、
清
少
納
言
と
則
光
は
元
夫
婦
の
関
係
で
あ
る
が
、「
い
も
う
と
」「
せ
う
と
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
た
の
は
有
名
な
話
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
柄

を
主
従
関
係
よ
り
大
事
に
す
る
則
光
は
、
断
じ
て
出
世
第
一
主
義
者
で
は
な
い
。

　

斉
信
は
、
作
中
で
「
過
ぎ
に
た
る
事
な
れ
ど
も
、
心
得
て
言
ふ
は
誰
も
を
か
し
き
中
に
、
女
な
ど
こ
そ
さ
や
う
の
物
忘
れ
は
せ
ね
、
男
は
さ
し
も
あ
ら
ず
。
よ

み
た
る
歌
な
ど
を
だ
に
な
ま
お
ぼ
え
な
る
も
の
を
、
ま
こ
と
に
を
か
し
」
と
評
さ
れ
て
い
る
（
一
五
五
段
「
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
」
二
八
五
頁
）。
些
細
な
こ
と

も
忘
れ
ず
に
、
注
意
深
い
造
型
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
則
光
は
、「
布
（
海
藻
）」
の
一
件
で
も
明
ら
か
だ
っ
た
よ
う
に
、
小
さ
な
こ
と
は
す
ぐ
に
忘
れ
て
し

ま
う
お
お
ら
か
な
人
柄
で
あ
っ
た
。
斉
信
は
機
転
が
利
く
。
そ
れ
は
一
二
九
段
「
故
殿
の
御
た
め
に
、
月
ご
と
の
十
日
」
の
折
に
合
っ
た
朗
詠
な
ど
に
も
端
的
に

伺
え
る
鮮
明
な
造
型
で
あ
っ
た
。
対
し
て
、
則
光
は
逆
で
あ
る
。
斉
信
は
身
分
が
高
く
漢
詩
文
の
朗
詠
に
優
れ
、
機
知
に
富
み
、
雅
で
複
雑
、
繊
細
、
陰
険
な
の

に
対
し
、
則
光
は
身
分
が
低
く
、
道
化
的
、
無
骨
、
歌
も
詠
ま
ず
無
風
流
、
単
純
で
義
に
篤
く
お
お
ら
か
で
闊
達
な
性
格
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
枕
草
子
』
の
斉
信
と
則
光
は
そ
の
人
間
性
が
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
対
照
的
な
の
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
は
、
斉
信
を
主
役
と
す
る
は
ず
の

当
該
の
三
章
段
の
う
ち
の
二
章
段
に
、
そ
れ
を
上
回
る
比
重
で
則
光
を
描
い
た
。
斉
信
と
対
照
的
な
則
光
の
姿
を
活
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
奥
に
則
光
と

は
ま
さ
に
対
極
に
あ
る
斉
信
を
透
か
し
見
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
人
と
正
反
対
の
則
光
を
描
く
こ
と
で
、
対
極
に
あ
る
斉
信
を
間
接
的
に
想
起

さ
せ
る
。「
ま
こ
と
に
を
か
し
」「
い
み
じ
う
め
で
た
し
」
と
賞
讃
さ
れ
る
斉
信
の
輪
郭
は
、
則
光
の
対
照
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
鮮
明
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
身
分
の
低
い
則
光
と
高
貴
な
身
分
の
斉
信
と
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
読
者
の
側
の
問
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
前
章
に
お
い
て
、
斉
信
に
つ
い
て
は
「
絶
縁
」
と
し
、
則
光
と
は
「
別
離
」
と
し
た
の
は
、
両
者
と
清
少
納
言
と
の
人
間
関
係
の
内
実
が
全
く
異
な
る
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こ
と
か
ら
、
別
れ
の
意
味
も
同
様
で
な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る（
（1
（

。
あ
る
い
は
、
斉
信
と
の
絶
縁
の
「
換
喩（
11
（

」
と
し
て
、
則
光
と
の
別
れ
が
脚
色
さ
れ
た
可
能

性
も
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
　

結
び

　

七
八
・
七
九
・
八
〇
段
は
、
斉
信
に
ま
つ
わ
る
事
柄
を
年
時
順
に
三
段
ま
と
め
て
読
む
こ
と
で
、
そ
の
連
関
性
か
ら
斉
信
の
人
物
造
型
が
鮮
明
に
浮
か
び
上
が

る
構
造
を
持
っ
て
い
た
。
七
八
段
で
は
斉
信
の
不
自
然
な
動
き
と
そ
れ
に
冷
静
に
対
処
す
る
清
少
納
言
の
姿
、
七
九
段
で
は
一
度
は
拒
否
さ
れ
た
も
の
の
、
再
び

色
鮮
や
か
で
豪
華
な
装
束
で
現
れ
る
が
、
そ
の
衣
装
に
は
喪
服
の
清
少
納
言
を
圧
倒
し
、
な
お
か
つ
離
反
を
勧
め
る
意
図
も
籠
め
ら
れ
て
い
た
。
八
〇
段
で
は

七
九
段
の
斉
信
と
の
交
流
の
た
め
に
里
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
清
少
納
言
を
め
ぐ
る
則
光
と
斉
信
が
、
そ
れ
ぞ
れ
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
た
。

　
『
枕
草
子
』
が
世
に
出
た
頃
、
現
実
社
会
の
斉
信
は
政
界
の
重
職
に
あ
っ
た
。
清
少
納
言
が
斉
信
を
い
か
に
描
く
か
は
人
々
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
清
少
納
言
に
し
て
み
れ
ば
、
斉
信
を
い
か
に
書
け
ば
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
慎
重
に
計
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

結
局
、選
択
さ
れ
た
の
が
、斉
信
と
全
く
人
と
な
り
が
対
照
的
な
則
光
を
描
く
こ
と
で
、そ
れ
と
対
極
に
位
置
す
る
斉
信
の
姿
を
透
か
し
見
せ
る
と
い
う
方
法
だ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
則
光
は
道
化
的
だ
が
雅
な
斉
信
を
対
照
化
す
る
存
在
で
あ
り
、
一
方
、
斉
信
は
讃
美
の
対
象
で
あ
り
つ
つ
も
則
光
の
対
照
と
し
て
相
対
化

さ
れ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
の
則
光
が
烏
滸
的
で
歌
嫌
い
と
い
う
造
型
な
の
も
、
斉
信
と
の
対
照
性
を
演
出
す
る
た
め
の
改
変
だ
と
さ
え
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
登
場
し
た
則
光
が
、
主
役
を
凌
ぐ
生
き
生
き
と
し
た
独
自
の
魅
力
を
放
つ
こ
と
に
な
る
の
も
、
書
き
手
に
と
っ
て
想
定
外
の
こ
と

で
は
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　

以
上
、『
枕
草
子
』
の
当
該
三
章
段
に
描
か
れ
た
斉
信
と
彼
の
策
を
常
に
か
わ
す
清
少
納
言
の
様
子
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
以
外
の
斉
信
の
関
わ
る

五
章
段
で
は
、
斉
信
は
単
に
雅
な
貴
公
子
と
い
う
印
象
が
強
い
が
、
そ
れ
は
清
少
納
言
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
1
）
当
論
の
『
枕
草
子
』
の
本
文
・
章
段
数
・
頁
数
は
、『
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館　

平
成
九
年
）
に
よ
る
。
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七
〇

（
2
） 

八
九
段
「
無
名
と
い
ふ
琵
琶
」・
一
二
三
段
「
は
し
た
な
き
も
の
」・
一
二
九
段
「
故
殿
の
御
た
め
に
、
月
ご
と
の
十
日
」・
一
五
五
段
「
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
」・
一
九
〇
段
「
心
に
く

き
も
の
」

（
3
） 
小
森
潔
氏
は
「
章
段
の
冒
頭
が
読
み
の
ベ
ク
ト
ル
を
指
示
す
る
コ
ー
ド
と
な
る
」
と
さ
れ
る
。「
枕
草
子
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
―
『
頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
嘘
言
を
聞
き
て
』
の
段

を
め
ぐ
っ
て
」（『
物
語　

そ
の
転
生
と
再
生
』
新
物
語
研
究
２　

有
精
堂　

平
成
六
年
）

（
4
） 

赤
間
恵
都
子
氏
は
「
斉
信
の
人
間
像
は
作
品
の
中
で
揺
れ
て
い
る
」（「
長
徳
二
年
の
章
段
に
つ
い
て
」『
枕
草
子
日
記
的
章
段
の
研
究
』
三
省
堂　

平
成
二
一
年
）
と
し
、
津
島
知
明
氏

は
斉
信
を
「『
長
徳
の
変
』
を
背
負
う
者
」
と
し
て
「〈
斉
信
と
の
交
友
の
物
語
〉
は
際
ど
く
も
美
し
く
屹
立
し
て
い
る
」（「『
頭
中
将
』
斉
信
、〈
記
憶
〉
を
託
さ
れ
た
男
」『
枕
草
子
論

究
』
翰
林
書
房　

平
成
二
六
年
）
と
し
、
三
田
村
雅
子
氏
は
七
九
段
に
つ
い
て
両
者
は
「
趣
味
恋
愛
」
の
関
係
に
あ
っ
た
と
さ
れ
つ
つ
、「
斉
信
の
外
見
の
み
を
描
く
文
体
に
は
斉
信
の

持
つ
美
貌
へ
の
讃
美
の
裏
に
、
政
治
的
計
算
へ
の
嫌
悪
が
巧
み
に
隠
蔽
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
」（「
枕
草
子
の
沈
黙
―
「
あ
は
れ
」
と
「
を
か
し
」
―
」『
枕
草
子
表
現
の
論
理
』
有

精
堂　

平
成
七
年
）
と
し
、
高
橋
由
記
氏
は
八
〇
段
で
斉
信
を
強
く
拒
絶
す
る
こ
と
か
ら
「
八
〇
段
に
こ
そ
、
清
少
納
言
の
真
の
斉
信
観
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
」（「『
枕
草
子
』
八
〇
段

に
関
す
る
疑
問
」『
大
妻
国
文
』
第
40
号　

平
成
二
一
年
三
月
）
と
す
る
。
な
お
、
斉
信
に
関
す
る
研
究
史
を
高
橋
氏
が
ま
と
め
て
い
る
。
此
処
に
は
そ
れ
以
後
の
論
考
に
つ
い
て
掲
げ

た
。

（
5
）
一
二
七
段
「
二
月
、
宮
の
司
に
」
に
「
則
光
、
な
り
や
す
な
ど
笑
ひ
て
や
み
に
し
事
を
」
と
あ
る
が
、
呼
称
の
み
な
の
で
こ
れ
に
つ
い
て
は
検
討
か
ら
除
外
す
る
。

（
6
） 

高
橋
由
記
氏
は
、
烏
滸
者
則
光
に
は
女
房
社
会
の
価
値
観
や
『
枕
草
子
』
の
執
筆
意
識
が
深
く
関
与
し
て
い
る
と
す
る
。
な
お
則
光
に
関
す
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
こ
の
論
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。「
橘
則
光
に
つ
い
て
―
『
枕
草
子
』
を
中
心
に
―
」（『
明
星
大
学
研
究
紀
要
―
日
本
文
化
学
部
―
言
語
文
化
学
科
』
一
五　

平
成
一
九

年
三
月
）

（
7
） 

七
九
段
に
も
「
心
と
き
め
き
」
の
用
例
が
あ
る
。「
局
は
引
き
も
や
あ
け
た
ま
は
む
と
、
心
と
き
め
き
、
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ば
」　

清
少
納
言
は
斉
信
を
警
戒
し
つ
つ
局
で
の
対
面
を
避

け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
も
よ
い
予
想
で
胸
が
ド
キ
ド
キ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

（
8
） 

岡
田
潔
氏
「
頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
き
き
て
」（『
女
子
聖
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
平
成
二
年
年
三
月
）。
な
お
、
萩
谷
朴
氏
『
枕
草
子
解
環
』
二　

七
十
七
段
の
論
説
に
詳
し

い
。

（
9
） 

藤
本
宗
利
氏
は
、
則
光
の
挿
話
は
、
純
朴
な
彼
の
人
と
な
り
を
描
く
た
め
で
、「
彼
の
武
勇
の
誉
れ
に
、
厚
み
を
加
え
る
も
の
」
だ
と
す
る
。「『
里
に
ま
か
で
た
る
に
』
段
の
本
質
―
橘

則
光
と
の
交
流
を
め
ぐ
っ
て
」（『
枕
草
子
研
究
』
風
間
書
房　

平
成
十
四
年
）



『
枕
草
子
』
藤
原
斉
信
を
め
ぐ
る
三
章
段

七
一

（
10
）
注
３
に
同
じ
。

（
11
） 
斉
信
は
「
か
ば
か
り
年
ご
ろ
に
な
り
ぬ
る
得
意
の
、
う
と
く
て
や
む
は
な
し
」（
一
二
九
段
「
故
殿
の
御
た
め
に
、
月
ご
と
の
十
日
」）
と
言
っ
て
い
る
。『
新
編
』
は
「
得
意
」
に
「
古

い
な
じ
み
・
ひ
い
き
」
と
頭
注
し
て
い
る
。

（
12
）
注
４
の
津
島
氏
の
論
文
。

（
13
） 

こ
の
衣
装
描
写
に
つ
い
て
、
田
畑
千
恵
子
氏
は
伊
周
へ
の
讃
美
が
斉
信
へ
と
移
行
し
、
宮
廷
讃
美
を
指
向
し
つ
つ
も
、
清
少
納
言
自
身
の
「
物
ぞ
こ
な
ひ
」
な
姿
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る

と
さ
れ
、
津
島
氏
は
「
居
心
地
の
悪
さ
を
も
た
ら
す
斉
信
の
め
で
た
さ
」
と
〈
私
〉
は
「
正
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
を
有
す
る
」
と
さ
れ
る
。
田
畑
千
恵
子
「
枕
草
子
『
か
へ
る
年
の
二
月

二
十
余
日
』
の
段
の
位
相
」（『
国
文
学
研
究
』
80　

昭
和
五
八
年
六
月
）
及
び
注
４
の
津
島
氏
の
論
文
。

（
14
）
注
４
の
三
田
村
論
文
。

（
15
） 

七
九
段
で
語
ら
れ
た
斉
信
の
訪
問
は
、
深
夜
、
翌
昼
の
二
度
と
な
り
、
昼
に
来
訪
し
た
そ
の
姿
は
「
ま
こ
と
に
絵
に
か
き
、
物
語
の
め
で
た
き
事
に
言
ひ
た
る
、
こ
れ
に
こ
そ
は
」
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
目
立
つ
服
装
で
は
、
居
留
守
を
使
っ
た
な
ら
、
ま
さ
に
恥
を
か
か
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
の
美
麗
な
斉
信
の
姿
は
人
目
を
引
き
（「『
こ
の

事
ど
も
よ
り
は
、
昼
斉
信
が
ま
ゐ
り
た
り
つ
る
を
見
ま
し
か
ば
、
い
か
に
め
で
ま
ど
は
し
と
こ
そ
お
ぼ
え
つ
れ
』
と
仰
せ
ら
る
る
に
、『
さ
て
、
ま
こ
と
に
常
よ
り
も
あ
ら
ま
ほ
し
う
こ

そ
』
な
ど
言
ふ
。
…
…
（
中
略
）
…
…
と
口
ず
さ
み
つ
る
こ
と
』
な
ど
、
か
し
が
ま
し
き
ま
で
言
ひ
し
こ
そ
、
を
か
し
か
り
し
か
」）
と
、
後
々
も
噂
に
な
っ
て
い
た
見
ら
れ
る
。

（
16
） 『
金
葉
集
（
二
度
本
）』
巻
六
・
別
部
（
三
奏
本
で
は
三
六
〇
番
歌
）

　
　
　
　
　
　
　

陸
奥
国
へ
ま
か
り
け
る
と
き
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
よ
り
み
や
こ
へ
つ
か
は
し
け
る
／
橘
則
光
朝
臣

　
　
　
　
　

わ
れ
ひ
と
り
い
そ
ぐ
と
お
も
ひ
し
あ
づ
ま
ぢ
に
か
き
ね
の
む
め
は
さ
き
だ
ち
に
け
り

　
　

 

則
光
が
『
枕
草
子
』
に
描
か
れ
る
程
、
歌
嫌
い
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
藤
本
一
恵
氏
「
橘
則
光
ゆ
か
り
の
人
た
ち
」（『
女
子
大
国
文
』
五
八　

昭
和
四
五
年
七
月
）、
後
藤
祥
子
氏
「
和

歌
生
活
―
女
歌
と
物
語
」（『
岩
波
講
座　

日
本
文
学
史
』
３
巻　

岩
波
書
店　

平
成
八
年
）、
高
橋
由
記
氏
（
注
６
の
論
）
等
が
論
じ
て
い
る
。

（
17
）
津
島
知
明
氏
は
「<

則
光
と
の
絶
縁>

は<

斉
信
と
の
訣
別>

の
換
喩
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
決
別
を
描
く
た
め
に
則
光
は
登
場
し
て
き
た
の
だ
」
と
す
る
。
注
４
の
津
島
氏
の
論
に
同
じ
。

（
18
）
注
２
に
挙
げ
た
各
章
段
。

（
19
） 

藤
本
宗
利
氏
（
注
９
）
は
清
少
納
言
の
歌
に
焦
点
を
当
て
「
表
層
的
な
拒
絶
の
態
度
と
は
裏
腹
に
、
則
光
と
の
交
流
を
、
せ
め
て
言
語
の
上
だ
け
で
も
確
立
し
よ
う
」
と
す
る
清
少
納

言
像
を
読
み
取
る
。
こ
れ
に
対
し
高
橋
由
記
氏
（
注
６
）
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
五
十
五
巻
（
二
〇
一
七
年
）

七
二

（
20
）
注
４
の
津
島
知
明
氏
の
論
。


