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上

野

辰

義

は
じ
め
に

一
、
宣
孝
と
い
う
男

二
、
「秋
ま
で
は
見
じ
」

三
、
「秋
の
気
色

に
世
は
な
り
に
け
り
」

四
、
宣
孝

の
死

五
、
死
を
乗
り
越
え
て

紫
式
部
と
藤
原
宣
孝
の
結
婚
生
活
の
軌
跡
を
、
紫
式
部
集
の

歌

の
理
解

に
新
見
を
加
え

つ
つ
、
追

っ
て
い
く
と
、
結
婚
後
ま

も
な
く
か
ら
宣
孝

の
夜
離
れ
が
生
じ
、
新
妻
紫
式
部
は
妻
の

一

人
と
し
て
位
置
を
ど
こ
に
定
め
た
ら
よ

い
の
か
戸
惑

っ
て
い
る

様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
夫

に
自
己
を
開
示
で
き
ぬ
ま
ま
に

宣
孝
と
の
齟
齬
は
深
ま

っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
紫
式
部
は
そ

れ
に
押
し

つ
ぶ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
夫
の
死
を
契
機
に
自

己
と
そ
の
境
遇
を
客
体
視
す
る
よ
う
に
な
り
、
生
命
的
活
力
を

源
氏
物
語
の
執
筆

に
繋
げ
て
い
っ
た
、

と
理
解
さ
れ
る
。



は
じ
め
に

源
氏
物
語
作
者
と
し
て
の
紫
式
部
に
と

っ
て
、
夫
と
な

っ
た
藤
原

宣
孝
は
彼
女
の
心
の
中
で
ど

の
よ
う
な
位
置
を
占
め
、
何
を
与
え
遺

し
た
男

で
あ

っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
中
古
の
歌
人

・
作
家
で
あ

る
紫
式
部
個
人
の
理
解

に
と

っ
て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
し
、
彼
女

の
代
表
作
源
氏
物
語
の
創
作
の
背
景
を
知
る
上
で
も
必
要
な
こ
と
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
を
、

つ
ま
り
、
紫
式
部
が
宣
孝
を
ど
の
よ
う
に
見
、

彼
と
ど

の
よ
う
な
共
通
め
時
間
を
過
ご
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
源
氏
物

語

の
執
筆
と
ど
う
繋
が

っ
て
い
っ
た
の
か
を
う
か
が
う
に
は
、
と
り

あ
え
ず

二
人

の
交
渉
に
ま
つ
わ
る
歌
を
集
め
て
あ
る
紫
式
部
集
を
み

る
し
か
な

い
。
だ
が
、
紫
式
部
集
は
、
源
氏
物
語
作
者
の
伝
記
資
料

と
し
て
、
他
の
私
家
集
と
く
ら
べ
て
こ
れ
ま
で
に
も
比
較
的
多
く
の

注
釈
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
紫
式
部
と
宣
孝
の
折
々
の

交
流

の
さ
ま
を
伝
え
る
歌
は
、
少
な

い
わ
け
で
は
な
い
が
、
か
と
い

っ
て
必
ず
し
も
多

い
わ
け
で
な
く
、
ま
た
和
歌
と
い
う
短
詩
型

の
文

芸
に
よ

っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
器
に
盛
ら
れ
た
抒
情

の
中
に
封
じ

込
め
ら
れ
て
い
る
詠
者

の
意
思
を
ど
の
よ
う
に
定
位
し
た
ら
よ
い
の

か
、
容
易

に
は
見
定
め
が
た
い
事
情
も
あ

っ
て
、
個
々
の
歌
の
理
解

に
は
人

に
よ

っ
て
少
な
か
ら
ぬ
振
幅
が
み
ら
れ
る
。
紫
式
部
集
の
歌

を
用
い
て
式
部
と
宣
孝

の
交
流
の
質
と
推
移
を
見
る
に
は
、
い
ま
だ

十
分
な
注
意
が
要
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
、紫
式
部
と
藤
原
宣
孝

の
交
渉
に
関
わ
る
諸　ユ

　

歌
を
、
実
践
女
子
大
本
を
底
本
と
す
る
新
編
国
歌
大
観
本
紫
式
部
集

に
よ

っ
て
、
そ
の
解
釈
を
含
め
て
適
宜
検
討

し
て
ゆ
き
、
そ
れ
を
と

お
し
て
、
源
氏
物
語
作
者
と
な

っ
た
紫
式
部

に
と

っ
て
の
夫
藤
原
宣

孝
と
過
ご
し
た
時
間

の
意
味
を
追
体
験
し
て
み
た
い
と
思
う
。

紫
式
部
と
宣
孝
の
接
触

の
開
始
を
う
か
が
う
資
料
と
し
て
は
、
紫

式
部
集
4

・
5
番
歌

(新
編
国
歌
大
観
本

の
歌
番
号
、
以
下
同
じ
)

の
方
違
え
に
ま

つ
わ
る
朝
顔

の
贈
答
を
そ
れ
と
す
る
理
解
も
あ
る
が
、

相
手
の
男
を
宣
孝
と
特
定
す
る
決
め
手
は
な
く
、
断
定
は
で
き
な

い
。

し
か
し
、
長
徳
二
年

(九
九
六
)
越
前
守
と
な

っ
た
父
為
時
と
と
も

に
紫
式
部
が
京
を
離
れ
る
以
前
、
十
年
も
の
間
散
位
で
あ

っ
た
為
時

の
邸
に
、
方
違
え
で
訪
れ
る
よ
う
な
男
は
か
な
り
身
近
な
人
物

で
あ

っ
た
ろ
う
か
ら
、
為
時
と
は
母
方

の
従
兄
弟

の
息
子
と
い
う

一
族
の

男
で
あ
り
、
花
山
朝

に
蔵
人
と
し
て
と
も
に
務
め
、
具
平
親
王
を
介

し
て
も
結
び

つ
い
て
い
た
宣
孝
は
、
そ
の
当

人
と
し
て
十
分
な
可
能

性
を
持
つ
。
こ
の
時

の
方
違
え
で
来
訪
し
た
男
が
、
女
二
人

の
寝
室

に
侵
入
し
た
ら
し
く
、
式
部
が
翌
朝
朝
顔
に
ま
つ
わ
る
歌
の
贈
答
を

男
と
行

っ
た
と
い
う
体
験
と
歌
は
、
後

に
源
氏
物
語
の
帚
木

・
空
蝉

・
夕
顔
諸
巻
の
構
想
や
、
空
蝉

・
夕
顔

・
朝
顔
宮

・
宇
治
の
大
君
な

ぞ
　

ど
の
造
形

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、
こ
の
事
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件
が
紫
式
部
に
と

っ
て
重
要
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、

こ
の
男
が
可
能
性
は
あ

っ
て
も
宣
孝
と
断
定
は
で
き
な

い
以
上
、
こ

の
男
が
宣
孝
で
あ

っ
た
場
合

の
こ
と
と
し
て
、

い
ま
は
式
部

の
意
識

を
み
て
お
く
。
こ
の
と
き
、
紫
式
部
は
翌
朝
自
分

か
ら
男
に
贈
歌
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
式
部
に
し
て
み
れ
ば
、
宣
孝
は
女
か
ら

も
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
る
よ
う
な
気
楽
な
構
え
で
行
動
す
る
こ
と
が

で
き
る
近
親

の
男
と
し
て
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
宣
孝

に
関
わ

り
を
持

つ
こ
と
を
も
拒
む
よ
う
な
嫌
悪

の
情
を
式
部
が
抱
い

て
は
い
な
か

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
以
後
、
二
人
が
懸
想
文

を
交
わ

す
よ
う
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
時
の
体
験
は
、

式
部
に
と

っ
て
宣
孝
に
個
別
的
な
関
心
を
抱

い
て
い
く
十
分
な
き

っ

か
け
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

宣
孝

は
、
長
徳
二
年
越
前
に
下

っ
た
紫
式
部

の
も
と
に
も
求
婚
の

文
を
贈

っ
て
き
て
、
そ
の
後
も
幾
度
と
な
く
手
紙
を
よ
こ
す
が
、
式

部
は
そ
の
た
び
に
強

い
調
子
の
拒
否
の
歌

(28
～
31
番
歌
)
を
返
し

て
い
る
。
歌
の
調
子
は
強
い
が
、
こ
の
時
期

の
交
流
は
、
い
ま
だ
双

方
の
出

を
う
か
が
う
小
手
調

べ
の
段
階
で
、
歌
の
交
わ
し
方
も
こ
の

時
期
の
常
套
的
な
範
囲
の
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
そ
れ
ら
の

ど
の
歌

が
交
わ
さ
れ
た
時
期
な
の
か
、
長
徳
三

・
四
年
こ
ろ
式
部
は

父
と
別

れ
て
帰
京
し
、
宣
孝
が
式
部
の
京

の
邸
宅
を
訪
れ
て
直
接
結

婚
を
訴

え
る
よ
う

に
な
り
、
二
人
の
問
に
は
次
第
に
実
際
の
結
婚
を

意
識
す
る
よ
う
な
親
密
さ
が
形
成
さ
れ
る
に
至

っ
た
よ
う
だ
。
次

の

贈
答
は
、
そ
の
よ
う
な
段
階

の
も
の
。

人
の

83
け
ち
か
く
て
誰
も
心
は
見
え
に
け
む
こ
と
は
隔
て
ぬ
契
り
と
も

が
な

返
し

84
隔
て
じ
と
な
ら
ひ
し
ほ
ど
に
夏
衣
薄
き
心
を
ま
つ
知
ら
れ
ぬ
る

以
下
、
歌

の
贈
答
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
二
人
の
交
際
の
具
体
を
み

て
み
よ
う
。
83
番
歌
の

「
け
ち
か
く
て
」
・
「
こ
と
は
」
に
つ
い
て
は

以
前
に
諸
説
あ

っ
た
が
、
山
本
利
達
新
潮
日
本
古
典
集
成
本

(以
下
、

『集
成
』
と
称
す
)
が
、
「人
づ
て
で
な
く
話
す
よ
う
に
な

っ
て
」
・

「同
じ
事
な
ら
」
と
訳
し
て
以
後
の
諸
注

に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
こ
れ
で
よ
い
よ
う
だ
が
、
源
氏
物
語
の

「け
ち
か
く
て
」

の
例
を
見
る
と
、
こ
れ
は
ま
ず
物
理
的
な
身
近
さ
を
基
盤
と
す
る
語

句
で
あ

っ
て
、
「心
理
的
に
は
隔

て
な
く
親

し
い
情
態
」

(木
船
重
昭

『紫
式
部
集

の
解
釈
と
論
考
』
、
以
下

『解
釈
と
論
考
』
と
称
す
)

と
な
る
の
は
そ
の
結
果
と
み
る
べ
き
と
思
わ
れ
、
ま
た
次
の
よ
う
な

例
も
あ
る
の
で
、
双
方
が

「人
づ
て
で
な
く
話
す
よ
う
に
な

っ
て
」

と
明
確

に
断
定
す
る
の
も
正
確
で
は
な
い
。

「
(中
将
は
浮
舟
に
)

い
と
こ
と
多
く
恨
み
て
、
「御
声
も
聞
き

は
べ
ら
じ
。
た
ゴ
、
け
近
く
て
、
聞
こ
え
む
事
を
、
聞
き
に
く

し
と
も
い
か
に
と
も
思
し
こ
と
わ
れ
」

と
、
よ
う
つ

に
言
ひ
わ

び
て
、

(源
氏
物
語

・
手
習
)
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つ
ま
り
、
83
番
歌
は
、
そ
れ
ま
で
の
文
通
か
ら
進
ん
で
式
部
と
直

対
し
て

こ
と
ぼ
を
交
わ
す
よ
う
に
な
り
、
相
手
に
対
す
る
お
互
い
の

気
持
が
直
に
理
解

で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
こ
と
を
受
け
て
、
宣

孝
が
結
婚
を

一
段
と
迫

っ
た
も
の
な

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ

に
対
し
、
紫
式
部
は
84
番
歌
で
、
自
分
の
方
は
宣
孝
に
既
に

距
離
を
置
か
ぬ
対
応
を
心
が
け
て
き
た
う
ち
に
、
確

か
に
宣
孝

の
言

う
よ
う

に
宣
孝

の
薄
い
愛
情
が
理
解
さ
れ
て
し
ま

っ
た
、
と
反
発
し

て
い
る

の
だ
が
、
こ
の
反
発
の
真
意
は
ど
の
よ
う
に
解
し
た
ら
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
、
諸
注
に
言
及
を
ほ
と

ん
ど
見

な

い
が
、
そ
の
中

で
は
、
南
波
浩

『紫
式
部
集
全
評
釈
』

(以
下
、
『全
評
釈
』
と
称
す
)
が
、
「薄

き
心
を
ま
つ
知
ら
れ

ぬ

る
」
は
、
詰
問
で
も
反
撥
で
も
な
く
、
恋

の
贈
答
歌
に
お
け
る
常
套

的
な
表

現
で
、
式
部
の

「
心
ば

へ
」
(趣
向
)
を
示
し
て

い
る
と
と

も
に
、
宣
孝
の
式
部

へ
の
愛
情
が
薄

い
こ
と
が
わ
か

っ
た
の
で
、

「
『だ

か
ら
も

っ
と
、
深
い
心
を
示
し
て
ほ
し

い
』
と

い
う
甘
え
の

表
明
と
も
な

っ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

も

っ
と
も
氏
は
、
こ
う
理
解
さ
れ
る
前
提
と
し
て
、
式
部
の
歌

に
あ

る

「隔

て
じ
と
な
ら
ひ
し
」

の
表
現
か
ら
、
彼
女
が
宣
孝
に
か
な
り

の
好
意
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
を
説
か
れ
る
の
だ
が
、

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
式
部
が
返
歌
を

「夏
衣
」

の
語
で
組
立
て
た

こ
と
が
、
氏

の
い
う

「甘
え
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「夏
衣
」
と
い
う
語
は
次

の
歌
の
よ
う
に
、
早
く
か
ら

「
う
す
し

(薄
)L
「
ひ
と

へ

(偏

・
一
重
)
」
「
な
る

(馴
)」
と
結
び

つ
く
の

だ
が
、嬋

の
羽
の
ひ
と

へ
に
う
す
き
夏
衣
な
れ
ば
よ
り
な
む
物

に
や
は

あ
ら
ぬ

(古

今
集

・
雑
体

・
躬
恒
)

相
手
の

「う
す
き
心
」
を
嘆
く
歌
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
と
同
時
に
、

夏
衣
う
す
き
な
が
ら
ぞ
頼
ま
る
る
ひ
と

へ
な
る
し
も
身

に
近
け

れ
ぼ

(古

今
六
帖

・
二

・
夏
衣
)

夏
衣
う
す
き
袂
を
頼
む
か
な
祈
る
心
の
か
く
れ
な
け
れ
ば

(為
頼
集
)

身
に
近
き
名
を
頼
む
と
も
夏
衣
き
の
ふ
着

か
へ
て
き
た
ら
ま
し

か
ば

(実
方
集
)

と
、
薄
い
な
が
ら
に
、
ま
た
肌
身

に
近

い
こ
と
を
頼
り
に
し
た
り
も

す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
次

の
元
真
集
の
贈
答
も
、
男
女
が
通
じ
合

う
前

の
も
の
だ
が
、
女
は
男
を
拒
否
す
る
と

い
う
よ
り
、
身
を
許
し

た
後

の
男
の
愛
情

に
対
す
る
不
安
を
訴
え
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

卯
月

の
つ
い
た
ち
に
、
い
ま
だ
よ
そ
な
る
を
む
な
に

今
日
よ
り
は
き
て
も
す
ぎ

て
も
夏
衣
見
る
よ
り
う
す
き
心
と
や

み
む

か

へ
し

か
け
て
だ
に
い
ふ
こ
そ
う
け
れ
夏
衣
あ
る
よ
り
ま
さ
む
う
す
さ

と
思

へ
ば

(元
真
集
)

こ
の
よ
う
に
、
紫
式
部
は
、
宣
孝
歌
の

「
け
ち
か
く
て
」
「
心
は
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見
え
」
「
隔
て
ぬ
」
な
ど
の
言
葉
か
ら
、
折
し
も
夏

の
季
節

で
あ

っ

た
ゆ
え

「夏
衣
」
を
想
起
し
て
こ
の
語

で
返
歌
を
組
み
立
て
、

こ
れ

ま
で
の
交
際

で
お
互

い
の
気
持
は
理
解

で
き
た
か
ら
結
婚
を
し
よ
う

と
い
う

宣
孝

に
対
し
て
、
男

の
愛
情

へ
の
不
安
を
伝
え
、
「男
心
の

瀬
踏
み
」
(『全
評
釈
』
)
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
紫
式
部
が
宣
孝

と
の
結
婚

に
そ
れ
な
り
に
前
向
き
で
あ
る
の
は
疑
い
な

い
。

こ
の
よ
う
に
、
紫
式
部
は
、
越
前

に
下
向
す
る
以
前
か
ら
求
婚
が

始
ま

っ
て
い
た
宣
孝
と
の
文
通

・
交
際
を
経
て
、
次
第
に
宣
孝
と
の

結
婚
を
具
体
的
に
考
え
る
よ
う

に
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
宣
孝
は
、

周
知

の
ご
と
く
、
紫
式
部
よ
り
二
十
歳
ほ
ど
も
年
長
で
、
既
に
何
人

も
の
女

と
結
婚
し
て
紫
式
部
と
同
年
代
の
子
も
持
ち
、
し
か
も
、
式

部

へ
の
求
婚
と
同
時
期
に
近
江
守
の
娘
に
も
懸
想
し
て
い
る
と
い
う
、

初
婚

の
相
手
と
し
て
は
考
慮
す
べ
き
点
の
多

い
男
で
あ

っ
た
。
で
あ

る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
紫
式
部
が
、
藤
原
宣
孝
と
の
結
婚
を
受
け
入
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
事
情
を
考
え
て
み
る
と
、
先
に
も
言
及
し
た
よ
う

に
、
式

部
と
宣
孝
と
は
又
従
兄
弟
同
士
で
、
父
為
時
と
宣
孝
は
花
山

朝

の
蔵

人

・
具
平
親
王
の
家
司
同
士
と
い
う
身
近
さ
が
大
き
な
力
と

　ヨ
　

は
な

っ
た
ろ
う
が
、

一
人

の
男
と
し
て
は
、
既
に
説
か
れ
て
い
る
よ

う

に
、
宣
孝
は
、
醍
醐
天
皇

の
外
戚
右
大
臣
定
方
の
孫
故
権
中
納
言

藤
原
為
輔
の
子
で
、
式
部
と
の
結
婚
が
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
長
徳

四
年
夏

以
降
ご
ろ
は
右
衛
門
権
佐

(長
徳
四
年
八
月
兼
大
和
守
)
、

天
元
五
年
こ
ろ
か
ら
日
記
も
書
き
止
め
、
四
十
歳
代

に
な

っ
て
も
賀

茂
祭
な
ど
の
舞
人
を
務
め
る
と
い
う
、
家
格

・
官
僚
と
し
て
の
有
能

さ
や
華
や
か
さ
な
ど
を
持
ち
あ
わ
せ
て
お
り
、
任
官
も
思
う
よ
う
に

い
か
ぬ
父
為
時

の
娘
で
晩
婚
と
い
う

べ
き
紫
式
部
の
結
婚
相
手
と
し

て
は
、
ま
ず
申
し
分
の
な
い
男
だ

っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
が
大
き
く

作
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
推
測
す
る
し

か
な

い
が
、
枕
草
子
あ

は
れ
な
る
も
の
段
の
金
峯
山
寺
詣
で
や
、
紫
式
部
集
31
番
歌
に
み
え

る
朱
に
よ
る
血
涙
擬
装
の
手
紙
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
性
格

の
豪
放
さ

も
、
紫
式
部
は
お
そ
ら
く
気

に
入

っ
て
い
た

の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
二
人
の
間
に
は
、
紫
式
部
の
手
紙
を
宣
孝
が
お
そ
ら
く
他

の
女
に
み
せ
る
と
い
う
次

の
よ
う
な
騒
動
も
あ

っ
た
。

文
散
ら
し
け
り
と
聞
き
て
、
「
あ
り
し
文
ど
も
取
り
集
め
て
お

こ
せ
ず
は
、
返
り
ご
と
書
か
じ
」
と
、
言
葉
に
て
の
み
い
ひ
や

り
け
れ
ば
、
皆
お
こ
す
と
て
、

い
み
じ
く
怨
じ
た
り
け
れ
ば
、

睦
月
十
日
ば
か
り
の
こ
と
な
り
け
り

う
す
ら
ひ

32
閉
ぢ
た
り
し
上
の
薄
氷
解
け
な
が
ら
さ
は
絶
え
ね
と
や
山
の
下

水

す
か
さ
れ
て
、

い
と
暗
う
な
り
た

る
に
、
お
こ
せ
た
る

33
こ
ち
風
に
解
く
る
ば

か
り
を
底
見
ゆ
る
石
間
の
水
は
絶
え
ば
絶

え
な
む

「今
は
も

の
も
聞
え
じ
」
と
腹
立

ち
た
れ
ば
、
笑
ひ
て
、

返
し

34
言
ひ
絶
え
ば
さ
こ
そ
は
絶
え
め
な
に
か
そ
の
み
は
ら
の
池
を
つ

65



つ
み
し
も
せ
む

夜
中
ば
か
り
に
、
ま
た

35
た
け
か
ら
ぬ
人
か
ず
な
み
は
わ
き
か

へ
り
み
は
ら
の
池
に
立
て

ど
か
ひ
な
し

こ
の

一
連
の
贈
答
歌
は
、
32
番
歌
の

「薄
氷
解
け
な
が
ら
」
が
結

婚
し
た
仲
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
と
し
て
、
結
婚
後
の
も
の
と
す

る
説
が
多

い
が
、
安
藤
重
和
氏
は
、
次
の
歌
を
示
し
て
こ
の
表
現
が

必
ず
し
も
結
婚
を
意
味
し
な

い
と
さ
れ
、

は
じ
め
て
女
の
も
と
に
春
立

つ
日
つ
か
は
し
け
る

藤
原
能
通
朝
臣

年
経

つ
る
山
下
水

の
う
す
ご
ほ
り
け
ふ
春
風
に
う
ち
も
と
け
な

ん

(後
拾
遺
集

・
恋

一
)

ま
た
、

こ
の
贈
答
で
は
文
通
関
係

の
用
語
に
終
始
し
、
宣
孝
が
文
通

中
止
の
圧
力
を
か
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
事
件
は
ま
だ
文
通
の

み
で

「通

い
」
が
成
立
し
て
い
な
い
段
階
の
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ

　　
　

う
と
い
わ
れ
た

(『経
緯
』)
。
そ

の
後
、
伊
藤
博
氏
も

「式
部

の
強

気
な
姿
勢
や
、
隠
れ
た
交
情
を
示
す
歌
語

「
山
の
下
水
」
な
ど
、
結

婚
前
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
」

(新
日
本
古
曲
ハ文
学
大
系
本
注
、

以
下

『新
大
系
』
と
称
す
)
と
さ
れ
て
い
る
。
妥
当
な
見
解
と
す

べ

き
で
あ

る
。

そ
も

そ
も
、
そ
れ
ま
で
の
交
わ
し
た
手
紙
を
全
て
集
め
て
相
手
に

返
す
と

い
う
行
為
は
、

二
人
の
交
際
が
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
と
繋
が

っ

　ゑ

て
い
た
。

右

の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
す
ま
ず

な
り
に
け
れ
ぼ
、
か
の

昔
お
こ
せ
た
り
け
る
ふ
み
ど
も
を
と
り
集
め
て
返
す
と
て
、

よ
み
て
お
く
り
け
る

典
侍
藤
原

よ
る
か
の
朝
臣

頼
め
こ
し
こ
と
の
葉

い
ま
は
か
へ
し
て
む
わ
が
身
ふ
る
れ
ば
お

き
ど
こ
ろ
な
し

(古
今
集

・
恋
四
)

(元
良
親
王
が
、
女
宮
と
結
婚
し
た
の
で
)
さ
き
ざ
き
か

よ
は
せ
給
ひ
け
る
御
文
と
て
も
、
今
は
返
し
奉
れ
給
ふ
と

て
、

(京
極
)
御
息
所

や
れ
ば
を
し
や
ら
ね
ば
人
に
見
え
ぬ
べ
し
な
く
な
く
も
な
ほ
返

す
ま
さ
れ
り

(元
良
親
王
集
)

言
ひ
わ
た
り
し
女
の
と
み
に
き
し
げ
も
な
か
り
し
か
ば
、

文
返
し
得
て
ん
と
言
ひ
つ
か
は
し

て

い
ひ
そ
め
し
こ
と
の
葉
い
か
が
な
り
に
け
む
吹
き
返
さ
な
ん
秋

の
山
風

(兼
澄
集
)

(「
つ
つ
む
こ
と
あ
り
て
え
あ
は

ぬ
女
」
に
)
ふ
み
ば

か

り
を
通
は
せ
ば
、
か
ひ
も
な
し
、
そ
の
文
と
り
集
め
て
返

せ
、
と
申
し
た
れ
ば
、
返
す
と
て

か
づ
ら
き
の
神
の
あ
つ
む
る
い
と
な
れ
や
も
の
思
は
じ
と
な
り

に
け
る
か
な

(為
信
集
)

こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
紫
式
部
が

「
あ
り
し
文
ど
も
取
り
集
め
て

お
こ
せ
ず
は
、
返
り
ご
と
書
か
じ
と
、
言
葉

に
て
の
み
い
ひ
や
」

っ
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た
り
、
宣
孝
が

「皆
お
こ
す
と
て
、
い
み
じ
く
怨
じ
た
り
」
し
た
背

景
に
は
、
二
人
の
こ
れ
ま
で
の
交
際
の
破
局
も
可
能
態
と
し
て
見
通

さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
が
、
二
人
の
結
婚
後

の
こ
と
な

ら
ば
、
見
通
さ
れ
る
破
局
で
世
間
的
に
傷

つ
く
の
は
紫
式
部
の
方
で

あ
る
。
手
紙
を
夫
が
散
ら
し
た
な
ど
と
い
う

の
は
、
妻
の
側
か
ら
の

離
婚
の
理
由

に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
。
伊
藤
氏
の
い
わ

れ
る
よ
う

に
結
婚
前
で
あ

っ
て
こ
そ
、
式
部
は
宣
孝
に
強

い
態
度
に

出
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
求
婚
し
続
け
て
き
て
そ
の
成
就
が

目
前
に
な
り
な
が
ら
、
こ
の

一
件

に
よ

っ
て
そ
の
努
力
も
水

の
泡
と

な
り
か
ね
な
い
事
態

に
陥

っ
た
宣
孝
は
、
「夜
中
ぼ

か
り
に
」
な

っ

て
で
も

「
み
は
ら
の
池

に
立
て
ど
か
ひ
な
し
」
と
折
れ
て
関
係
修
復

を
志
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

安
藤
氏
は
、
こ
の
事
件
の
起
こ

っ
た
年
を
、
詞
書
や
歌

に
み
え
る
、

薄
氷
が

「
こ
ち
風
に
解
く
る
」
「睦
月
十
日
ば
か
り

の
こ
と
な
り
」

と
い
う
点
か
ら
、
立
春
が
正
月
十
日
ご
ろ
に
あ
た

っ
た
年
を
調
べ
ら

れ
、
正
月
九
日
に
立
春
と
な

っ
た
長
徳
二
年
と
さ
れ
た

(
『経
緯
』
)。

紫
式
部
が
越
前

に
下

っ
た
と
み
ら
れ
る
年
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

お
そ
ら
く
前
年

に
筑
前
守
の
任
を
終
え
て
帰
京
し
た
と
見
ら
れ
る
宣

孝
は
、
間
な
く
紫
式
部

に
求
婚
し
始
め
、
翌
年
正
月
に
は
紫
式
部
と

結
婚
後

の
事
件
と
見
間
違
う
ほ
ど
に
う
ち
解
け
た
文
散
ら
し
騒
動
を

起
し
た
こ
と
に
な
る
。
紫
式
部
は
こ
の
年
の
夏
ご
ろ
越
前

に
下
向
し
、

一
・
二
回
の
冬
を
過
ご
し
て
長
徳
三
年
秋
冬
か
同
四
年
春
頃
帰
京
し
、

以
後
長
保
元
年

(九
九
九
)
に
か
け
て
宣
孝

と
結
婚
し
た
と
み
ら
れ

る
か
ら
、
そ
う
し
た
結
婚
ま
で
の
長

い
期
間
を
考
え
る
と
、
こ
の
宣

孝
と
の
痴
話
喧
嘩
め
い
た
騒
動
は
、
長
徳

二
年
の
春
と
す
る
に
は
や

や
早

い
印
象
が
あ
る
。
騒
動
は
35
番

の
宣
孝
が
式
部
に
頭
を
下
げ

て

折
れ
た
歌
で
終
わ

っ
て
お
り
、
そ
れ
に
関
す

る
式
部
の
対
応
は
示
さ

れ
て
い
な
い
が
、
34
番

の
詞
書

「笑
ひ
て
、
返
し
」

か
ら
も
窺
え
る

よ
う
に
、
式
部
は
余
裕
を
も

っ
て
駄
々
子

の
よ
う
な
宣
孝
を
あ
し
ら

っ
て
お
り
、
折
れ
て
き
た
彼
を
受
け
入
れ
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
ま

で
二
人
の
理
解
が
深
ま
り
な
が
ら
、
そ
の
後
式
部
が
結
婚
を
先
送
り

し
て
越
前
に
下
る
の
は
、
彼
女
の
年
令
を
考
え
て
も
よ
ほ
ど
の
事
情

を
想
定
し
な
い
限
り
考
え
に
く
い
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
騒
動
の
歌
群

の
後
に
、
紫
式
部
集
で
、
宣
孝
と
の
結
婚
後

の
三
月
三
日
ご
ろ
、
桃

と
桜
の
花
を
と
り
あ
げ
て
夫
婦
愛
の
あ
り
方

に
関
わ
る
と
み
ら
れ
る

贈
答
歌

(36

・
37
番
歌
、
後
掲
)
が
位
置
し

て
い
る
の
を
み
て
も
、

こ
の
文
散
ら
し
騒
動
は
、
結
婚
間
近

の
年

の
春
の
こ
と
か
と
思
わ
れ

る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
も
う

一
度
立
春
が
正
月
十
日
ご
ろ
に
あ
た

っ
た
年
を
調
べ
る
と
、
安
藤
氏
は
長
徳
四
年

の
立
春

の
日
ま
で
し
か

示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
長
徳
五
年

(正
月
十
三
日
、
長
保
に
改
元
)

も
正
月
十
二
日
が
立
春
で

(『日
本
暦
日
総
覧
具
注
暦
篇
古
代
後
期

2
』
に
よ
る
)
、
条
件

に
適
う
よ
う

に
思
う
。
こ
の
日
の
方
が
先

に

示
し
た
諸
状
況
と
も
よ
く
合
う
。
こ
の
騒
動
を
長
徳
五
年

(長
保
元

年
)
正
月
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
83

・
84
番

の
贈
答
歌
の
交
わ
さ
れ
た
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時
期
は
前
年
の
夏
と
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
く
る
。

こ
う
し
て
、
紫
式
部
は
、
交
際
時
代
に
宣
孝
に
関
し
て
多
少
の
不

安
や
不
満
を
経
験
し
な
が
ら
も
結
婚
し
た
。
そ
れ
は
、
完
全
無
欠

の

夫
と
し
て
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
宣
孝
を
総
体
的
に
は
自
分
の
夫
と

し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
男
性
で
あ
る
と
、
式
部
が
納
得
し
て
結
婚
し

た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
宣
孝
の
ど
の
よ
う

な
点
を
認
め
て
夫
と
し
て
受
け
入
れ
た
の
か
と

い
う
と
、
そ
れ
は
も

う
当
人

の
心
内
の
こ
と
と
し
て
不
明
と
し
か
言

い
よ
う
が
な

い
が
、

既
に
二
十
歳
を
何
歳

か
過
ぎ
て
当
時
の
通
常

の
婚
期
を
逸
し
て
い
た

式
部
と
し
て
は
、
先

に
も
述

べ
た
よ
う

に
血
縁

・
環
境
的
身
近
さ
、

家
格

・
身
分
関
係

の
適
当
性
、
風
貌

・
性
格

の
華
や
か
さ

・
磊
落
さ

な
ど
に
惹
か
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
中
流
貴
族
の
家
の
娘
で
、
側
聞
す

る
結
婚

制
度
の
荒
波

の
中
に
不
可
避
的
に
身
を
投
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
立

場
の
女
で
あ
る
な
ら
ば
、
長
期

に
わ
た
る
引

い
て
は
突
き
返

す

一
筋

縄
に
は
い
か
な
い
自
分
と
の
か
け
ひ
き
に
耐
え
て
式
部
に
付

き
随

っ
て
き
た
、
二
十
歳
ほ
ど
の
年
長
で
、
女
性
関
係
の
経
験
豊
富

な
男
に
、
妻
の

一
人
と
し
て
後
れ
て
参
入
す
る
こ
と
に
、
あ
る
種

の

気
楽
さ
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
と
将
来
に
対
す
る

女
と
し

て
の
責
任

の
身
軽
さ
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
。
若
い
情
熱

に
　
　
　

突
き
動
か
さ
れ
て
の

一
途
な
結
婚
と
は
、
な
か
な
か
に
思
い
が
た
い
。

二

紫
式
部
と
宣
孝

に
は
、
結
婚
当
日
か
ら
三
日
目
頃
ま
で
の
歌
は
、

伝
わ

っ
て
い
な

い
。
蜻
蛉
日
記

に
載
る
道
綱

母
と
兼
家
の
場
合

(結

婚
当
日
と
三
日
目
)
の
よ
う
な
、
ま
た

元
輔
が
む
ご
に
な
り
て
、
あ
し
た

に

藤
原
実
方
朝
臣

時

の
ま
も
心
は
そ
ら
に
な
る
も
の
を

い
か
で
す
ぐ
し
し
昔
な
る

ら
む

(拾
遺
集

・
恋
四
)

の
よ
う
な
例
も
あ
る
か
ら
、
彼
ら
が
そ
れ
を
歌
わ
な
か
っ
た
と
は
考

え
に
く
い
。
だ
が
、
何
ら
か
の
事
情
で
現
家
集

に
は
伝
わ

っ
て
い
な

い
。
ま
た
、
新
婚
期
間
の
歌
と
思
わ
れ
る
も

の
も
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、

唯

一
、
以
下
の
贈
答
が
そ
れ
に
当
る
可
能
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

桜
を
瓶
に
挿
し
て
見
る
に
、
取
り
も
あ

へ
ず
散
り
け
れ
ば
、

桃
の
花
を
見
や
り
て

36
折
り
て
見
ば
近
ま
さ
り
せ
よ
桃
の
花
思

ひ
ぐ
ま
な
き
桜
惜
し
ま

じ

返
し
、
人

37
も
も
と

い
ふ
名
も
あ
る
も
の
を
時
の
ま

に
散
る
桜
に
も
思
ひ
お

と
さ
じ

こ
の
贈
答
に
は
、
桃
を
式
部

に
、
桜
を
他

の
宣
孝
の
妻

に
喩
え
て
、

式
部

へ
の
愛
を
望
み
、
応
え
た
も
の
と
の
解

釈
が
あ
る
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
、
「折
り
て
見
ば
」
と
仮
定
条
件

に
な

っ
て
い
て
比
喩

な

ら
結
婚
前
に
な
る
は
ず

(『全
評
釈
』)
、
「
居
り
て
見
ば
」

の
懸
け
詞
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で
夫
の
来
訪
を
促
し
て
い
る

(『解
釈
と
論
考
』)
、
「
散
る
桜
に
も
思

ひ
お
と

さ
じ
」
が
、
桃
に
喩
え
ら
れ
る
式
部
を
見
下
す
こ
と
に
な
る

(重
松
信
弘

『紫
式
部
と
源
氏
物
語
』)
、
な
ど
の
表
現
の
不
審
か
ら
、

寓
意
を
読
み
と
ら
ず
、
桜
と
桃
に
対
す
る
態
度
如
何
を
媒
介
と
し
た

二
人
の
心
の
交
流
を
顕
示
し
た
も
の
と
す
る
見
方
も
あ
る
し
、
そ
れ

ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
や
は
り
桃

の
よ
う
に

「
近
ま
さ
り
」
で
あ

り
た
い
と
い
う
式
部
の
願
望
を
確
認
す
る
説
も
あ
る

(鈴
木
日
出
男

・
小
町
谷
照
彦

・
秋
山
虔
他

「紫
式
部
集
全
歌
評
釈
」
『国
文
学
』
、

昭
和
五
十
七
年
十
月
。
以
下

『全
歌
評
釈
』
と
称
す
)。
37
番
歌

の

詞
書

に

「人
」

の
な
い
古
本
系
本
文
の
存
在
か
ら
も
、
必
ず
し
も
宣

孝
と
の
贈
答
と
も
断
定
で
き
な
い
が
、
彼
と
の
贈
答

で
あ

る
な
ら
ば
、

二
人
に
も

「春
爛
漫
に
包
み
こ
ま
れ
た
夫
婦
団
欒

の

一
齣
」

(『全
歌

評
釈
』
)

が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
贈
答
歌
を
除
け
ぼ
、
結
婚
後
の
歌
と
み
ら
れ
る
も
の
の
ほ
と

ん
ど
は
、
な
か
な
か
来
ぬ
夫
を
待
ち
わ
び
た
り
、
恨
ん
だ
り
し
て
い

　　
　

る
も

の
ば

か
り
で
あ
る
。
92
番
か
ら
95
番
の
歌
群

(陽
明
文
庫
本

で

は
83
番

か
ら
86
番
)
と
、
鵬
番
か
ら
m
番

の
歌
群

(陽
明
文
庫
本

で

は
鵬
番

か
ら
鵬
番
)
で
あ
る
。

92
番

か
ら
95
番

の
歌
群
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

な
に
の
を
り
に
か
、
人
の
返
り
ご
と
に

92
入
る
方
は
さ
や
か
な
り
け
る
月
影
を
う
は
の
空

に
も
待
ち
し
宵

か
な

返
し

93
さ
し
て
ゆ
く
山
の
端
も
み
な
か
き
曇
り
心
も
そ
ら
に
消
え
し
月

影

ま
た
同
じ
す
ぢ
、
九
月
月
明
き
夜

94
お
ほ
か
た
の
秋
の
あ
は
れ
を
思
ひ
や
れ
月
に
心
は
あ
く
が
れ
ぬ

と
も

六
月
ば
か
り
、
撫
子
の
花
を
見
て

95
垣
ほ
荒
れ
さ
び
し
さ
ま
さ
る
床
夏
に
露
置
き
添
は
む
秋
ま
で
は

見
じ

92
番
歌
の

「
入
る
方
」
は
夫

の
夜
の
訪
問
先

で
あ
る
他
の
妻
を
さ

す
。
式
部
よ
り
下
等
の
愛
人
な
ど
で
あ

っ
た
ら
穏
や
か
に

「
う
は
の

空
に
も
待
ち
し
」
と
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

月
を
歌
材
に
し
た
歌
で
、

夫
と
他
の
女
と
の
関
係
を
詠
ん
だ
歌
は
、
他

に
蜻
蛉
日
記
の
次

の
歌

ぐ
ら
い
し
か
ま
だ
見
い
だ
せ
て
い
な
い
が
、

寝
待
の
月
の
、
山
の
は
出
つ
る
ほ
ど
に
、
出

で
む
と
す
る
け
し

き
あ
り
。
さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
き
夜
か
な
と
思
ふ
け
し
き
や
見

え
け
む
、
「
と
ま
り
ぬ
べ
き
こ
と
あ
ら
ば
」
な
ど

い
へ
ど
、
さ

し
も
お
ぼ
え
ね
ば
、

い
か
ゴ
せ
ん
山
の
端
に
だ
に
と
ゴ
ま
ら
で
心
も
空
に
出

で

む
月
を
ば

か

へ
し
、

ひ
さ
か
た
の
空
に
心
の
出
つ
と

い

へ
ば
か
げ

は
そ
こ
に
も
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と
ま
る
べ
き
か
な

と

て
、
と
ゴ
ま
り
に
け
り
。(蜻

蛉
日
記
上
巻

・
天
徳
元
年
八
月
)

こ
こ
で
は
、
道
綱
母
は
、
夜

の
更
け
て
き
た
頃
、
他

の
女
の
も
と
に

行
こ
う
と
し
て
道
綱
母
に
そ
の
意
向
伺

い
を
し
て
き
た
兼
家
に
、
皮

肉
を
交

え
て
兼
家
自
身
の
判
断
を
迫

っ
た

「
い
か
ゴ
せ
ん
」
の
歌
を

詠
む
こ
と
で
、
夫
の
外
出
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
拾
遺

集
の
、
同
様

に
本
妻

に
他
の
女

へ
の
外
出
を
引
き
止
め
ら
れ
た
景
明

の
述
懐

の
歌
と
あ
わ
せ
見
て
も
、
道
綱
母
が
夫

に
対
し
て
か
な
り
の

強
制
力
を
行
使
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

女

の
も
と
に
ま
か
り
け
る
を
、
も
と
の
め
の
制
し
侍
け
れ

ば

源
景
明

風
を

い
た
み
思
は
ぬ
方
に
泊
り
す
る
海
人
の
小
舟
も
か
く
や
わ

ぶ
ら
ん

(拾
遺
集

・
恋
五
)

道
綱
母
は
、
こ
の
他
に
も
、
町
の
小
路

の
女
の
存
在
を
知

っ
た
後
、

来
訪
し

た
兼
家
を
家

に
入
れ
ず
に
帰
し
、
翌
朝
、
「歎
き

つ
〉
独
り

寝
る
夜

の
あ
く
る
ま
は
い
か
に
久
し
き
も
の
と
か
は
知
る
」
の
歌
を

贈
る
な
ど
、
他

の
妻
に
足
を
向
け
る
夫
に
対
し
て
激
し
く
直
接
的
な

感
情
を
歌
に
し
て
兼
家
に
訴
え
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
他
の
妻
と
の

競
合
に
よ

っ
て
起
こ
る
恨
み
や
苦
悩
を
夫

に
訴
え
る
や
り
方
と
し
て

は
、
道

綱
母
の
よ
う
に
夫
に
直
接
的
に
感
情
を
投
げ

つ
け
る
形
の
他

に
も
、

以
下
の
よ
う
に
最
終
的

に
は
贈
答
さ
れ
た
り
し
て
夫
に
伝
達

さ
れ
た
可
能
性
を
十
分
持
ち
な
が
ら
も
、
ま
ず
は
自
分
の
現
在
の
境

遇
を
自
ら
嘆
い
て
み
せ
る
よ
う
な
間
接
的
な
感
情

の
表
現
方
法
も
あ

っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
、
世
の
妻

の
、
あ

る
い
は
嫡
妻
以
外
の
妻

の
、
夫

へ
の
あ
る
べ
か
し
い
恨
み
方
で
あ

っ
た
よ
う

に
思
う
。

兼
輔
朝
臣
に
逢

ひ
は
じ
め
て
、
常

に
し
も
逢
は
ざ
り
け
る

ほ
ど
に

清
正
が
母

ふ
り
と
け
ぬ
君
が
雪
げ

の
雫
ゆ
ゑ
袂

に
と
け
ぬ
氷
し
に
け
り

(後
撰
集

・
恋

二
)

御
殿
ゐ
し
給

へ
り
け
る
夜
、

い
か
な
る
こ
と
か
あ
り
け
む
、

御
方
を
過
ぎ

つ
つ
、
異
御
方
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
れ
ば

か
つ
見

つ
つ
影
離
れ
ゆ
く
水

の
お
も
に
か
く
数
な
ら
ぬ
身
を
い

か
に
せ
む

(斎
宮
女
御
集
)

だ
が
、
紫
式
部
の
92
番
歌
は
、
こ
の
よ
う
な
あ
る
べ
か
し

い
恨
み
方

よ
り
も
さ
ら
に
穏
や
か
で
受
動
的
な
姿
勢
を

み
せ
て
い
る
。
清
正
の

母

の
よ
う
に
夫
の
仕
業

に
涙
さ
せ
ら
れ
た
と
訴
え
る
こ
と
も
せ
ず
、

斎
宮
女
御
の
よ
う
に
わ
が
身
の
処
置

に
困
惑
し
て
い
る
と
嘆
く
わ
け

で
も
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
行
く
先

の
は

っ
き
り
わ
か

っ
て
い
る

夫
の
来
訪
を
茫
然
と
待

っ
て
い
た
と
い
う
の
だ
か
ら
。
こ
う
し
た
姿

勢
は
94
番
歌
に
も
共
通
し
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
「思

ひ
や
れ
」
と

夫
に
直
接
訴
え
て
い
る
も

の
の
、
そ
の
対

象
は

「
お
ほ
か
た

の
秋

(飽
き
)

の
あ
は
れ
」
に
す
ぎ
な
い
。
紫
式

部
個
人
の
立
場
に
限
定

さ
れ
ず
、
男
に
飽
き
ら
れ
た
女

一
般
の
悲
哀

を
理
解
せ
よ
と
い
う
の
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で
あ
る
。
そ
こ
で
は
式
部
個
人
の
悲
哀
は
男
か
ら
飽
き
ら
れ
た
女

一

般

の
中

に
拡
散
し
て
い
る
。
宣
孝
に
す
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
厄
介
な

対
応

の
さ
れ
方
だ
が
、
式
部
個
人

へ
の
責
任
は
軽
減
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
夫

に
対
し
て
自
分
の
思

い
を
直
接
に
訴
え

ら
れ
ず
嘆
け
ず

に
い
る
紫
式
部
は
、
結
婚
後
も
何
ら
か
の
枠
に
自
分

を
は
め
込
ん
で
い
て
、
夫

の
前
で
弱

い
自
分
を
含
め
た
自
分

の
全
て

を
さ
ら

け
出
せ
ず
投
げ
出
せ
ず
に
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
う
で

あ

っ
た
可
能
性
は
、
皿
番
歌
か
ら
も
う
か
が
え
る

(後
述
)
。

こ
う

し
た
式
部
の
、
夫

に
対
す
る
訴
え
の
穏
や
か
さ
は
、
以
後
の

歌
に
は
明
確

に
は
見
ら
れ
な

い
。
こ
の
92

・
94
番
歌
で
は
な
ぜ
そ
う

な
の
か
を
考
え
る
と
、
こ
の
二
首

に
共
通
す
る
、
「
入
る
方
」
「月
」

と
い
う
語

で
歌
中
に
明
示
さ
れ
て
い
る
、
式
部
に
対
立
す
る
他
の
妻

の
存
在

が
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
だ
。
い
わ
ば
歌
の
成
立
環
境
で
は

な
く
、
歌
自
体
の
中

に
夫
婦
の
三
角
関
係
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ

と
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
対
立
す
る
女
性
は
、
「入
る
方
は
さ
や
か

な
り
け
る
」
・
「月
に
心
は
あ
く
が
れ
ぬ
と
も
」
と
、
式
部
が

「う
は

の
空

に
待
」

っ
た
り

「飽
き
の
あ
は
れ
」
を
体
験
さ
せ
ら
れ
て
も
、

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
し
か
仕
様

の
な
い
よ
う
な
存
在
と
し
て
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
女
、
若
く
美
し
い
女
性
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
既
に

言
わ
れ

て
も

い
る
が
、
少
な
く
と
も
紫
式
部
が
、
自
分
と
比
較
し
て

そ
の
存
在
を
認
め
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で
な
い
価
値
の
あ
る
女
な
の
で

あ
ろ
う
。
具
体
的
に
誰
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

宣
孝
の
妻
と
し
て
は
尊
卑
分
脈

に
、
紫
式
部
以
外
に
藤
原
顯
猷
女

・
平
季
明
女

・
藤
原
朝
成
女
の
三
人
が
記
さ
れ
て
い
る
。
長
男
隆
光

は
天
延
元
年

(九
七
三
)
生
ま
れ
な

の
で

(三
巻
本
枕
草
子
勘
物
)、

母
顯
猷
女
が
仮
に
二
十
歳
で
出
産
し
た
と
す
る
と
、
彼
女
は
天
暦
八

年

(九
五
四
)
ご
ろ

の
生
ま
れ
と
な
る
。
次

男
頼
宣

は
長
和

五
年

(
一
〇

一
六
)
当
時
蔵
人

(左
経
記
同
年
四
月
二
十
七
日
条
)
で
あ

　　
　

る
か
ら
、
角
田
文
衛
氏
の
仮
定
に
従

っ
て
こ

の
時
四
十
歳
と
す
る
と
、

彼
は
貞
元
二
年

(九
七
七
)

の
生
ま
れ
と
な
る
。
彼
の
母
季
明
女
は
、

顯
猷
女
の
場
合
と
同
様

に
仮
定
し
て
み
る

と
、
天
徳
二
年

(九
五

八
)
生
ま
れ
と
な
る
。
朝
成
女
の
生
ん
だ
四
男
隆
佐
、
五
男
明
懐
の

う
ち
、
四
男
隆
佐
は
寛
和
元
年

(九
八
五
)

生
ま
れ
で

(『公
卿
補

任
』)
、
朝
成
は
天
延
二
年

(九
七
四
)
に
五
十
八
歳
で
薨
じ
て
い
る

か
ら
、
朝
成
女
は
そ
の
こ
ろ
以
前
の
生
ま
れ
と
な
る
が
、
朝
成
や
隆

佐
の
年
令
を
考
慮
す
れ
ば
、
生
年
は
顯
猷
女
や
季
明
女

に
近
づ
く
。

こ
の
よ
う
に
紫
式
部
以
外
の
、
宣
孝

の
知
ら
れ
る
妻
た
ち
の
年
令

を
推
定
し
て
み
る
と
、
朝
成
女
が
場
合

に
よ

っ
て
は
紫
式
部
と
ほ
ぼ

同
年
齢
と
な
り
う
る
も
の
の
、
他
は
十
歳
以
上
年
長
か
と
み
ら
れ
る
。

夫
宣
孝
と
同
年
齢

・
年
長
の
者
が

い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
彼
女

ら
が
、
紫
式
部
の
結
婚
当
初
生
存
し
て
い
た

か
は
不
明
だ
が
、
92

・

94
番
歌
に

「
入
る
方
」
「月
」
と
い
う
語

で
比
喩
さ
れ
る
他

の
妻
と

し
て
は
、
若
く
美
し
い
と
い
う
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
三
人

は
想
定
が
む
ず
か
し
い
と
い
う

べ
き
だ
ろ
う
。
嫡
妻
あ
る
い
は
本
妻
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と
い
う
点
か
ら
な
ら
ば
、
身
分
的

に
も
朝
成
女
な
ど
可
能
性
が
あ
ろ

う
が
、

不
明
で
あ
る
。
「入
る
方
は
さ
や
か
な
り
」

・

「
月
に
心
は

あ
く
が
」
る
な
ど
か
ら
推
量
さ
れ
る
美
し
い
女
性
と
い
う
こ
と
に
こ

だ
わ
る
な
ら
ば
、
29
番
歌
の
詞
書

「近
江
守

の
女
懸
想
す
と
聞
く

人
」

に
あ
る
よ
う
な
、
彼
女
ら
以
外

の
全
く
別

の
女
性
が
当
時

い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
紫
式
部
は
92

・
94
番
歌

に
言
及
さ
れ
る
女
性
の
存
在

を
無
視

せ
ず
、
宣
孝
の
妻
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る

(
い
わ
ゆ
る
人

目
を
忍

ぶ
愛
人
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
)。
そ
う
し
た
複
数

の
妻

の

存
在
を
認
め
、
そ
の

一
人
と
し
て
の
自
分

の
優
遇
を
過
度

に
主
張
し

て
は
い
な

い
の
で
あ
る
。
「
お
ほ
か
た
の
秋

(飽
き
)
の
あ
は
れ
を

思
ひ
や
れ
」
な
ど
の
句
か
ら
は
、
自
分
を
さ
ら
け
出
せ
ず

に
そ
う
し

た
結
婚
制
度
下
に
お
け
る
、
夫

の
妻

へ
の
望
ま
し
い
思

い
や
り
を
乞

い
求
め
て
い
る
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
二
首
で
、
夫

に
対
す
る

訴
え
が
穏
や
か
で
受
け
身
的
で
あ
る
の
は
、
こ
の
何
ら
か
の
価
値
を

認
め
る
女
性

へ
の
顧
慮
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
結
婚
制
度
自
体

へ
の

あ
る
高
次
の
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

『全
評
釈
』
は
、
「
お
ほ
か
た
の
秋

の
あ

は
れ
を
思
ひ
や
れ
」
と

詠

い
出

し
た
こ
と
に
関
し
て
、
「
こ
れ
こ
そ
は
、

一
夫
多
妻

の
王
朝

社
会

に
生
き
る
女
性
た
ち
の
共
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
王
朝

社
会

の
実
相
で
あ
る
こ
と
を
、
自
覚
し
た
こ
と
だ
ろ
う
」
(四
九
八

頁
)
と

い
う
が
、
そ
の
自
覚

の
得
ら
れ
た
の
は
い
つ
の
時
点
で
あ

っ

た
か
が
、
問
題
に
は
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
他

の
妻
の
存
在

に
も
言
及

す
る
92

・
94
番
歌
の
成
立
時
に

つ
い
て
、

『経
緯
』
は
、
続
く
95
番

歌
が
、
宣
孝
が
生
存
中
で
娘
賢
子
が
既
に
誕
生
し
て
い
る
年

の
六
月

の
歌
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
成
立
年
は
長
保
二
年
し
か
な
い
と
し
て
、

そ
の
前
に
置
か
れ
た
94
番
歌
の
九
月
は
長
保

元
年

の
も
の
と
し
、
92

番
歌
も
ほ
ぼ
同
時
期
の
成
立
と
す
る
。
歌
群
内

の
時
間
的
配
列
を
想

定
し
て
の
も
の
だ
が
、
95
番
歌
は
と
も
か
く

と
し
て
、
他
の
妻

の
存

在
に
言
及
す
る
92
～
94
番
の
三
首
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
成

立
の
時
期
を
断
定
し
が
た
い
だ
ろ
う
。
が
、
内
容
を
み
て
も
、
こ
れ

ら
の
歌
は
夫

に
対
す
る
訴
え
が
穏
や
か
で
、
式
部

に
は
他
の
妻
も
視

野
に
入
れ
て
歌
の
詠
め
る
余
裕
が
み
ら
れ
た
し
、
そ
の
心
的
余
裕
は
、

歌
に
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
が

「
う
は
の
空
」
を
始
め
、
当
時
の

歌
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
認
め
ら
れ
そ

う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
歌
の
成
立
を
、
95
番
歌

の
前
年
長
保
元

年
の
秋
、
宣
孝
と
結
婚
し
て

一
年
も
経
た
な

い
よ
う
な
時
分
と
す
る

の
は
十
分
可
能

で
あ
ろ
う
。
夫
に
自
分
を
さ
ら
け
出
せ
ず

に
い
る
よ

う
な
と
こ
ろ
が
感
じ
ら
れ
る
の
も
、
結
婚
後

ま
だ
そ
う
時
間
が
た

っ

て
い
な
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
思
え
ば

こ
の
よ
う
に
、
他

の
妻

の
存
在
を
認
め
、
受
動
的
に
し
か
自
己
を
示
せ
な
い
よ
う
な
式
部
の

態
度
は
、
彼
女
の
性
格
と
も
相
俟

っ
て
、
二
十
歳
ほ
ど
年
長

の
男
の

後
発
の
妻
と
な

っ
た
時
点
で
、
採
用
さ
れ
ざ

る
を
え
な
い
側
面
も
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
事
前
に
耳
に
し
て

い
た
も
の
の
、
実
際
に

孝宣原藤と部式紫63



体
験
す

る
結
婚
生
活
は
、
夫
の
毎
夜

の
来
訪
が
気

に
な
る
心
労
ば

か

り
の
日

々
で
、
日
を
置

い
て
訪
れ
て
来
る
夫
を
前

に
し
て
は
、
結
婚

前

の
予
想

に
反
し
て
素
直

に
う
ち
と
け
ら
れ
ず

に
い
る
自
分
を
発
見

し
て
し

ま
う
。
父
親
の
よ
う
な
年
令

の
豪
快
な
男
だ
か
ら
結
婚
す
れ

ば
も

っ
と
甘
え
ら
れ
る
と
思

っ
て
い
た
の
に
、
そ
う
し
よ
う
と
す
る

と
他
の
妻

の
思
う
と
こ
ろ
が
気
に
な

っ
て
し
ま
い
、
他
の
妻
と
張
り

合
う
ま
で
し
て
自
分
を
押
し
出
す
に
は
そ
れ
ほ
ど
自
分
は
女
と
し
て

魅
力
が

あ
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
な
ど
と
思

っ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な

い
。

こ
の
よ
う
に
、
結
婚
後
し
ば
ら
く
は
、
紫
式
部
は
宣
孝
と
の

関
係
で
、
自
分
の
位
置
を
見
出
せ
ず
に
い
た
の
だ
ろ
う
。

95
番

歌
も
、
「垣
ほ
荒
れ
さ
び
し
さ
ま
さ
る
」
は
当
時

の
和
歌
に

な
か
な

か
類
例
を
み
な
い
表
現
で
、
そ
こ
に
長
保
二
年
六
月
こ
ろ
の

宣
孝

の
間
遠
さ
と
式
部
の
感
慨
と
が
窺
え
る
が
、
と
こ
夏
の
盛
り
で

も
あ
る
秋
を
見
通
し
な
が
ら
、

露

む
す
ぶ
風
は
吹
く
と
も
と
こ
夏

の
花
の
盛
り
に
見
ゆ
る
秋
か

な

(元
真
集
)

秋
風

は
吹
き
ぬ
と
音
に
聞
き
に
し
を
盛
り
に
見
ゆ
る
と
こ
夏

の
花

(重
之
集
)

独
り
寝

に
露

の
涙
す
る
床
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、

独

り
の
み
ぬ
る
と
こ
夏
の
露
け
き
は
な
み
だ
に
さ
へ
や
色
は
添

ふ
ら
ん

(伊
勢
集
)

あ
だ
し
の
の
草
も
ね
な
が
ら
あ
る
も

の
を
常
夏
に
の
み
露
の
置

く
ら
ん

(斎
宮
女
御
集
)

常
夏
に
お
き
ふ
す
露
は
な
に
な
れ
や
あ

つ
れ
て
せ
こ
が
間
遠
な

る
ら
ん

(和
泉
式
部
集
)

そ
の
よ
う
な

「秋

(飽
き
)
ま
で
は
見
じ
」

と
自
己
の
感
慨
を
表
白

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「見
じ
」
を

「体
験
し
な
い
だ
ろ
う

(生
き
て
い
な
い
だ
ろ
う
)
」
な
ど
と
推
量

に
訳
す
注
釈

と
、
「見

(体
験
し
)
た
く
な
い
」
と
希
望
に
訳
す
注
釈

と
が
あ
る
が
、
「見

じ
」
は
当
然
な
が
ら
打
消
し
の
意
志
と
推
量
、
不
適
当

の
意
味
を
持

つ
。
希
望
で
は
な
い
。

今
よ
り
は
う
ゑ
て
だ
に
見
じ
花
す
す
き
ほ
に
い
つ
る
秋
は
わ
び

し
か
り
け
り

(古
今
集

・
秋
上
)

す
み
な
れ
ぬ
宿
を
ば
見
じ
と
祈
り
し
を
我
に
は
神
も
か
ひ
な
か

り
け
り

(う

つ
ほ
物
語

・
藤
原
の
君
)

か
け
て
だ
に
わ
が
身
の
う

へ
と
思
ひ
き
や
こ
む
年
春
の
花
を
見

じ
と
は

(後
撰
集

・
哀
傷
)

く
つ
れ
よ
る
妹
背
の
山
の
中
な
れ
ば
さ
ら
に
吉
野
の
河
と
だ
に

見
じ

(枕
草
子

・
里
に
ま
か
で
た
る
に
、
)

花
の
木
は
ま
が
き
近
く
は
う
ゑ
て
見
じ
う
つ
ろ
ふ
色
に
人
な
ら

ひ
け
り

(拾
遺
集

・
雑
賀
)

し
た
が

っ
て
、
打
消
し
の
推
量
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
詞
書

の

「六

月
ば
か
り
、
撫
子
の
花
を
見
て
」
に
娘
賢
子

の
存
在
を
読
み
、
そ
し

て
源
氏
物
語

に
お
け
る
こ
の
歌
の
影
響
歌
を
視
野
に
入
れ
る
限
り
、
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山

が
つ
の
垣
ほ
荒
る
と
も
を
り
を
り
に
あ
は
れ
は
か
け
よ
撫
子

の
露

(源
氏
物
語

・
帚
木
)

今

も
見
て
な
か
な
か
袖
を
朽
た
す
か
な
垣
ほ
荒
れ
に
し
大
和
な

で
し
こ

(源
氏
物
語

・
葵
)

娘
賢
子
を
残
し
て
の
式
部
の
死
を
予
想
す
る
解
釈
は
適
当

で
な

い
。

つ
ま
り
、
残
る
は
打
消
し

の
意
志
、
「夫

の
夜
離
れ
が
続
く
現
在

の

夏
の
状
況
を
悪
化
さ
せ
て
、
涙
ま
で
加
え
る
よ
う
な
秋

(飽
き
)
を

迎
え
な

い
よ
う
に
し
よ
う
」、
あ
る

い
は
不
適
当

「…
迎
え
て
は
い

け
な

い
」

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
に
は
、
現

状
の
悪
化
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
式
部
の
強

い
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い

る
。結

婚
後
間
な
く
夫

の
夜
離
れ
が
始
ま

っ
た
と
し
て
も
、
当
時
の

一

般
と
し
て
、
同
居
せ
ず
他
に
妻
も
お
り
仕
事
も
あ
る
夫
が
、
現
象
的

に
い
つ
も

一
人
の
妻
の
も
と
に
来
ら
れ
な
い
の
は
避
け
ら
れ
な
い
面

が
あ
り
、
さ
ら
に
夫

に
浮
気
性
、
妻
に
女
と
し
て
の
魅
力
の
な
さ
と

い
う
要

素
が
加
わ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

一
層
顕
著
な
も
の
と
な
る
道

理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会

に
生
活
し
て
い
た
紫
式
部
に
と

っ
て
、

夫
の
独
占
が
不
可
能
な
こ
と
は
、
自
分
に
絶
対
の
自
信
が
な

い
限
り

十
分
予
想
し
て
い
た
は
ず
だ
ろ
う
。
結
婚

二
年
目
程
度

の
妻
と
し
て

は
、
そ
し
て
紫
式
部
の
性
格
と
し
て
は
、
日
常
化
し
つ
つ
あ
る
夫

の

夜
離
れ

の
悪
化
を
く
い
と
め
、
娘
の
た
め
に
も
改
善
し
よ
う
と
考
え

る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
意
志
を
、
こ
の
時
の
紫
式
部
は

持

っ
て
い
た
。

三

結
婚
後
、
宣
孝
没
以
前

の
も
う

一
つ
の
歌
群
、
㎜
番
か
ら
m
番
の

歌
は
、
次

の
よ
う
で
あ
る
。

人
の
お
こ
せ
た
る

鵬
う
ち
し
の
び
嘆
き
あ
か
せ
ば
し
の
の
め
の
ほ
が
ら
か
に
だ
に
夢

を
見
ぬ
か
な

七
月

つ
い
た
ち
ご
ろ
、
あ
け
ぼ
の
な
り
け
り
。
返
し

鵬
し
の
の
め
の
空
霧
わ
た
り
い
つ
し
か
と
秋

の
気
色
に
世
は
な
り

に
け
り七

日

m
お
ほ
か
た
に
思

へ
ば
ゆ
ゆ
し
天
の
河
今

日
の
逢
瀬
は
う
ら
や
ま

れ
け
り返

し

皿
天
の
河
逢
瀬
は
よ
そ
の
雲
ゐ
に
て
絶
え

ぬ
契
り
し
世
々
に
あ
せ

ず
は

か
ど

の
前
よ
り
渡
る
と
て
、
「う

ち
と
け
た
ら
ん
を
見

む
」
と
あ
る
に
、
書
き
付
け
て
返

し
や
る

m
な
を
ざ
り
の
た
よ
り
に
問
は
む
人
ご
と

に
う
ち
と
け
て
し
も
見

え
じ
と
そ
思
ふ

月
見
る
朝
、
い
か
に
言
ひ
た
る
に
か
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よ
こ

め

田

横
目
を
も
夢

と
言
ひ
し
は
誰
な
れ
や
秋
の
月
に
も

い
か
で
か
は

見
し

鵬
番
歌
の

「し
の
の
め
の
空
霧
わ
た
り
」
は
、
鵬
番
歌
の

「う
ち

し
の
び

嘆
き
あ
か
せ
ば
」
に
対
応
さ
せ
、
「七
月

つ
い
た
ち
ご

ろ
、

あ
け
ぼ
の
」

に
逢
え
ず

に
夜
を
明
か
し
て
嘆
く
息
、
嘆
き
が
霧
に
な

っ
た
と

い
う
和
歌
的
発
想
を
用

い
て
、
早
く
も
夫
婦
仲
は

「
秋

(飽

き
)
」

の
様
子
に
な

っ
た
と
い
う
も
の
。
「飽
き
」
と
は
ど
の
よ
う
な

状
態
を
指
す
か
と
い
う
と
、
和
歌

で
は
人
に
忘
れ
ら
れ
、
か
か
わ
り

の
絶
え
る
こ
と
を

い
う
が
、

怨
み
て
い
ま
は
物

い
は
じ
と
い
ふ
人
に

秋

と
て
や
今
は
か
き
り
の
立
ち
ぬ
ら
ん
思
ひ
に
あ

へ
ぬ
物
な
ら

な
く
に

(伊
勢
集
)

人

に
忘
ら
れ
た
り
と
聞
く
女
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

よ
み
人
し
ら
ず

世

の
中
は
い
か
に
や

い
か
に
風
の
音
を
聞
く
に
も
今
は
物
や
か

な
し
き返

し

伊
勢

世

の
中
は
い
さ
と
も

い
さ
や
風
の
音
は
秋
に
秋
添
ふ
心
地
こ
そ

す
れ

(後
撰
集

・
雑
四
)

人
恋
し
き
に

を
し
ま
れ
ぬ
涙
に
か
け
て
と
ま
ら
な
ん
心
も
ゆ
か
ぬ
秋
は
ゆ
く

と
も

(和
泉
式
部
集
)

御
心
か
れ
が
れ
に
な
ら
せ
給

へ
り
し
比
、
嵯
峨
野
に
花
見

に
な
ん
ゆ
く
と
の
た
ま
は
せ
た
り
し
に
、
娘

に
代
わ
り
て

忘
れ
ゆ
く
心
の
秋
の
つ
ら
け
れ
ば
我
こ
そ
嵯
峨
の
花
を
だ
に
見

む

(赤
染
衛
門
集
)

結
婚
し
た
夫
婦

の
場
合
、
結
婚
後
ど
の
く
ら

い
の
期
間
で

「秋
」
が

来
る
か
と
い
う
と
、
参
考

に
な
る
の
は
蜻
蛉

日
記
の
次

の
例

で
あ
る
。

絶
え
ぬ
と
見
ま
し
か
ば
、
仮
に
来
る
に
は
ま
さ
り
な
ま
し
、
な

ど
、
思
ひ
続
く
る
折

に
、
も
の
し
た
る
日
あ
り
。
物
も
い
は
ね

ぼ
、
さ
う
ざ
う
し
げ
な
る
に
、
前
な
る
人
、
あ
り
し
下
葉
の
こ

と

(
一
月
ほ
ど
前
の
作
者

の
独
詠

「我

が
宿
の
嘆
き
の
下
葉
色

深
く
う

つ
ろ
ひ
に
け
り
な
が
め
ふ
る
ま

に
」
の
こ
と
)
を
、
物

の
つ
い
で
に
、
い
ひ
出

で
た
れ
ば
、
聞

き
て
、
か
く
い
ふ
。

折
り
な
ら
で
色
づ
き
に
け
る
も
み
ち
ば
は
時
に
あ
ひ
て
ぞ

色
ま
さ
り
け
る

と
あ
れ
ば
、
硯
引
き
寄
せ
て
、

あ
き
に
あ
ふ
色
こ
そ
ま
し
て
わ
び

し
け
れ
下
葉
を
だ
に
も

嘆
き
し
も
の
を

と
そ
書
き
付
く
る
。

(蜻
蛉
日
記

・
上
巻

・
天
暦
十
年
七
月
)

前
栽
の
花
、
色
々
に
咲
き
乱
れ
た
る
を
、
見
や
り
て
、
臥
し
な

が
ら
、
か
く
そ

い
は
る
〉
。
か
た
み
に
恨
む
る
さ
ま
の
こ
と
ど

も
あ
る
べ
し
。

も

〉
く
さ
に
乱
れ
て
見
ゆ
る
花

の
色
は
た

ゴ
白
露
の
お
く
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に
や
あ
る
ら
む

と
、
う
ち

い
ひ
た
れ
ば
、
か
く
い
ふ
。

み
の
あ
き
を
思
ひ
乱
る

〉
花
の
上

の
つ
ゆ
の
心
は
い
へ
ぼ

さ
ら
な
り

(蜻
蛉
日
記

・
上
巻

・
天
徳
元
年
八
月
γ

蜻
蛉

日
記
作
者
の
結
婚
は
天
暦
八
年
八
月
ご

ろ
だ
か
ら
、
前
者
の

例
は
ほ
ぼ
二
年
後
、
後
者
は
三
年
後
の
も
の
。

こ
の
時
期
、
天
暦
九

年
十
月
末
に
兼
家
は
町
の
小
路
の
女
と
結
婚
し
、
天
徳
元
年
夏
に
町

の
小
路

の
女
が
男
児
を
出
産
す
る
と
い
う
具
合

に
、
町
の
小
路
の
女

の
事
件

が
ま
さ
に
展
開
し
て
い
る
最
中
で
、
兼
家
は
道
綱
母
や
時
姫

の
も
と

へ
足
が
遠
の
き
が
ち
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
結
婚
二

・
三
年

で
も

「
秋
」
は
く
る
の
で
あ
り
、
紫
式
部

の
場
合
も
ま
さ
に
、
「秋

の
景
色

に
世
は
な
」

っ
た
の
は
、
先

に
見
た
95
番
歌
と
の
関
係
か
ら

し
て
む
結
婚
後
二
年
ほ
ど
の
時
期
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
さ
ほ
ど
不
思

議
な
展
開
で
は
な

い
。
し
か
し
、
夫
婦
間
に

「
秋
」
が
来
た
か
ら
と

い
っ
て
そ
れ
が
即
離
婚
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
蜻
蛉
日

記
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
式
部
歌
の
下
句

「秋
の
気
色

に
世
は
な
り
に
け
り
」

の
類
似
表
現
も
、
数
は
多
く
な

い
が
、
小
町
集
巻
末
他
本
歌
や
俊
頼
髄
脳
古
歌
な
ど
、
伝
承
的
奥
行

き
を
う

か
が
わ
せ
る
も

の
が
拾
え
る
こ
と
か
ら
も
、
補
強
で
き
る
。

な
が
め
つ
つ
過
ぐ
る
月
[口
も
知
ら
ぬ
ま
に
秋

の
気
色
に
成
り
に

け

る
か
な

.

(小
町
集
)

(題
知
ら
ず
)

中
宮
内
侍

う
つ
ろ
ふ
は
下
葉
ば
か
り
と
見
し
ほ
ど

に
や
が
て
も
秋
に
な
り

に
け
る
か
な

(拾
遺
集

・
恋
三
)

を
と
こ
の
も
と
に
迎

へ
た
る
に
、
琴
を
弾
か
す
る
に
、
女

と
だ
え
た
れ
ば
、
を
と
こ
の
心
も
変
り
た
る
や
う
に
見
え

し
か
ば

い
か
な
れ
ば
あ
は
れ
と
思
ひ
し
む
つ
ご
と
の
深
き
を
た
ゆ
る
世

と
な
り
に
け
ん

(小
馬
命
婦
集
)

も
の
を
の
み
思
ひ
し
ほ
ど
に
は
か
な
く

て
浅
茅
が
す
ゑ
の
世
と

な
り
に
け
り

(和
泉
式
部
集
)

天
の
河
う
き
木
に
の
れ
る
我
な
れ
や
あ
り
し
に
も
あ
ら
ず
世
は

な
り
に
け
り

(俊
頼
髄
脳

・
釆
女
)

つ
ま
り
、
紫
式
部
に
と

っ
て
宣
孝
の
夜
離

れ
は
苦
悩
の
種
で
は
あ

っ
た
が
、
ま
さ
に
世
に
遍
在
す
る
夫
婦
間

の
現
象
で
あ

っ
た
の
で
あ

り
、
鵬
番
歌
も
、
足
の
遠
の
く
夫
か
ら
の
妻

へ
の
と
り
な
し
歌
に
対

す
る
切
り
返
し
歌
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
普
遍
性
を
も
つ
発
想
の
表

現
を
と
り
入
れ
た
常
套
的
な
も
の
と
ま
ず
は

い
え
よ
う
か
。

紫
式
部
に

「秋
」
が
き
た
原
因
は
、
92
～

95
番
歌
群
中

の
92

・
94

番
歌
、
あ
る
い
は
こ
の
鵬
～
m
番
歌
群
中

の
齠
番
歌
か
ら
も
う
か
が

わ
れ
る
よ
う
に
、
本
妻
か
新
妻
か
は
不
明
だ
が
、
宣
孝
の
関
心
を
惹

き

つ
け
る
他
の
妻
の
存
在
で
あ
り
、
ま
た
m
番
歌
の
詞
書

「う
ち
と

け
た
ら
ん
を
見
む
」
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
、
宣
孝
か
ら
み
て
不
足
し

て
い
る
紫
式
部

の
気
兼
ね
な
さ

・
気
楽
さ
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
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今
井
源

衛

『紫
式
部
』

(人
物
叢
書
、
以
下

『叢
書
』
と
称
す
)
は

妻
と
し

て
の
紫
式
部
に
つ
い
て
、
「彼
女
は
、
生
来
素
直

で
柔
和
と

い
う
性
格

で
は
な
か

っ
た
。
む
し
ろ
芯
の
強

い
、
ま
た
表
面
に
出
さ

な

い
ま
で
も
勝
気
で
我
執
の
強

い
人
だ

っ
た
ろ
う
。
そ
の
上
に
頭
が

す
ば
ら
し
く
よ
く
て
、
恐
ろ
し
い
程
の
教
養
が
あ
る
。
加
え
て
若

い

こ
ろ
の
不
幸
な
恋
愛
経
験
と
い
ち
じ
る
し
く
遅
れ
た
結
婚
、
ど
う
見

て
も
夫

と
し
て
御
し
易
く
気
楽
な
妻
で
は
あ
り
得
な
か

っ
た
」
と
い

う
。
留
保
す
べ
き
点
が
あ
る
と
し
て
も
、
組
み
や
す

い
妻

で
な
か

っ

た
の
は
確

か
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
式
部
の
様
子
は
、
m
番
歌
の
下

句
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
打
解
け
を
望
む
宣
孝
の
意
向

に
素
直
に

添
お
う

と
す
る
の
で
は
な
く
、
贈
答
歌
的
な
切
り
返
し
の
姿
勢
を
見

せ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
は
、
上
句

の

「問
は
む
」
に

「訪

は

む
」
、
「
一
言
」
に

「
人
言

・
人
毎
」
を
か
け
て
、
本
旨
以
外
に
、

い

い
加
減

な
き

っ
か
け
で
訪
れ
て
来
る
人
毎
に
う
ち
と
け
て
逢
お
う
と

は
思

い
ま
せ
ん
、
と
複
数
の
男
と
の
対
応
を
匂
わ
す
余
裕
ま
で
み
せ

て
い
る
。

だ
が
、

こ
の
よ
う
な
宣
孝

へ
の
姿
勢
は
、

二
人
の
中

に

「秋
」
が

き
て
い
る
状
況
で
の
も
の
な
ら
ば
、
表
面
的
な
歌
の
こ
と
ば
だ
け
の

世
界
で
遊
ん
だ
お
体
裁
と
も
思
え
な
い
。
こ
う
詠
ん
だ
歌
の
裏
側
で
、

式
部
は
現
状
の
膠
着

に
自
分
自
身
不
満
を
も
ち

つ
つ
、
夫
か
ら
指
摘

さ
れ
た
よ
う
に
実
際
に
夫
に
素
直

に
な
れ
ず

に
い
る
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
と
同
時
に
そ
の

一
方
で
、
苦
境
に
は
ま
り
な
が
ら
夫
に
強

い
態

度

に
出
る
力
も
持

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
す
る
と
、
「
秋

の
気
色

に
世
は
な
り
に
け
り
」
の
下
句
を
持

つ
㎜
番
歌
を
含
む
こ
の

鵬
～
m
番
歌
群

に
お
け
る
紫
式
部
自
身
の
状

況
は
、
「
露
置
き
添
は

む
秋
ま
で
は
見
じ
」
と
詠
ん
だ
95
番
歌
を
含

む
92
～

95
番
歌
群
で
他

の
妻

の
存
在
を
受
け
入
れ

つ
つ
穏
や
か
に
宣
孝
と
対
応
し
て
い
た
時

の
そ
れ
と
は
、
異
な
る
よ
う
だ
。

齠
番
歌
も
、
「
よ
こ
め
」
「
ゆ
め
」
「秋

の
月

に
も
」
な
ど

の
語
句

の
解
釈
と
関
連
し
て
上
句

・
下
句

の
構
成
が
理
解

し
が
た
く
、
「
難

解

の
た
め
諸
説
紛
々
」
(『全
歌
評
釈
』)

の
状
態
だ
が
、
お
そ
ら
く
、

め
で
る
べ
き
月
の
出
て
い
た
翌
朝
、
昨
夜
の
不
来
訪
を
言

い
訳
し
て

き
た
夫

の
不
実
を
な
じ

っ
た
歌
で
、
宣
孝
が
、
昨
夜

お
前
も
き

っ
と

見
て
い
る
だ
ろ
う
と
美
し
い
月
を
見
な
が
ら

お
ま
え
の
事
を
夜
明
け

ま
で
ず

っ
と
思

っ
て
い
た
な
ど
と
言

っ
て
き

た
の
に
対
し
、
式
部
が
、

夜
は
ず

っ
と
お
前
以
外
に
決
し
て
目
を
向
け
な

い
な
ど
と
誓

っ
て
い

た
の
は
ど
な
た
で
し
た
か
し
ら
、
皆
が
め
で
る
と
い
う
秋
の
月
で
あ

っ
て
も
ど
う
し
て
目
が
向
け
ら
れ
た
の
か
し
ら
、
な
ど
と
皮
肉
を
い

っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
m
番
歌
と

同
様

の
姿
勢

で
あ
る
。

『経
緯
』
は
、
詞
書

に
あ
る

「月
見
る
」
を

八
月
十
五
日
の
こ
と
と

し
て
、
こ
の
歌
は
、
当
日
に
雨
の
降

っ
た
長
保
二
年

に
お
け
る
詠
歌

で
は
な
く
、
前
年
長
保
元
年

の
も
の
と
す
る
が
、
「月
見

る
」
風
流

は
、
当
時

の
貴
族
の
日
常

に
お

い
て
八
月
十
五
日
に
限
ら
ず

「有

明
」
そ
の
他
、
そ
の
折
々
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
の
だ
か
ら
、
長
保
二
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年
秋
の
詠
歌
で
な
い
と
決
め

つ
け
る
必
然
は
な
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み

に

「よ

こ
め
」
は
、
竹
内
美
千
代

『紫
式
部
集
評
釈
』
が
採
る
よ
う

に
、
「
夜
籠
め
」
を
か
け
る
の
だ
ろ
う
。
当
時
は
、
「夜
を
籠
む
」
の

方
が
散
見
さ
れ
る
が
、

こ
の
も
と
に
今
宵
は
寝
な
む
桜
花
ま
た
よ
こ
め
て
も
散
り
も
こ

そ
す
れ

(躬
恒
集
)

夜
を
こ
め
て
鶏
の
そ
ら
ね
は
は
か
る
と
も
よ
に
逢
坂
の
関
は
許

さ
じ

(枕
草
子

・
頭

の
弁
の
、
職
に
参
り
給
ひ
て
)

名
詞
の
例
も
、
後
に
は
拾
え
る
。

明
け
渡
る
も
と
山
と
ほ
く
せ
こ
た
て
て
夜
こ
め
の
鹿
の
行
く
か

た
ぞ
な
き

(新
撰
六
帖

・
二

・
か
り
)

そ
れ
で
、
「よ
こ
目

(夜
こ
め
)」

・

「夢
」

・

「月
」

・

「
見
る
」

が
関
わ
り
を
持

つ
の
で
あ
る
。

m

・
皿
番
歌
の
贈
答
は
、
式
部
と
宣
孝
の
い
ず
れ
か
ら
の
贈
答
で

あ
る
か
と
い
う
点
で
説
が
別
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
は
宣
孝

の
贈
歌
、

式
部
の
答
歌
と
し
て

い
る
が
、
『全
歌
評
釈
』
と

『経
緯
』
は
逆

に

式
部
の
贈
歌
、
宣
孝
の
答
歌
と
し
て
い
る
。
前
者
は
特
に
理
由
を
あ

げ

て
い
な

い
が
、
後
者

『経
緯
』
は
、
「平
安
朝

の
既
婚
女
性

に
と

っ
て
最
大

の
恐
怖
の

一
つ
は
夫
の

『夜
離
れ
』

で
あ

っ
た
と
言

っ
て

よ
い
が
、
『夜
離
れ
』
を
恐
れ
る
女
性
と
は
即
ち

『逢
瀬
』
を
重
視

す
る
女
性
で
あ
る
。
式
部
も
」
七
月

つ
い
た
ち
ご
ろ
の
鵬
番
歌
で
夜

離
れ
の
原
因

「飽
き
」
を
歎
じ
て
お
り
、
そ
の
数
日
後
の
こ
の
贈
答

で
も

「逢
瀬
」
を
重
視
す
る
m
番
が
式
部
歌

な
の
だ
と
す
る
。
確
か

に
そ
う
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
さ
ら
に
確
認
し
て
お
か
な

い
と
い
け
な

い
の
は
、
「
お
ほ
か
た
に
思

へ
ば

ゆ
ゆ
し
」

き
七
夕
に
お
け
る
女
性

の

「逢
瀬
」
に
対
す
る
態
度
で
あ
ろ
う
。

い
ま
、
七
月
七
日
に
、
既

に
関
わ
り
を
も

っ
て
い
る
男

の
来
訪
の
な

い
女
が
、
ど
の
よ
う
な
歌

を
詠
ん
で
い
る
か
を
み
て
み
る
と
、
多
く
が
、
忌
む
べ
く
ゆ
ゆ
し
き

夜

で
あ
り
な
が
ら
、
逢
え
な
い
よ
り
は
逢
え
る
ほ
う
が
よ
い
、
年
に

一
度
の
織
女
で
さ
え
逢
え
て
い
る
の
に
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
逢
瀬
を
軽
視
す
る
も
の
は
な

い
。

そ
し
て
女
か
ら
の
贈
歌

も
多
い
。
贈
答
歌
の
片
割
れ
を
な
す
男
の
歌
は
、
日
の
ゆ
ゆ
し
さ
を

逢
え
な
い
理
由
と
す
る
も
の
が
目
立

つ
。

来
る
こ
と
難
か
り
け
る
人
に
、
七
月
七
日
に
言
ひ
や
り
け

る

忌
む
べ
く
は
し
の
ぶ
も
の
か
ら
よ
も
す
が
ら
あ
ま
の
河
に
ぞ
う

ら
や
ま
れ
け
る

(伊
勢
集
)

人
の
来
む
と
て
、
来
ね
ば

契
り
け
む
人
を
す
ぐ
さ
ぬ
七
夕
は
わ
が
ご
と
か
く
も
思
は
ざ
ら

な
ん

,

返
し

七
夕
の
契
り
け
む
日
は
す
ぐ
す
と
も
た
と
ふ
べ
し
や
は
こ
と
も

_

　

ま

た
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ゆ
ゆ
し
と
も
思
は
ざ
り
け
り
七
夕
の
忘
れ
ぬ
仲
の
あ
ら
ま
ほ
し

さ

に

(中
務
集
)

ま
た
七
月
七
日
に

け

ふ
と
だ
に
契
ら
ぬ
仲
は
あ
ふ
さ
か
を
雲
井

に
と
の
み
き
き
わ

た

る
か
な

返
し

あ

ふ
こ
と
を
け
ふ
と
な
か
け
そ
か
さ
さ
ぎ
の
は
し
き
く
だ
に
も

ゆ

ゆ
し
き
も
の
を

(馬
内
侍
集
)

七
月
七
日
、
待

つ
人
の
も
と
に

そ

の
程
と
契
ら
ぬ
仲
は
昨
日
ま
で
け
ふ
を
ゆ
ゆ
し
と
思
ひ
け
る

か
な

(和
泉
式
部
続
集
)

七
月
七
日
、
こ
む
と
い
ひ
た
る
人
に

七
夕
に
貸
し
て
今
宵
の
い
と
ま
あ
ら
ば
立
ち
寄
り
こ
か
し
あ
ま

の
河
波

(和
泉
式
部
続
集
)

近
き
所

に

〈我
ガ
男
ノ
〉
か
た
ら
ふ
人
あ
り
と
き
き
て
、

い
ひ
や
る

あ
ま
の
が
は
同
じ
わ
た
り
に
あ
り
な
が
ら
今
日
も
雲
ゐ
の
よ
そ

に
き
く
か
な

又
同
じ
事
、
〈我
ガ
男
ノ
〉
か
た
ら
ふ
女
ど
も
が
許

に

織
女
に
お
と
る
ば
か
り
の
仲
な
れ
ば
恋

ひ
わ
た
ら
じ
な
か
さ
さ

ぎ

の
橋八

日
、
男
の
、
女
の
許
に
や
る
と
て
よ
ま
せ
し

忌
む
と
て
ぞ
き
の
ふ
は
か
け
ず
な
り
に
し
を
今
日
彦
星

の
心
地

こ
そ
す
れ

(和
泉
式
部
続
集
)

女
は
七
夕
で
あ

っ
て
も
、
あ
る
い
は
七
夕

だ
か
ら
こ
そ
逢

い
た
い

の
で
あ
る
。
風
雅
集
秋
歌
上
が
m
番
歌
を
紫
式
部
歌
と
し
て
採

っ
て

い
る
の
も

(初
句

「お
ほ
か
た
を
」)
、
そ
う

し
た
七
夕
に
お
け
る
女

歌

の
あ
り
方
に
基
づ

い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
『全
歌
評
釈
』

の
い
う

よ
う
に
、
「
こ
れ
に
対
し
て
男
の
返
歌
は
、
七
夕

の
星
合

い
な
ど
自

あ

分
た
ち
と
は
無
関
係
、
二
世
を
契
る
仲
が
浅

せ
な
い
の
な
ら
そ
れ
で

よ
い
で
は
な
い
か
と
い
う
巧
み
な
は
ぐ
ら
か
し
」
と
い
え
よ
う
。
m

番
歌
が
、
夫
宣
孝
の
歌
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
歌
に
基
づ

い
て

い
る
と
見
ら
れ
る
源
氏
物
語
幻
巻

の

「た
な
ぼ
た
の
あ
ふ
せ
は
雲

の

よ
そ
に
見
て
別
れ
の
庭

に
露
ぞ
お
き
そ
ふ
」
が
男
で
あ
る
光
源
氏

に

よ

っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
消
極
的
な
理
由
と
な
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
鵬
～
m
番
歌
群
の
紫
式
部

の
歌
は
、
「秋

の
気
色
に

世
は
な
り
に
け
り
」
と

い
う
認
識
、
「
絶
え
ぬ
契
り
し
世
々
に
あ
せ
ず

は
」
と
い
う
夫
の
逃
げ

の
姿
勢
、
七
夕
や
秋
月
観
賞
な
ど
夫
婦
交
流

の
節
目
と
な
る
夜
に
も
式
部
の
と
こ
ろ
に
は
夫
が
来
な
い
な
ど
、
92

～
95
番
歌
群

の
歌
に
較

べ
て
、
夫
婦
を
取
り
囲
む
状
況
の

一
層
の
困

難
さ
の
進
展
が
窺
わ
れ
、
結
婚
か
ら
二
年
近
く
を
経
過
し
た
宣
孝
と

の
生
活
に
お
け
る
最
後

の
秋
、
長
保
二
年
秋
頃
の
も
の
か
と
考
え
ら

れ
る
が
、

一
方
式
部
に
は
宣
孝
に
皮
肉
を
言

っ
た
り
反
撥
を
し
た
り

な
ど
の
精
神
的
力
も
あ

っ
た
。

一
般
的
な
夫
婦
関
係
の
破
綻
に
行
き

07



　
　
　

着
く
に
は
い
ま
だ
幾
分
か
の
余
裕
が
残
さ
れ
て
い
る
段
階
の
よ
う
だ
。

四

宣
孝

は
、
長
保
三
年
四
月
二
十
五
日
に
卒
す
る
が
、
そ
れ
に
触
れ

た
歌
が
40
～
43
番
歌
群
と
、
48
番
歌
で
あ
る
。

去
年
よ
り
薄
鈍
な
る
人
に
、
女
院
隠
れ
さ
せ
給

へ
る
春
、

い
た
う
霞

み
た
る
夕
暮
れ
に
、
人
の
さ
し
置
か
せ
た
る

40
雲

の
上
も
も

の
思
ふ
春
は
墨
染
め
に
か
す
む
空
さ

へ
あ
は
れ
な

る
か
な返

し

41
な
に
か
こ
の
ほ
ど
な
き
袖
を
濡
ら
す
ら
む
霞
の
衣
な
べ
て
着
る

世

に
亡
く
な
り
し
人
の
娘

の
、
親
の
手
書
き

つ
け
た
り
け
る
も

の
を
見
て
、
言
ひ
た
り
し

42
夕
霧
に
み
島
隠
れ
し
鴛
鴦
の
子
の
後
を
見
る
見
る
ま
ど
は
る
る

か
な

同
じ
人
、
荒
れ
た
る
宿

の
桜
の
お
も
し
ろ
き
こ
と
と
て
、

折
り
て
お
こ
せ
た
る
に
、

43
散

る
花
を
嘆
き
し
人
は
こ
の
も
と
の
淋
し
き
こ
と
や
か
ね
て
知

り

け
む「

思
ひ
絶
え
せ
ぬ
」
と
亡
き
人
の
言

ひ
け
る
こ
と
を
思
ひ

出
で
た
る
な
り

世
の
は
か
な
き
こ
と
を
嘆
く
こ
ろ
、
陸
奥
に
名
あ
る
所
々

か
い
た
る
を
見
て
、
し
ほ
が
ま

48
見
し
人
の
煙
と
な
り
し
夕

べ
よ
り
な
ぞ

む
つ
ま
し
き
塩
釜
の
浦

40
番
歌
に
み
え
る

「女
院
」
藤
原
詮
子
の
崩
御
は
、
長
保
三
年
閏

十
二
月
二
十
二
日
で
あ
り
、
「隠
れ
さ
せ
給

へ
る
春
」
は
正
確

に
は

古
本
系
の
陽
明
文
庫
本
の
よ
う

に

「又

の

(春
)
」
と
入

っ
て
い
る

方
が
よ

い
。
「去
年

よ
り
」
も
陽
明
文
庫

本

で
は

「去
年

の
夏
よ

り
」
と
あ
り
よ
り
正
確
で
あ
る
。
母
女
院
の
喪
に
服
す
帝
の
い
る
宮

中
と
の
関
わ
り
を
う
か
が
わ
せ
る
贈
歌

に
対

し
て
、
式
部
の
返
歌
は
、

「
ほ
ど
な
き
袖
」
と
卑
下
し
て
い
る
が
、
既

に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
「
こ
れ
は
挨
拶

の
、
儀
礼

の
歌
で
」、

「式
部
に
は
他
人
を
顧
慮

し
な

い
で
、

ひ
た
す
ら
夫
を
悼
む
純
粋

の
哀
傷
歌
と
い
う
も
の
は
」

(清
水
好
子

『紫
式
部
』
、
以
下

『新
書
』
と
称
す
)
厳
密
に
は
な

い
。
42
番
歌
は
宣
孝
の
他

の
妻
を
母
と
す
る
娘
の
歌
、
43
番
歌
も
そ

の
娘
か
ら
贈

っ
て
き
た
桜
と
と
も
に
あ

っ
た

は
ず
の
贈
歌
に
対
す
る

返
歌
、
48
番
歌
は
、
44
番
歌
か
ら
の
絵

に
関
わ
る
歌
群

の

一
つ
で
、

一
般
的
な

「世
の
は
か
な
き
こ
と
を
嘆
く
こ
ろ
」
塩
釜
の
名
所
絵
を

見
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
夫

の
死
を
悼
む
心
構
え
で
は

じ
め
か
ら

一
途

に
そ
の
思

い
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
伊
勢
が
敦
慶
親
王
の
死
を
悼
ん
だ
歌
を
は
じ
め
と
し
て
、

式
部
卿
宮
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
四
十
九
日
は
て
て
、
人
々

家
々
ち
り
ま
か
り
い
つ
る
に
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か
な
し
さ
ぞ
ま
さ
り
に
ま
さ
る
人
の
み
に
い
か
に
お
ほ
か
る
な

み
だ
な
り
け
り

君

に
よ
り
は
か
な
き
し
に
や
我
は
せ
ん
こ
ひ
か
く
す

べ
き
命
な

ら
ね
ば

(伊
勢
集
)

よ
く
知

ら
れ
て
い
る
和
泉
式
部
続
集
の
帥
の
宮
挽
歌
群
や
、
赤
染
衛

門
が
大

江
匡
衡

の
死
を
悼
ん
で
詠
ん
だ
二
十
数
首

の
挽
歌
群
の
存
在

と
比
較

す
る
と
き
、
や
や
奇
異
に
映
る
。
そ
れ
ほ
ど
の
激
情
を
紫
式

部
は
示
さ
な

い
の
で
あ
る
。
40
～
43
番
歌
群
の
直
前

に
は
、
お
そ
ら

く
紫
式

部
が
越
前

へ
お
も
む
い
た
頃
、
同
じ
く
西
海

へ
下
向
し
た
女

友
達

の
死
を
悼
む
歌
が
置
か
れ
て
い
る
。

遠
き
と
こ
ろ
へ
ゆ
き
に
し
人
の
亡
く
な
り
に
け
る
を
、
親

は
ら
か
ら
な
ど
帰
り
き
て
、
悲
し
き
こ
と
言
ひ
た
る
に

39
い
つ
方
の
雲
路
と
き
か
ば
た
つ
ね
ま
し

つ
ら
離
れ
け
ん
雁
が
ゆ

く

へ
を

こ
の
歌
は
、
41

・
43
番
歌
と
同
じ
く
、
故
人
の
親
兄
弟

と
の
交
流
の

場
に
お
け
る
、
他
人
を
顧
慮
し
た
歌
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
式
部
が
故

人

の
行

方
を
尋
ね
よ
う
と
詠
ん
で
、
故
人
の
存
在
が
式
部
に
お
い
て

持

っ
て
い
た
意
味
を
直
接
表
明
し
て
い
る
の
と
較

べ
て
も
、
宣
孝
の

死

に
関

わ
る
歌
群
が
、
故
人
に
対
す
る
紫
式
部
の

一
般
的
感
情
、
悲

し
み

・
悼
み

・
追
憶
な
ど
の
存
在
は
知
ら
せ
て
も
、
式
部
の
生

に
お

け
る
故
人
の
個
別
的
意
味
を
想
起
さ
せ
な
い
点
が
目
立

つ
。
式
部
は

夫

の
死
を
胸
の
奥
底
で
独
り
か
み
し
め
見

つ
め
て
い
る
の
だ
と
も
い

え
る
が
、
そ
れ
に
つ
け
て
は
気

に
な
る
表

現
が
あ

る
。
41
番
歌

の

「
な
に
か
こ
の
ほ
ど
な
き
袖
を
濡
ら
す
ら
む
」

で
あ
り
、
48
番
歌
の

「
な
ぞ
む

つ
ま
し
き
塩
釜
の
浦
」
で
あ
る
。
前
者
に
は

「
な
に
か
…

濡
ら
す
ら
む
」
と
い
う
、
後
者

に
も

「な
ぞ
む
つ
ま
し
き
…
」
と
い

う
疑
問
表
現
が
あ
る
の
で
あ
る
。

前
者
の
疑
問
表
現

「な
に
か
こ
の
ほ
ど
な
き
袖
を
濡
ら
す
ら
む
」

は
、
下
句

「霞

の
衣
な
べ
て
着
る
世
に
」
と

い
う
、
贈
歌
に
い
う
諒

闇
を
受
け
て
、
国
中
が
国
母
を
悼
ん
で
喪
服

を
着

て
い
る
と
き
に
、

私
は
な
ぜ
低

い
身
分
の
個
人
的
な
こ
と
に
と
ら
わ
れ
て
涙
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
、
と
卑
下
し

つ
つ
我
が
身
を
責

め
て
み
せ
る
の
だ
が
、

こ
の
責
め
の
疑
問

に
は
、
夫
の
死
に
涙
す
る
よ
う
自
分
を
駆
り
立
て

て
い
る
も
の
の
存
在
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
紫
式
部
の
醒
め
た
意
識

が
あ
る
。
な
ぜ
自
分
は
夫
の
死
を
い
ま
悲
し
ん
で
い
る
の
か
。
宣
孝

の
求
婚
の
時
の
思

い
出
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
両
家

の
交
渉

の
歴
史
の
中
に
お
け
る
宣
孝
の
姿
か
ら
、
結
婚

に
至
る
ま
で
の
二
人

の
心
の
揺
れ
動
き
や
、
結
婚

へ
抱
い
た
彼
女

な
り
の
期
待
と
結
婚
の

喜
び
の
記
憶
、
娘

の
懐
妊

・
出
産
の
時
期
と
前
後
し
て
顕
著

に
な

っ

て
き
た
夫
の
不
実
と
自
分
の
心
の
変
移
、
式
部

の
苦
悩
が
明
確
な
結

果
を
も
た
ら
さ
な
い
う
ち
に
突
然
こ
の
世
か
ら
去

っ
て
い
っ
た
夫
の

存
在
の
あ

っ
け
な
さ

へ
と
、
式
部
の
想

い
は
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
め

ぐ
り
始
め
た
。
紫
式
部
に
は
、
三
年
に
も
満

た
な
い
宣
孝
と
の
結
婚

生
活
の
時
間
を
軸

に
、
現
在

の
自
分
を
在
ら
し
め
て
い
る
そ
れ
ま
で

27



の
自
己

の
年
月
の
実
質
が
、
本
性
が
問
わ
れ
出
し
た
の
だ
ろ
う
。

後
者

の

「
な
ぞ
む
つ
ま
し
き
…
」

で
も
、
式
部
は
、
夫

の
遺
骸
が

火
葬
の
煙
と
な

っ
て
空

に
昇

っ
て
い
っ
た
夕

べ
か
ら
、
ど
う
し
て
塩

釜
の
浦
が
身
近
に
思
わ
れ
る
の
か
、
と
陸
奥
の
名
所
絵
を
み
な
が
ら

自
分
に
問
う
て
い
る
。
諸
注

「
な
ぞ
む

つ
ま
し
き
」
を

「名
そ
む

つ

ま
し
き
」
と
す
る
の
が
ほ
と
ん
ど
全
て
で
あ
る
。
確

か
に
詞
書

に

「名
あ

る
と
こ
ろ
酒
＼
」
と
あ
り
、
南
波
浩

『紫
式
部
集

の
研
究

校
異
篇

・
伝
本
研
究
篇
』
に
よ
れ
ば
、
「
な
ぞ
」
が

「名

ぞ
」
と
表

記
さ
れ
て
い
る
本
も
多
く
あ
る
。
し
か
し
定
家
本
の
最
善
本
と
さ
れ

る
実
践
女
子
大
本
で
は
こ
の
部
分
、
同
前
書

の
凡
例
に
よ
れ
ば

「
な

ぞ
」
と
あ
る
よ
し
で
あ
り
、
古
本
系
の
善
本
と
さ
れ
る
陽
明
文
庫
本

(笠
間

影
印
叢
刊

に
よ
る
)
も
同

じ
く

「奈
」
の
字

母

に
よ

る

「な
」
文
字
で

「な
ぞ
」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
、
「名
ぞ
」
で
な
く

「な
ぞ
」
で
解
釈
す
る
理
由
は
表
記
の
面
か
ら
十
分
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

「名
ぞ
」
の
語
句
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
の
時
代
の
他
歌

を
み
る
と
、
次
の
よ
う
に

「
な
」
が

「名
」

で
あ
る
べ
き
語
句
上
の

明
確
な
限
定
の
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、

43
番
歌
に
は
そ
れ
が
な

い
。

人
し
れ
ず
た
え
な
ま
し
か
ば
わ
び

つ
つ
も
な
き
名
ぞ
と
だ
に
い

は
ま
し
も
の
を

(古
今
集

・
恋
五
)

色

に
い
で
て
恋
す
て
ふ
名
ぞ
立
ち
ぬ
べ
き
涙
に
そ
む
る
袖
の
な

け
れ
ば

(後
撰
集

・
恋

一
)

花
に
の
み
心
を
か
け
て
お
の
つ
か
ら
人
は
あ
だ
な
る
名
ぞ
た
ち

ぬ
べ
き

(和
泉
式
部
集
)

な
か
な
か
に
わ
が
名
ぞ
を
し
き
そ
ま
川

の
す
く
な
き
く
れ
の
下

し
文
か
な

(赤
染
衛
門
集
)

さ
ら

に
、
「名
」
と

「
む
つ
ま
し
」
の
関

わ
る
歌
を
み
る
と
、
次
の

よ
う

に
文
字
ど
お
り

「を
み
な

(女
)

へ
し
」
、
「撫
で
し
子
」
「床

な

つ
」
、
「諸
鬘
」
な
ど
、
名

の
音
の
意
味

に
関
係
す
る
も
の
な
の
で

あ
る
が
、

秋
の
野
に
や
ど
り
は
す
べ
し
を
み
な

へ
し
名
を
む
つ
ま
じ
み
た

び
な
ら
な
く
に

(古
今
集

・
秋
上
)

な
で
し
こ
の
名
に
む
つ
ま
し
き
床
な

つ
を
夜
し
も
見
ぬ
ぞ
わ
び

し
か
り
け
る

(賀
茂
保
憲
女
集
)

も
ろ
か
づ
ら
落
ち
葉
を
な
に
に
拾

ひ
け

む
名
は
む

つ
ま
じ
き
か

ざ
し
な
れ
ど
も

(源
氏
物
語

・
若
菜
下
)

「塩
釜
の
浦

(し
ほ
が
ま
の
う
ら
)」

の
名

の
音
の
持

つ
意
味
自
体

に
は
、
43
番
歌
の
中
で
響
き
あ
う
も
の
が
な

い
。
「煙
」
は
、
「塩
釜

の
浦
」

の
関
連
語
で
は
あ
る
が
、
名

の
音
の
示
す
意
味
自
体
と
は
関

わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
48
番
歌
の

「な
ぞ
」
を

「名

ぞ
」
と
解
釈
す
る
に
は

問
題
が
あ
る
。
こ
の
部
分
、
実
践
女
子
大
本

な
ど
数
本
を
除
く
定
家

本

の
諸
本
と
別
本
系
諸
本
に
、
「名
ぞ
」
で
な
く

「名
も
」
と
あ
る

の
も
、
「名
ぞ
」
の
形
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
ず

る
不
審

の
解
消
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と
関
わ

っ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の

「名
ぞ
」
に
対
し
、
「
な
ぞ
」
の
方
は
、
次
の
例

の
よ
う
に
、

「ど
う

し
て
…
は
…
な
の
か
」
と
い
う
ぐ
ら
い
の
意
味
に
な
る
。

あ

だ
な
り
と
名

に
ぞ
立
ち
ぬ
る
を
み
な

へ
し
な
ぞ
秋

の
野
に
お

ひ
そ
め
に
け
む

(亭
子
院
女
郎
花
合
)

思

は
ず
は
思
は
ず
と
や
は
い
ひ
は
て
ぬ
な
ぞ
世
の
中
の
玉
だ
す

き
な
る

(古
今
六
帖

・
五
)

な

ぞ
人
の
か
れ
は
つ
れ
な
き
下
紐

の
解
け
ば
ゆ
は
む
と
い
ひ
て

し
も

の
を

(古
今
六
帖

・
五
)

し
ら
か
は
に
晒
す
布
に
も
あ
ら
な
く
に
な
ぞ
わ
が
恋
の
心
地
か

な
し
き

(古
今
六
帖

・
五
)

春

の
田
を
な
ぞ
う
ち
返
し
悲
し
き
は
頼
り
少
な
き
我
が
身
な
り

け
り

(公
任
集
)

48
番
歌

も
、
「夫
が
火
葬
さ
れ
煙
と
な

っ
た
夕

べ
以
来
、
ど
う
し
て

身
近
に
感
じ
ら
れ
る
の
か
、
塩
釜
の
浦
よ
」
と
い
う
よ
う
な
意
味

で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
塩
釜

の
浦
が
身
近

に
感
じ
ら
れ
る
理
由
は
、
当

時
、
塩
釜
の
浦
、
あ
る
い
は
塩
釜
が
煙
と
の
関
わ
り
で
詠
ま
れ
る
も

の
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

河
原

の
左
の
大
臣

の
身
ま
か
り
て
後
か
の
家
に
ま
か
り
て

あ
り
け
る
に
、
塩
釜
と
い
ふ
所

の
さ
ま
を
つ
く
れ
り
け
る

を
見
て
よ
め
る

〈
つ
ら
ゆ
き
〉

君
ま
さ
で
煙
た
え
に
し
塩
釜
の
浦
さ
び
し
く
も
見
え
渡
る
か
な

(古
今
集

・
哀
傷
)

塩
釜
の
浦
と
は
な
し
に
君
こ
ふ
る
け
ぶ
り
た
え
ず
も
な
り
に
け

る
か
な

(古
今
六
帖

・
三
)

ほ
か
ざ
ま
に
な
び
く
を
み
れ
ば
塩
釜

の
煙
や
い
と
ど
も
え
渡
る

ら
ん

(本
院
侍
従
集
)

い
に
し

へ
の
心
も
た
え
ず
ゆ
く
水
に
や
く
塩
釜
の
煙
を
ぞ
み
る

(中
務
集

〈書
陵
部
蔵
本
〉
)

式
部
が
目
に
し
た
塩
釜
の
絵

に
も
海
士
の
焼

く
塩
釜
か
ら
煙
が
立
ち

昇

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
夫

の
火
葬
の
煙

と
塩
釜
か
ら
の
煙
と
が

似
通
う
こ
と
で
、
式
部
に
と

っ
て
陸
奥
の
塩

釜
が

「む

つ
ま
し
」
い

も
の
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
、
双
方
の
煙

の
似
通

い
を
式
部
は

「
な
ぞ
」
と
問

い
に
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、

塩
釜
の
煙
は
比
喩
と
し
て
は
引
用
歌
の
よ
う

に
こ
の
世
の
人
に
対
す

る
恋
が
基
本
で
、
死
者
に
対
し
て
は
用
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
右

の

古
今
集
哀
傷
歌
も
、

一
義
的
に
は
塩
焼
く
煙

の
絶
え
た
こ
と
を
い
っ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
式
部
は
塩
釜

の
煙
を
媒
介
に
し
て
、
亡
く
な

っ

た
宣
孝
を
恋
い
慕

っ
て
い
る
こ
と
を
表
白
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
自
分

の
心
情
を
見

つ
め
問

い
直
し
た
の
が
、
「な
ぞ
む
つ

　の
　

ま
し
き
塩
釜
の
浦
」

の
句
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

41

・
48
番
両
歌
に
み
え
る
疑
問

の
よ
う
に
、
紫
式
部
は
宣
孝
の
死

を
悲
し
み
、
恋
い
慕

い
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
の
よ
う
な
自
分
を
対

象
化
し
て
、
現
在
の
境
遇
に
立
ち
至

っ
て
い
る
今

の
自
分
を
見

つ
め
、

47



こ
れ
ま
で
の
自
己
の
経
緯
を
反
芻
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ

こ
に
あ

る
式
部
の
醒
め
た
意
識
が
、
他
の
女
流
歌
人
が
夫
や
愛
人
を

失

っ
て
歌

い
あ
げ
た
慟
哭
と
は
異
な
る
静
謐
な
情
調
を
も
た
ら
し
た

の
で
あ

る
。
42
番
歌
が
、
宣
孝
の
他

の
妻
を
母
と
す
る
継
娘
の
詠
で

あ
る
の
に
、
そ
れ
に
対
す
る
式
部

の
返
歌
が
現
存

の
紫
式
部
集
で
は

と
ど
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
継
娘
の
詠
自
体
を
独
立
し
た

「
そ
の
人
自

身

の
歌

と
し
て
」
(『新
書
』)
、
紫
式
部
集
の
中

に
収
め
ら
れ
て
い
る

の
も
、
紫
式
部
に
お
け
る
宣
孝
の
死
の
意
味
を
客
体
化
す
る
姿
勢
の

表
れ
で
あ
り
、
43
番
歌

で
逆
に
、
宣
孝
邸
か
ら
贈
ら
れ
て
き
た
桜
に

添
え
ら

れ
て
い
た
は
ず

の
継
娘
の
歌
が
示
さ
れ
ず
、
返
歌
に
あ
た
る

式
部
の
歌
だ
け
を
示
し
て
、
そ
こ
で
、
拾
遺
集

の
、
子
を
思
う
心
を

桜
に
託

し
た
中
務
歌
を
踏
ま
え

つ
つ
、

子
に
ま
か
り
お
く
れ
て
侍
り
け
る
こ
ろ
、
東
山

に
こ
も
り

て

中
務

咲

け
ば
散
る
咲
か
ね
ば
恋
し
山
桜
思
ひ
絶
え
せ
ぬ
花

の
う

へ
か

な

(拾
遺
集

・
春
)

生
前
の
宣
孝

の
父
と
し
て
の
姿
を
追
憶
し
て
い
る
の
も
、
宣
孝
を
紫

式
部
と
の
個
別
的
拘
束

か
ら
開
放
し
て
、

一
個

の
人
間
と
し
て
客
体

視
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

こ
う

し
て
、
宣
孝

の
死
に
関
わ
る
紫
式
部

の
歌
に
は
、
宣
孝
と
自

己
の
存
在
と
境
遇
を
客
体
視
し
て
、
そ
の
意
味
を
問
う
て
い
く
姿
勢

が
顕
著

で
あ
る
。

五

こ
の
よ
う
に
、
紫
式
部
は
、
夫
宣
孝
の
突
然

の
死
に
よ

っ
て
、
決

し
て
早
い
と
は
い
え
ぬ
年
令
で
開
始
し
た
結
婚
生
活
を
、
十
分
な
展

開
も
、
そ
の
行
き
着
く
先
も
見
極
め
ら
れ
ぬ
う
ち
に
閉
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な

っ
た
。
そ
の
後
、
家
集
に
よ
れ
ば
、
式
部
に
再
婚
を
迫

る
求
婚
者
も
現
れ
た
が
、
式
部
は
宣
孝
と
の
結
婚
以
前
の
娘
時
代
の

歌
に
も
み
ら
れ
た
よ
う
な
厳
し
い
態
度
で
そ
れ
を

つ
き
返
し
て
い
る
。

門
叩
き
わ
づ
ら
ひ
て
帰
り
に
け
る
人
の
、

つ
と
め
て

49
世
と
と
も
に
荒
き
風
吹
く
西
の
海
も
磯

辺
に
波
は
寄
せ
ず
と
や

見
し

と
恨
み
た
り
け
る
返
り
ご
と

50
か
へ
り
て
は
思
ひ
知
り
ぬ
や
岩
か
ど
に
浮
き
て
寄
り
け
る
岸
の

あ
だ
波年

返
り
て
、
「門
は
あ
き
ぬ
や
」

と
言
ひ
た
る
に

51
誰
が
里

の
春

の
た
よ
り
に
鶯
の
霞
に
閉

つ
る
宿
を
訪
ふ
ら
む

次
も
同
じ
背
景
の
贈
答
で
あ
ろ
う
。

た
ま
さ
か
に
返
り
ご
と
し
た
り
け
る
人
、
後
に
又
も
書
か

ざ
り
け
る
に
、
男

90
を
り
を
り
に
か
く
と
は
見
え
て
さ
さ
が

に
の
い
か
に
思

へ
ば
絶

ゆ
る
な
る
ら
む

返
し
、
九
月

つ
ご
も
り
に
な
り
に
け
り

孝宣原藤と部式紫75



91
霜

枯
れ
の
浅
茅

に
ま
が
ふ
さ
さ
が
に
の
い
か
な
る
を
り
に
か
く

と
見
ゆ
ら
む

こ
の
よ
う
な
男

へ
の
強
い
対
応
か
ら
は
、
式
部
が
結
婚
生
活
を
経
る

こ
と
で
、
自
己
の
生
き
る
意
欲

に
決
定
的
な
打
撃
を
受
け
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
式
部
の
人
間
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
い
ま
だ
ど

ろ
ど
ろ
と
し
た
情
念
と
し
て
式
部
の
内
部

に
燃
え
残

っ
て
い
た
の
だ

と
思
わ
れ
る
。
宣
孝

の
死
後

い
い
寄

っ
て
き
た
男
た
ち
と
再
婚
に
至

ら
な
か

っ
た
事
情
は
、
相
手
と
式
部
の
い
ず
れ
の
側
に
よ
る
も
の
か
、

も
う
明
ら
か
で
な
い
。
が
、
こ
う
し
た

い
ま
だ
燃
え
つ
づ
け
る
式
部

の
生
命

的
情
念
が
、
宣
孝
の
死
後
、
夫
と
自
己
の
境
遇
を
客
体
視
し

て
い
く
中
で
、
不
完
全
燃
焼
に
お
わ

っ
た
宣
孝
と
の
結
婚
生
活
の
意

味
を
問

い
直
さ
せ
、
自
己
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
砕
片
を
溶
解
し
て
、

あ
れ
ほ
ど
の
結
婚
生
活
の
苦
悩
を
味
わ
っ
た
に
し
て
は
、
空
蝉
や
朝

顔

・
軒

端
荻
、
夕
顔
や
六
条
御
息
所

な
ど
と

の
、
「す

き
ご

と
ど

も
」
や

「し
の
び
給

ひ
け
る
隠
ろ

へ
事
」
を

つ
ぎ

つ
ぎ

に
ひ
き
起
こ

し
て

「
言
ひ
消
た
れ
給
ふ
と
が
多
か
な
る
」
光
源
氏
と
そ
の
周
囲
の

女
性
た
ち
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
に
繋
が

っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
源
氏
物
語
の
誕
生
は
、
こ
れ
だ
け
で
説
明
が
可
能
な
ほ

ど
単
純

で
は
な

い
が
、
源
氏
物
語
の
始
発
は
、
生
身
の
紫
式
部
の
人

生
に
基
づ
き

つ
つ
、
そ
の
置
か
れ
た
既
成

の
現
実
か
ら
開
放
さ
れ
よ

う
と
し
た
、
紫
式
部
の
可
能
態
と
し
て
の
人
生
の
再
構
築
で
あ

っ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
式
部
は
も
う

一
度
生
き
直
し
て
み
よ
う
と

し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
母
更
衣
に
三
歳
で
死
別
し
て
人
生

を
歩
み
出
す
主
人
公
光
源
氏
は
、
幼

い
時
に
母
に
死
に
別
れ
、
男
性

コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
を
抱

い
て
い
た
と
み
ら
れ

る
紫
式
部
自
身
な
の
で

あ
り
、
満
た
さ
れ
ぬ
心
の
ま
ま
漁
色

に
お
も

む
く
彼

の
姿
は
、
紫
式

部
と
紫
式
部
が
実
体
験
し
た
複
数

の
女
の
人
生
を
翻
弄
し
た
男
宣
孝

本
人
と
の
融
解
し
た
も
の
で
も
あ

っ
た
ろ
う
。

ま
た

一
方
、
宣
孝

の
死
の
経
験
は
、
今
井
源
衛
氏
や
三
谷
邦
明
氏

　　
　

が

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
紫
式
部
の
意
識

に
人

の
死
に
対
す
る
明
確
な

観
念
を
形
成
し
た
と
み
ら
れ
る
。
母
と
姉

・
女
友
達

の
死
を
経
て
醸

成
さ
れ
て
き
て
い
た
も
の
が
、
こ
こ
で
は

っ
き
り
と
姿
を
現
し
た
の

で
あ
る
。
人
は
死
ぬ
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
人
生
を
完
成
さ
せ
る
。
源

氏
物
語

に
お
い
て
主
要
な
人
物
の
死
が
幾

つ
も
描
か
れ
て
い
る
の
は

そ
の
た
め
と
み
ら
れ
る
。
今
井
氏

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
登
場
人
物

の

「
死
を
描
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
逆

に
、
そ

れ
ら
の
人
物
は
、
は
じ

め
て
生
き
た
人
物
と
し
て
作
者
に
実
感
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
」
。

こ
の
観
念

に
み
ら
れ
る
生
と
死

の
対
立
と
不
離
、
こ
れ
は
ま
た
、

三
谷
氏

の
い
わ
れ
る

「
一
つ
の
同
じ
対
象
を
両
極
的
な
二
つ
の
視
点

で
捉
え
る
方
法
」
に
よ
る
両
義
的
な
視
点
を
、
紫
式
部
の
内
部
に
確

立
さ
せ
た
。
宣
孝
死
後

の
詠
歌
を
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
視
点
は
、
紫

式
部

の
知
的
認
識
と
内
的
情
動
の
共
起
と
対
立
で
あ
る
と
言

い
か
え

て
も
よ
い
。
理
性
で
は
認
識
し
な
が
ら
そ
れ
に
は
従
え
な

い
生
命
的

な
感
覚

で
あ
る
。

67



世
の
中

の
騒
が
し
き
こ
ろ
、
朝
顔
を
人
の
も
と

へ
や
る
と

て

52
消

え
ぬ
間
の
身
を
も
知
る
知
る
朝
顔

の
露
と
あ
ら
そ
ふ
世
を
嘆

く
か
な世

を
常
な
し
な
ど
思
ふ
人
の
、
幼
き
人
の
悩
み
け
る
に
、

か
ら
竹
と
い
ふ
も
の
瓶

に
挿
し
た
る
、
女
ば
ら
の
祈
り
け

る
を
見
て

53
若
竹

の
生
ひ
ゆ
く
末
を
祈
る
か
な
こ
の
よ
を
憂
し
と
厭
ふ
も
の

か
ら

こ
れ
ら
の
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

一
首
内
に
お
け
る
自
己
の
意
識

と
情
動

の
対
立
は
、
当
時
に
お
け
る
疫
病
の
流
行
と

い
う
同
様
の
環

境
の
中

で
詠
ま
れ
た
和
泉
式
部
や
赤
染
衛
門
の
歌
と
比
較
し
て
も
、

紫
式
部
歌
に
お
い
て
顕
著

で
あ
る
か
ら
、
紫
式
部
に
固
有

の
思
考
パ

タ
ー
ン
で
あ

っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

世

の
騒
が
し
き
こ
ろ

は

か
な
さ
に
つ
け
て
ぞ
嘆
く
夢

の
世
を
み
は
て
ず
な
り
し
人
に

よ
そ

へ
て

物
を
の
み
思
ひ
し
ほ
ど
に
は
か
な
く
て
浅
茅
が
す
ゑ
の
よ
と
な

り

に
け
り

(和
泉
式
部
集
)

世

の
は
か
な
き
こ
ろ
、
夢
ば

か
り
人
に
あ
ひ
て

あ

る
ほ
ど
に
と
ひ
見
て
し
か
な
絶
え
に
し
は
い
か
ば
か
り
憂
き

世
と
か
あ
り
し
と

(和
泉
式
部
集
)

世
の
い
み
じ
う
は
か
な
き
こ
ろ

聞
こ
え
し
も
聞
え
ず
見
し
も
見
え
ぬ
よ
に
あ
は
れ
い
つ
ま
で
あ

ら
ん
と
す
ら
ん

(和
泉
式
部
集
)

世
の
中

い
と
騒
が
し
き
こ
ろ
、
問

は
ぬ
人
に

世

の
中
は
い
か
に
な
り
ゆ
く
も
の
と
て
か
心
の
ど
か
に
音
つ
れ

も
せ
ぬ

(和
泉
式
部
続
集
)

露
よ
り
世
の
は
か
な
き
事
を
あ
る
に

草
の
う

へ
の
露
と
た
と

へ
ぬ
と
き
だ
に
も
こ
は
頼
ま
れ
じ
幻

の

世
か

(和
泉
式
部
続
集
)

世

の
中
騒
が
し
う
な
り
て
、
人
の
か
た
は
し
よ
り
亡
く
な

る
こ
ろ
、
人
に

し
ら
じ
か
し
花
の
葉
ご
と
に
お
く
露
の
い
つ
れ
と
も
な
き
中
に

消
え
な
ば

(和
泉
式
部
続
集
)

つ
ね
よ
り
も
世

の
中
は
か
な
う
見
え
し
こ
ろ
、
九
月
九
日

聞
き
と
聞
く
人
は
亡
く
な
る
世
の
中

に
今
日
も
我
が
身
は
す
ぎ

ん
と
や
す
る

(和
泉
式
部
続
集
)

桜

の
花
を
折
ら
せ
て
、
定
基
僧
都

の
母

夢
に
だ

に
見
え
ず
な
り
な
ん
の
ち
よ
り
は
こ
れ
や
か
た
み
に
な

ら
ん
と
す
ら
ん

返
し
、
人
の
い
と
お
ほ
く
亡
く
な
り
に
し
頃
に
て

み
る
ま
ま
に
い
と
ど
も
の
の
み
悲
し
け
れ
散
り
ゆ
く
花

に
世
を

た
と

へ
つ
つ

(赤
染
衛
門
集
)
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い
み
じ
う
世

の
は
か
な
き
こ
ろ
、
久
し
く
音
せ
ぬ
人
に

消

え
も
あ

へ
ず
は
か
な
き
比

の
露
ば
か
り
あ
り
や
な
し
や
と
人

の
問

へ
か
し

(赤
染
衛
門
集
)

こ
の
よ
う
な
紫
式
部

に
固
有
の
思
考
パ
タ
ー
ン
と
見
て
よ
い
自
己

の
意
識

と
情
動
の
共
起
と
対
立
は
、
先
に
見
た
宣
孝
の
死
を
見

つ
め

る
歌
に
顕
著
だ

っ
た
と
こ
ろ
の
自
己
を
対
象
ご
と
客
体
視
し
て
い
く

視
点
と
軌
を

一
に
す
る
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
持

て
た
こ
と
が
、
宣
孝

の
死
に
よ
る
衝
撃
を
理
性

の
面
で
解
体

・
緩
和

し
、
式
部

の
生
命
的
情
念
を
保
全
す
る
こ
と
に
も
繋
が
り
、
結
局
は
、

和
泉
式
部
や
赤
染
衛
門
と
異
な

っ
て
、
紫
式
部
を
散
文
文
芸

で
あ
る

源
氏
物
語

の
作
者
に
育

て
上
げ
て
い
っ
た
も

の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
を
最
終
的

に
形
成
す
る
契
機
と
な

っ
た
宣
孝

と
の
結
婚
と
夫
の
死
は
、
紫
式
部

の
人
生
に
と

っ
て
確
か
に
重
大
な

体
験
と
画
期
で
あ

っ
た
。
そ
の
こ
と
は
恐
ら
く
、
源
氏
物
語
を
執
筆

す
る
行
為
の
中
に
、
自
己
の
生
命

の
再
生
を
企

て
、
そ
の
果
て
に
、

浮
舟
の
再
生

に
ま
で
行
き
着
い
て
し
ま

っ
た
地
平
に
立
ち
す
く
む
紫

式
部
に
し
て
み
て
も
、
や
は
り
変
ら
ぬ
重
さ
を
保

っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
。
源
氏
物
語
を
生
き
る
こ
と
に
な

っ
た
第

二
の
人
生

の
混
沌

と
し
た
母
胎
の
提
供
者
と
し
て
、
そ
し
て
ま
た
、
女
と
し
て
の
紫
式

部
に
、
遅

い
夏
の
日
を
瞬
時
に
吹
き
抜
け
た
疾
風
の
よ
う

に
、
さ
ま

ざ
ま
の
思

い
出
を
残
し
て
消
え
て
い
っ
た
最
初

の
男
と
し
て
、
宣
孝

は
依
然
、
紫
式
部
の
心
の
中
に
生
き
て
い
た
ろ
う
。

注(
1
)

紫
式
部
集

の
引
用

に
際
し
て
は
、
ま
ま
漢
字
を
あ
て
る
。
ま
た
、
以

後
に
行
う
、
和
歌
集
諸
作
品
の
引
用
も
同
様

に
し
て
新
編
国
歌
大
観

に

よ
る
。

さ
ら

に
、
蜻
蛉
日
記

・
枕
草
子

・
源
氏
物
語
の
引
用
は
角
川
文

庫
に
、
う

つ
ほ
物
語
は
室
城
秀
之

『
う

つ
ほ
物
語
』
に
よ
る
。

(
2
)

鬼

束
隆
昭

「朝

顔
と
夕
顔
-

宣
孝
関
係

の
紫
式

部
歌
と
源
氏
物

語

l
」

『
日
本
文
学
』
昭
和
四
十

八
年
十
月
、
に
詳
し

い
。

(
3
)

藤
原
宣
孝

の
男
性
と
し
て
の
評
価

に
関

し
て
は
、
清
水
好
子

『紫
式

部
』
、
米
山

千
代
子

『紫
式
部

と
そ

の
夫
』
、
沢

田
正
子

『
紫
式
部
』

(人
と
思
想

躍
)
、
な
ど
、
女
性

の
側

の
見
解

に
肯
定
的
な
も

の
が
目

立

つ
。

(
4
)

安
藤
重
和

「紫
式
部
と
宣
孝

の
交
渉
経
緯
を
め
ぐ

っ
て
1

紫
式
部
集

試
論
I
」

『後
藤
重
郎
教
授
定
年
退
官
記
念

国
語
国
文
学
論
集
』
昭

和
五
十
九
年
。
『経
緯
』
と
称

す
。
以
下
、
同
じ
。

(
5
)

馬
内

侍
集

に
見

え
る
次

の
例

は
、

一
見
よ
く
似

て

い
る
が
、
「
か
き

集
め
て
送
ら
せ
た
る
」
と
詞
書

に
あ
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
交
換
し
た
相

手

の
手
紙
で
は
な
く
、
「
返
す
」
と

い
う
言
葉

を
使
う

の
で
は
な
く
、

五
首

の
連

作
を

「
送
ら

せ
」

て
い
る
点
、
ま
た
、
相

手

か
ら

の

「
返

し
」

(返
歌
)
が
記
さ
れ
て

い
る
点
か
ら
、
文
通
が
出
来
な
か

っ
た
間

に
相
手

に
送
る

べ
く
し
た
た
め
て
い
た
こ
ち
ら
側

の
複
数

の
文
ま
た
は

歌
で
あ

る
よ
う
だ
。

つ
つ
む
こ
と
あ
り
て
ふ
み
な
ど
も
通
は
ぬ
ほ
ど
、
か
き
集
め

て
送
ら
せ
た
る

ゐ
せ
き
す
る
岩
間

の
水
の
う
ち
忍
び
し
の
び
か
ね
て
そ
ね
は
な
か

れ
け
る
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い
か
な
れ
ば
し
ら

ぬ
に
お
ふ
る
う
き
ぬ
な
は
く
る
し
や
心
人
し
れ

ず

の
み

う

き
草

に
枕

や
す
ら
む
を
し
鳥

の
よ
る
は
の
ど
け
き
い
や
は
ね
ら

る
る

我
が
恋
に
く
ら
べ
て
し
か
な
雨
ふ
れ
ば
庭

の
う
た
か
た
数
を
か
ぞ

へ
て

寝
覚
に
は
き
き
も
し

つ
ら
ん
よ
も
す
が
ら
雨

の
こ
ゑ
に
は
お
と
り

や
は
す
る

返
し

五
月
雨

に
夜

ひ
と
よ
雨

は
し

の
ふ
れ
ど
そ
れ
よ
り
ほ

か
の
こ
ゑ
は

せ
ざ

り
き

(
6
)

越
前
か
ら
の
帰
京
と
そ
の
帰
路
に
お
け
る
80
～

82
番
歌

の
明
る
さ
に
、

宣
孝
と
の
結
婚
予
定
を
読

み
と
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
結
婚

ま
で
の

屈
折
を
考

え
る
と
早
計

で
あ
ろ
う
し
、
帰
京
自
体

に
は
、
武
生
滞
在
中

の
25
～

27
番
歌

に
窺

え
る
深

い
雪

に
象
徴
さ
れ
る
心
理
的
封
殺

か
ら

の

激
し

い
脱
出
願
望
、
都
恋
し
さ
の
力
を
見

て
お
か
な

い
と

い
け
な

い
だ

ろ
う
。

(
7
)

次

の
歌

は
、
宣
孝

に
関
す
る
歌

か
、
だ
と
し
て
も
結
婚
前

か
結
婚
後

か
、
詞
書

か
ら
は
、
状
況
が
わ
か
り

に
く

い
。

久
し
く
お
と
つ
れ
ぬ
人
を
思
ひ
出

で
た

る
を
り

78
忘

る
る
は
憂

き
世

の
常

と
思

ふ
に
も
身

を
や
る
方
の
な
き
ぞ
わ
び

ぬ
る

(空
白
)

返
し

79
誰
が
里
も
訪

ひ
も
や
来

る
と
ほ
と
と
ぎ
す
心

の
か
ぎ
り
待
ち
ぞ
わ

び

に
し

こ
の
二
首

は
、
内
容
的
に
贈
答
歌
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
二
首

の

間

に
78
番
歌
の
答
歌
と
79
番
歌

の
贈
歌

と
そ

の
詞
書
が
そ
れ
ぞ
れ
脱
落

し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
が
、
ど
の
よ
う
な
状
況

で
の
歌

か
は
不
明
で
あ

る
。
79
番
歌
は
、
宣
孝

の
贈
歌

に
対
す
る
答
歌
と
す
る

と
、
『解

釈
と
論
考
』

の
い
う

よ
う

に
、
「
誰
が
里

も
訪

ひ
も

や
来

る

と
」

の
句

は
、
特
定
の
男
性

の
来
訪
を
期
待
し
て
詠
ん
だ
と
す
る
に
は

皮
肉
な
内
容

で
、
「心

の
か
ぎ

り
待

ち
ぞ
わ
び

に
し
」
の
切
実

さ
と
齟

齬
す
る
た
め
、

「待
た

さ
れ
た
恨

み
を
こ
め
て
揶

揄
的
に
応
酬
し

た
も

の
で
あ

っ
て
、
宣
孝

と
の
楽
し
き
日
々

の
記
念

の

一
つ
と
い
」

(『全
歌

評
釈
』
)
う
こ
と
も

で
き
る
。
他

の
妻
の
存
在

を
認

め
て
か
な
り
弱
気

で
穏
や
か
な
歌
と
も
詠
め
る
の
で
、
92

・
94
番
歌
と
の
時
期
的

・
内
容

的
関
連
を

み
る
こ
と
も

で
き
る
。

な
お
、

こ
の
78

・
79
番
歌
の
後

に
は
、
80
～
85
番
歌

に
か
け
て
越
前

か
ら
の
帰
京

の
歌

と
結
婚
前

の
宣
孝
と
の
贈
答
歌
と
み
ら
れ
る
歌
が
続

い
て
い
る
が
、
そ
の
後
86
～

89
番
歌
ま
で
は
宮
仕
え
後

の
歌
と
な
り
、

逆
に
前

に
は
56
～

77
番
歌
ま
で
同
じ
く
宮
仕
え
後
の
歌
群
が
続

き
、
78

・
79
番
歌
直
前

の
74
～
77
番
歌
は
道
長

と
の
贈
答
が
置

か
れ
て
い
る

の

で
、

78

・
79
番
歌

は
問
の
四
行
空
白
分
も
含
め
て
道
長
と

の
関
係
歌
で

あ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

紫
式
部
と
道
長
と

の
関
係

は
近
年

で
は
、
角
田
文
衛

「道
長
と
紫
式

部
」

『紫
式
部

の
世
界
』、
池
田
和
臣

・
宋
貴

英

「紫
式
部
の
恋
」

(『中

央
大
学
文
学
部
紀
要
』
珊
、
平
成
十
年
三
月
)
な
ど

に
強
く
主
張
さ
れ

て
い
る
が
、

二
人

の
関
係

は
十
分
あ
り
え
る
こ
と
で
、
こ
の
78

・
79
番

歌

の
中

の
句

「
忘
る
る
は
憂
き
世
の
常
と
思
ふ
に
も
」
・
「誰
が
里
も
訪

ひ
も
や
来
る
と
ほ
と
と
ぎ
す
」
な
ど

は
、
宮
仕

え
後

の
式
部

の
認
識
、

道
長

の
振

る
舞

い
と
し
て
み
て
も
齟
齬
が
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

(8
)

角
田
文
衛

「
紫
式
部

の
結
婚
」

『紫
式
部
の
世
界
』
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(9
)

古
本
系
陽
明
文
庫
本
で
は
、
実
践
女
子
大
本
m
番
歌

(陽
明
文
庫
本

鵬
番
歌
)
の
後

に
、
実
践
女
子
大
本
で
は
、
前
後

の
宮
仕
え
中

の
歌
群

の
間

に

「
又
、

い
か
な
り
し
に
か
」

の
詞
書

で
置
か
れ
て
い
る
囎
番
歌

(陽
明
文
庫
本

珊
番
歌
、
詞
書

な
し
)
「
な

に
ば

か
り
心
尽
く
し

に
な

が
め
ね
ど
見
し
に
く
れ

ぬ
る
秋

の
月
影
」
が
位
置
す
る
。

そ
れ

に
よ
れ

ば
、
作
者
自
身

は
さ
ほ
ど
自
覚

し
て
い
な

い
の
だ
が
、
夫

の
不
来
訪
に

つ
い
涙
し
た
と
よ
め
る
。

(10
)

48
番
歌
と
よ
く
似
た
歌
が
、
源
氏
物
語
夕
顔
巻
と
和
泉
式
部
集
に
あ

る
。

見
し
人

の
煙
を
雲
と
な
が
む
れ
ば
夕

べ
の
空
も
む

つ
ま
じ
き
か
な

(源
氏
物
語

・
夕
顔
)

は
か
な
く
て
煙

と
な
り
し
人
に
よ
り
雲
居

の
雲

の
む

つ
ま
じ
き
か

な(和
泉
式
部
集

「観
身
岸
額
離
根
草
、
論
命
江
頭
不
繋
舟
」
歌
群
)

源
氏
物
語
夕
顔
巻
歌
が
、
48
番
歌
よ
り
後
の
成
立

で
あ
る
の
は
ほ
ぼ

確
か
で
あ

ろ
う
。
和
泉
式
部
集
歌
も
、
長
保
四
年

(
一
〇
〇
二
)
六
月

の
為
尊
親
王
薨
去
後
、
あ
る

い
は
寛
弘

四
年

(
一
〇
〇
七
)
十
月

の
敦

道
親
王
薨
去
後

の
作
な
ら
ば
、
48
番
歌

に
後
れ
る
可
能
性
が
強

い
。

48

番
歌

の
新
し

さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

(
11
)

今
井
源
衛

「
源
氏
物
語
執
筆

の
動
機
」
『解

釈
と
観
賞
』
昭
和
三
十

六
年
十
月
、
三
谷
邦

明

「源
氏
物
語

の
創
作
契
機
」
『
物
語

文
学

の
方

法
H
』
。

80




