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は　

じ　

め　

に

道
長
子
女
に
奉
仕
す
る
女
房
集
団
に
は
、
絶
対
的
政
治
権
力
と
別
格
の
家
格
を
確
立
し
た
道
長
の
主
導
に
よ
っ
て
、
摂
関
・
大
臣
・
公

卿
の
子
女
が
上
臈
女
房

（
１
）

と
し
て
相
次
い
で
召
し
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
女
房
集
団
秩
序
は
一
時
的
に
動
揺
す
る
も
の
の
し
だ
い
に
再

構
築
さ
れ
、
院
政
期
に
至
る
と
家
格
に
よ
る
厳
格
な
身
分
秩
序
が
浸
透
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
従
来
、
女
房
集
団
を
お
も
に
構
成
し
て
い

た
の
は
家
司
や
受
領
な
ど
諸
大
夫
層
を
中
心
と
す
る
中
臈
以
下
の
女
房
で
あ
り

（
３
）

、
上
臈
女
房
の
割
合
が
増
加
し
家
柄
も
上
昇
す
る
に
つ
れ

て
、
女
房
の
採
用
・
職
務
・
待
遇
な
ど
の
職
場
環
境
に
少
な
か
ら
ぬ
変
化
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
中
臈
以
下
の
女
房

の
な
か
に
は
、
文
人
家
庭
出
身
者
な
ど
が
漢
文
学
や
漢
籍
の
知
識
と
教
養
を
も
っ
て
採
用
さ
れ
た
り
、
職
務
上
で
も
漢
才
を
活
か
し
評
価

を
受
け
た
り
す
る
者
が
登
場
し
た
が

（
４
）

、
そ
う
し
た
漢
才
発
揮
お
よ
び
評
価
に
も
何
ら
か
の
影
響
が
及
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
の
女
房
集
団
身
分
秩
序
の
厳
格
化
が
、
い
つ
ご
ろ
何
を
契
機
に
開
始
さ
れ
た
か
を

確
認
し
た
上
で
、
女
房
の
採
用
・
職
務
・
待
遇
な
ど
の
職
場
環
境
に
も
た
ら
し
た
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
女
房
集
団

を
め
ぐ
る
職
場
環
境
の
変
容
が
、
女
房
に
よ
る
漢
才
発
揮
お
よ
び
評
価
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
女
房
集
団
の
変
容
と
漢
才
の
行
方

野
田
有
紀
子

一



大
正
大
學
研
究
紀
要

　
第
一
〇
八
輯

100

一　

女
房
集
団
に
お
け
る
身
分
秩
序
厳
格
化
の
契
機

后
宮
女
房
集
団
に
お
け
る
身
分
秩
序
の
厳
格
化
は
、
い
つ
ご
ろ
何
を
契
機
と
し
て
始
め
ら
れ
た
か
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
女

房
装
束
の
規
制
で
あ
る
。
道
長
の
長
女
彰
子
は
長
保
元
年
（
九
九
九
）
に
十
二
歳
で
一
条
天
皇
の
女
御
と
し
て
入
内
し
た
際
、「
四
位
・

五
位
の
女
」
す
な
わ
ち
諸
大
夫
層
出
身
者
な
ど
「
女
房
四
十
人
・
童
女
六
人
・
下
仕
六
人
」
を
供
と
し
た
が
、
女
房
は
入
内
後
、
一
様
に

「
同
じ
き
大
海
の
摺
裳
、
織
物
の
唐
衣
な
ど
」
を
着
用
し
て
い
た
と
い
う

（
５
）

。

と
こ
ろ
が
翌
二
年
、
彰
子
が
立
后
し
中
宮
と
し
て
初
参
内
す
る
際
は
、
女
房
の
装
束
が
身
分
に
し
た
が
っ
て
明
確
に
区
別
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。「
こ
の
た
び
は
女
房
の
唐
衣
な
ど
も
品
々
に
分
れ
て
、
け
ぢ
め
け
ざ
や
か
な
る
ほ
ど
ぞ
、
い
と
ほ
し
げ
な
る
。
お
し
な
べ
て

あ
り
し
を
り
は
、
目
と
ど
ま
り
て
も
見
え
ざ
り
し
織
物
の
唐
衣
ど
も
の
、
今
見
れ
ば
、
文
け
ざ
や
か
に
浮
き
た
る
も
め
で
た
く
見
え
、
さ

し
も
あ
ら
ず
人
が
ら
な
ど
は
わ
ろ
か
ら
ぬ
も
、
ま
た
心
の
か
ぎ
り
し
た
る
無
文
な
ど
は
、
い
と
口
惜
し
く
な
む
」。
す
な
わ
ち
、
今
回
は

唐
衣
な
ど
も
身
分
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
区
別
が
明
確
と
さ
れ
た
た
め
、
気
の
毒
な
目
に
遭
っ
た
女
房
も
い
た
。
織
物
の
唐
衣
は
許
さ
れ
た

身
分
の
女
房
の
み
が
着
用
し
、
文
様
が
鮮
や
か
に
浮
き
出
て
立
派
に
見
え
た
一
方
、
そ
う
で
な
い
身
分
の
女
房
は
許
さ
れ
る
範
囲
で
趣
向

を
凝
ら
し
た
無
文
の
唐
衣
な
ど
を
着
用
し
て
い
る
も
の
の
、
見
栄
え
が
せ
ず
本
当
に
残
念
な
感
じ
で
あ
っ
た

（
６
）

（『
栄
花
物
語
』
巻
六
・
か

か
や
く
藤
壺
）。

立
后
を
契
機
と
し
て
装
束
の
別
が
厳
格
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
の
ち
に
道
長
次
女
・
妍
子
の
例
で
も
見
え
る
。
妍
子
は
寛
弘
元
年

（
一
〇
〇
四
）
尚
侍
に
任
じ
、
同
七
年
に
東
宮
（
居
貞
親
王
）
へ
参
入
、「
年
ご
ろ
の
人
の
妻
子
（
長
年
、
道
長
家
に
奉
仕
し
て
き
た
者
の

妻
や
娘
）」
な
ど
「
大
人
四
十
人
・
童
女
六
人
・
下
仕
四
人
」
が
供
を
し
た
が
、女
房
た
ち
は
「
そ
こ
ら
の
女
房
え
も
い
は
ぬ
な
り
装
束
に
て
、

え
な
ら
ぬ
織
物
の
唐
衣
を
着
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
大
海
の
摺
裳
ど
も
を
引
き
掛
け
わ
た
し
」
の
ご
と
く
、
す
ば
ら
し
い
織
物
の
唐
衣
を

着
用
し
、
豪
勢
な
大
海
の
摺
裳
を
一
同
腰
に
ま
と
っ
て
集
っ
て
い
た
（
巻
八
・
は
つ
は
な
）。

こ
れ
が
寛
弘
八
年
の
三
条
天
皇
即
位
後
、
妍
子
が
女
御
と
さ
れ
、
つ
い
で
翌
年
二
月
に
中
宮
と
し
て
立
后
す
る
と
、
そ
の
女
房
の
装
束

二
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が
身
分
に
し
た
が
っ
て
厳
し
く
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ま
で
は
「
年
ご
ろ
の
女
房
た
ち
上
中
下
の
ほ
ど
な
ど
の
、
わ
き
が
た
う

思
ひ
思
ひ
な
り
つ
る
ほ
ど
（
古
参
女
房
は
身
分
の
区
別
が
で
き
な
い
ほ
ど
思
い
思
い
に
着
飾
っ
て
仕
え
て
い
た
）」
が
、「
何
ご
と
も
心
苦

し
げ
に
、
う
ち
う
ち
な
づ
ま
し
げ
な
り
つ
る
人
も
、
事
か
ぎ
り
あ
り
け
れ
ば
、
織
物
の
唐
衣
を
着
、
年
ご
ろ
め
で
た
う
し
た
り
顔
な
り
つ

る
人
も
、
に
は
か
に
平
絹
な
ど
に
て
、
い
と
心
や
ま
し
げ
に
思
ひ
た
る
も
を
か
し
き
に
」
の
ご
と
く
、
そ
れ
ま
で
身
分
は
高
い
が
物
事
が

順
調
に
運
ば
ず
豪
華
な
衣
装
を
着
ら
れ
な
か
っ
た
上
臈
女
房
が
規
則
通
り
に
織
物
の
唐
衣
を
着
用
し
、
逆
に
日
ご
ろ
立
派
に
着
飾
っ
て
誇

ら
し
げ
だ
っ
た
中
臈
以
下
が
急
に
平
絹
の
唐
衣
を
着
る
こ
と
に
な
っ
て
不
満
そ
う
で
あ
っ
た
。
当
時
、
公
卿
子
女
で
あ
り
な
が
ら
女
房
と

し
て
出
仕
す
る
者
は
、「
近
代
太
政
大
臣
及
大
納
言
已
下
息
女
、
父
薨
後
、
皆
以
宦
仕
、
世
以
為
レ
嗟
。
但
父
未
レ
死
之
前
宦
仕
、
参
議
正

光
女
外
未
レ
聞
之
事
也

（
７
）

」
の
よ
う
に
父
が
故
人
、
も
し
く
は
妾
腹
等
の
理
由
に
よ
り
経
済
的
・
社
会
的
に
後
ろ
盾
が
乏
し
く
、
装
束
を
整

え
る
の
も
苦
労
す
る
な
ど
女
房
集
団
内
で
不
利
な
立
場
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
近
親
者
に
参
議
が
い
る
と
思
し
き
「
大
宰
相

の
君
」
も
、
こ
れ
ま
で
「
お
ば
お
と
ど
（
御
婆
大
殿
）」
な
ど
と
い
う
あ
だ
名
を
付
け
ら
れ
後
ろ
指
を
指
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
日
は
「
い

と
け
ざ
や
か
に
え
も
い
は
ぬ
葡
萄
染
の
織
物
の
唐
衣
な
ど
」
上
臈
女
房
と
し
て
の
晴
れ
が
ま
し
い
出
で
立
ち
で
控
え
て
い
た
。
一
方
、
道

長
家
に
長
く
奉
仕
し
て
き
て
顔
が
効
き
、
し
か
も
親
が
受
領
な
ど
で
経
済
的
に
豊
か
で
、
こ
れ
ま
で
贅
の
限
り
を
尽
く
し
て
織
物
の
唐
衣

を
着
用
し
て
い
た
「
わ
れ
は
と
思
ひ
た
り
つ
る
」
女
房
た
ち
は
、
中
臈
以
下
の
身
な
り
し
か
許
さ
れ
ず
目
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

妍
子
が
尚
侍
お
よ
び
女
御
で
あ
っ
た
時
は
、
女
房
集
団
内
の
立
場
は
年
季
が
優
先
さ
れ
た
よ
う
で
、
道
長
家
に
長
年
仕
え
た
女
房
た
ち
は

我
が
物
顔
で
振
る
舞
っ
て
い
た
が
、「
品
々
わ
き
た
ま
へ
る
ほ
ど
な
ど
、
げ
に
公
と
な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
は
、
こ
と
な
る
わ
ざ
な
り
け
り
」

の
ご
と
く
、
立
后
し
た
こ
と
で
妍
子
は
「
公
人
」
と
み
な
さ
れ
、
男
性
貴
族
社
会
と
同
様
に
、
女
房
集
団
身
分
秩
序
の
厳
格
化
が
進
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
巻
一
〇
・
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
）。

彰
子
の
場
合
も
、
立
后
後
に
「
公
人
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
男
性
貴
族
社
会
と
同
様
、
そ
の
女
房
集
団
に
お
い
て
も
道
長

一
家
を
頂
点
と
す
る
家
格
秩
序
に
従
っ
た
序
列
化
、
身
分
秩
序
の
厳
格
化
が
図
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
８
）

。
上
臈
と
中
臈
以
下
と
の
身
分
格

差
が
、
織
物
の
唐
衣
の
着
用
可
否
に
よ
っ
て
明
確
に
可
視
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
彰
子
女
房
集
団
だ
け
で
な
く
、
貴
族
社
会
全
体
に
も
周
知

三
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さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
寛
弘
七
年
に
故
准
大
臣
藤
原
伊
周
女
（
周
子
）
が
中
宮
彰
子
の
も
と
に
上
臈
女
房
「
帥
殿
の
御
方
」
と
し
て
出
仕
し

て
い
る
が
、
こ
の
時
点
ま
で
に
道
長
が
絶
対
的
な
政
治
権
力
お
よ
び
別
格
の
家
格
を
確
立
し
、
さ
ら
に
彰
子
が
中
宮
と
い
う
公
人
の
身
分

に
昇
っ
た
こ
と
で
女
房
集
団
身
分
秩
序
の
厳
格
化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
上
位
階
層
女
性
で
さ
え
も
半
強
制
的
に
女
房
と
し

て
召
し
出
せ
る
絶
対
的
政
治
権
力
と
、高
貴
な
上
臈
女
房
と
し
て
の
家
格
に
応
じ
た
特
別
待
遇
を
も
っ
て
迎
え
入
れ
ら
れ
る
職
場
環
境
の
、

二
つ
の
条
件
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
妍
子
立
后
後
、
寛
弘
九
年
閏
一
〇
月
の
三
条
天
皇
御
禊
行
幸
に
お
い
て
、
座
次
を
出
車
後
方
に
下
げ
ら
れ
た
妍
子
女
房
が
、
主

人
へ
の
当
て
つ
け
に
後
ろ
の
簾
を
下
ろ
し
た
ま
ま
渡
っ
た
が
、
こ
の
態
度
に
対
し
て
、「
主
の
思
し
召
さ
む
と
こ
ろ
も
知
ら
ず
、
男
は
え

し
か
あ
る
ま
じ
く
こ
そ
は
べ
れ（
男
性
だ
っ
た
ら
と
て
も
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
ま
い
）」と
非
難
さ
れ
て
い
る（『
大
鏡
』雑
々
物
語
・
道
長
）。

男
性
官
人
で
あ
っ
た
ら
到
底
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
主
人
へ
の
当
て
つ
け
行
為
が
女
房
の
場
合
は
許
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
男
性
貴

族
社
会
の
身
分
秩
序
が
当
時
ま
だ
女
房
集
団
に
は
充
分
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
妍
子
立
后
の
際
に
も

織
物
の
唐
衣
の
可
否
に
よ
っ
て
女
房
た
ち
に
「
品
々
わ
き
た
ま
へ
る
（
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
）」
の
だ
が
、
そ
の
際
も

中
臈
以
下
の
女
房
の
間
に
は
「
心
に
は
誰
も
や
す
か
ら
ず
言
ひ
思
へ
ど
、
と
も
か
く
も
え
啓
せ
で
、
心
の
中
に
の
み
む
せ
わ
た
る
ほ
ど
も

苦
し
げ
な
り
」
と
、
心
中
に
は
強
い
不
満
や
反
発
の
気
持
ち
が
燻
り
続
け
て
い
た
と
い
う
。
女
房
集
団
身
分
秩
序
の
厳
格
化
は
一
時
で
は

達
成
さ
れ
ず
、
次
章
以
降
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
こ
の
あ
と
院
政
期
に
至
る
ま
で
徐
々
に
浸
透
が
図
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

二　

女
房
採
用
条
件
の
変
遷

后
宮
や
女
御
に
仕
え
る
後
宮
女
房
に
は
、
入
内
後
そ
の
都
度
追
加
採
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
ま
ず
は
入
内
の
供
と
し
て
所
定
員
数

を
備
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
入
内
準
備
の
一
環
と
し
て
、
障
子
や
屏
風
な
ど
の
調
度
品
や
絵
物
語
を
誂
え
る
と
と
も
に
、
し
か

四



平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
女
房
集
団
の
変
容
と
漢
才
の
行
方

103

る
べ
き
女
房
が
選
び
集
め
ら
れ
た
。
そ
の
具
体
的
な
採
用
条
件
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』（
一
条
朝
初
期
ま
で
に
成
立
）
あ
て
宮
に
、
左
大
将

の
娘
「
あ
て
宮
」
の
東
宮
参
入
準
備
と
し
て
、「
御
供
人
、
大
人
四
十
人
、
み
な
四
位
、
宰
相
の
娘
、
髪
丈
に
あ
ま
り
、
丈
よ
き
ほ
ど
に
、

手
書
き
、
歌
詠
み
、
琴こ

と

、
琴き

ん

弾
き
、
人
の
い
ら
へ
す
る
こ
と
、
み
な
上
手
、
歳
二
十
余
の
う
ち
（
中
略
）。
童
六
人
、
五
位
の
娘
、
十
五

歳
の
う
ち
、
か
た
ち
、
す
る
わ
ざ
、
大
人
の
ご
と
く
（
中
略
）。
下
仕
へ
八
人
、（
中
略
）
侍
の
娘
。
樋
洗
ま
し
二
人
」
と
あ
っ
て
、
女
房

は
四
〇
名
、
四
位
か
参
議
の
娘
で
、
髪
が
長
く
身
長
も
ほ
ど
よ
く
、
書
道
・
和
歌
・
琴
に
巧
み
で
、
応
答
も
得
意
な
、
二
十
歳
過
ぎ
ま
で

の
者
を
揃
え
た
と
見
え
る
。

こ
の
員
数
は
、
長
保
元
年
（
九
九
九
）、
彰
子
が
女
御
と
し
て
入
内
し
た
際
の
、「
女
房
四
十
人
・
童
女
六
人
・
下
仕
六
人
」
と
ほ
ぼ
同

数
で
あ
り
、
一
条
朝
初
期
以
前
に
は
例
と
な
っ
て
い
た
も
の
ら
し
い

（
９
）

。
彰
子
女
御
入
内
時
の
女
房
採
用
条
件
は
、「
か
た
ち
、
心
を
ば
さ

ら
に
も
い
は
ず
、
四
位
・
五
位
の
女
と
い
へ
ど
、
こ
と
に
交
ら
ひ
わ
ろ
く
、
成
出
き
よ
げ
な
ら
ぬ
を
ば
、
あ
へ
て
仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ

べ
き
に
も
あ
ら
ず
、
も
の
き
よ
ら
か
に
、
成
出
よ
き
」
の
ご
と
く
、
容
姿
や
人
柄
は
も
ち
ろ
ん
、
四
位
・
五
位
と
い
う
諸
大
夫
出
身
で
も
、

世
間
づ
き
あ
い
が
悪
く
育
ち
の
良
く
な
い
者
は
避
け
、
気
品
が
あ
り
育
ち
の
良
い
者
だ
け
が
厳
選
さ
れ
た
（『
栄
花
物
語
』
巻
六
・
か
か

や
く
藤
壺
）。

寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）、
妍
子
東
宮
参
入
時
に
備
え
ら
れ
た
「
大
人
四
十
人
・
童
女
六
人
・
下
仕
四
人
」
も
、「
年
ご
ろ
の
人
の
妻
子

（
長
年
、
道
長
に
仕
え
て
き
た
者
の
妻
や
娘
）」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
従
来
、
后
宮
や
女
御
な
ど
に
仕
え
る
女
房
は
家
司
や
受
領
な
ど
下
級

貴
族
子
女
が
中
心
で
あ
っ
た
。
彰
子
や
妍
子
の
場
合
も
入
内
当
初
は
、
お
も
に
道
長
家
に
長
く
仕
え
て
き
た
諸
大
夫
層
の
妻
や
娘
の
な
か

で
器
量
や
人
柄
な
ど
が
す
ぐ
れ
た
者
を
例
通
り
に
揃
え
る
こ
と
に
重
心
が
置
か
れ
た
。
た
だ
し
当
時
は
受
領
階
層
子
女
で
も
女
房
出
仕
は

敬
遠
さ
れ
て
お
り
、
道
長
子
女
の
入
内
で
も
女
房
を
規
定
ど
お
り
揃
え
ら
れ
る
か
が
心
配
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る）

11
（

。
ま
し
て
や
、
摂
関
・

大
臣
・
公
卿
な
ど
上
流
貴
族
の
子
女
に
と
っ
て
は
、
后
宮
女
房
と
し
て
出
仕
す
る
こ
と
は
極
め
て
不
名
誉
で
忌
避
す
べ
き
行
為
と
認
識
さ

れ
て
い
た
た
め
、
本
人
や
家
族
か
ら
の
大
き
な
抵
抗
を
と
も
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
道
長
側
も
十
分
な
配
慮
が
不
可
欠
で
あ
り
、
身
内
の
男

性
貴
族
に
政
治
的
圧
力
を
か
け
る
一
方
、
本
人
や
母
親
に
宛
て
て
彰
子
や
そ
の
母
倫
子
が
書
状
を
送
っ
て
説
得
す
る
な
ど
、
硬
軟
取
り
混

五
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ぜ
手
間
暇
を
か
け
て
丁
重
に
招
く
必
要
が
あ
っ
た
。

や
が
て
貴
族
社
会
の
女
房
出
仕
に
対
す
る
意
識
は
、「
い
と
憂
き
こ
と
」
か
ら
「
今
の
世
の
人
は
、
さ
の
み
こ
そ
は
出
で
た
て
（
誰
も

が
進
ん
で
出
仕
し
た
が
る
も
の
）」
へ
と
変
化
し
（『
更
級
日
記
』
長
暦
三
年
、
一
〇
三
九
）、
上
流
貴
族
子
女
の
出
仕
に
対
す
る
抵
抗
感

も
薄
れ
て
、
入
内
準
備
時
か
ら
上
臈
女
房
と
し
て
の
出
仕
希
望
者
が
跡
を
絶
た
な
く
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
の

禎
子
内
親
王
東
宮
（
敦
良
親
王
）
参
入
時
に
は
、「
参
ら
ん
参
ら
ん
と
案
内
申
し
つ
る
人
々
」
が
相
次
い
だ
た
め
一
部
の
み
採
用
し
、
上

臈
女
房
で
さ
え
禎
子
内
親
王
に
気
に
入
ら
れ
な
い
の
も
気
の
毒
な
の
で
採
用
を
見
送
っ
た
者
が
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
（『
栄
花
物
語
』
巻

二
八
・
わ
か
み
づ
）。

さ
ら
に
永
承
五
年
（
一
〇
五
〇
）
に
関
白
頼
通
女
寛
子
が
後
冷
泉
天
皇
の
女
御
と
し
て
入
内
す
る
際
、「
さ
る
べ
き
人
人
の
女
競
ひ
参
り
、

い
み
じ
う
め
で
た
し
。
殿
の
か
く
御
心
に
入
れ
さ
せ
た
ま
へ
る
こ
と
と
思
ふ
べ
か
め
れ
ば
、
か
し
づ
く
人
の
女
、
妹
参
ら
ぬ
な
し
。
女
房

の
装
束
な
ど
、
い
ひ
つ
く
す
べ
き
方
な
し
。
公
信
の
兵
衛
督
の
女
の
御
腹
の
、
故
藤
民
部
卿
（
斉
信
）
の
女
参
り
た
ま
へ
り
。
実
基
の
中

将
、
今
は
尾
張
守
と
い
ふ
が
女
、
源
民
部
卿
の
子
の
信
濃
守
の
女
な
ど
、
君
達
の
女
い
と
あ
ま
た
参
れ
り
。
そ
れ
な
ら
ぬ
も
多
か
れ
ど
書

か
ず
。
諸
大
夫
の
女
な
ど
は
数
へ
つ
く
す
べ
く
も
あ
ら
ず
」
の
ご
と
く
、
し
か
る
べ
き
名
家
の
女
が
競
う
よ
う
に
し
て
出
仕
し
、
大
切
に

養
育
し
て
い
る
相
当
の
家
の
女
や
姉
妹
で
出
仕
せ
ぬ
も
の
は
な
い
ほ
ど
で
あ
り
、
公
卿
で
あ
っ
た
故
藤
原
斉
信
女
や
殿
上
人
の
女
が
大
勢

出
仕
し
た
た
め
、
諸
大
夫
の
女
な
ど
は
数
え
尽
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
（
巻
三
六
・
根
あ
は
せ
）。
女
房
採
用
の
重
心
が
、
従

来
の
諸
大
夫
層
か
ら
、
公
卿
・
殿
上
人
と
い
っ
た
上
中
流
貴
族
層
へ
と
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
長
主
導
で
推
進
さ
れ
た
后
宮
女
房
の
出
身
身
分
引
き
上
げ
は
、
後
三
条
天
皇
お
よ
び
白
河
天
皇
の
個
人
的
な
意
向
に
よ
っ
て
、
さ
ら

に
対
象
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
。
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）、後
三
条
天
皇
は
寵
愛
す
る
女
御
源
基
子
が
生
ん
だ
皇
子
（
実
仁
親
王
）
に
、「
若

宮
の
御
乳
母
の
さ
ぶ
ら
ふ
は
さ
る
も
の
に
て
、
や
む
ご
と
な
か
ら
ん
人
を
が
な
と
思
し
め
し
て
召
し
出
づ
」
と
、
高
貴
な
身
分
の
乳
母
を

加
え
た
い
と
思
い
、少
納
言
実
宗
の
妻
で
資
成
の
女
、遠
江
守
家
範
の
妻
で
丹
後
守
公
基
朝
臣
の
女
、女
御
の
伯
父
忠
俊
の
刑
部
大
輔
の
妻
、

常
陸
前
司
基
房
女
（
閑
院
大
将
朝
光
孫
）
と
い
っ
た
、「
君
達
の
妻
」
を
召
し
出
し
た
。
こ
れ
以
前
に
も
、
す
で
に
女
房
と
し
て
出
仕
し

六
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て
い
る
公
卿
子
女
が
そ
の
ま
ま
乳
母
を
拝
命
す
る
例
は
あ
っ
た
が）

11
（

、新
た
に「
君
達
の
妻
」が
召
し
出
さ
れ
る
こ
と
は
前
代
未
聞
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
道
長
が
外
孫
敦
成
親
王
（
後
一
条
天
皇
）
の
乳
母
と
し
て
、
丹
波
中
将
源
雅
通
（
妻
倫
子
の
甥
）
の
妻
を
「
さ
い
な
み
て
召
し
け

れ
ど
（
無
理
や
り
召
し
出
そ
う
と
し
た
が
）」、
雅
通
は
「
さ
り
と
て
出
し
た
て
て
は
え
あ
ら
じ
（
そ
う
は
い
っ
て
も
妻
を
乳
母
と
し
て
出

仕
さ
せ
る
の
は
面
目
が
立
た
な
い
）」と
し
て
、子
供
は
全
員
一
条
殿
に
移
し
て
離
縁
し
た
た
め
、乳
母
と
し
て
参
上
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ

た
と
い
う
（
巻
三
八
・
松
の
し
づ
え
）。

道
長
子
女
所
生
皇
子
の
乳
母
は
道
長
家
司
の
妻
な
ど
か
ら
採
用
さ
れ
た
が）

12
（

、
女
房
集
団
で
の
乗
車
順
や
装
束
は
上
臈
女
房
並
み
の
待
遇

を
与
え
ら
れ
た
。
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
上
東
門
院
（
藤
原
彰
子
）
石
清
水
詣
で
は
、
女
院
御
車
の
尻
に
源
大
納
言
（
源
伊
陟
）
女
の

宣
旨
と
と
も
に
天
皇
乳
母
の
大
弐
三
位
が
乗
車
し
（
巻
三
一
・
殿
上
の
花
見
）、
万
寿
四
年
の
禎
子
内
親
王
の
東
宮
参
入
時
に
は
乳
母
と

上
﨟
女
房
が
二
重
織
物
の
表
着
を
着
用
し
た（
巻
二
八
・
わ
か
み
づ
）。
そ
の
た
め『
枕
草
子）

13
（

』で
も
、「
う
ら
や
ま
し
げ
な
る
も
の
」（
一
五
二

段
）
と
し
て
天
皇
や
東
宮
の
乳
母
を
あ
げ
、「
身
を
か
へ
て
天
人
な
ど
は
か
や
う
や
あ
ら
む
と
見
ゆ
る
も
の
は
（
生
ま
れ
変
っ
て
天
人
な

ど
は
こ
う
も
あ
ろ
う
か
と
見
え
る
も
の
は
）」（
二
二
九
段
）
で
は
、
普
通
の
女
房
と
し
て
仕
え
た
者
が
乳
母
に
な
っ
て
、
唐
衣
や
裳
も
着

け
ず
に
御
前
に
添
い
臥
し
御
帳
内
を
居
場
所
に
し
、
ほ
か
の
女
房
を
呼
び
使
っ
て
羽
ぶ
り
を
き
か
せ
て
い
る
様
子
を
羨
望
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
乳
母
も
、
あ
く
ま
で
も
道
長
家
司
妻
な
ど
諸
大
夫
層
出
身
者
で
あ
っ
た
た
め
、
道
長
家
か
ら
の
扱
い
は
中
臈
以
下
の
女

房
と
大
差
な
い
面
も
あ
っ
た
。
摂
関
家
や
そ
の
子
女
に
仕
え
る
女
房
は
、
摂
関
家
子
弟
の
お
手
つ
き
に
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た

が）
11
（

、
乳
母
も
そ
う
し
た
愛
人
候
補
に
な
り
う
る
存
在
で
あ
っ
た
。
兼
家
は
北
の
方
亡
き
後
、
娘
の
女
御
超
子
に
仕
え
て
い
た
女
房
の
大
輔

を
「
権
の
北
の
方
」
と
し
て
寵
愛
し
た
が
、「（
冷
泉
）
院
の
二
・
三
・
四
の
宮
の
御
乳
母
た
ち
、
大
弐
の
乳
母
、
少
輔
の
乳
母
、
民
部
の
乳

母
、衛
門
の
乳
母
、何
く
れ
な
ど
」
が
大
勢
仕
え
て
い
る
が
そ
れ
に
は
目
を
く
れ
ず
大
輔
だ
け
を
寵
愛
し
た
と
あ
り
（『
栄
花
物
語
』
巻
二
・

花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
）、
超
子
所
生
皇
子
の
乳
母
た
ち
も
兼
家
の
愛
人
候
補
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
乳
母
と
は
こ
う
し
た
軽
ん
じ

ら
れ
た
扱
い
を
受
け
か
ね
な
い
立
場
で
あ
っ
た
た
め
、
君
達
が
妻
を
乳
母
と
し
て
出
仕
さ
せ
る
こ
と
は
大
い
に
面
目
を
損
な
う
も
の
で
あ

り
、
道
長
で
す
ら
遂
行
が
阻
ま
れ
た
が
、
そ
れ
を
後
三
条
天
皇
が
成
し
遂
げ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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つ
づ
く
白
河
天
皇
は
、
承
暦
二
年
（
一
〇
七
八
）
の
斎
宮
媞
子
内
親
王
御
禊
に
際
し
、
女
房
二
〇
名
と
し
て
、「
さ
る
べ
き
人
々
の
女

の
か
し
づ
く
を
（
し
か
る
べ
き
身
分
で
親
か
ら
大
切
に
さ
れ
て
い
る
娘
）」
を
み
な
召
し
出
し
た
。「
い
み
じ
う
惜
し
み
、
さ
ま
ざ
ま
の
障

り
を
申
せ
ど
も
、
親
々
を
さ
は
さ
い
な
め
ば
（
ひ
ど
く
嫌
が
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
不
都
合
を
申
し
た
が
、
親
を
責
め
立
て
た
の
で
）」
全
員

参
上
す
る
こ
と
に
な
り
、「
中
に
物
引
き
な
ど
し
て
、
見
え
か
は
さ
で
ぞ
あ
り
け
る
（
幕
を
引
い
て
お
互
い
見
え
な
い
よ
う
に
し
た
）」
と

い
う
。
こ
の
と
き
強
制
的
に
召
し
出
さ
れ
た
の
は
、
小
一
条
院
の
信
宗
中
将
（
源
信
宗
）
女
、
帥
大
納
言
（
経
輔
、
藤
原
隆
家
次
男
）
男

摂
津
守
師
家
の
女
、
小
野
宮
中
納
言
（
藤
原
頼
宗
の
長
男
・
兼
頼
）
男
出
雲
守
宗
実
の
女
な
ど
で
あ
り
、「
か
や
う
の
君
達
の
親
あ
る
を

み
な
召
し
出
で
」
た
た
め
、「
諸
大
夫
な
ど
の
は
い
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
（
言
及
す
る
ま
で
も
な
い
）」
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
巻
三
九
・
布
引

の
滝
）。

女
御
源
基
子
は
後
三
条
天
皇
の
寵
妃
で
、所
生
の
実
仁
親
王
は
の
ち
東
宮
に
立
て
ら
れ
る
。ま
た
、斎
宮
媞
子
内
親
王
は
白
河
天
皇
の「
第

一
最
愛
之
女
」
鍾
愛
の
皇
女
で
、
准
母
立
后
の
例
を
開
き
、「
天
下
威
権
只
在
二
此
人）

15
（

一
」
と
ま
で
評
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
天
皇
個
人
の
と

く
に
強
い
意
向
に
よ
っ
て
、
高
貴
な
女
性
を
愛
児
に
奉
仕
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
絶
対
的
政
治
権
力
を
掌
握
し
別
格
の

家
格
を
確
立
し
た
道
長
は
、
摂
関
・
大
臣
・
公
卿
の
子
女
を
上
臈
女
房
と
し
て
半
強
制
的
に
召
し
出
す
こ
と
で
、
摂
関
家
を
頂
点
と
す
る

家
格
秩
序
を
女
房
集
団
内
部
に
ま
で
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
後
三
条
天
皇
お
よ
び
白
河
天
皇
が
愛
児
の
乳
母
や
女
房
と
し
て
高
貴
な
女

性
を
召
し
出
し
た
こ
と
は
、
摂
関
家
に
替
わ
る
新
た
な
権
勢
の
担
い
手
が
登
場
し
た
こ
と
を
当
時
の
貴
族
社
会
に
強
く
印
象
づ
け
る
も
の

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

三　

職
務
・
待
遇
を
め
ぐ
る
女
房
集
団
の
内
部
格
差

で
は
、
上
臈
女
房
の
採
用
拡
大
お
よ
び
女
房
集
団
身
分
秩
序
の
厳
格
化
は
、
女
房
の
職
務
や
待
遇
な
ど
の
職
場
環
境
に
ど
の
よ
う
な
影

八
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響
を
及
ぼ
し
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
清
少
納
言
『
枕
草
子
』
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
宮
定
子
の
身

の
回
り
の
世
話
を
し
、
側
近
く
に
座
る
の
は
、「
上
臈
御
ま
か
な
ひ
に
候
ひ
た
ま
ひ
け
る
ま
ま
に
、
近
う
ゐ
た
ま
へ
り
」
の
ご
と
く
上
臈

女
房
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
（
一
七
七
段
・
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
）、
清
少
納
言
を
は
じ
め
と
す
る
受
領
層
出
身
者
も
定
子
御

前
に
参
集
し
て
、
同
僚
同
士
で
会
話
、
も
し
く
は
定
子
が
女
房
に
言
葉
を
か
け
る
の
が
日
常
風
景
だ
っ
た
ら
し
い
（
二
五
九
段
・
御
前
に

て
人
々
と
も
、
ま
た
物
仰
せ
ら
る
る
つ
い
で
な
ど
に
）。
有
名
な
「
香
炉
峰
の
雪
」
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
女
房
た
ち
が
「
物
語
な
ど
し
て
あ

つ
ま
り
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
き
、
定
子
が
香
炉
峰
の
雪
に
つ
い
て
問
い
、
清
少
納
言
が
御
簾
を
高
く
巻
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
（
二
八
〇
段
・

雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
）。
そ
の
ほ
か
、
清
少
納
言
が
「
廂
の
柱
に
寄
り
か
か
り
て
物
も
言
は
で
候
へ
ば
」
で
い
る
と
、
定
子
が
「
物

言
へ
」
と
命
じ
（
九
六
段
・
職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
）、「
廂
の
柱
に
寄
り
か
か
り
て
女
房
と
物
語
な
ど
し
て
」
い
る
と
、
定
子
が
書
き
付

け
を
投
げ
て
寄
越
し
（
九
七
段
・
御
方
々
、
君
達
、
上
人
な
ど
、
御
前
に
）、
頭
弁
藤
原
行
成
か
ら
の
書
き
付
け
を
「
御
前
に
ま
ゐ
り
て

御
覧
ぜ
さ
す
れ
ば
」、
定
子
が
「
い
み
じ
う
を
か
し
げ
に
書
い
た
ま
へ
り
」
と
褒
め
た
（
一
二
七
段
・
二
月
、
官
の
司
に
）。
ま
た
、
清
少

納
言
は
初
出
仕
の
頃
、
恥
ず
か
し
さ
の
あ
ま
り
定
子
側
の
几
帳
の
後
ろ
に
控
え
て
い
る
と
、
定
子
が
絵
な
ど
を
取
り
出
し
て
見
せ
て
く
れ

（
一
七
七
段
・
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
）、
定
子
の
妹
・
原
子
を
「
そ
の
柱
と
屏
風
と
の
も
と
に
寄
り
て
、
わ
が
う
し
ろ
よ
り
み

そ
か
に
見
よ
」
と
仰
せ
た
（
一
〇
〇
段
・
淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
事
な
ど
）。
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
の
積
善
寺
行
啓

に
お
い
て
は
、
中
宮
定
子
が
着
座
す
る
長
押
に
、
上
臈
女
房
で
あ
る
中
納
言
の
君
（
右
大
臣
藤
原
師
輔
孫
）
と
宰
相
の
君
（
右
大
臣
藤
原

顕
忠
孫
）
が
同
座
し
て
見
物
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
定
子
の
意
を
汲
ん
だ
宰
相
の
君
が
勧
め
、
清
少
納
言
も
召
し
上
げ
ら
れ
た
（
二
六
〇

段
・
関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
、
法
興
院
の
）。
長
押
下
の
同
僚
女
房
か
ら
「
殿
上
ゆ
る
さ
る
る
内
舎
人
な
め
り
」
と
揶
揄
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
身
分
秩
序
を
わ
ざ
と
崩
し
た
例
で
は
あ
る
が
、
大
臣
孫
で
あ
る
上
臈
女
房
と
受
領
層
出
身
の
清
少
納
言
と
が
同
座
か
ら
見
物
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

さ
ら
に
『
枕
草
子
』
で
は
后
宮
女
房
の
役
得
と
し
て
、「
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
御
前
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
上
達
部
・
殿
上
人
・

五
位
・
四
位
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
見
ぬ
人
は
す
く
な
く
こ
そ
あ
ら
め
」（
二
二
段
・
生
ひ
さ
き
な
く
、
ま
め
や
か
に
）
の
ご
と
く
、
天

九
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皇
を
は
じ
め
公
卿
・
殿
上
人
・
諸
大
夫
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
の
男
性
貴
族
に
会
え
る
こ
と
を
あ
げ
る
。
た
と
え
ば
、
清
少
納
言
は
「
上

（
一
条
天
皇
）
の
御
前
に
て
」、
藤
原
行
成
は
漢
詩
朗
詠
が
見
事
な
の
で
参
議
に
昇
ら
せ
ず
蔵
人
頭
の
ま
ま
で
仕
え
さ
せ
な
い
と
残
念
だ
と

申
し
あ
げ
た
と
こ
ろ
、
天
皇
は
笑
っ
て
「
さ
な
む
言
ふ
と
て
、
な
さ
じ
か
し
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
（
一
五
五
段
・
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
）。

ま
た
、
女
房
の
重
要
な
職
務
の
ひ
と
つ
に
「
取
り
次
ぎ
」
が
あ
る
が
、
藤
原
行
成
は
い
つ
も
「
そ
の
は
じ
め
言
ひ
そ
め
て
し
人
」
で
あ
る

清
少
納
言
を
探
し
出
し
て
取
り
次
ぎ
を
頼
ん
で
い
る
（
四
七
段
・
職
の
御
曹
司
の
西
面
の
立
蔀
の
も
と
に
て
）。
清
少
納
言
の
自
信
に
あ

ふ
れ
た
応
対
ぶ
り
は
殿
上
人
の
間
で
評
判
で
あ
っ
た
よ
う
で
、「
清
少
納
言
な
ど
出
で
あ
ひ
て
、
少
々
の
若
き
人
な
ど
に
も
勝
り
て
を
か

し
う
誇
り
か
な
る
け
は
ひ
を
、
な
ほ
捨
て
が
た
く
お
ぼ
え
て
」、
殿
上
人
た
ち
が
清
少
納
言
目
当
て
に
皇
后
定
子
の
も
と
に
連
れ
だ
っ
て

参
上
し
た
と
い
う
（『
栄
花
物
語
』
巻
七
・
と
り
べ
野
）。

さ
て
、
中
宮
彰
子
の
も
と
に
上
臈
女
房
が
多
く
召
し
出
さ
れ
、
女
房
集
団
の
身
分
秩
序
が
厳
格
化
さ
れ
て
い
く
と
、
職
務
や
待
遇
を
め

ぐ
っ
て
女
房
間
に
厳
然
と
し
た
格
差
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。取
り
次
ぎ
の
職
務
に
つ
い
て
紫
式
部
は
、「
彰
子
女
房
の
う
ち
上
臈
・

中
臈
は
引
っ
込
み
思
案
で
、
と
く
に
上
臈
は
あ
ま
り
に
も
弱
々
し
く
子
ど
も
っ
ぽ
い
様
子
で
、
中
宮
大
夫
藤
原
斉
信
が
参
上
し
て
も
応
対

す
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
く
、
応
対
に
出
て
も
恥
ず
か
し
さ
の
あ
ま
り
満
足
に
受
け
答
え
が
出
来
ず
、
ひ
た
す
ら
姫
君
の
ま
ま
の
振
る
舞

い
で
い
る
」
と
指
摘
す
る
（『
紫
式
部
日
記
』
消
息
文
）。
当
時
、
上
流
貴
族
子
女
が
出
仕
す
る
こ
と
は
極
め
て
不
名
誉
で
忌
避
す
べ
き
こ

と
と
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
、
出
仕
に
は
大
き
な
抵
抗
を
と
も
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
道
長
側
は
上
臈
女
房
の
出
仕
時
お
よ
び
出
仕
後
に
職

務
お
よ
び
待
遇
面
で
格
別
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
取
り
次
ぎ
な
ど
女
房
と
し
て
の
従
来
の
職
務
も
強
要
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
う
し
た
上
臈
女
房
も
あ
く
ま
で
女
房
集
団
の
一
員
で
あ
っ
た
た
め
、
外
部
の
男
性
貴
族
か
ら
職
務
態
度
に
対
す
る
不
満
の
声
が
起

こ
り
、
ま
た
女
房
集
団
で
も
職
務
分
担
お
よ
び
待
遇
を
め
ぐ
っ
て
軋
轢
が
生
じ
、
内
部
秩
序
が
動
揺
し
不
安
定
化
し
た
。

取
り
次
ぎ
役
の
女
房
に
つ
い
て
は
、
中
宮
御
所
に
参
り
慣
れ
て
い
る
公
卿
が
中
宮
彰
子
に
何
か
を
啓
上
し
た
い
場
合
は
、「
お
の
お
の
、

心
よ
せ
の
人
（
め
い
め
い
贔
屓
に
し
て
い
る
女
房
）」
に
個
人
的
に
頼
ん
で
お
り
、
自
然
と
昵
懇
に
な
っ
て
い
る
そ
う
し
た
女
房
が
不
在

の
折
は
つ
ま
ら
な
そ
う
に
帰
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
た
と
え
ば
大
納
言
藤
原
実
資
は
、「
去
夕
相
二
逢
女
房
一
、（
越
後
守
為
時
女
〈
紫
式
部
〉、

一
〇
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以
二
此
女
一
前
々
令
レ
啓
二
雑
事
一
而
已
）」（『
小
右
記
』
長
和
二
年
〈
一
〇
一
三
〉
五
月
二
五
日
条
）
の
ご
と
く
、
受
領
層
出
身
女
房
で
あ

る
紫
式
部
に
た
び
た
び
取
り
次
ぎ
を
依
頼
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
中
宮
大
夫
藤
原
斉
信
（
寛
弘
六
年
〈
一
〇
〇
九
〉
任
権
大
納
言
）
の
場

合
は
、「
下
臈
の
い
で
あ
ふ
を
ば
、
大
納
言
こ
こ
ろ
よ
か
ら
ず
と
思
ひ
た
ま
ふ
た
な
れ
ば
、
さ
る
べ
き
人
々
、
里
に
ま
か
で
、
局
な
る
も
、

わ
り
な
き
暇
に
さ
は
る
を
り
を
り
は
、
対
面
す
る
人
な
く
て
、
ま
か
で
た
ま
ふ
と
き
も
は
べ
る
な
り
」
の
ご
と
く
、
下
臈
女
房
が
応
対
す

る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
応
対
す
べ
き
上
臈
女
房
が
不
在
だ
と
帰
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
当
時
は
ま
だ
、
公
卿
の
多

く
は
そ
れ
ぞ
れ
贔
屓
に
す
る
女
房
に
取
り
次
ぎ
を
個
人
的
に
依
頼
し
て
お
り
、
そ
の
女
房
は
紫
式
部
な
ど
受
領
層
出
身
の
中
臈
以
下
の
場

合
も
あ
っ
た
が
、
公
卿
の
取
り
次
ぎ
に
上
臈
女
房
を
応
対
さ
せ
る
例
が
増
え
て
い
き
、
公
卿
側
に
も
そ
う
し
た
応
対
を
強
く
望
む
動
き
が

あ
ら
わ
れ
始
め
る
と
い
う
、
過
渡
期
に
あ
っ
た）

17
（

。　

や
が
て
院
政
期
に
な
る
と
、
女
房
集
団
に
厳
格
な
身
分
秩
序
が
浸
透
し
た
結
果
、
女
房
の
職
務
お
よ
び
待
遇
に
明
確
な
格
差
が
設
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
取
り
次
ぎ
に
関
し
て
も
、
建
春
門
院
（
平
滋
子
）
の
御
所
で
は
、「
人
々
に
会
ふ
人
に
中
将
殿
・
帥
殿
・
卿
殿
。

つ
ぎ
の
人
に
三
河
・
大
和
・
少
納
言
・
右
衛
門
佐
、
後
に
は
三
河
は
な
し
。
関
白
殿
・
右
大
臣
殿
・
左
大
将
な
ど
に
冷
泉
殿
・
宣
旨
殿
な

ど
」
の
ご
と
く
、
男
性
貴
族
の
身
分
に
応
じ
、
取
り
次
ぐ
女
房
の
身
分
も
三
階
層
に
分
か
れ
て
応
対
し
て
い
る
（『
た
ま
き
は
る
』）。

ま
た
、上
臈
と
中
臈
以
下
と
で
は
、控
え
場
所
も
厳
格
に
分
割
さ
れ
た
。
建
春
門
院
御
所
で
は
、「
上
臈
は
、御
前
に
続
き
た
る
二
間
と
て
、

七
条
殿
の
二
棟
に
続
き
た
る
寝
殿
の
北
の
廂
の
西
の
端
な
り
。
人
す
く
な
き
時
は
こ
の
二
間
、多
か
る
折
は
西
の
一
間
を
開
け
合
は
せ
て
、

う
ち
解
く
る
よ
な
く
、
袖
褄
う
ち
乱
れ
ず
つ
く
ろ
ひ
居
た
り
。
中
臈
よ
り
下
、
こ
れ
に
続
き
た
る
台
盤
所
に
、
同
じ
様
に
て
候
ふ
」
の
よ

う
に
、
上
臈
女
房
は
女
院
の
御
座
所
に
続
く
二
間
に
控
え
る
の
に
対
し
、
中
臈
以
下
は
そ
こ
に
続
く
台
盤
所
が
控
え
場
所
と
さ
れ
た
。

そ
の
控
え
場
所
に
お
い
て
も
、「
上
臈
は
局
を
た
て
て
几
帳
を
さ
し
き
。
中
臈
よ
り
は
局
も
た
て
ず
、几
帳
も
さ
さ
ざ
り
き
」
の
ご
と
く
、

上
臈
と
中
臈
以
下
で
は
局
お
よ
び
几
帳
の
可
否
に
よ
り
格
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
女
房
の
う
ち
「
今
参
り
」
は
、
幼
く
し
て
中

納
言
三
位
の
養
女
と
し
て
出
仕
し
、
上
臈
の
身
分
を
求
め
た
も
の
の
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
、「
上
臈
の
二
間
に
ま
じ
り
居
て
、
局
は
た
て

ね
ど
、
お
し
て
几
帳
を
さ
し
き
」
の
よ
う
に
、
上
臈
の
控
え
の
間
で
あ
る
二
間
に
混
じ
り
、
局
は
立
て
な
い
が
、
無
理
や
り
几
帳
で
仕
切
っ

一
一
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て
い
た
と
い
う
。
か
つ
て
白
河
朝
で
は
、
斎
宮
媞
子
内
親
王
の
も
と
に
召
し
出
さ
れ
た
殿
上
人
の
子
女
（
中
臈
女
房
）
が
幕
を
引
い
て
お

互
い
見
え
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
が
、
平
安
末
期
に
な
る
と
公
卿
子
女
の
出
仕
で
さ
え
全
く
珍
し
い
こ
と
で
な
く
な
っ
た
た
め
、
上
臈
の

み
が
局
お
よ
び
几
帳
を
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
中
臈
以
下
の
女
房
は
、
主
人
と
同
じ
空
間
か
ら
締
め
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
御
所
の
引
き
物
の
内
へ
上
臈
な
ら
で
ま
い

ら
ず
。
大
和
・
三
河
・
常
陸
や
う
の
人
々
、
申
べ
き
事
な
ど
あ
れ
ば
、
御
縁
・
広
廂
に
御
簾
引
き
か
づ
き
て
ぞ
候
ひ
し
」
の
ご
と
く
、
御

所
の
帳
内
へ
は
上
臈
女
房
の
み
が
参
入
を
許
さ
れ
、
大
和
・
三
河
・
常
陸
と
い
っ
た
中
臈
以
下
は
女
院
に
伝
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
れ
ば
、

御
縁
や
広
廂
で
御
簾
を
引
き
か
ぶ
っ
て
半
身
を
入
れ
て
伺
候
し
た
。
大
和
ら
は
女
房
の
名
寄
せ
に「
近
く
候
し
人
」と
し
て
あ
げ
ら
れ
、「
近

く
慣
れ
仕
ふ
ま
つ
り
し
」
女
房
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
近
習
女
房
で
あ
っ
て
も
上
臈
以
外
は
、
職
務
上
で
も
主
人
と
同
じ
空
間
へ
の
出

入
が
制
限
さ
れ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

主
人
と
同
じ
空
間
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
中
臈
以
下
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
空
間
外
で
の
職
務
を
担
っ
た
。
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）、
十
二

歳
の
健
御
前
（
藤
原
俊
成
女
）
が
上
臈
女
房
「
中
納
言
」
と
し
て
建
春
門
院
の
も
と
に
初
出
仕
し
た
際
、
以
下
の
よ
う
な
手
順
で
御
前
に

導
か
れ
目
通
り
を
済
ま
せ
た
。「
ま
ゐ
る
べ
き
に
な
り
に
け
り
。
心
な
ら
ず
つ
く
ろ
ひ
た
て
ら
れ
し
か
ど
、
い
ふ
か
ひ
な
く
あ
き
れ
ら
れ

て
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
右
衛
門
佐
、
心
寄
せ
の
人
と
て
車
寄
せ
て
、
姉
の
京
極
殿
も
居
ま
う
け
ら
れ
た
り
け
り
。
灯
明
く
と
も
し
て
、
眉
つ

く
り
な
ほ
し
な
ど
す
る
程
に
、
常
陸
と
言
ひ
し
、
そ
れ
も
幼
く
て
、
柳
の
衵
の
上
摺
り
た
る
に
広
き
掛
け
帯
か
け
て
、『
と
く
の
ぼ
ら
せ

給
へ
』
と
言
へ
ば
、
京
極
殿
具
し
て
ま
ゐ
る
。
三
河
に
て
あ
り
け
り
、
白
く
肥
え
て
思
ふ
事
な
げ
な
る
若
き
人
、
萌
黄
の
匂
に
、
紅
梅
の

薄
衣
着
て
、
紙
燭
、『
御
迎
へ
に
』
と
て
来
た
り
」。
す
な
わ
ち
、
右
衛
門
佐
が
新
参
の
上
臈
女
房
で
あ
る
中
納
言
を
車
寄
せ
ま
で
出
迎
え
、

常
陸
が
女
院
の
も
と
へ
早
く
参
上
せ
よ
と
の
命
を
伝
え
、
三
河
が
紙
燭
を
手
に
迎
え
に
来
て
い
る）

19
（

。
こ
の
あ
と
女
院
御
前
で
中
納
言
を
紹

介
し
た
の
は
、
上
臈
女
房
で
あ
る
異
母
姉
・
京
極
殿
で
あ
っ
た
。

一
方
、
上
臈
女
房
の
職
務
と
は
、
日
常
は
主
人
の
側
で
身
の
回
り
の
世
話
を
勤
め
る
。
建
春
門
院
の
崩
御
後
、
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）

二
十
七
歳
で
八
条
院
（
暲
子
内
親
王
）
に
再
出
仕
し
た
健
御
前
は
、「
翌
朝
よ
り
物
ま
ゐ
ら
せ
、
御
装
束
ま
ゐ
ら
せ
、
御
持
仏
堂
へ
帰
ら

一
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せ
お
は
し
ま
せ
ば
、
又
た
た
み
お
き
、
御
前
に
て
は
貝
お
ほ
ひ
、
将
棋
さ
し
な
ど
遊
び
」、
の
ち
に
は
「
御
服
・
御
帳
・
御
几
帳
な
ど
ま

で
も
」
従
事
し
、
崩
御
の
際
は
「
宰
相
殿
と
二
人
、
御
衣
た
て
ま
つ
ら
せ
更
へ
な
ど
」
し
た
。

上
臈
女
房
は
儀
式
時
に
も
主
人
の
側
近
く
に
伺
候
す
る
ほ
か）

21
（

、
女
房
集
団
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
の
役
割
を
差
配
さ
れ
た
。
寛
治
七

年
（
一
〇
九
三
）
の
「
郁
芳
門
院
（
媞
子
内
親
王
）
根
合）

21
（

」
に
お
い
て
、
女
房
の
方
人
二
〇
名
の
う
ち
、
左
方
の
「
春
日
殿
（
故
参
議
師

兼
之
女
也
）」「
堀
川
殿
（
故
大
宮
右
大
臣
女
）」、右
方
の
「
三
条
殿
（
故
中
納
言
能
季
卿
女
）」「
大
納
言
（
当
左
大
臣
女
）」「
小
別
当
（
左

兵
衛
督
俊
実
女
）」
の
計
五
名
が
上
臈
女
房
で
あ
る
が
、「
已
上
（
二
？
）
十
人
之
中
、
上
臈
五
人
、
是
皆
院
中
之
英
華
也
、
仍
所
レ
　

被
二
　

撰
定
一
　

也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
英
華
」＝
高
貴
な
上
臈
女
房
が
優
先
し
て
晴
儀
の
役
割
を
担
う
べ
き
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

22
（

。

逆
に
、
天
喜
五
年
（
一
〇
五
七
）、
藤
原
師
実
が
奉
仕
し
た
五
節
舞
姫
の
介
添
役
と
し
て
、
姉
の
皇
后
藤
原
寛
子
は
、「
皇
后
宮
の
女
房
、

中
﨟
・
下
﨟
の
き
た
な
げ
な
き
ど
も
を
出
さ
せ
た
ま
ふ
。
わ
れ
は
と
思
ふ
際
の
は
出
さ
せ
た
ま
は
ず
」
の
ご
と
く
、
中
﨟
・
下
﨟
の
器
量

の
悪
く
な
い
女
房
を
選
び
、
上
臈
女
房
に
は
割
り
振
ら
な
か
っ
た
（『
栄
花
物
語
』
巻
三
六
・
根
あ
わ
せ
）。
舞
姫
の
介
添
役
は
男
性
貴
族

と
近
し
く
交
流
す
る
機
会
も
あ
っ
た
た
め）

23
（

、
上
臈
女
房
は
避
け
る
配
慮
が
主
人
側
か
ら
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
彰
子
が
立
后
し
公
人
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
后
宮
女
房
集
団
の
身
分
秩
序
の
厳
格
化

が
開
始
さ
れ
た
。
絶
対
的
な
政
治
権
力
と
別
格
の
家
格
を
獲
得
し
た
道
長
に
よ
っ
て
、
摂
関
・
大
臣
・
公
卿
な
ど
の
子
女
が
半
強
制
的
に

上
臈
女
房
と
し
て
召
し
出
さ
れ
た
が
、
や
が
て
出
仕
へ
の
抵
抗
は
薄
れ
て
上
臈
女
房
が
競
い
合
う
よ
う
に
参
集
す
る
。
さ
ら
に
後
三
条
天

皇
や
白
河
天
皇
の
と
く
に
強
い
意
向
で
愛
児
の
乳
母
や
女
房
と
し
て
高
貴
な
女
性
が
召
し
出
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
道
長
政
権
下
か
ら
院

政
期
に
か
け
て
、
女
房
集
団
の
採
用
・
職
務
・
待
遇
と
い
っ
た
職
場
環
境
が
変
容
を
遂
げ
、
上
臈
と
中
臈
以
下
と
の
間
に
厳
然
た
る
格
差

が
設
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
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お　

わ　

り　

に　

―
漢
才
の
行
方
―

最
後
に
、
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
な
女
房
集
団
を
め
ぐ
る
職
場
環
境
の
変
容
が
、
女
房
に
よ
る
漢
才
発
揮
お
よ
び
評
価
に
及
ぼ
し

た
影
響
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
清
少
納
言
と
紫
式
部
は
、
定
子
お
よ
び
彰
子
の
入
内
時
に
備
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
後
に
追
加
採

用
さ
れ
た
女
房
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
出
仕
後
ま
も
な
く
定
子
の
兄
・
伊
周
か
ら
、「
ま
だ
ま
ゐ
ら
ざ
り
し
よ
り
、
聞
き
お
き
た
ま
ひ
け

る
事
な
ど
、『
ま
こ
と
に
や
さ
あ
り
し
』
な
ど
の
た
ま
ふ
に
」（『
枕
草
子
』
一
七
七
段
・
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
）
と
、
出
仕

前
の
評
判
の
真
偽
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
。ま
た
、紫
式
部
は
出
仕
前
に
夫
藤
原
宣
孝
と
交
わ
し
た
書
状
を
周
囲
に
回
覧
さ
れ
て
い
る（『
紫

式
部
集
』
三
二
・
三
三
）。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
ぞ
れ
出
仕
前
か
ら
漢
才
の
評
判
が
貴
族
社
会
に
す
で
に
広
ま
っ
て
お
り
、
漢
才
発
揮
を
期
待

さ
れ
て
女
房
と
し
て
召
し
加
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
両
者
は
し
ば
し
ば
女
房
文
学
の
担
い
手
と
し
て
並
び
称
せ
ら
れ
、
と
も
に
受

領
層
出
身
で
一
条
天
皇
の
中
宮
に
仕
え
た
女
房
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
両
者
が
女
房
と
し
て
身
を
置
い
た
職
場

環
境
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

清
少
納
言
は
女
房
集
団
身
分
秩
序
の
厳
格
化
が
図
ら
れ
る
以
前
、
家
司
や
受
領
な
ど
諸
大
夫
層
出
身
者
を
主
と
す
る
中
臈
以
下
の
女
房

が
、主
人
と
同
じ
空
間
に
伺
候
し
、高
位
の
男
性
貴
族
と
も
直
接
交
流
す
る
こ
と
で
、漢
才
を
発
揮
し
評
価
を
受
け
た
時
期
の
女
房
で
あ
る
。

中
宮
定
子
か
ら
の
「
香
炉
峰
の
雪
」
へ
の
即
答
を
同
僚
女
房
か
ら
感
心
さ
れ
た
逸
話
や
、
藤
原
行
成
へ
の
孟
嘗
君
故
事
を
踏
ま
え
た
返
歌

「
夜
を
こ
め
て
」
が
殿
上
人
全
員
に
回
覧
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
、『
枕
草
子
』
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
時
期
の
職
場
環
境
の
な
か
で
こ
そ

生
み
出
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
漢
才
に
よ
り
、
公
卿
か
ら
「
な
ほ
内
侍
に
奏
し
て
な
さ
む
」
と
ま
で
高
い
評
価
を
受
け
て

い
る）

21
（

。
一
方
、
紫
式
部
の
出
仕
時
期
は
、
身
分
秩
序
の
厳
格
化
が
開
始
さ
れ
た
直
後
で
あ
り
、
取
り
次
ぎ
に
当
た
る
べ
き
上
臈
女
房
が
満
足
な

応
対
が
出
来
ず
男
性
貴
族
か
ら
不
満
の
声
が
上
が
る
な
ど
混
乱
が
生
じ
、
女
房
集
団
内
部
で
も
職
務
差
配
や
待
遇
を
め
ぐ
っ
て
秩
序
が
動

揺
し
不
安
定
化
し
て
い
る
状
態
に
あ
っ
た
。
道
長
は
紫
式
部
に
墨
挟
み
・
墨
・
筆
な
ど
を
提
供
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
書
写
作
業
を
支
援

一
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し
、
彰
子
に
『
白
氏
文
集
』
新
楽
府
を
教
授
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
漢
籍
を
書
写
さ
せ
て
彰
子
に
贈
る
な
ど
、
文
学
活
動
を
支
援
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
（『
紫
式
部
日
記
』）。
道
長
が
才
能
豊
か
な
女
性
を
娘
の
女
房
と
し
て
召
し
集
め
、
文
学
活
動
を
支
援
し
た
こ
と
が
女

房
文
学
の
興
隆
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
側
面
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
同
時
期
に
道
長
側
は
、
摂
関
・
大
臣
・
公
卿
な
ど
上
流
貴
族
の

子
女
を
半
強
制
的
に
召
し
出
し
、
上
臈
女
房
と
し
て
道
長
子
女
に
奉
仕
さ
せ
、
道
長
を
頂
点
と
す
る
男
性
貴
族
社
会
の
身
分
秩
序
を
女
房

集
団
に
徹
底
さ
せ
る
こ
と
を
積
極
的
に
推
進
し
始
め
て
い
た
。
家
庭
内
で
本
格
的
な
漢
籍
教
育
を
受
け
ら
れ
る
環
境
に
恵
ま
れ
た
文
人
家

庭
出
身
者
な
ど
は
、
漢
文
学
の
知
識
や
教
養
に
恵
ま
れ
て
い
て
も
多
く
が
中
臈
以
下
の
女
房
と
し
て
出
仕
す
る
た
め）

25
（

、
し
だ
い
に
主
人
と

同
じ
空
間
か
ら
締
め
出
さ
れ
、
天
皇
や
高
位
の
男
性
貴
族
と
の
直
接
的
な
交
流
の
機
会
も
減
少
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
道
長
側
か
ら
の
上
臈
女
房
出
仕
要
請
、
お
よ
び
女
房
集
団
内
部
の
身
分
秩
序
厳
格
化
に
と
も
な
い
、
道
長
政
権
下
か
ら
院

政
期
に
か
け
て
女
房
集
団
の
職
場
環
境
が
徐
々
に
変
容
を
遂
げ
て
い
っ
た
結
果
、
女
房
に
よ
る
漢
才
発
揮
お
よ
び
評
価
の
機
会
や
方
法
も

変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ほ
か
に
様
々
な
文
学
的
要
因
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
女
房
集
団
の
変
容
と
い
う
多
分
に

政
治
的
な
要
因
が
、
女
房
に
よ
る
漢
才
発
揮
お
よ
び
評
価
の
行
方
を
大
き
く
左
右
し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

註
（1）
平
安
中
期
に
お
い
て
は
女
房
集
団
内
部
に
家
格
に
よ
る
身
分
秩
序
が
浸
透
し
き
っ
て
い
な
い
た
め
か
、
上
・
中
・
下
臈
の
別
が
い
ま

だ
明
確
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
宣
旨
な
ど
公
的
な
役
職
付
女
房
の
ほ
か
、
お
お
よ
そ
大
臣
の
子
女
と
孫
、
お
よ
び
公
卿
の
子
女

な
ど
が
該
当
す
る
（
家
格
に
よ
る
序
列
化
が
徹
底
さ
れ
た
時
期
の
『
禁
秘
抄
』
で
は
、「
上
臈
（
中
略
）
大
臣
女
或
大
臣
孫
也
」「
小

上
臈
（
中
略
）
公
卿
女
」）。

（2）
拙
稿
「
平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
女
性
の
階
層
意
識
―
女
房
集
団
秩
序
の
不
安
定
化
と
再
構
築
―
」（
古
瀬
奈
津
子
編
『
古
代
日
本

の
政
治
と
制
度
―
律
令
制
・
史
料
・
儀
式
―
』
同
成
社
、
二
〇
二
一
年
所
収
）。

（3）
阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
九
年
）。
な
お
、
中
臈
・
下
臈
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
家
格
が
細

一
五
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分
化
・
厳
格
化
し
た
後
世
の
例
で
は
あ
る
が
、『
禁
秘
抄
』
に
「
中
臈
（
中
略
）
侍
臣
女
已
下
也
。
諸
大
夫
良
家
子
」「
下
臈
（
中
略
）

諸
侍
・
賀
茂
・
日
吉
社
司
等
女
也
」
と
見
え
、
殿
上
人
も
し
く
は
諸
大
夫
の
う
ち
良
家
出
身
者
を
中
臈
、
そ
れ
以
下
を
下
臈
と
す
る
。

（4）
拙
稿
「
平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
女
性
の
漢
才
と
書
状
」（『
お
茶
の
水
史
学
』
六
三
号
、
二
〇
二
〇
年
）。

（5）
こ
れ
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
に
東
宮
（
居
貞
親
王
）
へ
参
入
し
た
淑
景
舎
女
御
藤
原
原
子
付
の
女
房
に

関
し
て
清
少
納
言
が
、「
織
物
の
唐
衣
ど
も
こ
ぼ
れ
出
で
て
、
相
尹
の
馬
頭
の
む
す
め
少
将
、
北
野
宰
相
（
藤
原
遠
度
）
の
む
す
め

宰
相
の
君
な
ど
ぞ
近
う
は
あ
る
」（『
枕
草
子
』
一
〇
〇
段
・
淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
事
な
ど
）
と
、
御
簾
か
ら
外

側
に
こ
ぼ
れ
出
て
い
る
織
物
の
唐
衣
の
様
子
か
ら
、女
御
原
子
付
の
上
臈
女
房
（
少
将
と
宰
相
は
と
も
に
右
大
臣
師
輔
孫
に
あ
た
る
）

が
伺
候
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
女
御
の
女
房
に
つ
い
て
は
、
織
物
の
唐
衣
は
上
臈
女
房
が
着
用
す
べ

き
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
。

（6）
『
禁
秘
抄
』
で
は
、
二
・
三
位
典
侍
と
大
臣
子
女
と
孫
（
上
臈
）、
公
卿
子
女
（
小
上
臈
）、
お
よ
び
内
侍
（
中
臈
）
に
織
物
が
許
さ

れ
る
と
す
る
。
な
お
、
建
春
門
院
（
平
滋
子
）
女
房
の
大
弐
（
藤
原
永
範
女
）
は
、
当
初
は
中
臈
女
房
と
し
て
仕
え
た
が
、
高
倉
天

皇
の
侍
読
を
勤
め
た
父
永
範
が
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
従
三
位
に
昇
り
公
卿
に
列
す
る
と
、
上
臈
女
房
と
さ
れ
て
織
物
を
着
用
し

た
と
い
う
（『
た
ま
き
は
る
』「
大
弐
殿
、
一
条
三
位
永
範
が
女
。
も
と
は
中
臈
な
り
け
る
が
、
父
上
達
部
の
後
織
物
着
る
」。
以
下
、

『
た
ま
き
は
る
』
の
引
用
と
解
釈
は
、
小
原
幹
雄
ほ
か
著
『
た
ま
き
は
る
全
注
釈
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
三
年
に
拠
る
）。

（7）
『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
七
月
一
二
日
条
。

（8）
服
藤
早
苗
『
藤
原
彰
子
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）。
な
お
、
立
后
に
よ
っ
て
公
人
の
立
場
と
さ
れ
た
の
に
と
も
な
い
、
女
房

三
役
（
宣
旨
・
御
匣
殿
・
内
侍
）
も
置
か
れ
る
。

（9）
彰
子
の
妹
た
ち
の
入
内
あ
る
い
は
東
宮
参
入
時
も
、「
大
人
四
十
人
・
童
女
六
人
・
下
仕
四
人
」（
妍
子
、
巻
八
・
は
つ
は
な
）、「
大

人
四
十
人
・
童
女
六
人
・
下
仕
同
じ
数
な
り
」（
威
子
、
巻
一
四
・
あ
さ
み
ど
り
）、「
大
人
、
童
女
な
ど
、
さ
き
ざ
き
の
御
参
り
に

異
な
ら
ず
」（
嬉
子
、
巻
一
六
・
も
と
の
し
づ
く
）
と
見
え
る
。
な
お
「
童
女
」
に
つ
い
て
は
、「
古
の
后
は
、
童
女
使
は
せ
た
ま
は

一
六
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ざ
り
け
れ
ど
、
今
の
世
は
御
好
み
に
て
、
さ
ま
ざ
ま
使
は
せ
た
ま
ふ
」（
巻
八
・
は
つ
は
な
）
と
見
え
、
近
年
の
例
だ
と
い
う
。

（11）
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
の
三
女
・
尚
侍
威
子
入
内
時
は
、「
は
じ
め
の
宮
々
、
摂
政
殿
な
ど
に
、
皆
人
々
こ
み
参
り
て
、
今
は
、

え
し
も
や
と
思
し
め
し
つ
れ
ど
、
い
づ
れ
も
恥
な
き
人
々
多
く
参
り
こ
み
た
り
」
の
ご
と
く
、
姉
の
彰
子
と
妍
子
や
兄
頼
通
の
も
と

に
女
房
た
ち
が
す
で
に
大
勢
出
仕
し
て
い
る
の
で
今
回
揃
う
か
心
配
し
た
が
、
無
事
に
恥
ず
か
し
く
な
い
女
房
を
揃
え
る
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
（
巻
一
四
・
あ
さ
み
ど
り
）。

（11）
藤
原
繁
子
（
藤
典
侍
・
藤
三
位
）
は
右
大
臣
師
輔
女
で
、
詮
子
女
房
と
し
て
仕
え
、
一
条
天
皇
の
乳
母
と
さ
れ
た
。

（12）
吉
川
真
司
「
平
安
時
代
に
お
け
る
女
房
の
存
在
形
態
」（
同
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
所
収
。
初
発
表
は

一
九
九
五
年
）。

（13）
以
下
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
る
。

（11）
藤
原
教
通
は
和
泉
式
部
の
娘
小
式
部
内
侍
（
彰
子
女
房
）、
赤
染
衛
門
の
娘
（
教
通
女
房
）、
娘
の
御
匣
殿
（
生
子
）
の
乳
母
、
五
節

舞
姫
の
付
添
役
の
女
房
な
ど
（『
栄
花
物
語
』
巻
二
一
・
後
く
ゐ
の
大
将
、『
赤
染
衛
門
集
』）、
宮
々
な
ら
び
に
邸
内
の
女
房
や
乳
母

た
ち
を
愛
人
と
し
て
い
た
。
ま
た
藤
原
師
実
は
皇
太
后
宮
寛
子
の
女
房
（
源
頼
国
女
）
な
ど
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
子
ど
も
を
産
ま
せ
て

い
た
が
、
そ
の
相
手
は
「
や
む
ご
と
な
き
に
は
あ
ら
で
、
さ
る
べ
き
か
た
ち
よ
き
名
と
り
た
る
所
ど
こ
ろ
の
中
臈
の
人
々
な
り
（
高

貴
な
者
で
は
な
く
、
顔
だ
ち
が
美
し
い
と
い
う
評
判
の
中
﨟
女
房
た
ち
）」
で
あ
っ
た
（『
栄
花
物
語
』
巻
三
九
・
布
引
の
滝
）。
そ

の
た
め
、
藤
原
道
兼
女
「
二
条
殿
の
御
方
」
が
尚
侍
威
子
に
上
臈
女
房
と
し
て
出
仕
し
た
際
に
は
、
道
長
子
息
で
さ
え
容
易
く
近
づ

か
せ
な
い
特
別
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
（『
栄
花
物
語
』
巻
一
四
・
あ
さ
み
ど
り
）。

（15）
『
中
右
記
』
永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
八
月
七
日
条
。

（11）
紫
式
部
も
、
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
正
月
の
敦
良
親
王
五
十
日
祝
宴
の
際
、「
宮
の
人
々
は
、
若
人
は
長
押
の
下
、
東
の
廂
の
南

の
障
子
は
な
ち
て
、
御
簾
か
け
た
る
に
、
上
臈
は
ゐ
た
り
。
御
帳
の
東
の
は
ざ
ま
、
た
だ
す
こ
し
あ
る
に
、
大
納
言
の
君
、
小
少
将

の
君
ゐ
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
に
、
た
づ
ね
ゆ
き
て
見
る
」
の
ご
と
く
、
上
臈
女
房
の
居
所
を
訪
ね
て
同
座
で
見
物
し
て
い
る
が
（『
紫

一
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式
部
日
記
』）、
こ
れ
は
中
宮
彰
子
の
「
記
録
係
」
と
し
て
の
職
務
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
（
古
瀬
奈
津
子
『
摂
関
政
治
』
シ
リ
ー
ズ
日

本
古
代
史
⑥
、
岩
波
新
書
〈
新
赤
版
一
二
七
六
〉、
二
〇
一
一
年
）。

（17）
後
朱
雀
朝
の
長
久
三
年
（
一
〇
四
二
）
に
な
る
と
、
祐
子
内
親
王
家
で
も
「
上
達
部
・
殿
上
人
な
ど
に
対
面
す
る
人
は
、
定
ま
り
た

る
や
う
」（『
更
級
日
記
』）
で
あ
り
、
公
卿
や
殿
上
人
に
応
対
す
べ
き
女
房
が
お
お
よ
そ
定
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
う
し

た
女
房
不
在
時
に
殿
上
人
の
右
大
弁
源
資
通
が
訪
れ
た
た
め
、
菅
原
孝
標
女
は
「
た
だ
折
か
ら
こ
そ
（
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
の
が

よ
い
）」
と
同
僚
女
房
と
と
も
に
応
対
し
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
ま
だ
厳
格
に
は
固
定
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。

（11）
『
禁
秘
抄
』
で
も
「
凡
女
房
上
臈
・
小
上
臈
内
侍
外
、
不
レ

入
二

夜
御
殿
・
朝
餉
内
一
。
只
中
臈
渡
二

朝
餉
縁
一
。
下
臈
不
レ

渡
レ

之
。

下
臈
不
レ
取
二
御
服
一
」
と
あ
り
、
夜
御
殿
・
朝
餉
間
の
内
に
入
れ
る
の
は
上
臈
・
小
上
臈
お
よ
び
内
侍
（
中
臈
）
の
み
。
中
臈
が
朝

餉
間
の
縁
ま
で
運
び
、
下
臈
は
運
ば
な
い
と
あ
る
。

（19）
天
皇
の
例
で
も
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
堀
河
天
皇
の
看
病
に
際
し
て
、
女
官
の
う
ち
上
臈
の
多
く
は
差
し
支
え
が
あ
っ

て
出
仕
し
て
お
ら
ず
、
大
弐
三
位
と
讃
岐
典
侍
な
ど
三
名
し
か
い
な
い
た
め
、
世
話
を
す
る
人
手
が
欲
し
い
、
と
記
し
て
お
り
、
天

皇
の
看
病
は
上
臈
の
み
が
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

（21）
た
と
え
ぱ
、「
皇
后
宮
春
秋
歌
合
」
で
は
、「
宮
の
御
前
（
皇
后
宮
寛
子
）、
大
床
子
の
間
に
お
は
し
ま
す
。
上
臈
た
ち
候
ひ
給
、
上

の
御
前
（
後
冷
泉
天
皇
）、
御
直
衣
に
て
渡
ら
せ
給
ふ
」（
天
喜
四
年
〈
一
〇
五
六
〉
四
月
三
〇
日
）。

（21）
『
群
書
類
従
』
第
十
三
輯
・
和
歌
部
。

（22）
た
だ
し
、「
御
匣
殿
一
人
不
レ
入
。
是
当
時
右
府
（
源
顕
房
）
之
女
、
右
兵
衛
督
雅
俊
同
母
之
弟
也
。
為
二
第
一
之
上
臈
一
之
上
、
是

又
外
戚
也
。
依
レ
為
二
貴
重
人
一
不
レ
入
云
々
」
の
ご
と
く
、
御
匣
殿
は
最
上
位
の
上
臈
女
房
で
あ
る
上
、
媞
子
内
親
王
の
外
戚
（
母

方
の
従
姉
妹
）
に
あ
た
り
、
高
貴
す
ぎ
る
と
し
て
方
人
か
ら
外
さ
れ
た
。

（23）
『
枕
草
子
』
八
六
段
・
宮
の
五
節
出
だ
さ
せ
た
ま
ふ
に
。
藤
原
教
通
も
、「
あ
る
と
こ
ろ
の
五
節
の
か
し
づ
き
に
お
ぼ
し
う
つ
り
た

り
し
に
」（『
赤
染
衛
門
集
』
三
七
〇
）
と
、
付
添
役
の
女
房
を
愛
人
に
加
え
て
い
る
。

一
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（21）
『
枕
草
子
』
二
八
〇
段
・
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
、
一
三
〇
段
・
頭
弁
の
、
職
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
、
一
〇
二
段
・
二
月
つ
ご

も
り
ご
ろ
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
。

（25）
建
春
門
院
女
房
の
大
弐
（
文
人
藤
原
永
範
女
）
の
よ
う
に
註

（6）
、
院
政
期
に
も
文
人
家
庭
出
身
者
が
上
臈
女
房
と
し
て
奉
仕
す
る
例

は
皆
無
で
は
な
か
っ
た
。

一
九




