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『
松
浦
宮
物
語
』
の
構
想
と
周
辺
の
文
芸
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謙

介

一
、
は
じ
め
に

お
よ
そ
物
語
の
作
成
の
過
程
に
は
、
人
物
造
型
を
は
じ
め
と
し
た
、
さ

ま
ざ
ま
な
道
具
立
て
と
い
っ
た
も
の
が
介
在
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
弁
少
将
の
渡
唐
、
琴
の
伝
授
な
ど
は
、

「宇

津
保
物
語
』
の
影
響
な
し
に
は
為
し
得
な
か
っ
た
設
定
で
あ
ろ
う
し
、
唐

土
に
お
け
る
陶
紅
英
の
造
型
は

『晋
書
』
巻
四
十
九
所
収
の
格
康
伝
が
原

点
に
あ

っ
た
と
思
し
く
、
後
者
は

『
明
月
記
』
建
保
元
年
正
月
四
日
条
に

「
心
微
稚
康
、
不
出
門
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

（１
）
、

『松
浦
宮
物
語
』

作
者
を
定
家
に
引
き
付
け
て
考
え
る
上
で
興
味
を
増
す
問
題
で
あ
る
し
、

定
家
は
源
氏

『奥
入
』
明
石
に
お
い
て

『
晋
書
』
稔
康
伝
を
典
拠
と
し
て

こ
の
稚
康
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
、
直
接

『晋
書
』
か
ら
陶
紅
英
像
を
倣

っ
た
こ
と
が
、
陶
紅
英
造
型
の
出
発
点
で
あ
っ
た
と
い
う
道
具
立
て
の
経

過
を
も
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
実
際
の
依
拠
資
料
が
た
ど
れ
る
も
の
を
含
め
て
、

「松
浦

宮
物
語
」
に
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
立
て
が
、
物
語
中
に
織
り
込
ま
れ

て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
本
朝
、
唐
土
、
そ
し
て
本
朝
と
い
っ
た

場
面
の
切
り
換
え
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
な
ど
は
、
大
枠
と
し
て

『宇
津
保
物

語
』
に
拠
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
道
具
立
て
の
多
さ
、
複
雑
さ
を
、

『
松
浦
宮
物
語
』
の
一
特
質
と
み
る
こ
と
に
誤
り
は
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
弁
少
将
を
め
ぐ
る
二
人
の
女
性
の
登
場
な
ど
も
、
そ
う
し
た
道
具
立

て
の
複
雑
さ
に
つ
な
が

っ
て
お
り
、
そ
れ
が
定
家
の

「
実
験
小
説
」
と
い

う
、
こ
の
作
品
に
与
え
ら
れ
た
萩
谷
朴
氏
の
評
言
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る

（２
）
。
定
家
が
作
品
中
に
織
り
込
ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
道
具

立
て
は
、
実
験
的
と
い
う
い
さ
さ
か
否
定
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
用
い

ら
れ
た
言
葉
で
す
べ
て
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

唐
種
の
道
具
立
て
、
人
物
造
型
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
か
ら
考
察
が
加

え
ら
れ
て
き
て
い
る
の
に
比
し
て
、
未
だ
充
分
に
考
察
が
及
ん
で
い
る
と

は
言
い
難
い
状
況
で
あ
る
本
朝
種
の
そ
れ
に
つ
い
て
、
同
時
代
あ
る
い
は

周
辺
の
文
芸
に
目
を
配
り
つ
つ
、
相
対
化
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。



二
、

「無
名
草
子
』
の
物
語
論

『松
浦
宮
物
語
』
の
成
立
時
期
を
も
示
唆
す
る

『無
名
草
子
」
に
は
、

多
く
の
物
語
論
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
が
、

「浜
松
中
納
言
物
語
」
に
関
し

て
は
次
の
よ
う
な
叙
述
が
見
ら
れ
る

（３
）
。

唐
土
に
て
八
月
十
五
日
の
宴
に
、

「
河
陽
県
后
の
琴
の
音
聞
か
せ

む
」
と
帝
の
お
ほ
せ
ら
る
る

（中
略
）

（中
納
言
は
）
ま
こ
と
の
契
り
結
び
た
る
人
の
な
く
て
、
い
づ
こ

に
も
た
だ
夜
と
と
も
の
ま
ろ
ね
に
て
は
て
た
る
ほ
ど
、
む
げ
に
す
さ

ま
し
く
、
測
囲
劇
日
硼
利
測
日
劃
劃
測
測
馴
Ｊ
＝
劉
目
日
引
測
引
国

ｄ
川
日
酬
ｄ
劃
Ｊ
ｄ
ｕ
洲
引
洲
に
、
ま
た
、
か
の
后
吉
野
の
君
の
腹

に
宿
り
ぬ
と
、
夢
に
見
た
る
ほ
ど
な
ど
み
だ
り
が
は
し
く
、
例
利
対

倒
翻
劇
酬
ｄ
洲
剖
ｕ
ａ
冽
測
利
日
、
い
つ
の
ほ
ど
に
か
ま
た
さ
る
こ

と
は
あ
ら
む
な
ど
お
ぼ
ゆ
る
こ
そ
く
ち
を
し
け
れ
。

傍
線
部
の
河
陽
県
后
の
転
生
に
関
す
る
言
及
は
、

『浜
松
中
納
言
物
語
』

中
の
、

月
の
か
ほ
つ
く
ノ
ヽ
と
な
が
む
る
に
、
空
に
馨
の
か
ぎ
り
き
こ
え

て
、

「
か
う
や
う
く
ゑ
ん
の
后
、
今
ぞ
こ
の
世
の
縁
蓋
き
て
、
天
に

む
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
る
」
と
き
こ
ゆ
。

を
ふ
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
河
陽
県
の
唐
后
の
転
生
先
を

「初
利

天
」
と
限
定
し
て
綴
る

『浜
松
中
納
言
物
語
』
の
伝
本
は
存
し
な
い
の
で

あ
る
。

『松
浦
宮
物
語
」
に
お
け
る
郵
皇
后
は
、

我
は
第
二
の
天
の
天
衆
に
て
、
さ
ら
に
下
界
に
く
だ
る
べ
き
ゆ
ゑ

な
か
り
し
か
ど
、
天
帝
こ
の
こ
と
を
あ
は
れ
び
た
ま
ふ
に
よ
り
て
、

天
上
に
時
の
い
と
ま
を
た
ま
は
り
て
、
こ
の
国
に
生
を
う
け
て
、
乱

を
を
さ
め
、
国
を
お
こ
す
べ
き
御
つ
か
ひ
に
、
く
だ
り
き
た
り
。

（
四
四
、
因
縁
宿
世
）

と
い
う
素
性
が
綴
ら
れ
る
よ
う
に

（４
）
、

「
第
二
の
天
の
天
衆
」
す
な

わ
ち
初
利
天
の
天
人
な
の
で
あ
り
、
萩
谷
氏
は
先
に
引
い
た

『浜
松
中
納

言
物
語
』
の
一
節
を
引
用
し
つ
つ
、

「虚
空
か
ら
の
声
が
、
河
陽
県
の
后

恋
し
さ
に
空
を
な
が
め
て
い
る
中
納
言
に
聞
こ
え
て
来
る
と
い
う
条
が
あ

る
が
、

『松
浦
宮
物
語
』
で
は
そ
れ
を
逆
に
し
て
、
天
衆
が
地
上
界
に
下

っ
て
弁
少
将
と
契
り
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
」
と
考
え
て
お
ら

れ
る

（５
）
。
切
利
天
へ
の
転
生
は
、

「法
華
験
記
』

（第
百
二
十
四
話

。
第
百
二
十
五
話

。
第
百
二
十
七
話

。
第
百
二
十
九
話
）
を
初
め
、
説
話

と
し
て
も
多
く
綴
ら
れ
て
お
り
、
殊
に
摩
耶
夫
人
が
初
利
天
に
転
生
し
て

い
る

（
『今
昔
物
語
集
』
巻
二
第
二
話

・
巻
三
第
二
十
三
話
な
ど
）
こ
と

な
ど
か
ら
も
、
想
起
し
や
す
い
物
語
要
素
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宇
文

会
を
阿
修
羅
の
化
身
と
設
定
し
た
作
者
に
と

っ
て
は
、
天
帝
釈
と
阿
修
羅

と
の
戦

（
『今
昔
物
語
集
』
巻

一
第
二
十
話

・
『宝
物
集
』
六
な
ど
）
の

連
想
に
よ
る

『松
浦
宮
物
語
』
の
設
定
ま
で
は
わ
ず
か
な
道
程
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。

『松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
、
宿
命
と
し
て
の
弁
少
将
の

渡
唐
は
、
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
下
に
構
築
さ
れ
て
い
る
が
、
道
具
立
て
が

複
雑
、
か
つ
重
層
的
な

『松
浦
宮
物
語
』
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
独
自
性



を
論
じ
る
際
に
は
、
前
段
階
と
し
て
の
周
辺
物
語
等
と
の
相
対
化
が
必
要

と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

『浜
松
中
納
言
物
語
』
に
后
の
転
生
先
を
切
利
天
と
具
体
化
す
る
本
文

が
存
し
な
か
っ
た
と
い
う
保
証
は
な
い
も
の
の
、

『無
名
草
子
』
著
者
が
、

后
の
転
生
を
想
起
し
た
時
に
、
そ
れ
が
切
利
天
で
あ
る
と
い
う
く
ら
い
一

般
的
で
あ

っ
た
要
素
を

『松
浦
宮
物
語
』
は
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「無
名
草
子
』
著
者
が
想
起
し
た
の
と
同
じ
発
想
に
よ
っ
て

『松
浦
宮
物

語
』
は

『
浜
松
中
納
言
物
語
」
を
享
受
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
。次

に
、
同
じ
く

『無
名
草
子
』
の

『と
り
か
へ
ば
や
』
論
の
一
節
を
見

る
こ
と
に
す
る
。

女
中
納
言
の
死
に
入
り
、
よ
み
が
へ
る
ほ
ど
こ
そ
お
び
た
だ
し
く
、

お
そ
ろ
し
け
れ
。
釧
Ы
ｄ
劇
ｄ
＝
劃
ｄ
刊
倒
Ｊ
日
嘲
洲
引
引
則
測
劉

国
ｄ
、
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
こ
と
ど
も
の
、
い
と
お
そ
ろ
し
き
ま
で
こ

そ
は
べ
れ
。

こ
の
、
全
て
の
こ
と
が
眼
前
の
出
来
事
の
ご
と
く
鏡
に
映
し
出
さ
れ
た

と
い
う

「
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
」
物
語
は
、
多
分
に
伝
奇
的
に
傾
斜
し
た
も

の
と
い
え
よ
う
が
、
こ
う
し
た
要
素
も

『
松
浦
宮
物
語
」
に
お
い
て
、
本

朝
へ
と
帰
還
し
た
弁
少
将
が
部
皇
后
よ
り
賜
っ
た
形
見
の
鏡
に
よ
っ
て
は

る
か
唐
土
の
后
の
姿
を
映
し
出
す
と
い
う
物
語
要
素
に
通
じ
る
も
の
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『松
浦
宮
物
語
』
は
、

『宇
津
保
物
語
』
や

『浜

松
中
納
言
物
語
』
の
み
な
ら
ず
、
先
行
の
物
語
類
と
も
共
通
し
た

一
種
の

は
や
り
の
要
素
を
取
り
入
れ
て
い
る
と
い
っ
た
可
能
性
も
考
慮
さ
れ
る
べ

き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『宇
津
保
物
語
』
俊
蔭
は
、
琴
の
伝
授
あ
る
い
は
本
朝

・
唐
土
と
い
っ

た
場
の
設
定
か
ら
も

『
松
浦
宮
物
語
』
が
依
拠
し
た
物
語
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

阿
修
羅
、
い
や
ま
す
′
ヽ
に
怒
り
て
い
は
く

「
汝
が
累
代
の
命
を

と
ど
め
ん
と
て
も
、
こ
の
木

一
寸
を
得
べ
か
ら
ず
。
そ
の
故
は
、
世

の
父
母
、
佛
に
な
り
給
ひ
し
日
、
天
雅
御
子
く
だ
り
ま
し
て
、
三
年

掘
れ
る
谷
に
、
力
測
で
潤
引
＝
割
引
劉
ｄ
ｕ
ｄ
う
ゑ
し
木
な
り
。
さ

て
す
な
は
ち
、
剰
測
ｄ
細
国
劇

「此
木
は
、
回
倒
剰
倒
刻
訓
倒
劉
半

過
ぎ
む
世
に
、
山
よ
り
西
に
さ
し
た
る
枝
、
枯
れ
む
も
の
ぞ
。
そ
の

と
き
に
倒
し
て
、
三
分
に
わ
か
ち
て
、
上
の
品
は
、
三
費
よ
り
は
じ

め
奉
り
て
、
例
利
測
劇
「
日
剥
劃
団
劃
ｄ
」

（中
略
）

回
倒
劇
剥
国
割
目
劇
割
ｄ
、
俊
蔭
を
七
度
伏
し
拝
む
。

「あ
な
、

尊
と
。
川
劇
り
徊
剌
り
引
に
こ
そ
お
は
し
け
れ
」
と
尊
び
て
い
は
く

（中
略
）

天
雅
御
子
く
だ
り
ま
し
ま
し
て
、
「
ヨ
引
つｌ
ｑ
引
ｄ
の
ぼ
り
給
ひ

ぬ
。

末
尾
の
傍
線
部
の
よ
う
な
琴
の
要
素
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
阿
修
羅
や

天
女
と
い
っ
た
、

『松
浦
宮
物
語
』
が
中
心
に
お
い
た
道
具
立
て
が
す
で

に

『宇
津
保
物
語
』
に
お
い
て
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

と
か
く
全
編
の
ま
と
ま
り
を
欠
く
と
考
え
ら
れ
が
ち
な

『松
浦
宮
物
語
』

に
お
い
て
、
宿
命
と
し
て
の
弁
少
将
の
渡
唐
は
、
作
者
に
と
っ
て
中
心
的



な
構
想
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
弁
少
将
の
渡
唐
の
設
定
に
用
い
ら
れ

た
道
具
立
て
が
、

『宇
津
保
物
語
』
に
お
い
て
既
に
整
え
ら
れ
て
い
る
と

い
う
点
に
お
い
て
、
従
来
以
上
に

『宇
津
保
物
語
』
の

「松
浦
宮
物
語
』

に
与
え
た
影
響
は
多
大
で
あ
る
と
見
徴
し
て
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
俊
蔭
像
か
ら
直
接
的
に
弁
少
将
が
造
型
さ
れ
る
と
い

う
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
、
こ
の
あ
た
り
に

『松
浦
宮
物
語
』
の
道
具
立
て
の
方
法
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。三

、
長
谷
と
玉
に
よ
る
転
生

『松
浦
宮
物
語
』
は
冒
頭
を

「む
か
し
、
藤
原
の
み
や
の
御
時
」
と
し
、

主
人
公
弁
少
将
に
は
万
葉
ぶ
り
の
和
歌
を
詠
ま
せ
、
遣
唐
使
と
し
て
渡
唐

さ
せ
る
な
ど
、
そ
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
は
古
代
性
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
要
素
の
一
環
と
し
て
、
物
語
中
に
用
い
ら
れ
る

玉
や
鏡
と
い
っ
た
要
素
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
物
語
に
織

り
込
ま
れ
る
方
法
は
、
単
に
古
代
性
の
演
出
と
い
う
点
の
み
に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

五
鳳
楼
で
の
華
陽
公
主
と
の
別
れ
に
際
し
て
、
弁
少
将
は
公
主
か
ら

「す
い
し
や
う
の
王
の
手
に
入
ほ
と
な
る
」
を
授
か
る
。

き
け
ば
日
本
に
泊
瀬
寺
と
い
ひ
て
、
観
音
お
は
す
な
り
。
か
の
寺

に
こ
の
た
ま
を
も
て
ま
ゐ
り
て
、
三
七
日
そ
の
法
を
お
こ
な
ひ
た
ま

へ
。
さ
て
の
み
な
む
、
こ
の
世
の
人
の
そ
し
り
を
お
は
で
、
か
な
ら

ず
ふ
た
た
び
あ
ひ
み
る
べ
き
。　
　
　
　
２

六
、
五
鳳
楼
の
契
り
）

こ
の
王
は

「
心
の
み
だ
れ
し
衣
の
う
ら
の
珠
」

（
二
七
、
月
光
玲
朧
）
、

「
後
の
契
り
の
か
た
み
の
た
ま
」

（三
〇
、
鬼
神
変
化
）
、

「
身
は
な
れ

ぬ
た
ま
の
ま
ち
ど
ほ
さ
」

（
四
二
、
牡
丹
芳
）
な
ど
と
描
か
れ
、
作
者
に

よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
た
こ
の
道
具
立
て
は
、

い
つ
し
か
と
は
つ
せ
に
ま
う
で
て
、
か
の
法
を
お
こ
な
ふ
に
、
な

に
の
た
が
ひ
め
か
あ
ら
む
。
月
ぁ
か
き
夜
、
山
の
み
ね
に
お
ほ
き
な

る
つ
き
の
木
の
か
げ
に
、
琴
の
こ
ゑ
き
こ
ゆ
れ
ば
、
た
だ
ひ
と
り
い

そ
ぎ
お
り
て
み
給
ふ
。

は
つ
せ
の
や
ゆ
づ
き
が
し
た
に
て
る
月
の
ひ
か
り
を
そ
で
に
ま

ち
う
け
て
み
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
九
、
弓
槻
が
下
）

と
い
う
、

「
万
葉
集
』
巻
十

一
の
長
谷
を
詠
み
込
ん
だ
旋
頭
歌
を
翻
案
し

た
歌
を
用
い
る
、
感
動
的
な
再
会
の
場
面
へ
と
収
敏
し
て
い
く
。

こ
の
日
本
に
お
け
る
再
会
と
玉
に
よ
る
転
生
は
、
当
初
か
ら
意
図
し
て

物
語
中
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
唐
土
の
公
主
が
長
谷
寺

を
持
ち
出
す
と
い
う
設
定
の
必
然
は
い
か
な
る
点
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。
唐
土
と
長
谷
寺
の
要
素
が

『松
浦
宮
物
語
』
作
者
の
創
作
に
還
元

さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
例
か
ら
も
確
認
で
き
る
で
あ

２？
つ
。「今

昔
物
語
集
』
巻
十

一
第
二
十

一
話
に
お
い
て
は
、
徳
道
聖
人
の
供

養
し
た
長
谷
寺
の
観
音
が

「
凡
ッ、
此
朝
．ラ
モ非
ス、
震
旦
ノ園
子
霊
験
フ施
シ

給
フ観
音
二御
１
」
こ
と
が
説
か
れ
、

「源
氏
物
語
』
玉
重
に
お
い
て
も
石

清
水
参
詣
の
後
、

「う
ち
つ
ぎ
て
は
、
仏
の
御
な
か
に
は
、
初
瀬
な
む
、



日
の
本
の
う
ち
に
は
、
あ
ら
た
な
る
験
あ
ら
は
し
た
ま
ふ
と
、
唐
土
に
だ

に
聞
こ
え
あ
ん
な
り
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
要
素
は
あ
な
が
ち
唐
突

と
も
い
え
な
い
も
の
で
あ
る

（６
）
。

時
代
は
下
っ
て

『
河
海
抄
』
に
お
い
て
は
、

『源
氏
物
語
』
玉
重
引
用

部
分
を
、
大
唐
億
宗
皇
帝
后
馬
頭
夫
人
が
醜
い
姿
を
長
谷
寺
観
音
に
祈
請

し
て
端
正
に
な
る
話
、
及
び

「
江
談
に
み
え
た
り
」
と
し
て
吉
備
大
臣
が

入
唐
時
、
長
谷
寺
観
音
と
住
吉
明
神
に
祈
請
し
て
野
馬
台
詩
を
読
み
得
た

話
を
以
て
注
し
て
い
る
。
長
谷
寺
観
音
と
唐
土
と
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る

典
型
的
な
例
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
二
話
は
、

『松
浦
宮
物
語
』

の
成
立
と
隔
た
ら
な
い
時
期
に
ま
と
め
ら
れ
た

『長
谷
寺
験
記
』
に
お
い

て
既
に
共
に
語
ら
れ
て
い
る
。

『松
浦
宮
物
語
』
の
物
語
要
素
の
性
格
を

論
ず
る
際
に
は
、
こ
う
し
た
ほ
ぼ
同
時
期
の
他
の
文
芸
に
も
目
を
配
っ
て

お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

『松
浦
宮
物
語
』
に
お
い
て
弁
少
将
が
授
か
っ
た
玉
は

「衣
の
う
ら
の

珠
」

（
二
七
、
月
光
玲
瀧
）
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ひ
と
え
に
古

代
の
呪
術
的
な
も
の
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、

『法
華
経
』
五
百
弟
子
授
記

品
に
比
喩
諄
が
語
ら
れ
る

「衣
珠
」
、
す
な
わ
ち

「
宝
珠
」
と
い
う
仏
教

的
な
意
味
を
も
作
者
は
念
頭
に
置
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
和
歌
に

お
い
て
も
出
家
な
ど
に
際
し
て
、

『後
拾
遺
集
』
巻
十
七
、　
一
〇
二
八
番

歌

「
お
も
ふ
に
も
い
ふ
に
も
あ
ま
る
こ
と
な
れ
や
こ
ろ
も
の
た
ま
の
あ
ら

は
る
る
日
は
」
の
よ
う
に
、
衣
の
裏
の
珠
が
現
わ
れ
る
と
い
う
常
套
表
現

と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
決
し
て
馴
染
み
の
薄
い
比
喩
諄
で
は
な
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『長
谷
寺
験
記
」
に
は
下
巻
第
四
話
、
大
和
国

大
中
臣
成
光
の
娘
話
の
、
女
の
死
と
同
時
に
宝
珠
も
消
え
失
せ
る
話
、
下

巻
三
十
話
の
鳥
羽
院
の
宝
珠
を
賜
る
霊
夢
な
ど
、
こ
の
宝
珠
の
モ
チ
ー
フ

が
散
見
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
仏
教
的
な
側
面
を
考
え
る
と
、
宝
珠
を
用
い
た
修
法
な
ど
を

も
、
華
陽
公
主
の
王
に
よ
る
転
生
の
構
想
と
し
て
考
慮
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
の
引
用
部
分
に
み
ら
れ
る
、

「
か
の
寺
に

こ
の
た
ま
を
も
て
ま
ゐ
り
て
、
三
七
日
ｄ
倒
潤
を
お
こ
な
ひ
た
ま
へ
」
や

「
は
つ
せ
に
ま
う
で
て
、
洲
倒
潤
を
お
こ
な
ふ
に
」
と
い
っ
た
本
文
か
ら

も
、
そ
う
し
た
形
跡
が
窺
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
７
）
。

平
安
末
期
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
魔
術
肛
な
秘
密
の
修
法
が
貴
族
等
の
生
活

に
も
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
、
最
近
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る

中
で
、
宝
珠
に
つ
い
て
は
直
接
王
権
と
関
わ
る
象
徴
と
し
て
の
面
が
論
じ

ら
れ
て
い
る

（８
）
。
藤
原
定
家
に
つ
い
て
も

『
明
月
記
』
正
治
二

（
一

二
〇
〇
）
年
九
月
十
二
日
条
に
み
え
る
御
産
に
際
し
て
の
仏
眼
宝
珠
法
を

初
め
、
多
く
の
仏
教
修
法
が
記
さ
れ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
世
界
と
早
く
か

ら
接
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

「松
浦
宮
物
語
』
に
即
し
て
考
え
る
限
り
に
お
い
て
は
、
宝
珠
は
二
権

な
ど
と
は
別
の
位
相
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、　
一
方
で
看
過

で
き
な
い
点
も
散
見
す
る
。

『覚
禅
炒
』
中
の

「
宝
珠
又
説
」
に
は
、
宝

珠
に
関
す
る

「
唯
シ応
二自
是
ヲ勿
レ
示
ニス
‐
他
人
¨
・
．　
。
若
シ
示
′
他

、̈
珠

即
失
ニス神
変
ヲ
」

復
不
二自
在
ナ
ラ
・
」

（百
日
勤
修
事
）
、

「
無
レ
玉
時
、

有
≒
モ所
行

・
而
不
レ生
二財
物

・
。
有
レ玉
而
無
二所
行

一
時
代

亦
不
レ生
ニ

財
物

・
。
宝
珠
卜
興
二行
願

・
相
応
シテ、
乃
能
ク
雨
ニス
ニ
世
ノ財
宝
，
こ

（依



行
雨
財
事
）
の
よ
う
な
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
宝
珠
は
勤
修
の

間
、
他
人
に
見
せ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
宝
珠
と
行
と
が
揃
っ
て
財
が
得
ら

れ
る
と
す
る
訳
だ
が
、
こ
れ
ら
は

『松
浦
宮
物
語
」
に
お
い
て

「
た
ま
を

身
は
な
た
ず
も
ち
て
、
い
み
し
き
雨
風
の
さ
わ
ぎ
な
み
の
し
た
な
り
と
も
、

つ
ひ
に
お
と
し
う
し
な
は
で
、
わ
が
国
に
か
へ
り
た
ま
へ
」
と
し
て
、
公

主
が
転
生
す
る
た
め
に
は
珠
の
修
法
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
点
な
ど
と

通
し
て
い
る
。
同
じ
く

『覚
禅
紗
』
、

「
宝
珠
又
説
」
の
裏
書
に
は
愛
染

王
法
と
宝
珠
法
が
同
時
に
修
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
愛
欲
や

男
女
の
和
合
を
も
象
徴
す
る
愛
染
明
王
の
法
と
宝
珠
法
と
が

一
体
と
な
っ

て
い
た
状
況
も
存
し
た
よ
う
で

（９
）
、
こ
れ
な
ど
は
珠
の
法
を
介
し
た

再
会
を
構
想
す
る
基
底
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
考
え
得
る
も
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に

『松
浦
宮
物
語
』
に
織
り
込
ま
れ
た
珠
の
要
素
は
、
長
谷

寺
で
の
転
生
と
い
っ
た
展
開
を
も
併
せ
考
え
る
と
、
仏
教
的
な
色
彩
を
濃

厚
に
漂
わ
せ
て
い
る
が
、
華
陽
公
主
が
珠
を
持
ち
、
そ
れ
を
自
分
の
仮
の

姿
と
し
て
転
生
を
図
る
と
い
う
構
想
は
、
宝
珠
法
と
い
う
修
法
の
み
か
ら

説
明
し
得
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
華
陽
公
主
と
珠
と
は
い

か
な
る
経
路
で
結
び
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

宝
珠
と
す
ぐ
に
結
び
つ
く
尊
像
と
し
て
、
吉
祥
天
が
想
起
さ
れ
る
が
、

『
阿
娑
縛
抄
』
、

『覚
禅
妙
』
吉
祥
天
の

「道
場
観
」
や

「字
輪
観
」
に

共
通
し
て
引
か
れ
る
所
に
よ
る
と
、
台
座
上
の
月
輪
中
の
梵
字
が
変
じ
て

如
意
宝
珠
と
な
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
変
し
て
吉
祥
天
と
な
り
、
そ
の
像
は

左
手
に
如
意
宝
珠
を
持
つ
と
い
う
。
吉
祥
天
が
手
に
宝
珠
を
持
つ
こ
と
は

表
白
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
て
、　
一
般
的
な
理
解
の
範
囲
に
あ
る
と
考
え
て

よ
か
ろ
う
。
こ
の

「掌
内
宝
珠
」
は
、
持
し
て
祈
る
と
衆
願
を
満
た
す
も

の
で
あ
る
。
吉
祥
天
と
宝
珠
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
殊
に
宝
珠
が
変

し
て
吉
祥
天
と
な
る
点
は
、
華
陽
公
主
の
珠
に
よ
る
転
生
と
の
類
似
か
ら

も
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

華
陽
公
主
は
自
ら
の
転
生
の
場
と
し
て
長
谷
寺
を
指
定
す
る
が
、
長
谷

と
吉
祥
天
、
宝
珠
と
い
っ
た
要
素
も
無
関
係
で
は
な
い
ら
し
い
。
長
谷
寺

の
本
尊
で
あ
る
十

一
面
観
音
は
、

『覚
禅
紗
』
、
十

一
面
観
音
の
表
白
に

お
い
て

「如
意
珠
王
」
と
称
さ
れ
、
護
摩
の
際
に
は
姐
の
南
側
に
吉
祥
天

を
置
く
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ど
う
や
ら
華
陽
公
主
の
珠
に
よ
る
転
生
の
構
想
は
、
こ
れ
ら
を
も
と
に

な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
で
こ
こ
に
指
摘
し
た
仏
教
的
な
側
面
の
み

で
、
琴
の
伝
授
を
含
む
華
陽
公
主
の
造
型
全
体
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
う
し
た
造
型
上
の
重
層
性
あ
る
い
は
組
み
合
わ
せ
と
い
っ
た
も

の
が

『松
浦
宮
物
語
』
の
方
法
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

四
、
鏡
の
物
語

弁
少
将
が
契
っ
た
女
性
の
う
ち
公
主
に
は
玉
に
よ
る
転
生
と
い
う
要
素

が
仕
組
ま
れ
た
が
、
郡
皇
后
に
は
形
見
の
鏡
の
要
素
が
用
意
さ
れ
た
。
帰

国
に
際
し
て
、
皇
后
は

「
思
ひ
い
で
む
時
は
、
こ
れ
を
か
た
み
に
と
の
た

ま
ひ
て
、
ち
ひ
さ
き
は
こ
に
い
り
た
る
か
が
み
」

（四
五
、
か
た
み
の
鏡
）

を
弁
少
将
に
託
す
。
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か
た
く
封
ぜ
ら
れ
て
、

「き
よ
ま
は
り
、
し
づ
か
な
る
所
に
て
、

あ
け
ら
る
べ
き
」
よ
し
を
か
き
つ
け
た
る
か
が
み
な
れ
ば
、
こ
の
御

い
の
り
に
こ
と
づ
け
て
、
修
法
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
、
寺
に
こ

も
り
た
ま
へ
る
つ
い
で
に
ぞ
、
こ
の
か
が
み
を
あ
け
た
れ
ば
、
み
し

世
は
さ
だ
か
に
う
つ
り
け
り
。

（中
略
）
も
と
な
れ
に
け
る
に
や
、

う
つ
れ
る
か
げ
の
か
よ
ひ
く
る
に
や
、
い
と
し
る
き
に
ほ
ひ
の
に
る

物
な
き
が
う
ち
か
を
る
心
ち
す
る
に
、
時
の
ま
の
へ
だ
て
も
、
お
も

ひ
さ
わ
が
る
る
心
も
き
え
て
、
　
　
　
　
　
（五
〇
、
鏡
の
世
界
）

華
陽
公
主
の
御
産
の
修
法
の
た
め
に
寺
に
籠
っ
て
い
る
最
中
に
、
清
浄

で
静
か
な
所
で
形
見
の
鏡
を
取
り
出
す
と
、
そ
こ
に
は
唐
上
の
皇
后
の
姿

が
映
り
、
剰
え
懐
か
し
い
そ
の
薫
り
ま
で
が
漂
っ
て
き
た
の
で
あ

っ
た
。

華
陽
公
主
の
転
生
と
、
鏡
に
映
る
郡
皇
后
を
綴
っ
た
後
、
物
語
は
省
筆
、

偽
跛
へ
と
至
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
要
素
は
物
語
の
構
想
段

階
か
ら
予
定
さ
れ
て
設
定
さ
れ
て
い
た
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

松
本
寧
至
氏
は

『更
級
日
記
』
に
お
け
る
、
母
が
鋳
て
長
谷
寺
に
奉
納

し
た
未
来
が
映
る

一
尺
の
鏡
の
問
題
と
の
関
連
か
ら
、

「
『松
浦
宮
物
語
』

に
そ
く
し
て
い
え
ば
華
陽
公
主
も
唐
で
昇
天
し
、
長
谷
寺
で
再
生
し
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
水
品
の
王
は
魂
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
り
し
ろ
で
あ

っ

た
が
、
つ
い
で
鏡
に
母
后
と
の
来
し
方
が
う
つ
る
の
も
、
鏡
を
よ
り
し
ろ

と
し
た
長
谷
で
の
再
生
で
あ
り
、
再
会
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る

（１０
）
。

長
谷
寺
と
い
う
場
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
鏡
の
要
素
も
ま
た

『長
谷
寺
験

記
』
上
巻
第
十
二
話
や
下
巻
第
二
十
二
話
な
ど
に
散
見
す
る
が
、
華
陽
公

主
の
御
産
の
修
法
を
行
っ
た
の
を
長
谷
寺
と
限
定
す
る
こ
と
に
は
、
本
文

読
解
上
も
や
や
疑
間
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

鏡
の
モ
チ
ー
フ
は

『常
陸
風
土
記
』
巻
十
五
の
東
山
の
石
鏡
や
、

『蒙

求
』
に
お
け
る

「仲
文
照
鏡
」
な
ど
、
文
芸
上
に
も
様
々
な
形
で
現
わ
れ

る
が
、
そ
う
し
た
中
で

「肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
の
項
に
記
さ
れ
る
鏡

の
渡
の
因
縁
諄
、
す
な
わ
ち
大
伴
狭
手
彦
が
任
那
を
鎮
め
新
羅
を
救
う
た

め
に
松
浦
郡
に
赴
き
、
そ
こ
で
契

っ
た
弟
日
姫
子
と
の
別
れ
に
鏡
を
与
え

た
と
い
う
物
語
は
、
形
見
の
鏡
の
要
素
の
共
通
性
か
ら
も
注
意
さ
れ
る
。

『
松
浦
宮
物
語
』
の
題
名
と
も
な
る
松
浦
郡
は
、
狭
手
彦
と
佐
用
姫
の
招

振
り
説
話
が
著
名
で
、

『十
訓
抄
』
や

『古
今
著
聞
集
』
に
は
こ
れ
の
み

が
伝
わ
る
が
、　
一
方
で
形
見
の
鏡
の
物
語
も

『和
歌
童
蒙
抄
』
や

『袖
中

抄
』
へ
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
ち
ら
も
周
知
の
話
柄
で
あ

っ
た
と

思
わ
れ
る
。

形
見
の
鏡
に
つ
い
て
は
、
吉
田
幸

一
氏
が

「
か
く
離
別
の
時
に
鏡
を
贈

る
と
い
ふ
こ
と
は
、

『唐
物
語
』
第
十
、
徳
言
が
妻
と
別
れ
る
時
、
鏡
を

中
か
ら
切
っ
て
そ
の
片
々
を
持
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
再
会
を
期
す
説
話
に

ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
か
」
と
す
る
。
さ
ら
に
氏
は
皇
后
が
鏡
を
与
え
た
際

に
詠
ん
だ

「
を
の
づ
か
ら
す
が
た
ば
か
り
は
う
つ
り
な
ん
こ
と
の
葉
ま
で

は
か
よ
ひ
こ
ず
と
も
」
の
第
二
句
が

『唐
物
語
』
第
十
五
、
李
夫
人
の
反

魂
香
の
説
話
中
の
歌
と
共
通
す
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る

（Ｈ
）
。

前
者
の
指
摘
は
形
見
の
鏡
よ
り
ヽ
片
割
れ
の
鏡
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、

そ
う
い
う
意
味
で
は

『
肥
前
国
風
土
記
』
の
形
見
の
鏡
の
物
語
が
よ
り
近

い
と
い
え
る
が
、
続
く

『唐
物
語
』
第
十

一
話
の
弄
玉
話
は
、

『
松
浦
宮
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物
語
』
に
お
い
て
は
篇
に
よ
っ
て
昇
天
し
た
仙
女
と
し
て
弁
少
将
に
想
起

さ
れ
る
形
で
引
か
れ
て
い
る
か
ら
、
話
材
の
近
似
性
と
い
う
点
か
ら

『唐

物
語
』
は
や
は
り
無
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
意
味
か
ら
も
、
後
者
の
反
魂
香
の
説
話
は
歌
句
の
一
致
に
留

ま
ら
な
い
、
重
要
な
指
摘
で
は
な
か
ろ
う
か

（１２
）
０
定
家
は

『源
氏
奥

入
』
総
角
に
お
い
て
楽
府
の
李
夫
人
を
引
く
が
、

反
魂
ノ香
反
ス
ニ夫
人
魂
フ
・　
夫
人
之
魂
在
ｒ
何
許
一万
・

香
ノ煙
二引
ヵ
レテ
到

ニ
ル
焚

レ
ク
香
フ虜
¨
・一

と
す
る

一
節
は
、
香
の
煙
に
引
か
れ
て
姿
を
現
す
点
な
ど
が
、
銃
に
映
っ

た
姿
か
ら
香
り
が
漂
う
の
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
香
り
の
モ
チ
ー
フ
は

『唐
物
語
』
の
反
魂
香
説
話
に
続
く
第
十
六
話
の
、
西
王
母
の
降
臨
の
場

面
に
、

秋
八
月
ば
か
り
月
の
ひ
か
り
く
ま
な
き
よ
、
か
う
ば
し
き
風
う
ち

ふ
き
て
、
は
れ
の
そ
ら
の
ど
か
な
る
に
む
ら
さ
き
の
雲
ひ
と
む
ら
た

な
び
き
け
り
。

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
皇
后
が
謎
の
女
と
し
て
現
わ
れ
る

度
に
、
何
度
と
な
く
象
徴
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
香
り
と
重
な
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

「唐
物
語
』
の
作
者
と
目
さ
れ
る
藤
原
成
範
は
俊
成
な
ど
と
も
親
交
が

あ

っ
た
人
物
で
あ
り
、
定
家
が
こ
の
物
語
を
披
見
す
る
機
会
が
あ
っ
た
こ

と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

形
見
の
鏡
に
姿
が
映
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
直
接
的
な
原
拠
は
明
ら
か

に
し
得
な
い
が
、

「
松
浦
宮
物
語
』
が
綴
る
こ
の
要
素
は
、
他
の
文
芸
を

考
え
る
上
で
問
題
を
提
起
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
形
見
の
鏡
に

姿
が
映
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
下
っ
て
室
町
期
の
浄
土
僧
了
誉
聖
間
の

手
に
な
る

「古
今
序
註
』
の
か
ぐ
や
姫
説
話
に
見
出
さ
れ
、
か
ぐ
や
姫
が

形
見
と
し
て
翁
に
残
し
た
鏡
に
、
か
ぐ
や
姫
の
姿
が
映
っ
た
と
し
て
い
る
。

古
今
注
に
引
か
れ
る
か
ぐ
や
姫
説
話
は
、
鎌
倉
期
に
瀕
る

「古
今
和
歌
集

序
聞
書
三
流
抄
』
や

『昆
沙
門
堂
本
古
今
集
註
』
に
そ
の
先
離
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
帝
に
形
見
の
鏡
を
渡
し
た
と
は
す
る
も
の

の
、
実
際
に
か
ぐ
や
姫
の
姿
が
映
っ
た
と
は
語
っ
て
お
ら
ず
、

「松
浦
宮

物
語
』
の
方
が
む
し
ろ
先
行
す
る
形
で
こ
の
要
素
を
綴
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る

（１３
）
０

三
年
ヲ
経
テ
、
彼
女
、
王
二
申
サ
ク
、

「我
ハ
天
女
ナ
リ
。
君
昔

契
有
テ
、
今
下
界
二
下
ル
。
今
ハ
縁
既
二
尽
タ
リ
」
ト
テ
銃
ヲ
形
見

二
奉
テ
失
ヌ
。

『古
今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄
』
に
よ
っ
て
示
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
か

ぐ
や
姫
説
話
に
は
、
形
見
の
鏡
以
外
に
も
、
か
ぐ
や
姫
が

「
天
女
」
で
あ

る
こ
と
、
昔
の
契
り
が
あ

っ
て
下
界
に
下
っ
た
な
ど
共
通
点
が
少
な
か
ら

ず
存
し
、
帝
と
の
契
り
が
三
年
と
い
う
の
は
、
弁
少
将
の
帰
国
ま
で
の
年

限
と
も
響
き
あ
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

謡
曲
や
お
伽
草
子
の
本
説
と
し
て
の
古
今
注
の
説
話
に
つ
い
て
は
研
究

が
進
ん
で
き
た
が
、
遡

っ
て
そ
れ
ら
古
今
注
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
の
注

釈
類
に
引
か
れ
る
説
話
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
、
不
明
な
も
の
が
多
く
、

荒
唐
無
稽
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
も
見
ら
れ
る
。

「松
浦
宮
物
語
』

の
み
な
ら
ず
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
作
ら
れ
た
物
語
類
は
、
殊
に

-79-



そ
の
伝
奇
的
な
モ
チ
ー
フ
な
ど
に
お
い
て
、
注
釈
に
引
か
れ
る
説
話
に
話

材
を
提
供
す
る
と
い
っ
た
形
で
、
そ
の
形
成
に
関
わ
っ
て
い
た
実
態
が
潜

ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
課
題
と
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

五
、
住
吉
の
加
護

弁
少
将
が
阿
修
羅
の
化
身
で
あ
る
宇
文
会
を
、
神
兵
の
出
現
に
よ
っ
て

滅
ぼ
し
、
幼
帝
と
皇
后
を
救
う
点
に
つ
い
て
、
吉
田
幸

一
氏
は

「定
家
の

自
由
な
理
想
像
の
具
現
で
、
そ
れ
は
中
国
思
想
で
い
え
ば
鬼
神
の
仕
業
、

わ
が
国
で
は
住
吉
明
神
の
力
と
揆
を

一
に
す
る
も
の
と
い
え
る
。
の
ち
に

こ
れ
が
、
郡
皇
后
が
告
自
す
る
因
縁
諄
へ
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

定
家
の
漢
学
的
素
養
に
よ
る
発
想
で
あ
り
、
神
女
が
下
界
に
降
り
て
、
契

り
を
結
ぶ
古
来
の
神
話
伝
説
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
節
も
身
受
け
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
外
来
的
神
秘
性
は
、
王
朝
の
優
雅
な

『
源
氏
物
語
』
の
世
界
と
は
、

お
よ
そ
無
縁
と
い
っ
て
よ
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る

（
１４
）
０
こ
れ
を

「
定
家
の
自
由
な
理
想
像
の
具
現
」
と
し
た
上
で
、
は
た
し
て
そ
れ
は

「
漢
学
的
素
養
に
よ
る
発
想
」
や

「外
来
的
神
秘
性
」
に
よ
る
と
ひ
と
括

り
に
扱
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
少
し
具
体
的
な
考
察
を
加
え
て
み

た
い
。

郡
皇
后
の
語
る
因
縁
諄
に
は
、
天
帝
は
阿
修
羅
の
化
身
を
討
つ
べ
く
適

材
を
探
し
た
が
唐
土
に
求
め
得
ず
、
天
帝
に
伺
候
し
て
い
た
天
童
を
転
生

さ
せ
る
べ
く
本
朝
の
弁
少
将
に
そ
の
任
を
託
し
、

ま
た
ゆ
み
や
を
あ
づ
か
る
べ
き
所
な
く
て
、
和
国
の
住
吉
の
神
に

お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
し
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
（
四
四
、
因
縁
宿
世
）

と
あ
る
。

弁
少
将
帰
国
後
の
神
奈
備
皇
女
や
母
に
関
す
る
記
事
の
不
備
や
唐
突
な

終
幕
な
ど
、

『松
浦
宮
物
語
』
の
一
編
と
し
て
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る

が
、
こ
と
こ
の
住
吉
の
神
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
同
列
に
扱
え
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

作
者
は
中
国
の
文
皇
帝
の
口
を
借
り
て

「
汝
は
か
な
ら
ず
ひ
と
た
び
は

国
を
た
ひ
ら
ぐ
べ
き
相
あ
り
」

（
一
五
、
遺
孤
を
託
す
）
、

「
い
の
ち
あ

や
ぶ
み
な
く
し
て
、
か
な
ら
ず
も
と
の
国
に
か
へ
る
べ
し
」

（同
前
）
と

し
、
郡
皇
后
に
は

「
和
国
は
つ
は
物
の
国
と
し
て
、
ち
ひ
さ
け
れ
ど
も
神

の
ま
も
り
つ
よ
く
、
人
の
心
か
し
こ
か
ん
な
り
」

（
一
九
、
蜀
山
の
后
）
、

「
又
、
も
と
の
国
に
か
へ
る
こ
と
は
、
わ
が
す
す
む
る
所
に
あ
ら
ず
。
お

に
神
の
ま
も
り
み
ち
び
く
、
ゆ
ゑ
こ
と
な
る
人
な
れ
ば
」

（三
四
、
母
后

答
書
）
と
語
ら
せ
て
、
皇
后
の
因
縁
諄
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
住
吉
の
神

で
あ
る
と
読
め
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
弁
少
将
も

「
わ
が
本
国
の
仏

神
を
念
し
た
て
ま
つ
り
て
」

（
二
〇
、
伏
兵
の
策
）
宇
文
会
と
の
戦
に
赴

く
の
で
あ
り
、
帰
国
の
際
も

「
さ
し
も
ま
も
り
つ
よ
き
御
道
の
し
る
べ
」

（
四
八
、　
一
路
帰
国
）
な
る
故
、
難
な
く
本
朝
へ
と
帰
着
す
る
こ
と
と
な

る
。
作
者
は
全
編
に
わ
た
っ
て
丁
寧
に
綿
密
な
構
想
の
も
と
に
住
吉
の
神

の
要
素
を
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
節
ま
で
に
取
り
上
げ
た
、

二
に
よ
る
転
生
や
形
見
の
鏡
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と

で
あ
る
。

戦
に
疲
労
し
た
弁
少
将
に
対
し
て
、
住
吉
の
神
は
武
人
の
姿
を
現
じ
て
、
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歌
に
よ
る
託
宣
を
垂
れ
る
。

な
み
の
ほ
か
き
し
も
せ
ざ
ら
ん
郷
な
が
ら
わ
が
く
に
人
に
た
ち
は
は

な
れ
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
、
燕
王
伏
誅
）

こ
れ
は

『
拾
遺
集
』
巻
十

・
五
八
七
番
歌
、

住
吉
の
き
し
も
せ
ざ
ら
ん
物
ゆ
へ
に
ね
た
く
や
人
に
松
と
い
は
れ
む

あ
る
人
の
い
は
く
、
住
吉
明
神
の
託
宣
と
ぞ

の
翻
案
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

（１５
）
０

「拾
遺
集
』
歌
は

『
俊
頼
髄
脳
』

や

『袋
草
紙
』
に
お
い
て
も
同
様
に
住
吉
の
託
宣
歌
と
し
て
い
る
か
ら
、

こ
の
翻
案
の
前
提
に
住
吉
の
神
の
託
宣
歌
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は

確
実
で
あ
る
。
翻
案
の
方
法
も
、

『拾
遺
集
』
歌
の
第
二
句
を
用
い
る
こ

と
で
、
住
吉
の
託
宣
歌
で
あ
る
本
歌
の
イ
メ
ー
ジ
を
残
し
つ
つ
、

「
き
し

も
せ
ざ
ら
ん
」
郷
と
す
る
こ
と
で
唐
土
と
い
う
場
に
適
合
さ
せ
、
初
旬
も

「住
吉
」
を
朧
化
さ
せ
な
が
ら
も
、
そ
れ
が

「
な
み
の
ほ
か
」
で
あ
る
と

す
る
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
を
、
作
者
は
忘
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な

作
為
か
ら
も
、
住
吉
の
神
の
要
素
を
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
た
意
図
が
窺
え

２つ
。

「松
浦
宮
物
語
』
の
住
吉
の
託
宣
歌
は

『風
葉
集
』
巻
七

・
四
五
二
番

歌
に
も

「
う
ち
や
す
み
た
る
よ
の
夢
に
み
え
侍
り
け
る
す
み
よ
し
の
御
歌

と
な
む
い
ひ
つ
た
へ
た
る
」
と
し
て
採
ら
れ
て
お
り
、
続
く
四
五
四

。
四

五
五
番
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

あ
ふ
こ
と
は
い
さ
し
ら
雲
の
か
た
く
と
も
立
ち
か
へ
り
み
つ
し
る
し

あ
ら
し
やこ

れ
は
か
い
ば
み
の
右
大
将
、
女
の
ゆ
く
へ
し
ら
ぬ
こ
と
を

す
み
よ
し
に
ま
う
で
て
申
し
侍
る
と
て
、
思
ふ
人
よ
に
す
み

よ
し
と
思
ひ
せ
ば
た
ち
か
へ
り
こ
ん
き
し
の
自
浪
、
と
よ
み

侍
り
け
る
に
、
刻
Ы
州
劇
引
引
測
洲
割
日
ｄ
Ｊ
●
引
国
洲
‥こ―

ｄ
つ―
引
州
引
引
劉
ｄ
＝
ｄ

秋
の
よ
の
松
ふ
く
風
の
お
と
よ
り
も
哀
身
に
し
む
法
の
こ
ゑ
か
な

こ
れ
は
い
は
か
き
ぬ
ま
の
頭
中
将
、
す
み
よ
し
に
こ
も
り
て

ど
経
な
ど
し
て
お
こ
な
ひ
侍
り
け
る
あ
か
つ
き
、
づ
劇
月
日
『

測
ｄ
劇
測
副
冽
劃
「
国
¶
ヨ
劇
¶
剛
り
到
判
刻
引

住
吉
の
託
宣
歌
は
周
辺
の
物
語
に
お
い
て
も
重
要
な
要
素
と
し
て
織
り

込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
一
事
を
も
っ
て

『
松
浦
宮

物
語
』
の
独
自
性
を
論
じ
る
こ
と
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
住
吉
の
神

が
物
語
中
に
取
り
込
ま
れ
る
の
に
は
、

『松
浦
宮
物
語
」
に
お
い
て
は
表

層
的
な
段
階
に
留
ま
ら
な
い
連
想
の
糸
が
作
用
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

吉
田
幸

一
氏
は
住
吉
の
神
に
つ
い
て
、　
Ｆ
」
の
神
は
本
来
武
神
で
あ
り
、

海
上
安
護
の
神
で
あ
る
。
遺
唐
使
の
必
ず
祈
願
す
る
神
で
あ
る
」
と
す
る

が

（‐６
）
、
住
吉
の
神
を
物
語
に
取
り
込
む
の
は
、
弁
少
将
が
遣
唐
副
使

で
あ
る
か
ら
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
唐
土
と
住
吉
と
の
結
び
つ
き
が
作
用

し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

「住
吉
大
社
神
代
記
』
は
、

「
凡
大
神
宮
所
在

九
箇
虜
」
と
し
て
、
筑
前
国
那
珂
郡
等
を
あ
げ
た
後
、

大
唐
國

一
虎
　
　
住
吉
大
神
社
　
一垂
副

新
羅
國

一
虜
　
　
住
吉
荒
魂
　
　
一二
則

と
す
る
。
同
書
は

「
天
平
貧
奉
本
記
」
の

「
大
唐
御
社
。
新
羅
社
．
鎮
服
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社
也
」
の
記
事
も
引
い
て
お
り
、

『住
吉
大
社
神
代
記
』
の
天
平
三
年
の

奥
書
に
は

「遣
唐
使
神
主
正
六
位
上
津
守
宿
祢
客
人
」
な
る
人
物
も
記
さ

れ
る
か
ら
、
吉
田
氏
が
先
に
引
い
た
部
分
に
関
し
て

「か
ゝ
る
小
事
を
誤

ら
な
い
の
も
、
住
吉
社
神
主
津
守
家
と
父
の
代
か
ら
親
交
の
あ

っ
た
定
家

に
ふ
さ
は
し
い
」
と
さ
れ
る
点
か
ら
も
興
味
深
く
、

「松
浦
宮
物
語
』
が

設
定
し
た
唐
土
に
お
け
る
住
吉
の
加
護
と
い
う
発
想
も
あ
な
が
ち
謂
れ
の

な
い
も
の
で
も
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『住
吉
大
社
神
代
記
』
を
引
い
た
が
、
こ
の
書
物
に
関
わ
る
興
味
深
い

報
告
が
錦
仁
氏
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る

（１７
）
０

「
『住
吉
大
社
神
代

記
』
を
巧
み
に
引
用
し
て
作
っ
た

『諏
訪
社
縁
起
絵
詞
」
に
は
、
神
功
皇

后
の
朝
鮮
出
兵
の
際
、
海
の
う
え
で
、

『虚
空
ヨ
リ
海
上
二
両
将
化
現
ス
』

『神
兵
雲
霞
ノ
コ
ト
ク
化
現
ス
』
と
い
う
場
面
が
あ
る
。

『両
将
』
と
は

『諏
訪
住
吉
二
神
』
、
し
た
が
っ
て
平
安
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
は
、
住

吉
の
神
た
ち
が
突
如
と
し
て
空
よ
り
参
り
降
り
る
と
い
う
神
話
的
理
解
が

あ
っ
た
」
と
す
る
の
が
そ
れ
で
、

『松
浦
宮
物
語
』
に
お
い
て
弁
少
将
の

窮
地
を
救

っ
た
九
人
の
神
兵
の
出
現
の
発
想
の
拠
り
所
を
具
体
的
に
指
摘

さ
れ
た
点
、
有
益
と
思
わ
れ
る
。

『諏
訪
社
縁
起
絵
詞
』
に
お
い
て
住
吉
が
神
威
を
示
現
し
た
の
は
、
神

功
皇
后
の
朝
鮮
出
兵
の
際
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
い
ま
ひ
と
つ
の
興
味
深

い
記
紀
の
神
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
巻
九

「神
宮
皇
后
摂

政
前
紀
」
中
の
一
書
に
は
、
足
仲
彦
天
皇
す
な
わ
ち
仲
哀
天
皇
が
、
筑
紫

橿
日
宮
に
て
神
よ
り

「若
欲
レ得
二費
國

・
耶
、
将
現
授
之
」
と
の
神
託
を

得
る
。

便
復
日
、
琴
将
来
以
進
二干
皇
后

・
。
則
随
二神
言

・
而
皇
后
撫
レ

琴
。

「費
國
」
す
な
わ
ち
新
羅
を
得
ん
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
神
宮
皇
后
に
琴
を

弾
か
し
め
よ
と
の
神
託
に
よ
っ
て
皇
后
が
琴
を
弾
い
た
と
こ
ろ
、
皇
后
に

憑
依
し
て

「
表
筒
雄

。
中
筒
雄

・
底
筒
雄
」
の
三
柱
、
つ
ま
り
住
吉
の
神

で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。
こ
の
場
面
で
新
羅
進
攻
の
託
宣
を
垂
れ
る
神
は
、

仲
哀
記
や

一
書
に
よ
っ
て
異
同
が
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
住
吉
の
神
は

含
ま
れ
て
い
る

（１８
）
０

「古
事
記
』
の
該
当
箇
所
は
信
託
を
偽
り
と
し
て
琴
を
弾
く
の
を
止
め

た
天
皇
に
神
は
怒
り
を
な
し
、
建
内
宿
禰
に
諌
め
ら
れ
て
形
ば
か
り
琴
を

弾
い
た
も
の
の

「幾
久
も
あ
ら
ず
て
、
御
琴
の
音
聞
え
ざ
り
き
。
即
ち
火

を
挙
げ
て
見
れ
ば
、
即
に
崩
り
た
ま
ひ
ぬ
」
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た

『住
吉
大
社
神
代
記
』
も

「
或
記
日
」
と
し
て
、
先
の

『
日
本
書
紀
』

を
引
い
て
い
る
。

ど
う
や
ら
住
吉
と
琴
の
要
素
も
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

神
事
の
際
の
弾
琴
は

『皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
も
記
述
が
あ
り
、

「
日
本

書
紀
』
の
取
り
上
げ
た
部
分
の
直
前
で
も
、
皇
后
は
仲
哀
天
皇
に
神
託
を

垂
れ
た
神
を
呼
び
出
す
た
め
武
内
宿
禰
に
命
し
て
弾
琴
さ
せ
て
い
る
か
ら
、

住
吉
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
神
話
で
は
住
吉
自
ら
神
託
を
垂

れ
る
為
に
琴
を
所
望
す
る
展
開
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
直
後
に
は
皇
后
が

「
火
前
國
松
浦
縣
」
に
赴
き
、
こ
の
地
を

「
松
浦
」
と
称
す
る
に
至
る
語

源
説
話
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
先
の
錦
氏
の
指
摘
を
初
め
と
し
て
、

「松
浦

宮
物
語
』
が
住
吉
の
神
を
持
ち
出
す
に
至
っ
た
背
景
に
は
こ
う
し
た
下
地

-82-



が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（１９
）

六
、
吉
備
大
臣
と
弁
少
将
の
造
型

錦
仁
氏
の
住
吉
の
武
神
と
し
て
の
性
格
に
関
す
る
報
告
に
導
か
れ
つ
つ
、

住
吉
が

『松
浦
宮
物
語
」
に
取
り
込
ま
れ
る
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

て
き
た
が
、
弁
少
将
自
身
が
住
吉
の
加
護
が
あ
る
と
は
い
え
、
何
故
武
人

的
性
格
を
付
与
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
、
い
わ
ば
弁
少
将
の
モ
デ
ル
論
と

い
う
観
点
か
ら
の
説
明
は
未
だ
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。

久
保
田
淳
氏
は
、
定
家
に
よ
る

『松
浦
宮
物
語
』
著
述
時
に
は

『吉
備

大
臣
物
語
』
が
す
で
に
成
立
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
前
提
に
立
ち
、

両
物
語
に
お
け
る
唐
土
観
、
国
粋
主
義
的
思
考
の
共
通
性
を
指
摘
し
、
弁

少
将
氏
忠
と
吉
備
大
臣
入
唐
伝
説
に
お
け
る
吉
備
真
備
と
は
重
な
る
点
が

多
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

『松
浦
宮
物
語
』
作
者
は
、

「唐
土
が
大
国
で

あ
る
に
対
し
、
日
本
は
小
国
で
あ
る
と
い
う
自
己
認
識
と
と
も
に
、
小
国

だ
が
神
の
加
護
の
あ
る
国
、
す
な
わ
ち
神
国
だ
と
い
う
信
仰
に
近
い
観
念

を
も
併
せ
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
れ
は

『発
心
集
』
に
お

け
る
長
明
の

「
日
本
は
小
国
で
あ
る
と
い
う
劣
等
感
を
日
本
神
国
思
想
と

い
う
信
仰
に
よ
っ
て
超
克
し
よ
う
と
い
う
試
み
」
と
軌
を

一
に
す
る
と
考

え
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
定
家
が
生
き
て
い
た
中
世
初
頭
の
日
本
の
現

実
が

「
王
朝
風
の
情
趣
的
世
界
に
耽
溺
す
る
こ
と
を
許
さ
」
ず
、

「
か
れ

は
そ
こ
に
内
乱
を
仮
構
し
、
理
想
的
な
美
妃
に
聖
主
賢
王
に
も
通
う
善
政

を
執
ら
し
め
る
と
い
う
、
こ
ち
た
い
趣
向
を
設
け
ず
に
は
済
ま
な
か
っ
た
」

と
し
て
、

「
松
浦
宮
物
語
』
殊
に
主
人
公
弁
少
将
氏
忠
の
造
型
を
思
想
的
、

時
代
的
な
問
題
に
還
元
し
て
考
え
る
試
み
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る

（２０
）
。

日
本
の
神
国
思
想
は

『沙
石
集
』
や

『撰
集
抄
」
な
ど
に
も
弘
き
継
が
れ

て
行
く
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
弁
少
将
の
造
型
に
関
し
て
、

具
体
的
な
次
元
で
の
指
摘
を
試
み
て
み
た
い
。

『吉
備
大
臣
物
語
』
あ
る
い
は

『吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
と

『松
浦
宮

物
語
』
と
の
成
立
の
先
後
関
係
は
微
妙
で
あ
り
、
こ
れ
は
吉
備
大
臣
入
唐

物
語
を
綴
る

『長
谷
寺
験
記
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

原
拠
が
い
ず
れ
も
類
衆
本

『江
談
抄
』
巻
三

「吉
備
入
唐
間
事
」
に
あ
る

こ
と
が
も
う

一
度
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。　
コ
ロ備
入
唐
間
事
」
冒

頭
は

吉
備
大
臣
入
唐
習
レ道
之
間
、
諸
道
芸
能
博
達
聡
慧
也
。
唐
土
人

頗
有
二駐
気

・
。
密
相
議
云
、
我
等
不
レ安
事
也
。
不
レ
可
レ劣
二先
普

通
事

・
。

（中
略
）
留
テ
居
バ
為
二我
等

・
頗
有
レ駐
ナ
ン
ト
議
テ
、

令
レ居
レ楼
之
間
、

の
よ
う
に
始
ま
る
が
、
こ
れ
は

『
松
浦
宮
物
語
』
の
弁
少
将
に
も
通
じ
る

も
の
が
あ
る
。
長
安
入
京
後
、
遣
唐
使
の
オ
学
が
試
み
ら
れ
る
と
い
う
場

面
は
、

『浜
松
中
納
言
物
語
』
に
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
が
、

『松
浦

宮
物
語
』
に
お
い
て
は

「
ふ
み
な
ど
つ
く
り
て
、
お
の
お
の
心
み
た
ま
ふ

に
、
こ
の
少
将
、
才
の
程
を
御
覧
ず
る
に
、
け
し
う
は
あ
ら
ず
か
し
こ
き
」

（八
、
長
安
入
京
）
こ
と
が
判
明
し
、
容
貌
の
美
麗
さ
と
も
相
候

っ
て
皇

帝
は
側
に
置
き
寵
愛
す
る
事
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「大
臣
さ
る
べ
き

人
人
も
、
な
ほ
わ
ざ
と
ふ
み
を
た
て
ま
つ
り
、
こ
と
葉
を
つ
く
し
て
」
、
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「
い
ま
は
る
か
な
る
さ
か
ひ
よ
り
わ
た
り
ま
ゐ
れ
る
た
び
人
の
、
よ
は
ひ

い
た
ら
ぬ
を
、
ち
か
づ
け
も
ち
ひ
た
ま
ふ
こ
と
、
御
代
の
き
ず
と
な
り
ぬ

べ
し
」

（九
、
少
将
殊
遇
）
と
諌
め
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
吉
備
大
臣
が
野
馬
台
詩
を
読
む
難
題
を
突
き
付
け
ら
れ
、
術
尽

き
て

「
目
暗
テ
、
凡
見
二此
書

・
字
不
レ見
」
と
い
う
窮
地
に
追
い
込
ま
れ

た
時
、

「
目
頗
明
ニ
シ
テ
」
蜘
蛛
の
助
け
に
よ
っ
て
難
な
く
訓
じ
得
た
の

は
、

「向
二本
朝
方

・
暫
祈
二申
本
朝
仏
神

・
」
し
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の

時
吉
備
大
臣
が
祈
っ
た
の
は
ま
さ
に

「住
吉
大
明
神
」
と

「長
谷
寺
観
音
」

で
あ

っ
た
。
こ
の
場
面
を

『長
谷
寺
験
記
』
で
は

「
我
朝
六
十
餘
州
佛
菩

薩
、
大
小
神
祇
、
別
シ
テ
ハ
國
主
天
照
大
神
、
住
吉
、
八
幡
、
殊
ニ
ハ
今

顕
御
座
ナ
ル
長
谷
寺
観
自
在
尊
」
に
祈
請
し
た
と
し
て
お
り
、
長
谷
寺
観

音
の
利
生
を
称
揚
す
る
形
と
な
る
が
、
原
拠
と
な
っ
た

『
江
談
抄
』
が

『松
浦
宮
物
語
』
に
も
取
り
込
ま
れ
る
住
吉
と
長
谷
と
い
う
組
合
せ
で
あ

る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
場
面
を

『吉
備
大

臣
物
語
」
、　
コ
ロ備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
の
い
ず
れ
も
有
し
て
は
い
な
い
。

『江
談
抄
』
と

『松
浦
宮
物
語
」
と
の
関
連
は
こ
れ
ら
の
み
に
留
ま
ら

な
い
。

「
松
浦
宮
物
語
』
に
お
い
て
は
、
帰
国
後
の
弁
少
将
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

御
門
い
み
し
く
ま
ち
よ
ろ
こ
ば
せ
た
ま
ふ
。
な
か
に
も
大
国
に
だ

に
ゆ
る
さ
れ
に
け
る
位
の
程
な
れ
ば
、
上
達
部
に
く
は
は
り
ぬ
。
参

議
右
大
弁
中
衛
中
将
を
か
け
た
り
。
　

　

　

（
四
八
、　
一
路
帰
国
）

『
江
談
抄
』
に
は

「吉
備
入
唐
間
事
」
に
続
い
て
、　
コ
ロ備
大
臣
昇
進

次
第
」
の
条
が
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は

『吉
備
大
臣
物
語
」
や

『吉
備
大

臣
入
唐
絵
巻
』
、

『長
谷
寺
験
記
』
に
も
該
当
部
分
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
の
冒
頭
を
示
す
。

吉
備
者
、
右
衛
士
少
尉
下
道
朝
臣
国
勝
子
也
。
達
〓
。
天
平
宝
字

八
年
九
月
十

一
日
叙
二従
三
位
勲
二
等

・
、
即
任
二参
議
中
衛
大
将

・
。

『松
浦
宮
物
語
」
に
お
け
る
弁
少
将
は
、
入
唐
前
に
は

「十
六
と
い
ふ

と
し
式
部
少
輔
右
少
弁
中
衛
少
将
を
か
け
て
従
上
五
位
に
な
り
ぬ
」
と
あ

っ
て
、
帰
国
後
に
参
議
と
な
る
点
、
ま
た
中
将
と
大
将
の
異
同
は
あ
る
も

の
の
、
奈
良
時
代
神
亀
年
間
に
設
置
さ
れ
平
安
初
頭
大
同
二

（八
〇
七
）

年
に
は
右
近
衛
府
と
改
称
さ
れ
た
中
衛
府
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
設
定
で
あ

る
点
な
ど
、
吉
備
真
備
像
と
重
な
る
性
格
が
目
に
つ
く
。
中
衛
府
と
い
う

設
定
は

『
松
浦
宮
物
語
』
の
古
代
性
の
演
出
の
効
果
を
も
意
識
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
吉
備
真
備
が
入
唐
副
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
勝
宝
四

（七
五

二
）
年
、
五
八
才
と
歳
長
け
て
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
霊
亀
二

（七

一

六
）
年
二
十
二
才
に
し
て
留
学
生
と
し
て
入
唐
し
、
そ
の
有
能
さ
は

「続

日
本
紀
』
宝
亀
六

（七
七
五
）
年
十
月
二
日
条
に
記
さ
れ
る
真
備
莞
伝
に

お
い
て

「
研
キ

ニ覧
テ経
史
ヲ
・
該
二渉
レリ衆
藝

∫̈
。
我
ヵ
朝
ノ学
生
播
ス

ニ名
つ

唐
国
．∫
者
ぐ

唯
り
大
臣
及
ビ
朝
衡
二
人
而
巳
」
と
朝
衡
、
安
倍
仲
麻
呂
と

並
び
称
せ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
天
平
宝
字
八

（七
六
四
）
年
に
従
三
位
の
公
卿
と
な
り
参
議
中

衛
大
将
と
な
っ
た
吉
備
真
備
像
は
弁
少
将
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
年
は
吉
備
真
備
に
と
っ
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
も

『続
日
本
紀
』
真
備
売
伝
よ
り
記
す
こ
と
に
す
る
。

（２‐
）

（天
平
宝
字
）
八
年
仲
麻
呂
謀
反
スルー
ヽ
大
臣
計
テ

ニ其
ノ必
ス走
ン
コ与

・



分
テ
レ
兵
，遮

レ
ル
之
フ。
指
魔
部
分
甚
夕有
リ
ニ簿
略

・
。
賊
、
遂
二陥
テ

ニ謀

中

∫̈
、
旬
日
．ラ
テ
悉
夕平
な

以
テレ功
フ、
授

ニ
タ
従
三
位
勲
二
等
フ
・
。

為
ス
ニ参
議
中
衛
ノ大
将
卜
Ｌ

官
名
を
す
べ
て
唐
風
に
改
め
恵
美
押
勝
と
名
乗
り

一
時
は
権
力
を
ほ
し
い

ま
ま
に
し
た
藤
原
仲
麻
呂
で
あ

っ
た
が
、
権
力
抗
争
の
末
近
江
、
越
前
ヘ

と
敗
走
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
際
、
兵
隊
を
分
け
て
退
路
を
遮
り
、
恵

美
押
勝
を
討
つ
こ
と
を
得
た
功
績
は
真
備
に
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼

は
公
卿
の
座
に
連
な
り
参
議
中
衛
大
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

『松
浦
宮
物
語
』
の
弁
少
将
が
宇
文
会
を
迎
え
討
つ
た
め
に
採
っ
た
方

策
は
、

め
ぐ
れ
る
山
の
ま
へ
は
は
る
か
な
る
海
づ
ら
の
、
又
道
も
な
き
を

見
お
き
て
、
葉
山
の
し
げ
り
に
か
く
ろ
へ
て
、
は
る
か
に
み
わ
た
さ

る
る
程
に
、
は
か
な
き
木
の
技

。
木
の
葉
を
か
き
あ
つ
め
て
、
人

一

二
人
を
と
ど
め
お
き
つ
。
わ
れ
は
、
は
る
か
に
き
つ
る
か
た
に
か
へ

り
て
、
た
か
き
み
ね
に
の
ぼ
り
ゐ
て
ま
つ
　

（
二
〇
、
伏
兵
の
策
）

と
い
う
も
の
で
、
敵
軍

「
三
万
人
許
り
、
夜
の
あ
け
が
た
に
こ
の
浦
を
す

ぎ
ゆ
く
」
時
に
、

う
し
ろ
に
こ
ゑ
を
あ
は
せ
て
、
お
ほ
き
に
よ
ば
ひ
て
は
せ
く
だ
る

に
、
思
は
ぬ
か
た
に
か
た
き
を
え
て
、
む
か
ひ
あ
ふ
心
な
し
。
ま
へ

う
し
ろ

一
た
び
に
よ
ば
ひ
あ
は
せ
た
る
に
、
つ
つ
ま
れ
ぬ
と
思
ふ
に

心
を
ま
ど
は
し
て
、
海
の
か
た
へ
は
し
り
た
ふ
る
る
時
、
山
の
か
せ

ぎ
を
お
ふ
が
ご
と
く
、
い
は
ら
ふ
や
さ
き
に
あ
ふ
物
な
し
。

（同
前
）

と
、
兵
を
分
散
さ
せ
て
忍
ば
せ
、
地
勢
を
利
用
し
た
伏
兵
の
策
は
功
を
奏

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
先
の

『続
日
本
紀
』
に
お
け
る
吉
備
真

備
の
策
と
の
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
か
と
思
わ
れ
る
。
萩
谷
氏
は
、
こ
の

戦
の
場
を

「
蜀
山
の
地
勢
に
あ
わ
ぬ
架
空
想
像
の
叙
景
」
と
し
て
、
定
家

に
よ
る
源
平
合
戦
の
伝
聞
の
応
用
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が

（２２
）
ヽ

恵
美
押
勝
を
追
い
詰
め
た
愛
発
関
の
地
勢
な
ど
が
敷
術
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。

弁
少
将
の
造
型
の
問
題
点
と
し
て
残
し
て
き
た
武
人
的
性
格
は
、
こ
の

吉
備
真
備
を
モ
デ
ル
と
考
え
る
こ
と
で
説
明
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

物
語
中
の
人
物
の
造
型
と
い
う
形
で
、
中
世
に
お
い
て
兵
法
の
祖
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
る
に
至
る
吉
備
真
備
の
武
人
的
性
格
に
い
ち
は
や
く
着
目

し
た
の
が
、

『松
浦
宮
物
語
』
の
作
者
で
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

伏
兵
の
策
の
章
段
の
直
後
に
は
、
住
吉
の
加
護
に
よ
る
神
兵
の
出
現
が

置
か
れ
て
お
り
、
錦
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
こ
れ
は
住
吉
の
神
の
連
想
に
よ

る

『諏
訪
社
縁
起
絵
詞
』
の
神
兵
の
出
現
の
モ
チ
ー
フ
を
下
地
と
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
吉
備
大
臣
を
モ
デ
ル
と
し
た
弁
少
将
の
造
型
に
も
住
吉
の

神
を
介
し
た
連
想
は
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

唐
土
に
お
け
る
物
語
の
展
開
に
お
い
て
も
、
漢
籍
の
み
な
ら
ず
こ
う
し

た
日
本
の
周
辺
の
文
芸
が
造
型
に
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
は
更
に
追
求
さ

れ
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

弁
少
将
自
身
に
つ
い
て
も
、
作
者
は
複
数
の
も
の
を
織
り
込
ん
で
造
型

を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
弁
少
将
が
契

る
二
人
の
女
性
を
は
じ
め
他
の
物
語
要
素
に
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
と
思

わ
れ
、
そ
う
し
た
道
具
立
て
の
複
雑
さ
が

『
松
浦
宮
物
語
』
の
基
底
に
は



あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
道
具
立
て
の
際
に
、
作
者
は
か
な
り
自
由
に

い
く
つ
か
の
像
を
組
み
合
わ
せ
る
な
ど
連
想
の
翼
を
広
げ
て
い
る
ら
し
き

こ
と
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
道
具
立
て
の
方
法
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
こ

と
が
、

『
松
浦
宮
物
語
』
を
大
い
な
る
実
験
小
説
と
し
て
再
評
価
し
て
い

く
こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（１
）
角
川
文
庫

『
松
浦
宮
物
語
』

（昭
４５

・
５
）
補
注
。

（２
）

「
松
浦
宮
物
語
は
定
家
の
実
験
小
説
か
」

（国
語
と
国
文
学
　
昭

４４

・
８
）

（３
）
岩
波
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

（４
）
引
用
に
際
し
て
は
、
角
川
文
庫
を
用
い
、
適
宣
伝
伏
見
院
本
を
参

照
し
た
。

（５
）
前
掲
注

（１
）
に
同
じ
。

（６
）
島
内
景
二
氏

「旅
の
文
学
と
し
て
の

『松
浦
宮
物
語
』
―
恋
と
戦

さ
と
音
楽
と
―
」

（電
気
通
信
大
学
紀
要
２
１
２
（４
）

平
元

・
１２
）

に
、

「
中
国
人
の
華
陽
公
主
が
長
谷
寺
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
と
い

う
構
想
は
、

『
源
氏
』
二
重
な
ど
で
語
ら
れ
て
い
る
馬
頭
夫
人
説
話

を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
も
あ
ろ
う
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（７
）
萩
谷
氏
は
前
掲
注

（１
）
脚
注
に
お
い
て
、

「
『
そ
の
」
と
指
示

代
名
詞
を
付
し
た
の
は

『
き
ま
り
の
』
な
ど
の
意
を
含
ま
せ
る
た
め

で
あ
ろ
う
」
と
す
る
が
、
後
者
の
引
用
部

「か
の
法
」
の
よ
う
に
繰

り
返
し
用
い
ら
れ
る
点
な
ど
、
や
は
り
気
に
な
る
表
現
で
あ
り
、
ま

た

「珠
」
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

島
内
氏
は
、
前
掲
注

（６
）
に
お
い
て
、

「
そ
の
」
に
つ
い
て

「実

際
に
は
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
こ
と
を
作
者
が
省
略
し
た
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
他
の
文
芸
と
の
類
似
性
を
説
い
て
い

る
。

『浦
島
太
郎
』
、

「七
草
草
紙
』
、
中
世
竹
取
説
話
な
ど
と
の

話
型
上
の
類
似
は
確
か
に
無
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で

は
本
文
に
記
さ
れ
る
仏
教
上
の
修
法
と
い
う
点
か
ら
逸
脱
し
な
い
範

囲
で
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。

（
８
）
阿
部
泰
郎
氏

「
宝
珠
と
王
権
１
中
世
王
権
と
密
教
儀
礼
」

（岩
波

講
座
第
十
六
巻

『東
洋
思
想
　
日
本
思
想
２
』
所
収
　
平
元

。
３
）

（９
）
前
掲
注

（８
）
論
考
に
詳
し
い
。

（１０
）

「
母

一
尺
の
鏡
を
鋳
さ
せ
て
―

『更
級
日
記
』
と
長
谷
寺
信
仰
―
」

（国
学
院
雑
誌
　
昭
５４

・
４
）
。

（
Ｈ
）

『松
浦
宮
物
語
伏
見
院
本
考
』
所
収

「
松
浦
宮
物
語
伏
見
院
農
輸

本
考
」

（古
典
衆
英
６
　
古
典
文
庫
　
平
４

・
Ｈ
）

（
‐２
）
前
掲
注

（６
）
島
内
氏
論
考
に
お
い
て
、
母
后
が
与
え
た
の
は
、

「
反
魂
香
の
箱
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
中
世
竹
取
説
話
に
通
し
、
さ

ら
に
そ
れ
と

『松
浦
宮
物
語
』
は
同

一
話
型
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
‐３
）
小
林
健
二
氏

「
昭
君
考
」

（国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
７
　
昭
５６

・
３
）
に
詳
し
い
。

（‐４
）
前
掲
注

（Ｈ
）
に
同
じ
。

（
‐５
）
前
掲
注

（１
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
‐６
）
前
掲
注

（Ｈ
）
に
同
じ
。
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（‐７
）

「定
家
と
物
語
―

『松
浦
宮
物
語
』
試
論
―
」

（
『論
集
　
藤
原

定
家
』
笠
間
書
院
　
昭
６３

。
９
）

（‐８
）
森
晴
彦
氏

「
『松
浦
宮
物
語
』
神
威
現
象
覚
書
―
分
身
十
人
と
そ

の
数
の
背
景
に
つ
い
て
―
」
は
、

『平
家
物
語
』
に
引
か
れ
る
神
宮

皇
后
が
新
羅
進
攻
の
際
に
祈
請
し
て
現
わ
れ
た
霊
鳩
三
羽
と

『松
浦

宮
物
語
」
と
の
関
連
を
説
く
。

‐^９
）
も

つ
と
も
、
定
家
は

『
明
月
記
』
建
仁
元

（
一
二
〇

一
）
年
十
月

六
日
条
に
、

「
次
参
詣
住
吉
社
、
先
達
同
奉
幣
、
始
而
奉
拝
当
社
、

感
悦
之
思
無
極
」
と
記
し
て
い
る
か
ら
、

『無
名
草
子
』
の
成
立
を

最
も
引
き
下
げ
て
建
仁
二

（
一
二
〇
二
）
年
と
し
て
も
定
家
は

『松

浦
宮
物
語
』
著
述
時
に
は
、
い
ま
だ
住
吉
へ
は
参
詣
の
機
会
を
得
て

い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も

『松
浦
宮
物
語
』
以
降
と

な
る
が
、

『毎
月
抄
』
に
は
、

「去
る
元
久
頃
、
住
吉
参
籠
の
時
、

汝
月
あ
き
ら
か
な
り
と
冥
の
霊
夢
を
感
じ
侍
り
し
に
よ
り
て
、
家
風

に
そ
な
へ
む
た
め
に
明
月
記
を
草
し
お
き
て
侍
る
事
、
身
に
は
過
分

の
わ
ざ
と
ぞ
思
ひ
給
ふ
る
」
の
よ
う
に
、

『
明
月
記
』
の
執
筆
そ
の

も
の
の
動
機
を
住
吉
の
霊
夢
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
や
は
り
定

家
と
住
吉
と
の
関
係
は
重
視
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（２０
）

「
『松
浦
宮
物
語
』
の
橘
氏
忠
」

（国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究

２０
１
１５
　
臨
時
増
刊
号
　
昭
５０

．
Ｈ
）
。
猶
、
定
家
と

『吉
備
大
臣

入
唐
絵
巻
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
松
茂
美
氏

「
『吉
備
大
臣

入
唐
絵
巻
』
考
証
」

（
日
本
絵
巻
大
成

『吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
所

収
）
に
、

『古
今
著
聞
集
』
巻
十

一
に
綴
ら
れ
る

「後
堀
河
院
の
御

時
絵
づ
く
の
貝
お
ほ
ひ
の
事
」
で
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
、
定
家
も

関
わ

っ
た
絵
巻
の
中
に

『吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
が
あ

っ
た
と
い
う

推
論
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
正
し
い
と
し
て
も
、
天
幅
元

（
一
二
三
三
）

年
は
、

「
松
浦
宮
物
語
』
が
成

っ
た
と
思
わ
れ
る
年
次
を
下
る
こ
と

と
な
る
。

（
２‐
）
引
用
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
に
よ
る
。

（
２２
）
前
掲
注

（
１
）
に
同
じ
。

（ち
か
も
と

。
け
ん
す
け
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


