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『し
の
び
ね
物
語
』
論

―
現
存
本
か
ら
古
本
へ
の
ま
な
ざ
し
―

一　

嵯
峨
で
の
出
会
い

『
し
の
び
ね
物
語
』
の
事
件
の
発
端
は
、
男
主
人
公
中
納
言

（こ

の
折
は
ま
だ
少
将
だ
が
、
以
下
最
終
官
位
で
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
の
系
譜
的

な
説
明
が
な
さ
れ
た
後
、

十
月
ば
か
り
の
こ
と
な
る
に
、
少
将
は
、
嵯
峨
の
わ
た
り
の
紅

葉
ご
覧
あ
り
て
、
小
倉
の
裾
な
ど
心
静
か
に
な
が
め
た
ま
ふ
ほ

ど
に
、
い
と
よ
し
あ
る
小
柴
垣
の
う
ち
に
、
耳
慣
れ
ぬ
ほ
ど
の

琴
の
音
、
響
き
合
ひ
て
聞
こ
ゆ

（上
巻
）
。

と
、
紅
葉
を
求
め
て
の
嵯
峨
、
小
倉
を
逍
遥
し
て
の
途
次
、
ふ
と
琴

の
音
を
耳
に
し
た
こ
と
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
る
。
紅
葉
狩
り
は
単
独

の
行
動
な
の
か
、　
一
夜
過
ご
し
た

「
明
け
が
た
近
く
な
る
」
こ
ろ
、

「
殿
よ
り
御
迎

へ
の
も
の
ど
も
参
り

つ
ど
ひ
て
、
夜
よ
り
尋
ね
た
て

ま

つ
る
由
申
し
て
」
と
、
中
納
言
の
行
方
を
探
し
ま
わ

っ
た
と
報
告

す
る
も
の
の
、
嵯
峨
の
小
倉
山
の
麓
に
あ
る
小
柴
垣
の
屋
敷
に
と
ど

ま

っ
て
い
た
こ
と
を
ど
う
し
て
知

っ
た
の
か
、
現
存
本
で
は
何
も
語

伊
井
　
春
樹

ら
れ
な
い
。
大
勢
の
迎
え
の
使
者
の
訪
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
屋
敷
の

尼
上
は
、
貴
公
子
が

「今
日
明
日
都
に
め
で
の
の
し
ら
れ
た
ま
ふ
、

大
臣
殿
の
四
位
の
少
将
殿
」
で
は
な
い
か
と
の
前
夜
の
推
測
は
、
ま

さ
に
そ
う
だ

っ
た
と
確
信
す
る
に
い
た
る
。
女
御
殿
が
退
出
し
て
い

る
た
め
、

「と
く
と
く
帰
り
お
は
す
べ
き
由
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
、
こ

と
ご
と
し
げ
に
申
し
な
す
」
と
の
使
者
の
回
上
に
は
、
父
大
臣
の
強

い
意
向
が
示
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

「
母
上
の
御
消
息
」
も
付
さ
れ

て
い
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
中
納
言
の
行
方
不
明
の
報
は
都
で
大
騒

動
を
ひ
き
お
こ
し
、　
一
晩
中
必
死
の
探
索
が
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ

２つ
。あ

わ
た
だ
し
い
し
の
び
ね
の
姫
君
の
も
と
か
ら
の
帰
京
、
早
速
両

親
の
も
と
に
参
上
す
る
と
、

「殿
、
母
上
な
ど
、
久
し
く
籠
り
お
は

じ
つ
る
に
、
め
づ
ら
し
く
お
ぼ
し
た
る
さ
ま
の
あ
は
れ
に
お
ぼ
ゆ
る

に
」
と
、
中
納
言
の
顔
を
見
て
や
っ
と
安
堵
の
思
い
を
す
る
。

「久

れべ琳御“灘叫“秘」劉ｒ釈「燎縁は理軒利いは「純測城虹

脈
か
ら
す
る
と
中
納
言
が

「
久
し
く
籠
」

っ
て
い
た
た
め
会
え
な
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か
っ
た
と
す
べ
き
で
、
両
親
の

「
め
づ
ら
し
く
お
ぼ
し
た
る
さ
ま
」

を
目
に
す
る
に
つ
け
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
我
が
身
を
思
い
や
っ
て
く

れ
る
の
を
知
り
、
中
納
言
は
今
さ
ら
な
が
ら
感
動
を
お
ぼ
え
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
狭
衣
中
将
に
対
し
て
、
父
関
白
は

「今
日
は
ま
だ
見

た
て
ま
つ
り
た
ま
は
ざ
り
つ
れ
ば
に
や
、
め
づ
ら
し
き
に
ほ
ひ
添
ひ

た
ま

へ
る
心
地
し
て
、
う
ち
笑
み
て
ぞ
つ
く
づ
く
と
ま
ぼ
ら
れ
さ
せ

た
ま
ふ
」

（
『狭
衣
物
雲盟

巻

こ

と
、
た
と
え

一
日
た
り
と
も
顔
を

会
わ
さ
な
い
と
心
の
落
ち
着
か
な
い
よ
う
に
、
中
納
言
の
両
親
と
て

鐘
愛
す
る
思
い
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
が

「久
し
く
」
中
納
言
を

見
て
い
な
い
と
な
る
と
、
な
お
さ
ら
恋
い
し
さ
は
つ
の
っ
て
く
る
は

ず
で
、
大
騒
ぎ
を
し
、
夜
明
け
ま
で
か
か
っ
て
行
く
方
を
調
べ
、
大

挙
し
て
嵯
峨
ま
で
出
迎
え
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
背
景
を
読
み
と
る

こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
両
親
と
も
会
わ
な
い
ま
ま
、
中
納
言
が
宮
中
に

「久

し
く
籠
」

っ
て
い
た
と
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
後
に
し
の
び
ね
の
姫
君
と
離
別
す
る
運
命
の
契
機
と
も
な
っ

た
宮
中
で
の
物
忌
が
、
こ
の
折
も
あ

っ
た
に
違
い
な
く
、

「外

へ
も

出
で
ず
籠
り
た
ま
ふ
べ
き
な
れ
ば
」
と
す
る
よ
う
に
、
彼
は
ま
さ
に

「久
し
く
籠
」

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
納
言
は
し
の
び
ね
の
姫
君

の
宿
を
訪
れ
る
と
そ
の
姿
は
な
く
、
書
き
残
さ
れ
た
歌
を
見
て

「身

も
熱
き
ま
で
泣
き
こ
が
れ
」
、
呆
然
と
し
て

「
い
と
ど
か
き
く
れ
て

ひ
き
か
づ
き
て
臥
し
」
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

殿
よ
り
は
、

「今
日
ま
で
の
も
の
忌
み
な
れ
ば
、
出
で
た
ま
ふ

ら
む
。
と
く
渡
り
た
ま
へ
」
と
御
使
ひ
あ
れ
ば
、

（中
巻
）

と
の
召
し
が
あ

っ
た
よ
う
に
、
物
語
の
冒
頭
で
も
、
両
親
は
す
ぐ
さ

ま
顔
を
見
た
い
と
の
思
い
に
駆
ら
れ
て
心
待
ち
に
し
て
い
た
も
の

の
、
彼
は
官
中
か
ら
父
邸
に
直
行
せ
ず
、
嵯
峨
に
赴
い
て
し
ま

っ
た

こ
と
に
な
る
。

「堤
中
納
言
物
語
』
の
よ
う
な
短
編
物
語
で
あ
れ
ば
、
場
面
の
前

後
関
係
や
設
定
の
必
然
性
は
語
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
も

っ
ぱ
ら
事
件

の
推
移
の
意
外
性
や
お
も
し
ろ
さ
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

「し
の
び
ね
物
語
』
な
ど
に
な
る
と
、
平
安
末
期
の
物
語
な
ど

に
比
す
と
短
い
と
は
い
え
、
そ
れ
な
り
の
結
構
の
整
っ
た
作
品
と
い

」
は
”
デ
け
劉

簡 一
囃
倒
は
雌
構
現
な
い
帖
だ

見
「を

初
『
盪
娃
緻
耐
沖

ら
す
る
と
、

「古
本
し
の
び
ね
』
は
さ
ら
に
長
い
中
編
物
語
だ

っ
た

と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
だ
と
な
お
さ
ら
、
中
納
言
の
出
自
の
紹
介
が
す

む
と
、
紅
葉
見
物
と
は
い
い
な
が
ら
、
い
き
な
り
嵯
峨
の
地
に
登
場

し
、
し
の
び
ね
の
姫
君
を
ど
う
し
て
か
い
ま
見
す
る
に
い
た
っ
た
の

か
、
現
存
本
で
は
そ
の
な
り
ゆ
き
の
必
然
性
が
語
ら
れ
な
い
だ
け

に
、
い
さ
さ
か
と
ま
ど
い
を
お
ぼ
え
て
し
ま
う
。
強
引
と
も
思
え
る

姫
君
と
の
逢
瀬
、
都
か
ら
権
力
を
見
せ
つ
け
る
よ
う
な
仰
々
し
い
出

迎
え
、
平
安
朝
物
語
で
醸
成
さ
れ
て
き
た
、

「さ
て
世
に
あ
り
と
人

に
知
ら
れ
ず
、
さ
び
し
く
あ
ば
れ
た
ら
む
葎
の
門
に
、
思
ひ
の
外
に

ら
う
た
げ
な
ら
ん
人
の
閉
ぢ
ら
れ
た
ら
ん
こ
そ
限
り
な
く
め
づ
ら
し

く
は
お
ぼ
え
め
」

（
『源
氏
物
雲盟

需
木
）
と
す
る
、
身
分
高
き
男
が



下
の
品
の
女
を
発
見
し
、
そ
の
後
の
二
人
の
運
命
が
さ
ま
ざ
ま
に
翻

弄
さ
れ
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
物
語
の
パ
タ
ー
ン
に
即
し
て
い
る
と

は
い
え
、
前
提
と
し
て
の
説
明
は
あ
ま
り
に
も
寡
黙
で
語
ら
れ
な
さ

す
ぎ
る
。
俊
蔭
女
と
兼
雅
の
よ
う
に
、
音
難
の
後
に
再
会
し
て
幸
せ

を
得
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
飛
鳥
井
姫
君
と
こ
の
世
で
は
会
え
な
い
ま

ま
涙
す
る
し
か
な
か
っ
た
狭
衣
大
将
の
悲
恋
、
身
分
の
差
か
ら
で
は

な
く
、
偶
発
的
な
出
会
い
の
恋
の
結
末
と
し
て
は
、
出
家
し
て
し
ま

う
女
二
宮
、
さ
ら
に
末
尾
欠
巻
部
分
に
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

寝
覚
上
の
尼
姿
、
い
ず
れ
も
男
君
と
は
こ
の
世
で
は
結
ば
れ
る
こ
と

が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
か
い
ま
見
し
た
り
、
ふ
と
知
り
合
っ
た
女

性
と
の
恋
は
、
物
語
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
に
語
ら
れ
、
男
女
の
い
ず
れ
か
が
出
家

し
た
り
死
を
迎
え
る
こ
と
で
終
末
す
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
必
ず

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
秘
密
の
子
が
生
ま
れ
、
ど
ち
ら
か
に
引
き
取
ら

れ
て
成
長
し
、
後
日
諄
的
な
物
語
が
さ
ら
に
継
続
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。

現
存
本
の

「し
の
び
ね
物
語
」
で
突
如
と
し
て
語
ら
れ
る
、
中
納

言
の
嵯
峨
で
の
し
の
び
ね
の
姫
君
の
か
い
ま
見
は
、
あ
ま
り
に
も
情

報
量
が
乏
し
い
だ
け
に
、
読
者
は
そ
れ
ま
で
の
物
語
の
方
法
を
駆
使

し
、
こ
れ
が
今
後
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
想
像
力
を
か
き

た
て
な
が
ら
空
白
部
分
を
埋
め
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
作

者
も
そ
れ
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
い
ま
さ
ら
過
去
の
物

語
の
同
じ
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、

「く
だ
く

ば
れ
０
朧
細
『
¨
赫
お
一

私 っ
け

力、と
か
し
』
湘
わ

「
り

に
訂
蛎
梓
時
「
『

称
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
短
編
物
語
に
は
効
果

的
で
あ

っ
て
も
、

「
し
の
び
ね
物
語
』
ほ
ど
の
中
編
に
な
る
と
か

え

っ
て
読
者
に
不
審
を
抱
か
し
か
ね
な
い
。
た
だ
、
改
作
者
に
と
っ

て
み
れ
ば
、
中
納
言
と
し
の
び
ね
の
姫
君
と
の
出
会
い
、
別
離
、
再

会
、
出
家
、
と
い
っ
た

「忍
び
音
」
の
悲
劇
を
主
眼
に
し
て
ま
と
め

よ
う
と
し
た
だ
け
に
、
そ
れ
以
外
の
叙
述
は
で
き
る
だ
け
簡
略
化
し

よ
う
と
す
る
意
図
が
存
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

王
朝
文
化
を
背
景
に
し
た
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
中
納
言
が
随
身

を
連
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
単
独
行
動
を
起
こ
し
て
嵯
峨
に
紅
葉
を

見
に
行
く
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
。
残
さ
れ
た
記
録
は
限
ら

れ
て
い
る
と
は
い
え
、
例
え
ば

『小
右
記
』
の
長
保
元
年

（九
九
九
）

九
月
十
二
日
条
に
は
、

源
相
公

（俊
賢
）
談
云
、
昨
左
府

（道
長
）
遊
覧
嵯
峨
大
井
、
即

帰
参
女
院
、
有
競
馬
事
、
其
後
読
和
歌
、
左
衛
門
督
誠
信
、
右

衛
門
督
公
任
追
従
、

と
、
道
長

一
行
が
嵯
峨
か
ら
大
井
川
に
遊
覧
し
、
都
に
帰

っ
て
和
歌

を
詠
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
詳
し
く
は
同
日
の

『権
記
』

に
あ
り
、
こ
こ
で
は

「各
調
餌
袋
破
子
、
先
到
大
覚
寺

・
滝
殿

・
栖

霞
殿
、
次
丞
相

（顕
光
）
騎
馬
、
以
下
従
之
、
到
大
堰
河
畔
、
式
部
権

大
夫

（匡
衡
）
依
丞
相
命
和
歌
題
、
云
、
処
々
尋
紅
葉
、
次
帰
相
府
馬

場
、
読
和
歌
、
初
到
滝
殿
、
右
金
吾
詠
云
、
滝
音
能
、
絶
三
久
成
奴



礼
東
、
名
社
流
ユ
、
猶
聞
計
礼
」
と
、
こ
の
折
に
詠
ま
れ
た
の
が
、

公
任
の
名
歌
と
さ
れ
る

「滝
の
音
は
た
え
て
ひ
さ
し
く
な
り
ぬ
れ
ど

な
こ
そ
流
れ
て
な
ほ
き
こ
え
け
れ
」
で
あ

つ
た
と
い
う
。
歌
題
が

「処
々
尋
紅
葉
」
で
あ

っ
た
と
す
る
よ
う
に
、
こ
の
日
の
遊
覧
の
目

的
は
紅
葉
見
物
で
あ
り
、
大
覚
寺
か
ら
大
井
河
畔
に
到
る
と
い
う
、

ま
さ
に
現
代
の
観
光
コ
ー
ス
と
同
じ
道
を
た
ど
る
。

「御
堂
関
白

記
』
の
同
日
条
も

「
出
西
山
辺
、
見
紅
葉
」
と
し
、
嵯
峨
か
ら
大
井

川
を
含
む
西
山
は
紅
葉
の
名
所
で
あ

っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、

「夜
の
寝
覚
」
で
も
、
寝
覚
の
上
が
出
家
を
決
意
し
て
父
入
道
の
広

沢

（西
山
）
に
身
を
寄
せ
て
い
た
も
の
の
、
男
君
の
説
得
に
よ
り
帰
京

す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
面
で
、

「紅
葉
の
色
々
お
も
し
ろ
く
、
錦
を

ひ
け
る
や
う
な
る
山
の
か
た
」

（巻
五
）
と
描
写
す
る
。

大
覚
寺
か
ら
大
井
川
の

一
帯
が
嵯
峨
野
で
あ
り
、
と
り
わ
け
小
倉

山
の
山
麓
の
あ
た
り
は
平
安
貴
族
の
遊
楽
の
地
で
も
あ

っ
た
の
を
思

う
と
、
中
納
言
が
し
の
び
ね
の
姫
君
を
見
い
だ
し
た

「小
倉
の
裾
」

は
、
山
里
離
れ
た
隠
棲
の
地
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。

「小
右
記
』
の

長
保
元
年
九
月
十
日
に

「密
々
向
嵯
峨
奔
、
休
慰
心
情
、
於
大
井

食
、
柳
有
和
歌
興
、
乗
月
帰
」
と
い
っ
た
、
こ
れ
は
実
資
の
単
独
行

動
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
密
か
に
嵯
峨
に
赴
き
、
心
情
を
休
め
、
和
歌

を
詠
じ
、
月
明
か
り
の
も
と
帰
京
し
た
と
い
う
、
珍
し
い
記
録
を
目

に
す
る
も
の
の
、
大
半
は
集
団
と
し
て
の
嵯
峨
行
き
で
あ
る
。

「左

経
記
』
寛
仁
元
年

（
一
〇
一
七
）
十
月
九
日
に
は

「
人
々
会
合
左
近

府
、
被
向
大
井
、
…
入
夜
帰
京
、
子
時
素
月
浮
波
、
紅
葉
随
嵐
、
各

有
余
興
」
と
、
食
料
を
も

っ
て
の
舟
遊
び
と
紅
葉
見
物
、

「水
左

記
』
の
承
暦
三
年

（
一
〇
七
九
）
十

一
月
四
日
も

「此
日
殿
上
逍
遥

云
々
、
…
先
参
野
官
、
次
向
大
井
、
右
近
将
監
為
章
儲
船
云
々
、
又

有
和
歌
事
云
々
」
な
ど
と
、
こ
の
よ
う
な
例
は
い
く
ら
も
拾
い
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
中
納
言
も
殿
上
人
た
ち
と
嵯
峨
へ
紅
葉

を
賞
翫
す
る
遊
覧
に
赴
き
、
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
小
倉
の
裾
で
姫
君

の
存
在
を
知

っ
た
と
い
う
な
り
ゆ
き
が
想
像
で
き
な
く
は
な
い
。

一
一　
尼
君
か
ら
母
上
ヘ

中
納
言
は
物
忌
み
に
よ
っ
て
宮
中
に
参
籠
、
そ
れ
が
明
け
て
帰
邸

す
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
両
親
は
、
同
じ
く
籠

っ
て
い
た
人
々

と
嵯
峨
野
に
出
か
け
た
こ
と
を
知
り
、
い
さ
さ
か
落
胆
し
た
も
の

の
、
そ
れ
で
も
夕
暮
時
に
は
と
、
心
待
ち
に
し
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、　
一
向
に
姿
を
見
せ
な
い
で
は
な
い
か
。
心
配
の
あ
ま
り
人
々

に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
嵯
峨
か
ら
の
帰
途
、
中
納
言
は
し
ば
ら

く
こ
ち
ら
に
と
ど
ま
る
由
を
告
げ
て
別
れ
た
と
の
報
、
あ
わ
て
た
両

親
は
す
ぐ
さ
ま
迎
え
を
遣
わ
し
、
や
っ
と
所
在
を
確
か
め
た
の
が
そ

の
夜
明
け
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
存
本
で
は
中
納
言
の
単

独
行
動
と
し
、
随
身
を
供
に
し
て
の
嵯
峨
へ
の
紅
葉
見
物
と
し
て
い

る
が
、
多
く
の
記
録
が
存
す
る
よ
う
に
、
も
と
は
人
々
と
と
も
に
赴

き
、
そ
こ
で
か
い
ま
見
し
た
姫
君
が
心
に
と
ま
り
、

「う

つ
ほ
物

語
」
の
若
小
君
が
賀
茂
参
詣
か
ら
の
帰
途
、　
一
人
後
れ
て
昼
見
た
俊



蔭
女
と
出
会

っ
た
よ
う
に
、
彼
も
そ
れ
と
な
く
と
ど
ま
る
理
由
を
回

実
に
し
て
、
都
へ
は
帰
ら
な
か

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う

な
背
景
を
復
元
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
中
納
言
が
嵯
峨
に
赴
い
た
こ

と
、
両
親
が
大
騒
ぎ
し
て
そ
の
行
方
を
探
し
、
手
紙
ま
で
も
た
ら
し

て
連
れ
帰
り
、

「久
し
く
籠
り
お
は
し
つ
る
に
、
め
づ
ら
し
く
お
ぼ

し
た
る
さ
ま
」
と
い
っ
た
喜
び
に
い
た
る
事
情
も
、
は
じ
め
て
納
得

で
き
て
く
る
と
い
え
よ
う
。

古
本
を
改
作
す
る
に
あ
た

つ
て
、
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
基
本
的
な
筋
や
内
容
の
変
更
は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、

「無
名

草
子
」
で

「
今
隠
れ
蓑
と
い
ふ
も
の
を
し
出
だ
す
人
の
は
べ
れ
か

し
」
と
、
新

「隠
れ
蓑
物
語
」
の
出
現
を
待
望
す
る
言
辞
が
表
明
さ

帥
一
″

「 こ
瞭
「
漱
畔
脚
罐
紳
軒
曜
獄
¨
岬
鰤
凛
剛
城
、

「 っ
』

の 「崎
壽
蟻

語
』
の
場
合
も
王
朝
物
語
の
香
気
を
漂
わ
せ
な
が
ら
、
よ
リ
テ
ー
マ

の
悲
劇
性
を
高
め
、
ス
ピ
ー
デ
イ
ー
な
展
開
が
求
め
ら
れ
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
中
納
言
と
姫
君
と
の
出
会
い
に
い
た
る
悠
長

な
内
容
は
大
幅
に
カ
ツ
ト
さ
れ
、
物
語
に
と

っ
て
は
不
可
欠
な
逢
瀬

と
不
本
意
な
離
別
の
構
造
が
い
き
な
り
提
示
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。
現
存
本
の

「
し
の
び
ね
物
語
」
に
あ

つ
て
は
、
俊

蔭
女
、
飛
鳥
井
女
君
、
寝
覚
の
上
、
さ
ら
に
は

「
浜
松
中
納
言
物

語
」
の
唐
后
や
吉
野
の
姫
君
な
ど
と
、
男
君
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
結
び

つ
き
に
い
た
る
経
緯
が
、
必
然
性
を
も

っ
て
長
々
と
語
ら
れ
て
い
た

の
は
、
も
は
や
既
成
の
事
実
と
し
て
読
者
の
想
像
力
に
委
ね
ら
れ
、

そ
れ
を
前
提
に
し
て
中
納
言
の
嵯
峨
で
の
か
い
ま
見
か
ら
語
り
始
め

る
と
い
う
、
こ
の
あ
た
り
大
胆
な
梗
概
化
が
な
さ
れ
た
の
だ
と
思

「ヽノ。中
納
言
は
琴
の
音
に
誘
わ
れ
、
随
身
に
様
子
を
う
か
が
わ
せ
、
女

一房
た
ち
の

「姫
君
」
と
呼
ぶ
こ
と
ば
を
耳
に
し
て

一
層
関
心
を
示

し
、
夕
暮
時
の
月
も
さ
し
の
ぼ
る
頃
か
い
ま
見
す
る
こ
と
に
な
る
。

姫
君
と
お
ぼ
し
き
女
性
は
横
を
向
い
て
い
た
た
め
、

「髪
の
こ
ぼ
れ

か
か
り
た
る
は
、
ま
づ
う
つ
く
し
」
と
し
か
目
に
入
ら
な
か
っ
た
も

の
の
、

「
四
十
あ
ま
り
な
る
尼
君
、
自
き
衣
の
な
へ
ば
め
る
に
、
寄

り
臥
し
て
、
絵
の
物
語
は
見
ゐ
た
る
」
と
記
す
た
め
、
夕
暮
れ
時
と

は
い
え
、
彼
は
年
齢
が
判
断
で
き
る
程
度
に
は
顔
な
ど
も
見
え
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
尼
君
は
、

「中
の
柱
に
寄
り
ゐ
て
、
脇
息
の
上
に

経
を
置
き
て
、
い
と
な
や
ま
し
げ
に
読
み
ゐ
た
る
尼
君
、
た
だ
人
と

見
え
ず
。
四
十
余
ば
か
り
に
て
」
と
す
る
、
若
紫
の
祖
母
尼
君
を
念

頭
に
し
て
の
描
写
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
通
り

で
あ
ろ
う
。
後
に
明
ら
か
に
な
る
の
だ
が
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
母

が
尼
君
で
あ
る
た
め
、

「
四
十
あ
ま
り
」
を
四
十
二
か
ら
四
十
五
歳

と
し
、
姫
君
の
年
齢
を
十
五
か
ら
十
八
歳
と
す
る
と
、
尼
君
は
二
十

五
か
ら
三
十

一
歳
ば
か
り
の
高
齢
出
産
と
な
る
た
め
、
古
本
で
は

「

ド

料

で 「
翠

靴

訳

鑓

場

」
酵

¨
貯

釈 っ
鶏

る
。
光
源
氏
は

「夕
暮
の
い
た
う
霞
み
た
る
」
折
の
か
い
ま
見
と
は

い
え
、
尼
君
四
十
余
、
若
紫
は

「十
ば
か
り
」
と
の
判
断
は
、
祖
母
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と
孫
と
の
関
係
に
は
ふ
さ
わ
し
い
年
齢
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
く
ら

べ
、
し
の
び
ね
の
姫
君
を
十
代
半
ば
か
ら
後
半
と
す
る
と
、
確
か
に

尼
君
が
出
産
し
た
年
齢
は
高
く
な
り
、
月
明
か
り
の
も
と
で
の
中
納

言
の
見
間
違
い
と
し
な
い
と
、
親
子
と
の
設
定
は
当
時
に
あ
っ
て
は

や
や
不
自
然
な
感
じ
も
し
て
く
る
。

俊
蔭
女
が
兼
雅
と
出
会
っ
た
の
は
十
五
歳
、
紫
上
の
新
枕
は
十
四

歳
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
し
の
び
ね
の
姫
君
も
ほ
ぼ
こ
れ
に
近
い
年
齢

で
あ

っ
た
と
想
定
さ
れ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
冒
頭
で
の
中
納
言
の

か
い
ま
見
の
折
を
十
五
歳
と
す
る
と
、
物
語
二
年
目
の
十
六
歳
で
若

君
出
産
、
十
八
歳
で
内
大
臣
の
策
略
に
よ
り
出
奔
し
て
内
侍
の
局
に

身
を
寄
せ
、
帝
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
十
九
歳
で
中
納
言
の
出

家
、
二
十
歳
で
内
侍
、
翌
年
春
に
若
宮
誕
生
に
と
も
な
い
承
香
殿
女

御
と
な
る
、
と
い
っ
た
年
立
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
五

年
ず
ら
し
て
物
語
の
始
発
が
二
十
歳
だ

っ
た
と
し
て
も
、
き
ん
つ
ね

と
の
悲
恋
物
語
が
前
半
に
展
開
し
て
い
る
だ
け
に
、
帝
が
姫
君
を
見

初
め
た
の
は
二
十
三
歳
、
若
宮
が
生
ま
れ
る
の
は
二
十
六
歳
と
な

り
、
少
し
年
齢
が
高
く
な
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
な
い

よ
う
に
も
思
う
。
こ
れ
だ
と
、
母
尼
君
が
二
十
歳
ば
か
り
の
姫
君
出

産
と
な
り
、
物
語
の
展
開
と
し
て
は
無
難
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

物
語
も
下
巻
の
後
半
と
な
り
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の

一
つ
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
の
が
、
し
の
び
ね
の
姫
君
と
の
間
に
生
ま
れ
た
若
君

が
十
二
歳
で
少
将
か
ら
中
将
に
昇
進
し
、
そ
の
暮
に
出
家
し
た
父
を

探
し
求
め
、
横
川
で
再
会
す
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
入
道
中
納
言

に
つ
い
て
、

「
聖
、
三
十
五
に
な
り
た
ま
へ
ど
も
、
い
と
若
く
美
し

う
お
は
せ
し
名
残
に
、
や
つ
れ
た
ま
へ
ど
も
人
に
ま
ぎ
る
べ
く
も
み

え
た
ま
は
ず
」
と
描
写
さ
れ
て
お
り
、
僧
衣
を
身
に
し
た
や
つ
れ
た

姿
な
が
ら
、
中
将
に
は
す
ぐ
さ
ま
父
と
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
。
父
親
に
と

っ
て
も
、

「む
げ
に
幼
く
て
離
れ
た
て
ま
つ
り
し
か

ば
、
定
か
な
ら
ね
ど
も
、
ほ
の
か
に
覚
ゆ
る
御
面
影
の
、
明
け
暮
れ

は
恋
し
く
、
…
凡
夫
の
習
ひ
の
悲
し
さ
は
、
今
ま
で
知
り
た
て
ま
つ

ら
で
、
十
年
余
り
が
間
、
も
の
を
思
ひ
は
べ
り
つ
る
こ
と
の
悲
し
さ

よ
」
と
、
幼
か
っ
た
息
子
の
面
影
を
思
い
出
し
、
山
籠
り
す
る
よ
う

に
な
っ
て

「十
年
余
り
」
の
時
の
経
過
を
回
顧
す
る
。
た
だ
、
現
存

本
の
年
立
か
ら
す
る
と
、
物
語
の
五
年
目
の
二
月
に
き
ん
つ
ね
は
出

家
し
、
そ
の
後
の
経
過
を
た
ど
る
と
、
中
将
の
横
川
の
訪
れ
は
七
年

目
に
あ
た
る
た
め
、
入
道
の
こ
と
ば
と
は
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
。

と
い
っ
て
も
、
こ
こ
は
出
家
し
て

「十
年
余
り
」
と
は
述
べ
て
い
な

く
、
そ
の
間

「も
の
を
思
ひ
は
べ
り
つ
る
こ
と
」
と
す
る
た
め
、
し

の
び
ね
の
姫
君
を
知
る
よ
う
に
な

っ
て
の
こ
と
と
す
る
と
、
ま
さ
に

十
三
年
の
歳
月
と
な
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
入
道
は
現
在
三
十
五
歳

と
す
る
た
め
、
物
語
が
語
り
始
め
ら
れ
た
の
は
二
十
三
歳
と
な
り
、

し
の
び
ね
の
姫
君
が
十
九
か
二
十
歳
だ
と
、
先
に
述
べ
た
母
親
と
の

年
齢
関
係
も
破
綻
す
る
こ
と
な
く
構
想
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

し
の
び
ね
の
姫
君
の
母
で
あ
り
、
尼
君
と
も
称
さ
れ
る
人
物
に
つ

い
て
は
、
底
本
に
用
い
た
奈
良
絵
本
で
は
三
十
回
そ
の
名
が
言
及
さ
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れ
る
が
、
そ
の
呼
称
が
巻
の
進
む
に
し
た
が
い
少
し
ず
つ
変
化
し
て

く
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

「尼
君
」

「
尼
上
」
と
い
っ
た
呼
び
方
か

ら
、

「母
君
」
と
な
り
、
さ
ら
に

「
母
上
」

へ
と
す
る
展
開
す
る
の

で
あ
る
。
そ
の
実
態
を
知
る
た
め
、
奈
良
絵
本

（大
阪
青
山
短
期
大
学

本
）
の
出
現
順
序
に
列
記
し
、
上
巻

・
中
巻

。
下
巻
の
区
分
と
と
も

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
丁
数
も
示
し
た
。

尼
上

（中
八
ウ
）

母
な
る
人

（中

一
六
オ
）

母
上

（中
一
九
ウ
）

母
上

（中
二
〇
オ
）

母
上

（中
二
七
オ
）

母
上

（中
一一一三
ウ
）

母
上

（下
二
三
オ
）

母
上

（下
三
四
オ
）

こ
れ
に
よ

っ
て
、
上
巻
の
前
半
は

「尼
君
」
な
い
し
は

「尼
上
」

と
す
る
、
出
家
者
と
し
て
の
属
性
の
呼
び
方
が
、
後
半
に
な
る
に
し

た
が
い

「
母
君
」
と
す
る
、
母
親
と
し
て
の
表
現
が
多
く
な
り
、
し

か
も
中
巻
か
ら
下
巻
に
か
け
て
は

「
母
上
」
と
す
る
呼
称
で
統

一
さ

れ
て
く
る
。

「
君
」
よ
り
も

「
上
」
と
呼
ぶ
方
が
敬
意
の
念
が
強
い

よ
う
に
、
物
語
の
進
行
に
し
た
が
い
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
母
親

ヘ

の
待
遇
が
高
ま
り
、
す

っ
か
り
尼
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
忘
れ
ら
れ
て

し
ま
う
ほ
ど
に
な
る
。
内
大
臣
の
北
の
方
、
即
ち
中
納
言
の
母
親
も

「
母
上
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
登
場
す
る
十
五
回
の
う
ち
、

「
母

上
」
と
さ
れ
る
の
が
十
三
回
、

「
母
君
」
は
二
回
見
い
だ
す
。

「
母

君
」
と
す
る
う
ち
の

一
回
は
中
納
言
の
会
話
に
用
い
ら
れ
、
地
の
文

に

「
母
君
」
と
す
る
の
は
わ
ず
か
に

一
例
に
す
ぎ
な
い
だ
け
に
、
彼

女
は
上
中
下
巻
を
通
じ
て
ほ
ぼ

一
貫
し
て

「
母
上
」
と
、
尊
崇
さ
れ

る
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
の
び
ね
の
姫
君

の
母
親
も
、

「
尼
」
の
属
性
が
消
失
し
、

「
母
上
」
の
待
遇
を
受
け

る
身
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

若
君
が
内
大
臣
邸
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
迎
え
の
車
に

尼
君

（上
一一ラ
）

尼
君

（上
エハ
ウ
）

尼
上

（上
八
オ
）

尼
上

（上
九
ウ
）

尼
君

（上
一
〇
ウ
）

尼
君

（上
〓

ア
）

尼
君

（上
一
四
オ
）

尼
君

（上
一
四
ウ
）

尼
上

（上
一
五
ウ
）

尼
上

（上
一
六
オ
）

尼
君

（上
Ｉ
ハ
ウ
）

尼
君

（上

Ｉ
ハ
ウ
）

尼
上

（上
二
八
ウ
）

尼
上

（上
三
一ア
）

尼
上

（中
八
オ
）

母
君

（上

一
一
ウ
）

母
君

（上
一
九
ウ
）

母
君

（上
一
一五
オ
）

母
君

（上
二
五
ウ
）

母
君

（上
一
一八
オ
）

母
君

（上
二
人
ウ
）

祖
母
君

（中
一
一ウ
）



乳
母
と
と
も
に
乗
り
込
ん
で
別
れ
て
し
ま

つ
た
後
、

姫
君
は
そ
の
ま
ま
倒
れ
臥
し
て
お
は
し
ま
す
。
尼
上
も
人
目
も

知
ら
ず
泣
き
た
ま
ふ
に
、
さ
ら
に
し
の
ぶ
べ
き
こ
こ
ち
せ
ず
。

や
や
た
め
ら
ひ
て
、
母
君
、

「あ
な
心
憂
や
、
な
ど
さ
の
み
か

く
は
お
は
す
る
ぞ
。
こ
れ
も
力
な
き
こ
と
と
お
ぼ
し
な
し
た
ま

へ
。　
・‥
」

と
、
母
君
が
娘
の
姫
君
を
慰
め
る
場
面
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「尼

上
」
と
あ
り
、
す
ぐ
続
け
て

「
母
君
」
と
呼
び
、
あ
た
か
も
別
人
が

存
在
す
る
よ
う
な
表
現
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
尼
上
が

「人
目
も

知
ら
ず
泣
き
た
ま
ふ
」
と
ひ
と
し
き
り
泣
き
、
す
こ
し
心
を
落
ち
つ

け
、

「
や
や
た
め
ら
ひ
て
」
と
す
る
文
脈
か
ら
す
る
と
、
明
ら
か
に

同

一
人
物
の
描
写
で
あ
る
。
母
が
姫
君
を
連
れ
て
行
方
知
れ
ず
に

な

っ
て
し
ま

っ
た
後
、
母
親
と
語
る
中
納
言
の
こ
と
ば
に
、

「
母
な

る
人
も
添
ひ
て
は
べ
り

つ
る
」
と
す
る
の
に
よ

っ
て
、
別
人
で
は
あ

り
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
尼
上
と

さ
れ
て
い
た
姿
が
、
し
き
り
に
姫
君
の
母
親
と
し
て
主
張
さ
れ
、
や

が
て

「
母
上
」
と
い
う
敬
称
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
確

か
で
あ
る
。
帝
が
し
の
び
ね
の
姫
君
を
見
初
め
、
や
が
て
内
侍
と
な

る
に
と
も
な
い
、
母
親
も

「
母
君
」
で
は
な
く
、

「
母
上
」
と
呼
ぶ

必
然
性
が
生
じ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

〓
一　
式
部
卿
宮
家
の
没
落

中
納
言
は
小
柴
垣
の
屋
敷
か
ら
の
琴
の
音
に
耳
を
傾
け
た
も
の

の
、
す
ぐ
さ
ま
か
い
ま
見
の
行
動
に
出
た
わ
け
で
は
な
く
、
月
あ
か

り
の
風
情
の
あ
る
た
そ
が
れ
に
、
人
の
い
な
い
貴
の
子
に
腰
を
お
ろ

し
、
し
ば
ら
く
ぼ
ん
や
り
と
な
が
め
て
い
る
と
、

「
い
と
艶
な
る
匂

ひ
か
な
」
と
の
こ
と
ば
に
、

「姫
君
の
か
た
に
、
御
火
取
り
召
し
つ

る
ま
に
こ
そ
あ
る
ら
め
」
と
の
女
房
た
ち
の
会
話
が
聞
こ
え
、
そ
こ

か
ら

「姫
君
な
ど
言
ふ
は
」
と
、
そ
の
容
姿
を
知
り
た
く
思
っ
た
こ

と
に
よ
る
。
玉
豊
と
髪
黒
の
娘
で
あ
る
大
君
の
紹
介
で
、

「姫
君

は
、
い
と
あ
ざ
や
か
に
、
け
だ
か
う
、
今
め
か
し
き
さ
ま
し
た
ま
ひ

て
」

（竹
河
）
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
姫
君
の
こ
と
ば
は
高
貴
な
家
柄

の
娘
を
称
す
る
だ
け
に
、
彼
と
し
て
は

「
さ
び
し
く
あ
ば
れ
た
ら
む

葎
の
門
」
で
は
な
い
が
、
何
か
事
情
が
あ

っ
て
し
ば
ら
く
滞
在
し
て

い
る
女
性
が
い
る
こ
と
を
知
り
、
興
味
を
持
つ
に
い
た

っ
た
の
で
あ

る
。
美
し
い
女
性
で
あ
り
、
し
か
も
女
房
た
ち
か
ら

「姫
君
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
と
な
る
と
、
こ
の
嵯
峨
が
本
来
の
住
ま
い
で
あ
る
は
ず

は
な
く
、

「
か
く
て
日
数
を
も
へ
ば
、
も
し
か
り
そ
め
に
物
忌
み
な

ど
に
こ
も
り
て
た
ち
返
り
な
ば
、
行
方
も
知
ら
で
は
、
い
か
が
す
べ

か
ら
む
」
と
の
危
惧
に
よ
り
、
彼
は
す
ぐ
さ
ま
随
身
に
情
報
を
集
め

さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
い
ず
れ
の
物
語
で
も
不
確
か
な
こ

と
が
常
道
だ
っ
た
よ
う
で
、
中
納
言
の
知
り
得
た
の
も
、

「
人
月
ば

か
り
よ
り
忍
び
て
お
は
し
ま
す
。
今
年
内
は
、
か
く
て
過
ぐ
し
た
ま
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ふ
べ
き
や
う
に
う
け
た
ま
は
り
は
べ
る
」
と
い
っ
た
程
度
に
し
か
す

ぎ
な
く
、
都
か
ら
移
り
住
む
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
姫
君

は
嵯
峨
の
地
に
す
で
に
ニ
カ
月
と
ど
ま

っ
て
い
る
と
知
る
だ
け
で

あ

っ
た
。

中
納
言
は
、
姫
君
を

「
昨
日
今
日
見
初
め
」

て
の
こ
と
で
は
な

く
、

「年
月
お
ぼ
し
初
め
た
る
」
思
い
で
あ
る
と
う
ち
明
け
る
も
の

の
、
尼
上
は
そ
の
よ
う
な
女
性
は
い
な
い
と
否
定
し
、　
一
方
で
は
彼

を

「今
日
明
日
都
に
め
で
の
の
し
ら
れ
た
ま
ふ
、
大
臣
殿
の
四
位
の

少
将
殿
に
や
お
は
す
ら
む
」
と
、
そ
の
正
体
を
見
抜
い
て
し
ま
う
。

中
納
言
が
い
か
に
都
で
評
判
の
高
い
貴
公
子
で
あ
る
か
を
示
す
と
と

も
に
、
尼
上
が

「夜
目
に
も
し
る
き
」
と
す
ぐ
さ
ま
判
じ
た
と

い
う

の
は
、
顔
な
ど
も
ど
こ
か
で
見
知

っ
て
い
た
に
違
い
な
く
、
そ
う
す

る
と
彼
女
は
都
を
日
常
生
活
の
場
と
し
、
高
貴
な
人
物
の
消
息
に
も

通
じ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
尼
上
は
、
　
Ｆ
」
の
ふ
た
月
ば
か

り
、
も
の
の
け
に
わ
づ
ら
ふ
こ
と
は
べ
り
て
」
と
の
中
納
言

へ
の
こ

と
ば
に
よ
り
、
す
で
に
得
て
い
た
随
身
か
ら
の
情
報
通
り
、
や
は
り

嵯
峨
で
の
滞
在
は
二
ヶ
月
と
知
ら
れ
、

「物
忌
み
」
で
は
な
か

っ
た

よ
う
だ
が
、
た
だ
姫
君
が
煩

っ
て
い
た
よ
う
な
気
配
も
な
い
た
め
、

真
偽

の
ほ
ど
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
と
も
か
く
、
都
に
邸
宅
が
あ

り
、
こ
の
小
倉
の
裾
は
仮
住
ま
い
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

中
巻
に
い
た
り
、
内
大
臣
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
姫
君

は
、

「
た
だ
あ
り
し
嵯
峨
に
尼
に
な
り
て
こ
そ
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
け

れ
」
と
嘆
き
、
宮
中
で
中
納
言
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
と
、

「
あ
り

し
嵯
峨
に
御
さ
ま
を
も
か
へ
て
あ
ら
む
と
の
み
、
泣
き
こ
が
れ
た
ま

ふ
」
と
、
彼
女
に
と

っ
て
の
嵯
峨
は
、
故
郷
の
よ
う
に
懐
か
し
い
、

悲
し
み
を
癒
す
隠
れ
の
場
所
で
も
あ

っ
た
。
中
納
言
は
姫
君
を
三
条

邸
に
引
き
取
る
予
定
で
、
そ
の
造
営
を
急
い
で
い
た
も
の
の
、
当
面

の
仮
の
住
ま
い
と
し
て
、
十

一
月
二
、
三
日
の
吉
日
に

「御
乳
母
子

の
左
中
弁
な
る
家
」
に
迎
え
入
れ
た
。
中
納
言
の
宮
中
で
の
物
忌
み

の
間
に
、
姫
君
た
ち
は
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の

折
母
の
尼
上
は

「
い
づ
く
へ
帰
り
お
は
せ
む
」
と
、
引
き
払
う
屋
敷

の
な
い
こ
と
を
憂
い
、
思
い
つ
い
た
の
が
典
侍
の
局
で
あ

っ
た
。
都

に
邸
宅
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
そ
こ
に
移
る
の
が
自
然
の
な

り
ゆ
き
の
は
ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
思
考
は
ま

っ
た
く
し
て
い
な

い
。姫

君
た
ち
は
、
嵯
峨
か
ら
直
接
中
納
言
の
用
意
し
た
都
の
邸
宅
に

入
っ
て
四
年
目
、
内
大
臣
の
も
と
か
ら
、

「中
将
は
、
か
し
こ
に
今

し
ば
し
は
べ
ら
む
と
申
し
つ
る
。
よ
も
近
き
ほ
ど
は
参
り
は
べ
ら
じ

と
な
む
。
御

つ
れ
づ
れ
な
る
べ
け
れ
ば
、
い
づ
か
た
へ
も
た
ち
出
で

て
な
ぐ
さ
み
た
ま

へ
」
と
退
去
の
通
告
を
受
け
、
親
子
は
そ
こ
か
ら

出
て
行
か
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
自
邸
の
存
在
の
有
無
は
明
ら
か
に

さ
れ
な
い
ま
ま
、
典
侍
を
頼

っ
て
官
中
に
赴
き
、
や
が
て
帝
の
知
る

と
こ
ろ
と
な
っ
て
中
納
言
と
の
破
局
へ
と
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

中
納
言
は
物
忌
み
か
ら
解
放
さ
れ
、
す
ぐ
さ
ま
訪
れ
て
み
た
も
の

の
、
す
で
に
姫
君
た
ち
の
姿
は
な
く
、
家
主
の
左
中
弁
は

「あ
り
し

嵯
峨
に
や
お
は
す
ら
む
。
尋
ね
ま
ゐ
ら
む
と
て
文
を
た
ま
ひ
て
」
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と
、
ま
っ
さ
き
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
仮
住
ま
い
の
嵯
峨
の
屋
敷
で
あ

る
。

「も
の
の
け
に
わ
づ
ら
ふ
こ
と
」
に
よ
り
て
嵯
峨
に
移
り
住
ん

だ
は
ず
だ
が
、
そ
の
ニ
カ
月
前
、
姫
君
た
ち
は

一
体
ど
こ
に
住
ん
で

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
た
ど
る
と
、
尼
君
の
都
の
住
ま

い
は
も
は
や
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
八
官
が
宇
治
に
隠
棲
し
て
い
た

よ
う
に
、
彼
女
た
ち
も
嵯
峨
が
残
さ
れ
た
唯

一
の
場
所
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
大
臣
か
ら
追
わ
れ
、
も
と
の
嵯
峨
に
帰
れ
ば

す
ぐ
に
見
つ
け
ら
れ
る
恐
れ
も
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
難
題
を
持

ち
か
け
ら
れ
る
か
知
ら
れ
な
い
と
の
思
い
か
ら
、
当
面
は
み
つ
か
ら

な
い
場
所
と
し
て
、
典
侍
の
局
が
念
頭
に
浮
か
ん
だ
に
し
て
も
、
都

の
自
邸
の
こ
と
は

一
切
触
れ
ら
れ
な
く
、
そ
の
存
在
す
ら
明
ら
か
に

し
よ
う
と
は
し
な
い
。

中
納
言
は
姫
君
の
素
姓
を
知
る
こ
と
な
く
、

「
い
か
に
も
、
た
だ

人
に
は
あ
ら
じ
」
と
、
身
分
の
高
い
女
性
で
あ
ろ
う
と
想
像
す
る
も

の
の
、
具
体
的
に
乳
母
に
問
い
た
だ
す
の
は
、
い
か
に
も
悠
長
な
こ

と
だ
が
、
若
君
の
生
ま
れ
た
翌
年
の
五
月
に
な
っ
て
で
あ
っ
た
。
彼

女
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

こ
の
母
君
は
、
故
式
部
卿
の
宮
の
御
子
に
て
お
は
し
ま
し
し
、

か
す
か
な
る
さ
ま
に
て
お
は
せ
し
を
、
中
務
の
宮
、
忍
び
て
お

は
せ
て
は
べ
り
し
に
、
や
が
て
こ
の
君
生
ま
れ
た
ま
ひ
し
を
、

い
と
か
し
づ
き
た
ま
ふ
べ
き
御
心
を
き
て
の
は
べ
り
し
か
ど

も
、
い
づ
れ
も
失
せ
た
ま
ひ
て
、
あ
と
な
く
な
り
た
ま
ひ
し
か

ば
、
い
か
が
も
て
な
し
き
こ
え
む
と
お
ぼ
し
わ
づ
ら
ひ
つ
る

五

て

、

と
、
母
君

（尼
上
）
は
式
部
卿
宮
女
、
そ
こ
に
中
務
官
が
忍
ん
で
通

い
、
生
ま
れ
た
の
が
姫
君
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
中
納
言
の
か
い
ま

見
は
若
紫
巻
の
北
山
の
場
面
を
想
起
さ
せ
た
が
、
按
察
使
大
納
言
の

娘
に
兵
部
卿
官
が
通

っ
て
若
紫
が
生
ま
れ
た
と
い
う
系
譜
に
お
い
て

も
、
両
者
は
近
似
し
た
関
係
に
あ
る
。
大
納
言
は
娘
の
入
内
を
望
み

な
が
ら
果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、

「
い
か
な
る
人
の
し
わ
ざ
に
か
」

と
す
る
よ
う
に
、
思
い
が
け
な
く
も
兵
部
卿
官
が
通
う
よ
う
に
な
っ

て
し
ま

っ
た
。
し
の
び
ね
の
姫
君
の
誕
生
に
よ
り
、

「
い
と
か
し
づ

き
た
ま
ふ
べ
き
御
心
を
き
て
」
と
す
る
の
で
、
中
務
の
宮
も
、
祖
父

の
式
部
卿
宮
も
、
そ
の
美
し
く
成
長
す
る
姿
を
見
る
に
つ
け
、
将
来

は
入
内
さ
せ
よ
う
と
の
心
づ
も
り
が
あ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、

「
い
づ
れ
も
失
せ
た
ま
ひ
て
」
と
、
楽
し
み
に
し
て
い

た
祖
父
も
父
の
中
務
官
も
、
と
も
に
夢
の
実
現
を
果
た
せ
な
い
ま

ま
、
あ
え
な
く
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

中
納
言
は
こ
れ
を
聞
く
と
、

「
い
づ
か
た
も
の
筋
に
て
、
か
く
け

だ
か
き
と
こ
ろ
は
た
ぐ
ひ
な
き
ぞ
か
し
」
と
思
量
す
る
よ
う
に
、
し

の
び
ね
の
姫
君
は
皇
族
の
血
筋
に
あ
り
、
入
内
す
る
に
も
ふ
さ
わ
し

い
家
柄
で
は
あ

っ
た
。
そ
れ
に
し
て
は
、

「か
す
か
な
る
さ
ま
に
て

お
は
せ
し
を
」
と
、
零
落
し
た
さ
ま
に
描
か
れ
て
は
い
る
が
、
姫
君

の
入
内
に
夢
を
託
し
な
が
ら
、

「
い
ず
れ
も
」
は
か
な
く
な
っ
た
と

す
る
の
で
、
近
年
ま
で
は
生
存
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
字
治
の
人

宮
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
式
部
卿
官
も
す

っ
か
り
世
の
中
か
ら
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見
捨
て
ら
れ
、
宮
家
と
い
う
沿
持
を
持
ち
な
が
ら
、
親
娘
で
ひ
っ
そ

り
と
す
ご
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
中
務
宮
が
忍
ん
で
通

う
よ
う
に
な
り
、
生
ま
れ
た
し
の
び
ね
の
姫
君
を
、
父
親
は
勿
論
、

式
部
卿
宮
も
入
内
さ
せ
た
い
と
望
む
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
宇
治
十
帖
に
お
け
る
蜻
蛉
式
部
卿
家
の
没
落
、
姫
君
の
宮
の
君

は
従
姉
妹
で
あ
る
明
石
中
宮
の
も
と
に
女
房
と
し
て
参
上
す
る
よ
う

な
悲
劇
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
式
部

卿
宮
に
と
っ
て
、
姫
君
の
美
し
い
成
長
は
、
入
内
の
夢
を
紡
ぐ
よ
う

に
な
り
、
や
が
て
か
つ
て
の
は
な
や
か
な
宮
家
再
興
へ
と
思
い
描
く

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
も
は
か
な
く
つ
い
え
さ

っ
て

し
ま

つ
た
。
す
る
と
、
そ
れ
な
り
の
邸
宅
は
存
在
し
た
は
ず
だ
が
、

父
官
の
没
後
荒
廃
す
る
に
ま
か
せ
、
末
摘
花
の
常
陸
宮
邸
の
よ
う
に

な

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
か
ら
、
姫
君
と
嵯
峨
の
別
邸
に
移

っ
た
と
い

う
背
景
も
想
定
で
き
よ
う
。
母
君
は
、
中
納
言
に
姫
君
の
病
気
故
と

糊
塗
し
て
語
っ
た
も
の
の
、
内
実
は
落
塊
と
悲
し
み
に
満
ち
た
折
で

も
あ
つ
た
だ
け
に
、
中
納
言
の
申
し
出
は
む
し
ろ
救
わ
れ
る
よ
う
な

思
い
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

父
式
部
卿
官
と
夫
の
中
務
宮
と
を
あ
い
つ
い
で
失

っ
た
母
君
と
し

て
は
、
こ
れ
か
ら
先

「
い
か
が
も
て
な
し
き
こ
え
む
」
と
、
姫
君
の

扱

い
に
苦
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
中
納
言
と
の
結
び
つ
き
が
あ

り
、
そ
れ
は
ま
る
で

「仏
の
御
助
け
」
の
よ
う
に
映

っ
た
の
だ
と
い

う
。
し
か
し
、
祖
父
と
父
宮
と
の
姫
君
へ
の
望
み
は
入
内
で
あ
り
、

か
が
や
か
し
い
宮
家
の
再
現
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
中
納
言
の
北
の
方

に
納
ま
る
の
で
は
満
足
で
き
る
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。
悲
劇
の
訪
れ

が
あ
り
は
し
た
も
の
の
、
そ
れ
が
か
な
え
ら
れ
る
と
い
う
後
半
の
展

開
は
、
宮
家
の
遺
志
が
実
現
す
る
物
語
の
構
造
と
し
て
、
早
く
か
ら

仕
組
ま
れ
て
い
た
の
で
も
あ
ろ
う
。

四
　
内
大
臣
家
の
悲
運
と
し
の
び
ね
の
姫
君
の
栄
花

中
納
言
は
じ
の
び
ね
の
姫
君
の
も
と
を
絶
え
間
な
く
訪
れ
、
若
君

を
い
つ
く
し
む
幸
せ
な
思
い
に
ひ
た
っ
て
い
る
場
面
に
、

た
だ
、
心
に
か
か
る
こ
と
な
く
て
、
若
君
う
ち
愛
し
て
、　
一
期

は
暮
ら
す
べ
き
も
の
と
お
ぼ
し
定
む
る
ぞ
、
御
も
の
思
ひ
の
種

と
あ
ぢ
き
な
し
。

と
、
語
り
手
は
将
来
の
不
穏
な
あ
り
よ
う
の
こ
と
ば
を
と
ど
め
る
。

や
が
て
訪
れ
る
、
二
人
が
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
姿
が
予
示
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
祖
父
と
父
官
に
と
っ
て
、
姫
君
の
入
内
は
亡
く
な
る

直
前
ま
で
執
念
の
よ
う
に
抱
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

た
め
に
中
納
言
は
結
果
と
し
て
帝
へ
の
橋
渡
し
を
す
る
と
い
う
、
犠

牲
者
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
た
と
い
え
よ
う
。
没
落
し
た
字
治
の
人

宮
の
姫
君
中
君
は
、
結
婚
可
能
で
あ

っ
た
薫
と
は
結
ば
れ
な
く
、
彼

は
む
し
ろ
仲
介
役
を
果
た
す
と
い
う
、
な
か
ば
道
化
的
な
役
割
も
賦

与
さ
れ
る
の
だ
が
、
匂
官
と

一
緒
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の

栄
花
を
手
中
に
収
め
る
運
命
が
訪
れ
る
。
物
語
に
は
描
か
れ
な
か
っ

た
そ
の
後
の
展
開
と
し
て
は
、
匂
宮
の
東
宮
位
、
即
位
、
そ
れ
に
と
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も
な
い
中
君
は
中
宮
、
生
ま
れ
た
御
子
は
東
宮
と
な
る
と
い
う
、
明

石

一
族
と
パ
ラ
レ
ル
な
構
造
が
読
み
と
れ
て
く
る
。
そ
の
あ
り
よ
う

を
継
承
し
た
の
が
し
の
び
ね
の
姫
君
で
あ
り
、
宮
家
の
執
念
が
乗
り

移

っ
た
よ
う
に
、
中
納
言
と
結
婚
し
て
子
供
ま
で
生
ま
れ
な
が
ら
、

そ
の
幸
せ
な
生
活
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
の
官
中
入
り
で
あ
っ
た
。

本
人
の
意
志
は
と
も
か
く
、
物
語
の
構
造
と
し
て
は
、
帝
と
の
間
に

御
子
の
誕
生
、
そ
れ
に
と
も
な
い
姫
君
は
内
侍
か
ら
中
宮

へ
、
翌
年

皇
子
は
東
宮
と
な
り
、
九
歳
で
即
位
し
、
中
宮
は
女
院
と
な
る
と
い

う
、
こ
れ
以
上
望
む
べ
く
も
な
い
栄
花
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
。

物
語
の
始
発
で

「尼
上
」
と
紹
介
さ
れ
、
や
が
て

「
母
君
」
と
も

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
姫
君
の
母
親
は
、
帝
が
典
侍
の
局
へ
訪
れ

る
よ
う
に
な

っ
て
後
は
、

「
母
上
」
と
だ
け
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
姫
君
が
帝
と
の
か
か
わ

り
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
た
め
、
母
親
に
対
し
て
も
そ
れ
な
り
の
待

遇
表
現
が
な
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
た
結
果
で
あ
る
に
し
て
も
、
中
巻

以
降
は
尼
と
し
て
の
属
性
は
す
っ
か
り
影
を
ひ
そ
め
て
し
ま
う
。
明

石
入
道
が
、
明
石
中
宮
腹
に
若
宮
の
誕
生
し
た
の
を
聞
い
て
奥
山
に

隠
遁
し
た
よ
う
に
、

「
母
上
」
も
し
の
び
ね
の
内
侍
に
御
子
の
生
ま

れ
た
の
を
知
り
、
こ
こ
で
出
家
し
て

「尼
上
」
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
古
本
に
お
い
て
、
最
終
的
に

「尼
上
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
の
を
、
改
作
に
あ
た
っ
て
そ
の
呼
称
を
初
め
か
ら
用
い
て
し

ま
い
、
途
中
か
ら
修
正
し
て

「
母
君
」
と
も
し
た
も
の
の
、
混
在
す

る
結
果
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
上
巻
に
お
い
て
、

「尼
君
」
と

「
尼

上
」
が
両
用
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
存
し
て
い
た
よ
う

に
思
う
。

姫
君
が
姿
を
隠
し
て
し
ま

っ
た
後
、
中
納
言
は
左
中
弁
の

「あ
り

し
嵯
峨
に
や
お
は
す
ら
む
」
と
の
進
言
に
従
い
、
文
を
書
い
て
持
た

せ
る
も
の
の
、
そ
の
後
積
極
的
に
居
場
所
を
探
し
た
気
配
は
な
い
。

住
吉
の
姫
君
を
探
し
て
鞍
馬
な
ど
に
赴
き
、
や
っ
と
長
谷
寺
で
霊
夢

を
得
て
住
吉
ま
で
訪
れ
る
男
君
や
、
室
町
期
物
語
に
い
く
ら
も
あ
る

よ
う
な
、
全
国
各
地
の
名
所
を
探
し
求
め
る
男
主
人
公
の
よ
う
な
行

動
力
は
、
中
納
言
に
は
ま

っ
た
く
欠
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ

泣
き
じ
お
れ
、
食
事
も
喉
を
通
ら
な
い
あ
り
さ
ま
で
、
姫
君
は
自
分

の
心
変
わ
り
に
よ
る
と
恨
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
と
し
、

「
い
づ
く

に
、
い
か
に
し
て
お
は
す
ら
む
」
と
心
配
す
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上

の
対
応
は
す
る
こ
と
な
く
、
か
と
い
っ
て

「
た
と
ひ
、
世
を
背
く
と

も
、
い
づ
く
に
あ
り
と
知
ら
れ
で
は
、
無
量
劫
を
経
る
と
も
、
心
の

澄
み
は
べ
る
こ
と
あ
ら
じ
」
と
、
出
家
に
は
踏
み
切
れ
な
い
で
苦
悩

す
る
姿
が
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
早
い
段
階
で
中
納
言
に
出
家

の
意
向
が
語
ら
れ
な
が
ら
、
姫
君
の
行
方
を
確
認
し
な
い
限
り
、
心

を
澄
ま
し
て
の
修
行
は
で
き
な
い
と
自
ら
そ
の
先
を
遮
断
し
、
若
君

を
見
る
に
つ
け

「あ
は
れ
、
よ
し
な
き
道
の
ほ
だ
し
か
な
」
と
遼
巡

す
る
う
ち
に
、
帝
の
も
と
に
い
る
姫
君
を
発
見
し
、
悲
劇
を
加
速
さ

せ
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
。
悩
ん
だ
末
の
中
納
言
の
決
断

で
は
な
く
、
姫
君
の
出
奔
の
後
に
、
す
ぐ
さ
ま
彼
は
出
家
と
い
う
進

む
べ
き
道
を
模
索
し
て
い
た
と
も
い
え
る
よ
う
で
、
姫
君
の
栄
花
と



男
君
の
悲
嘆
に
よ
る
出
離
は
、
物
語
の
基
本
構
造
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

典
侍
の
局
に
身
を
寄
せ
た
も
の
の
、

「
日
に
添
へ
て
沈
」
む
姫
君

の
姿
に
、
典
侍
は

「な
ど
さ
の
み
か
く
は
お
ぼ
し
入
る
ぞ
」
と
同
情

の
思
い
を
寄
せ
、

中
納
言
殿
も
、
ま
こ
と
に
御
心
ざ
し
変
は
ら
ず
は
、
か
や
う
の

よ
す
が
あ
り
と
知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
こ
と
あ
ら
じ
に
、
尋
ね
こ
そ

し
た
ま
ふ
ら
め
。
と
も
か
く
、
い
ぶ
せ
き
移
ろ
ふ
か
た
の
深
き

に
こ
そ
は
べ
ら
め
。
さ
の
み
、
む
つ
か
し
き
と
お
ぼ
し
沈
ま

で
、
も
の
な
ど
も
見
入
れ
た
ま
へ
。

と
、
中
納
言
は
す
で
に
心
変
わ
り
を
し
て
し
ま
い
、
左
大
将
の
姫
君

を
寵
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
と
、
慰
み
の
こ
と
ば
を
か

け
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
中
納
言
が
し
の
び
ね
の
姫
君
ヘ

の
思
い
が
不
変
で
あ
る
な
ら
ば
、

「か
や
う
の
よ
す
が
あ
り
と
知
ら

せ
た
ま
は
ぬ
こ
と
あ
ら
じ
に
」
と
の
こ
と
ば
で
、
彼
に
真
剣
に
探
し

出
す
気
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
典
侍
と
い
う

「
よ
す
が
」
の
存
在
を

知

っ
て
訪
れ
て
く
る
は
ず
で
、
そ
れ
が
な
い
と
い
う
の
は
心
変
わ
り

し
た
証
拠
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
中
納
言
は
姫
君
の
行
方
を
探
し
、

嵯
峨
に
い
な
い
と
な
る
と
、
後
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら

「
よ
す
が
」

と
し
て
の
典
侍
の
も
と
に
避
難
し
て
い
る
と
想
到
す
べ
き
で
、
そ
れ

が
な
い
と
い
う
の
は
彼
の
不
誠
実
な
あ
か
し
だ
と
主
張
す
る
。

母
親
が
殿
の
強
圧
に
よ
っ
て
家
か
ら
離
れ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た

折
、

「
い
づ
く
に
帰
り
お
は
せ
む
」
と
行
く
あ
て
の
な
さ
を
嘆
き
、

そ
こ
で
思
い
つ
い
た
の
が
、

「ま
こ
と
や
、
内
裏
の
典
侍
に
て
は
ベ

る
者
も
、
尼
上
の
た
め
に
親
し
く
お
は
す
れ
ば
」
と
、
こ
こ
で

「親

し
く
お
は
す
る
」
と
い
う
典
侍
の
存
在
が
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
母
親
と
典
侍
は
た
ん
に

「親
し
」
い
間
柄
か
と
思
う
と
、

「
よ

す
が
」
と
も
表
現
さ
れ
、
中
納
言
は
少
し
考
え
れ
ば
こ
の
よ
う
な
身

近
な
者
の
存
在
が
わ
か
っ
た
は
ず
だ
と
す
る
の
に
よ
り
、
世
の
中
に

周
知
の
縁
者
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
、
中
納
言
は
承

香
殿
の
か
い
ま
見
に
よ
り
姫
君
の
姿
を
み
と
め
、
女
房
の
中
納
言
の

君
に

「
さ
て
も
い
か
な
る
じ
る
べ
に
て
、
こ
れ
に
は
渡
ら
せ
た
ま
ひ

け
る
ぞ
」
と
す
る
の
に
よ
る
と
、
彼
は
母
親
と
典
侍
と
の
関
係
を
知

ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
で
は

「
か
や
う
の
よ
す
が
あ
り
と
知
ら

せ
た
ま
は
ぬ
こ
と
あ
ら
じ
に
」
と
の
非
難
も
、
空
疎
な
こ
と
ば
に

な

っ
て
し
ま
う
。
中
納
言
の
君
の
、

「
母
上
の
御
よ
す
が
あ
り
て
、

こ
の
御
局
へ
忍
び
入
ら
せ
た
ま
ひ
て
は
べ
る
を
」
と
の
説
明
に
よ

り
、
中
納
言
は
初
め
て
二
人
の
か
か
わ
り
を
知

っ
た
は
ず
で
、
探
し

に
訪
れ
る
べ
き
だ
と
言
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
彼
に
は
手
の
ほ
ど
こ
し

よ
う
が
な
か
っ
た
。

姫
君
が
い
な
く
な

っ
た
後
の
中
納
言
は
、
二
条
の
左
大
将
邸
に
通

う
で
も
な
く
、
母
親
の
も
と
に
は
し
ば
し
ば
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
も
の

の
、
食
事
も

「け
し
き
ば
か
り
」
で
箸
も
置
き
、

「
い
と
い
た
う
痩

せ
青
」
ん
だ
姿
を
し
て
い
た
。

「あ
り
し
人
の
御
ゆ
く
へ
は
い
ま
だ

知
ら
せ
た
ま
ひ
さ
ぶ
ら
は
ぬ
か
」
と
の
母
親
の
問
い
か
け
に
、
彼
は

「尋
ね
は
べ
る
こ
と
の
な
け
れ
ば
、
い
か
に
知
り
は
べ
ら
む
」
と
、
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嵯
峨
に
探
し
に
行
か
せ
た
だ
け
で
、
あ
と
は
す

っ
か
り
放
棄
し
て
し

ま

っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
彼
は
姫
君
の
姿
を
見
失

っ
た

時
点
で
、
す
で
に
探
し
出
す
こ
と
は
あ
き
ら
め
、
出
家
も
で
き
な
い

ま
ま
、
な
り
ゆ
き
に
身
を
ま
か
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
く
、
後
は
ひ
た

す
ら
再
会
と
離
別
と
い
う
運
命
の
悲
劇
の
訪
れ
を
待

っ
て
い
る
状
態

で
あ

っ
た
。

「住
吉
物
語
』
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
姫
君
を
探
し

出
し
、
再
会
し
て
幸
せ
と
栄
花
を
き
わ
め
る
と
い
っ
た
物
語
で
は
な

く
、
男
君
の
悲
恋
と
出
離
と
い
う
構
造
の
も
と
に
す
で
に
仕
組
ま
れ

て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

物
語
の
冒
頭
に
お
い
て
、
中
納
言
き
ん
つ
ね
と
桐
壼
女
御
の
二
人

が
登
場
し
、
内
大
臣
家
の
繁
栄
を
支
え
、

「と
り
ど
り
に
い
と
は
な

や
か
な
る
御
覚
え
、
や
む
ご
と
な
き
御
さ
ま
ど
も
な
り
」
と
、
今
上

帝
の
御
代
の
栄
花
を
も
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
そ

の
中
納
言
が
出
家
と
い
う
非
常
手
段
に
よ
っ
て
、
将
来
を
嘱
望
さ
れ

た
臣
下
と
し
て
の
柱
石
の
地
位
を
去
り
、
そ
の
犠
牲
の
も
と
に
入
内

し
た
し
の
び
ね
の
姫
君
は
、
御
子
を
も
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
官

に
ま
で
登
り
つ
め
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

失
せ
た
ま
ひ
し
中
納
言
の
御
妹
桐
壼
の
御
方
こ
そ
、

「世
に
は

か
か
る
人
も
あ
り
け
る
」
と
、
上
も
お
ぼ
し
め
し
て
、
ま
た
並

ぶ
人
な
か
り
し
が
、

と
、
桐
壼
女
御
は
中
官
に
も
な
れ
な
い
ま
ま
凋
落
は
い
ち
じ
る
し

く
、
内
大
臣
の
よ
か
れ
と
思
っ
た
左
大
将
の
姫
君
と
の
婚
姻
は
、
二

人
の
子
供
を
失
う
結
果
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
内
大
臣
は
自
ら
の
手

で
中
納
言
を
出
家
に
追
い
や
り
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
出
た
姫
君
が
中
宮

に
な
っ
て
し
ま
い
、
桐
壺
女
御
は

「
お
ぼ
え
ぬ
人
に
は
か
に
出
で
き

て
、
か
く
お
さ
れ
ぬ
る
こ
と
」
と
、
す
べ
て
が
裏
目
に
出
て
済
を
か

む
し
か
な
い
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

古
本
に
お
い
て
も
、
後
に
二
位
の
中
納
言
に
な
っ
た
若
君
が
横
川

の
父
入
道
を
訪
れ
て
再
会
す
る
と
い
う
、
も

っ
と
も
感
動
の
昂
揚
し

た
場
面
が
存
在
し
て
い
た
の
か
、
改
作
で
の
付
加
な
の
か
は
知
り
よ

［
い
一
¨
ど
潮
琳

『
本

ば
穀
鴻
健
触
「
は

‐ま 「
「

入
囃
¨
帥
編
け
韓
移
『
盪

し
、
出
家
前
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
。
た
だ
、

「世
を
そ
む
か
ん
と

て
い
さ
さ
か
た
ち
よ
り
て
」
と
か
、

「
ほ
い
と
げ
て
の
ち
お
な
じ
人

の
も
と
に
さ
し
お
か
せ
け
る
」
と
の
詞
書
を
持
つ
歌
が
あ
る
た
め
、

出
家
し
て
い
る
の
は
確
か
で
、
こ
の
あ
た
り
今
の
と
こ
ろ
判
断
の
し

よ
う
が
な
い
。
あ
る
い
は
、
彼
は
望
み
通
り
俗
世
間
を
絶

っ
て
山
に

籠
り
、
出
家
の
準
備
を
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
心
引
か
れ
し
の
び
ね

の
中
官
に
、
思
い
あ
ま

っ
て
歌
を
つ
か
わ
し
た
と
こ
ろ
で
終
わ

っ
て

い
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
想
像
す
る
。

若
君
は
、
父
中
納
言
の
後
を
受
け
継
ぐ
よ
う
に
栄
達
の
道
を
歩
ん

で
い
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
内
大
臣
の
血
筋
と
は
い
え
、
女
院
と

な
り
母
后
と
な
っ
た
し
の
び
ね
の
姫
君
の
子
供
で
も
あ
る
。
内
大
臣

が
か
つ
て
夢
に
描
い
て
い
た
よ
う
な
、
桐
壺
女
御
の
立
后
、
皇
子
は

天
皇
に
即
位
し
、
中
納
言
は
重
臣
と
し
て
政
治
的
な
権
力
を
振
る

う
、
と
い
っ
た
構
図
は
、
す

っ
か
り
し
の
び
ね
の
姫
君
に
と
っ
て
代



わ
ら
れ
た
と

い
う
展
開
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。

注（１
）
以
下
、
引
用
す
る
本
文
は
、
私
に
校
訂
し
た
大
阪
青
山
短
期
大
学
蔵

奈
良
絵
本

（三
冊
）
と
、
高
山
郷
土
館
蔵
奈
良
絵
本

（下
巻
欠
の
二
冊

本
）
と
に
よ
る
。
桑
原
博
史
著

『中
世
物
語
の
基
礎
的
研
究
」

（昭
和
四

四
年
、
風
問
書
房
）
の
系
統
に
従
う
と
、
こ
れ
ら
の
本
文
は
第
二
系
統
に

属
す
る
。
な
お
、
本
文
と
し
て
は
、
ほ
か
に
小
久
保
崇
明

・
山
田
裕
次
編

『
対
校
し
の
び
ね
物
語
』

（昭
和
六
〇
年
、
和
泉
書
院
）
、
大
槻
修
編

『校
本
し
の
び
ね
物
語
』

（平
成
元
年
、
和
泉
書
院
）
も
参
照
し
た
。

（
２
）
広
島
平
安
文
学
研
究
会

「
訳
注

『
し
の
び
ね
物
語
』

（
上
）
」

（
「古
代
中
世
国
文
学
」
第
４
号
、
昭
和
五
九
年
八
月
）

（
３
）
三
谷
栄

一

『
物
語
文
学
史
論
」

（新
訂
版
昭
和
四
〇
年
、
有
精

堂
）
。
な
お
、
神
野
藤
昭
夫
氏
は
、

「古
本
を
縮
小
梗
概
化
し
た
も
の
」

で
は
な
く
、

「質
的
に
も
作
意
を
異
に
し
た
改
作
関
係
」

（
『散
逸
し
た

物
語
世
界
と
物
語
史
」

一
九
九
八
年
、
若
草
書
房
）
と
す
る
。
な
お
、
改

作
し
た
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
小
木
喬
氏
は

「古
物
語
か
ら
お
伽
草
子
に

移
行
し
て
い
く
途
中
の
形
を
示
す

一
典
型
」

（
『散
逸
物
語
の
研
究
』
昭

和
四
八
年
、
笠
間
書
院
）
と
評
価
す
る
。
私
と
し
て
は
、
古
本
は
や
は
り

あ
る
程
度
の
長
さ
を
持

っ
た
中
編
作
品
で
あ
り
、
時
代
の
趣
向
に
応
じ
た

読
み
や
す
い
分
量
に
縮
小
す
る
た
め
、
前
半
と
か
、
と
り
わ
け
後
半
な
ど

は
か
な
リ
ダ
イ
ジ

ェ
ス
ト
化
が
著
し
く
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
内
容
も
か

な
り
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
４
）
拙
著

『
源
氏
物
語
論
考
』

（
昭
和
五
六
年
、
風
間
書
房
）
所
収

「
『こ
の
つ
い
で
』
の
構
想
Ｔ
作
者
論
と
読
者
論
の
こ
こ
ろ
み
―
」

（５
）
こ
の
折
の
作
品
は
、

「金
葉
集
」

「経
信
集
』

『師
実
集
」
に
見
い

だ
さ
れ
る
。

（６
）
こ
れ
に
つ
い
て
の
簡
単
な
見
通
し
は
、

「
『無
名
草
子
』
の
当
代
物

語
評
と

『松
浦
宮
物
語
』
」

（新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『松
浦
宮
物

語

。
無
名
草
子
』
小
学
館

「月
報
」

一
九
九
九
年
四
月
）
に
書
い
た
。

（
７
）
後
藤
康
文

「
『忍
音
物
語
』
の

「尼
君
」
を
め
ぐ

っ
て
」

（
「文
献

探
究
」
第

一
三
号
、
昭
和
五
八
年

一
二
月
）

（
８
）
年
立
は
、
大
槻
修
編

「蓬
左
文
庫
蔵
し
の
び
ね
物
語
」

（昭
和
五
三

年
、
和
泉
書
院
）
に
付
さ
れ
た
資
料
を
参
照
し
た
。

（９
）

「風
葉
和
歌
集
」
に
残
存
す
る

「し
の
び
ね
」
の
三
首
の
和
歌
は
現

存
本
に
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
古
本
と
改
作
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

注
３
の
小
木
喬
著
や
大
槻
修
著

「
中
世
王
朝
物
語
の
研
究
』

（平
成
五

年
、
世
界
思
想
社
）
等
で
考
証
さ
れ
る
。

（い
い
。
は
る
き
）
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