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玉
童
の
裳
着

―
養
女
と
な
る
次
第
―

は
じ
め
に

玉
髪
は
、
「
玉
重
」
巻
で
再
登
場
し
た
時
点
で
二
十

一
歳
に
な

っ
て

い
た
が
、
裳
着
は
な
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
そ
れ
ま
で
玉
髪
の
面
倒
を

み
て
い
た
乳
母
た
ち
が
、
そ
の
素
姓
を
思
い
、
実
親
と
再
会
す
る
ま
で
、

わ
ざ
と
延
引
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
裳
着
は
、
玉
髪
が
六
条
院

入
り
し
た
翌
年
の

「行
幸
」
巻
に
な
っ
て
や
っ
と
挙
行
さ
れ
た
が
、
そ

れ
は
玉
重
の
処
遇
を
案
じ
た
光
源
氏
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ

光
源
氏
が
裳
着
を
主
催
し
た
の
か
は
、
問
題
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
玉
重
の
裳
着
と
は
、
何
で
あ

っ
た
の
か
。
こ
れ
ま

で
言
及
さ
れ
て
い
た
の
は
、
そ
の
折
に
実
父
と
の
遅
遁
を
果
た
し
て
藤

氏
と
し
て
の
出
自
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
、
成
人
儀
礼
と
し

て
の
裳
着
が
挙
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
玉
菫
の
結
婚
が
可
能
に

な

っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
尚
侍
と
し
て
の
出
仕
に
展
開
す
る
契
機
に

な

っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
重
要
で
あ

っ
た
の

は
、
裳
着
に
お
い
て
、
玉
髪
が
、
光
源
氏
の
養
女
と
し
て
正
式
に
認
知

さ
れ
た
こ
と
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
玉
重
が
、
裳
着
に
お
い
て
正
式

倉
田
　
実

に
養
女
と
な

っ
た
と
す
る
理
解
は
、
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
以
下
、
裳
着
が
語
ら
れ
る

「行
幸
」
巻
を
焦
点
化
し

つ
つ
、
こ
の

点
を
指
摘
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
テ
キ
ス
ト
は
新
全
集
に
よ

っ
た
。

一

「
行
幸
」
巻
の
展
開
と
裳
着

へ
の
段
取
り

「
行
幸
」
巻
が
玉
髪
十
帖
の
結
節
点
に
な

っ
て
い
た
こ
と
は
、
従
来

も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
巻
で
、
玉
重
の
尚
侍
と
し
て
の
出
仕
案
が

浮
上
し
、
内
大
臣
の
実
女
と
し
て
の
素
姓
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
求
婚
諄
的
展
開
が
、
新
た
な
段
階
を
迎
え
た
か

ら
で
あ
る
。

素
姓
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
ま
で
の
玉
髪
は
、
人
々
に
光
源
氏
の
実
の

娘
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
「
事
の
心
知
る
人
」
（胡
蝶
巻

・
一
九

一

頁
）、
す
な
わ
ち
、
事
実
を
知

っ
て
い
た
人
は
、
六
条
院
入
り
以
前
か

ら
関
わ

っ
て
い
た
右
近
と
兵
部

（太
宰
少
弐
の
娘
で
、
玉
重
の
乳
母
子
）

と
、
そ
の
兄
の
豊
後
介
な
ど
の
他
に
、
紫
の
上
だ
け
で
あ

っ
た
。
光
源

氏
は
、
紫
の
上
だ
け
に
事
情
を
話
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の

人
々
に
、
光
源
氏
と
血
縁
関
係
が
な
い
こ
と
は
、
秘
さ
れ
て
い
た
の
で



あ
り
、
世
間
的
に
は
養
女
で
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
玉
髪
自

身
は
、
光
源
氏
を

「
後
の
親
」
（胡
蝶
巻

。
一
八
二
頁
）
と
す
る
こ
と
を

強
い
ら
れ
て
、
さ
ら
に
懸
想
ま
で
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
二
人
の
み

の
関
係
性
で
あ

っ
た
。
六
条
院
で
は
、
光
源
氏
の
実
女
と
し
て
待
遇
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
母
の
不
在
と
い
う
こ
と
で
、
花
散
里
の
養
女
に

は
な

っ
て
い
た

（玉
重
巻

。
一
二
七
頁
）。
花
散
里
は
、
同
じ
く
母
な
き

子
で
あ

っ
た
夕
霧
も
養
子
に
し
て
い
た
の
で
、
二
人
の
継
子
と
養
親
子

関
係
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
設
定
に
よ
っ
て
、
玉
重
に
お

け
る
継
子
い
じ
め
諄
と
し
て
の
展
開
は
封
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

花
散
里
に
、
い
じ
め
の
契
機
と
な
る
自
身
の
実
子
が
い
な
か

っ
た
か
ら

で
あ
る
。
玉
蟹
は
、
光
源
氏
と
の
実
親
子
関
係
を
偽
装
さ
れ
、
花
散
里

と
は
養
親
子
関
係
を
維
持
し

つ
つ
、
裳
着
に
お
い
て
正
式
に
養
女
と
な

る
道
筋
を
た
ど
る
の
で
あ
り
、
養
女
諄
を
生
成
す
る
女
君
な
の
で
あ
る
。

「行
幸
」
巻
は
、
玉
重
の
裳
着
を
目
指
し
、
そ
の
顛
末
を
語
る
こ
と

を
主
題
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
巻
の
冒
頭
で
は
、
玉
髪
の
処
遇
に
苦

慮
す
る
光
源
氏
の
あ
り
よ
う
が
押
さ
え
ら
れ
た
う
え
で
、
大
原
野
行
幸

が
語
ら
れ
、
尚
侍
と
し
て
の
出
仕
を
勧
め
る
光
源
氏
と
、
そ
の
こ
と
を

思
案
す
る
玉
髪
の
様
子
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。
光
源
氏
は
、
出
仕
を
決

意
さ
す
べ
く
玉
蟹
を
行
幸
の
物
見
に
出
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、

出
仕
を
可
能
に
す
べ
く
、
光
源
氏
に
よ

っ
て
裳
着
が
計
画
さ
れ
た
の
で

あ

っ
た
。
そ
の
際
、
内
大
臣
に
事
情
を
打
ち
明
け
よ
う
と
腰
結
役
の
依

頼
に
及
ぶ
が
、
謝
絶
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
光
源
氏
は
大
宮
の
も

と
に
赴
き
、
玉
重
の
件
を
打
ち
明
け
て
内
大
臣

へ
の
仲
介
を
依
頼
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
大
宮
か
ら
招
請
の
連
絡
を
受
け
て
参
上
し
た
内
大
臣

は
、
懐
旧
の
情
に
そ
そ
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
、
腰
結
役
を
承
認
し
て
し

ま
う
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
て
裳
着
は
挙
行
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ

ら
の
話
柄
は
緊
密
に
連
絡
し
あ

っ
て
展
開
し
て
い
た
。
「行
幸
」
巻
が

目
指
し
て
い
た
の
は
、
玉
重
の
裳
着
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
。

玉
重
の
裳
着
が
光
源
氏
に
思
案
さ
れ
た
次
第
を
確
認
し
て
み
る
と
、

そ
れ
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
た
。
行
幸
の
翌
日
、
光
源
氏
が
、
出

仕
決
心
の
有
無
を
問
い
合
わ
せ
た
玉
髪
の
返
事
を
前
に
し
て
、
紫
の
上

に
そ
の
件
を
知
ら
せ
、
さ
ら
に
玉
重
に
重
ね
て
勧
奨
し
た
消
息
を
贈

っ

た
後
に
続
く
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
に
裳
着
が
要
請
さ
れ
た
意
味
が
明
ら

か
で
あ
る
。

と
て
も
か
う
て
も
、
ま
づ
御
裳
着
の
こ
と
を
こ
そ
は
と
思
し
て
、

そ
の
御
設
け
の
御
調
度
の
こ
ま
か
な
る
き
よ
ら
ど
も
加

へ
さ
せ
た

ま
ひ
、
何
く
れ
の
儀
式
を
、
御
心
に
は
い
と
も
思
ほ
さ
ぬ
こ
と
を

だ
に
、
お
の
づ
か
ら
よ
だ
け
く
厳
し
く
な
る
を
、
ま
し
て
、
内
大

ヽ

と
思
し
寄
れ
ば
、
い
と
め
で
た
く
と
こ
ろ
せ
き
ま
で
な
む

（行
幸
巻

。
二
九
五
頁
）

引
用
部
冒
頭
の

「
と
て
も
か
う
て
も
」
は
、
出
仕
す
る
に
し
て
も
求
婚

者
の
誰
か
と
結
婚
す
る
に
し
て
も
の
意
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
に
し
て

も

「
ま
づ
御
裳
着
」
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
準
備

が
始
め
ら
れ
る

一
方
で
、
実
父
と
な
る
内
大
臣
に
、
そ
の
機
会
に
こ
れ

ま
で
の
経
緯
を
知
ら
せ
て
し
ま
お
う
か
と
思

っ
て
い
る
。
こ
こ
に
裳
着
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の
意
味
が
す
べ
て
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ま
ず
、
裳
着
挙
行
に
よ
り
、
結
婚
も
出
仕
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
玉
重
に
お
い
て
も
、

結
婚
を
可
能
と
す
る
た
め
に
裳
着
が
必
要
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
す
で
に

確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
出
仕
す
る
際
に
は
、
正
し
く
氏
素
姓
を
官

人
の
名
簿
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
玉
童
の
素
姓
を

曖
味
な
ま
ま
に
し
て
置
く
こ
と
は
で
き
ず
、
裳
着
が
必
要
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
裳
着
は
、
「親
族
の
み
な
ら
ず
貴
族
社
会
全
般
に
お
披
露
目

す
る
儀
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
、
そ
の
場
で
氏
素
姓
を
は
っ
き
り

さ
せ
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
よ
り
重
要
な
点
と
し
て
、
裳
着
を
主
催
す
る
の
は
、
光
源

氏
自
身
で
あ
る
こ
と
が
当
然
の
ご
と
く
に
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

内
大
臣
は
、
実
父
で
あ
り
な
が
ら
、
招
請
さ
れ
る
存
在
と
な

っ
て
い
る
。

玉
箋
の
裳
着
の
主
催
者
は
光
源
氏
自
身
で
あ
り
、
後
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
腰
結
役
と
し
て
内
大
臣
は
考
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
役
に
当
た
る
尊

者
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
裳
着
を
、
主
催
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
み

ず
か
ら
が
親
と
し
て
の
立
場
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ

っ
た

（後
述
）。

玉
髪
は
自
身
の
実
子
で
な
い
の
に
、
そ
の
親
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
養
父
と
し
て
の
表
明
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
内

大
臣
は
、
玉
重
を
正
式
に
光
源
氏
に
出
養
さ
せ
る
た
め
裳
着
の
場
に
奉

仕
す
る
と
い
う
形
に
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
が
既
定
の
方
針
と
し

て
す
で
に
光
源
氏
の
中
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
裳
着
に
お
い

て
玉
蟹
の
素
姓
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
上
で
正
式
に
養
女
と
し
、
自
身
は

養
親
の
立
場
を
確
保
し
て
、
そ
の
後
の
結
婚
な
り
、
出
仕
な
り
を
考
え

よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
解
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
「
玉
重
の
裳
着

・
出
仕

へ
と
い
う
歩
み
を
前
に
、
も
は
や
氏
素
姓
を

「紛
れ
過
ぐ
」
す
こ
と
が

で
き
な
い
」
（新
全
集
頭
注

・
二
九
六
頁
）
と
い
う
把
握
は
、
厳
密
で
は

な
い
。
正
し
く
は
、
「玉
蔓
の
結
婚

・
出
仕

へ
と
い
う
歩
み
を
前
に
、

も
は
や
氏
素
姓
を

「紛
れ
過
ぐ
」
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
裳
着
が

要
請
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
裳
着
は
、
氏
素
姓
を
明
確
に
し

て
、
家
の

一
員
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
家
は
主
催
者

の
家
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
一　
尚
侍
の
准
拠

光
源
氏
は
、
玉
重
を
尚
侍
と
し
て
出
仕
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

ま
ず
、
な
ぜ
尚
侍
な
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
女
子
の
処
遇
と
し

て
は
、
結
婚
か
宮
仕
え
か
に
な
る
が
、
後
者
に
な
る
と
し
た
ら
、
尚
侍

し
か
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
光
源
氏
は
、
紫
の
上
に
尚
侍

出
仕
を
思
い
つ
い
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
た
。

さ
さ
の
事
を
そ
そ
の
か
し
し
か
ど
、
中
宮
か
く
て
お
は
す
、
こ

こ
な
が
ら
の
お
ぼ
え
に
は
、
便
な
か
る
べ
し
。
か
の
大
臣
に
知
ら

れ
て
も
、
女
御
か
く
て
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
へ
ば
な
ど
、
思
ひ
乱

る
め
り
し
筋
な
り
。
若
人
の
、
さ
も
馴
れ
仕
う
ま
つ
ら
む
に
憚
る

思
ひ
な
か
ら
む
は
、
上
を
ほ
の
見
た
て
ま

つ
り
て
、
え
か
け
離
れ

て
思
ふ
は
あ
ら
じ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（行
幸
巻

。
二
九
四
頁
）
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冒
頭
の

「
さ
さ
の
事
」
が
、
尚
侍
出
仕
の
件
に
な
り
、
冷
泉
帝
に
は
秋

好
中
宮
と
、
内
大
臣
女
の
弘
徽
殿
女
御
が
い
て
、
后
妃
と
し
て
参
入
す

る
余
地
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
尚
侍
と
し
て
の
出

仕
が
念
じ
ら
れ
た
理
由
と
し
て
納
得
さ
れ
る
が
、
分
か
ら
な
い
部
分
も

あ
る
。
光
源
氏
が
、
内
大
臣

へ
の
仲
介
を
依
頼
し
に
大
宮
邸
に
赴
い
て
、

大
宮
に
語

っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
冷
泉
帝
の
意
向
と
し
て
玉
重
が
所
望
さ

れ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を
分
節
し
て
示
せ

ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

内
裏
に
仰
せ
ら
る
る
や
う
な
む
あ
る
。
「①
尚
侍
宮
仕
す
る
人

な
く
て
は
、
か
の
所
の
政
し
ど
け
な
く
、
女
官
な
ど
も
、
公
事
を

仕
う
ま

つ
る
に
た
づ
き
な
く
、
事
乱
る
る
や
う
に
な
む
あ
り
け
る

を
、
②
た
だ
今
上
に
さ
ぶ
ら
ふ
古
老
の
典
侍
二
人
、
ま
た
さ
る
べ

き
人
々
、
さ
ま
ざ
ま
に
申
さ
す
る
を
、
は
か
ば
か
し
う
選
ば
せ
た

ま
は
む
尋
ね
に
、
た
ぐ
ふ
べ
き
人
な
む
な
き
。
③
な
ほ
家
高
う
、

人
の
お
ぼ
え
軽
か
ら
で
、
家
の
営
み
た
て
た
ら
ぬ
人
な
む
、
い
に

し
へ
よ
り
な
り
来
に
け
る
。
④
し
た
た
か
に
賢
き
方
の
選
び
に
て

は
、
そ
の
人
な
ら
で
も
、
年
月
の
臓
に
成
り
の
ぼ
る
た
ぐ
ひ
あ
れ

ど
、
⑤
し
か
た
ぐ
ふ
べ
き
も
な
し
と
な
ら
ば
、
お
ほ
か
た
の
お
ぼ

え
を
だ
に
選
ら
せ
た
ま
は
ん
」
と
な
む
、
内
々
に
仰
せ
ら
れ
た
り

し
を
、
似
げ
な
き
こ
と
と
し
も
、
何
か
は
思
ひ
た
ま
は
む
。
宮
仕

は
さ
る
べ
き
筋
に
て
、
上
も
下
も
思
ひ
お
よ
び
出
で
立

つ
こ
そ
、

心
高
き
こ
と
な
れ
。
公
ざ
ま
に
て
、
さ
る
所
の
事
を

つ
か
さ
ど
り
、

政
の
お
も
ぶ
き
を
認
め
知
ら
む
こ
と
は
、
は
か
ば
か
し
か
ら
ず
、

あ
は
つ
け
き
や
う
に
お
ぼ
え
た
れ
ど
、
な
ど
か
ま
た
さ
し
も
あ
ら

む
。
た
だ
わ
が
身
の
あ
り
さ
ま
か
ら
こ
そ
、
よ
ろ
づ
の
事
は
べ
め

れ
、
と
思
ひ
よ
わ
り
は
べ
り
し

つ
い
で
に
な
む
、
齢
の
ほ
ど
な
ど

問
ひ
聞
き
は
べ
れ
ば
、
か
の
御
尋
ね
あ
べ
い
こ
と
に
な
む
あ
り
け

る
を
、
い
か
な
べ
い
こ
と
ぞ
と
も
申
し
あ
き
ら
め
ま
ほ
し
う
は
ベ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（行
幸
巻

。
三
〇
〇
～

一
頁
）

冷
泉
帝
が
、
光
源
氏
に
内
々
に
語

っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
が
間
接
話
法
を

交
え
て
大
宮
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
尚
侍
が
欠
員
で
、
そ
の
補
充
に
玉

重
が
所
望
さ
れ
た
と
す
る
内
容
に
な
ろ
う
。
⑤

「
お
ほ
か
た
の
お
ぼ
え

を
だ
に
選
ら
せ
た
ま
は
ん
」
を
、
暗
に
玉
重
が
所
望
さ
れ
た
と
諸
注
は

解
釈
し
て
い
る
。

史
実
の
尚
侍
は
、
清
和

・
陽
成
朝
に
お
け
る
嵯
峨
帝
女
の
源
全
姫
以

後
、
す
べ
て
藤
氏
の
女
性
が
任
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
、
光
源

氏
は
、
「
源
氏
」
で
あ
る
自
分
の
娘
玉
重
が
冷
泉
帝
か
ら
望
ま
れ
た
と
、

明
確
に
語

っ
て
い
る
。
大
宮

へ
の
言
葉
は
、
虚
実
な
い
交
ぜ
に
な

っ
て

お
り
、
冷
泉
帝
の
言
で
は
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
「
源
氏
」
の
娘
が
尚

侍
と
し
て
所
望
さ
れ
た
と
明
言
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に

は
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
は
、
醍
醐
朝
を
准
拠
と
し
た
語
り
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

先
の
源
全
姫
や
そ
の
前
任
者
が
広
井
女
王
で
あ

っ
た
の
で
、
「
源
氏
」

の
娘
で
も
、
何
の
問
題
も
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
広
井

女
王
の
前
は
、
当
麻
浦
虫

。
菅
野
人
数

。
百
済
王
慶
命
な
ど
と
遡
れ
、

藤
氏
以
外
が
就
い
て
い
た
。
醍
醐
朝
以
前
を
見
通
せ
ば
、
尚
侍
は
藤
氏



に
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「源
氏
」
に
出
仕
要
請
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、

問
題
は
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。

先
の
冷
泉
帝
の
言
葉
と
さ
れ
る
、
①
か
ら
す
る
尚
侍
像
は
、
司
の
長

官
と
し
て
職
分
を
ま

っ
と
う
す
べ
き
存
在
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。
兼

家
が
十

一
歳
の
綬
子
を
尚
侍
に
し
て
以
降
、
妍
子

・
威
子

・
嬉
子
と
道

長
女
が
就
く
が
、
い
ず
れ
も
十
歳
過
ぎ
ぐ
ら
い
の
若
年
で
あ
り
、
職
分

を
ま

っ
と
う
で
き
る
年
齢
で
は
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、
准
拠
と
さ
れ
る

醍
醐
朝
の
尚
侍
に
は
、
長
良
女
で
右
大
臣
氏
宗
室
の
淑
子
、
及
び
、
内

大
臣
高
藤
女
の
満
子
が
任
じ
ら
れ
、
と
も
に
職
分
を
ま

っ
と
う
し
た
こ

と
は
確
か
で
あ

っ
た
。
そ
の
功
も
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
従

一
位
、
贈
正

一
位
に
及
ん
で
い
る
。
②
で
は
、
典
侍
か
ら
尚
侍
に
な
る
道
筋
が
あ
る

こ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
な
る
の
は
、
村
上
朝
か
ら

円
融
朝
に
か
け
て
の
灌
子

（出
自
未
詳
）
が
最
後
に
な
る
。
そ
れ
以
前

で
は
っ
き
り
す
る
の
は
、
淑
子

・
広
井
女
王

。
当
麻
浦
虫
そ
の
他
な
ど

に
な
り
、
『
河
海
抄
』
は
准
拠
と
し
て
、
こ
の
四
人
の
名
前
を
挙
げ
て

い
た
。
ま
た
、
③
か
ら
は
、
既
婚
者
で
も
可
能
で
あ

っ
た
こ
と
や
家
柄

が
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
な
ど
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
、
醍
醐
朝

の
実
際
に
適
応
し
て
い
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
醍
醐
朝
准
拠
説
か
ら
見
る
と
、
「源
氏
」
の
素
姓

で
も
尚
侍
に
な
る
こ
と
は
、
物
語
内
で
納
得
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

光
源
氏
が
、
玉
髪
を
尚
侍
と
し
て
出
仕
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
醍

醐
朝
の
史
実
に
適

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
行
幸
」
巻
の
大
原

野
行
幸
も

『
河
海
抄
』
は
、
醍
醐
帝
の
延
長
六

（九
二
八
）
年
十
二
月

五
日
の

「
野
行
幸
」
と
し
て
の
事
例
を
准
拠
と
し
て
お
り
、
そ
の
対
応

に
つ
い
て
は
論
究
が
あ
る
。
こ
う
し
た
准
拠
が
あ

っ
て
、
光
源
氏
は
玉

重
に
出
仕
を
勧
め
た
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
そ
の
際
に
問
題
と
な
る
の

が
、
氏
を
詐
称
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

っ
た
。
玉
菫
は
、
ま
だ

人
々
に
光
源
氏
の
実
女
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
で
あ
る
か
藤

氏
で
あ
る
か
は
、
出
仕
に
あ
た

っ
て
、
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ

の
点
は
、
神
祗
思
想
の
問
題
と
も
か
か
わ
る
よ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
節

を
改
め
て
、
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

〓
一　
春
日
の
神
の
御
心

宮
中
に
出
仕
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
基
本
的
に
氏
素
姓
が
正
し
く
さ

れ
る
必
要
が
あ

っ
た
。
後
宮
職
員
の
名
簿
は
、
中
務
省
の
管
掌
の
も
と

内
侍
司
で
管
理
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
長
官
と
な
る
尚
侍
の
素

姓
に
虚
偽
が
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
は
光
源
氏
に
は
っ
き

り
と
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
前
節
で
引
用
し
た
裳
着
を
念
じ
た
段
は
、
次

の
よ
う
に
直
接
し
て
お
り
、
こ
こ
に
出
仕
と
氏
素
姓
の
問
題
は
確
認
さ

れ
、
そ
の
た
め
に
裳
着
が
思
案
さ
れ
た
次
第
が
語
ら
れ
て
い
る
。

年
か

へ
り
て
二
月
に
と
思
す
。
「女
は
、
聞
こ
え
高
く
名
隠
し

た
ま
ふ
べ
き
ほ
ど
な
ら
ぬ
も
、
人
の
御
む
す
め
と
て
、
籠
り
お
は

す
る
ほ
ど
は
、
必
ず
し
も
氏
神
の
御

つ
と
め
な
ど
、
あ
ら
は
な
ら

ぬ
ほ
ど
な
れ
ば
こ
そ
、
年
月
は
紛
れ
過
ぐ
し
た
ま
へ
、
こ
の
、
も

し
思
し
寄
る
こ
と

（出
仕
）
も
あ
ら
む
に
は
、
春
日
の
神
の
御
心

違
ひ
ぬ
べ
き
も
、

つ
ひ
に
は
隠
れ
て
や
む
ま
じ
き
も
の
か
ら
、
あ
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ぢ
き
な
く
わ
ざ
と
が
ま
し
き
後
の
名
ま
で
う
た
た
あ
る
べ
し
、
な

ほ
な
ほ
し
き
人
の
際
こ
そ
、
今
様
と
て
は
、
氏
改
む
る
こ
と
の
た

は
や
す
き
も
あ
れ
、
な
ど
思
じ
め
ぐ
ら
す
に
、

（行
幸
巻

。
二
九
五
～
六
頁
）

裳
着
を
挙
行
し
よ
う
と
し
て
の
思
案
で
あ
る
。
概
略
を
た
ど
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
ろ
う
。
女
性
は
、
深
窓
に
養
わ
れ
て
い
る
う
ち
は
、
「
氏

神
の
御

つ
と
め
」
な
ど
を
、
表
だ

っ
て
し
な
く
て
済
む
の
で
、
こ
れ
ま

で
は
曖
昧
な
素
姓
の
ま
ま
で
過
ご
し
て
き
た
。
も
し
こ
の
ま
ま
宮
仕
え

に
出
た
な
ら
ば
、
素
姓
を
源
氏
と
し
て
欺
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
「春

日
の
神
の
御
心
違
ひ
ぬ
べ
き
」
こ
と
に
な
る
。
素
姓
は
隠
し
お
お
せ
る

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
計
略
が
あ

っ
た
よ
う
に
取
り
沙
汰
さ
れ
る

の
も
後
々
ま
で
い
や
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
並
々
の
身
分
で
あ

っ
た
ら
、

当
節
と
し
て
は
氏
を
改
め
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
ろ
う
が
、
内
大
臣
の
実

女
と
な
れ
ば
、
そ
れ
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
、
出
仕
を
前
提
に
、
素
姓
を
正
し
く
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
判
断

し
、
裳
着
が
必
要
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ

っ
た
。

光
源
氏
の
思
案
の
前
提
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
玉
重
が
内
大
臣
実
女

の
藤
氏
で
あ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
内
大
臣
は
、
『
細
流
抄
』
な
ど
で
関

白
と
の
把
握
に
な
る
が
、
そ
の
確
証
は
な
い
。
し
か
し
、
右
の
思
案
の

あ
り
よ
う
か
ら
す
る
と
、
物
語
内
で
は
上
席
の
左
右
大
臣
が
認
め
ら
れ

て
も

（行
幸
巻

。
二
九
〇
頁
）、
内
大
臣
は
氏
の
長
者
に
な

っ
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
「氏
神
の
御

つ
と
め
」
を
、
集
成

。
新
全

集
な
ど
で
は
、
「氏
神

へ
の
参
詣
」
の
意
に
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

新
大
系
の
よ
う
に

「氏
神

へ
の
奉
仕
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
深
窓
に

あ
る
う
ち
は
、
氏
神

へ
の
奉
仕
を
し
な
く
て
済
む
が
、
氏
の
長
者
の
実

女
と
し
て
成
人
す
れ
ば
、
い
つ
か
は
奉
仕
に
勤
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
。
氏
は
、
氏
神
を
共
通
の
祖
と
す
る
こ
と
で
、
共
同
性

・
連
帯
性

を
確
保
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
氏
の
長
者
は
氏
神
の
祭
祀
権
を
保
持
し

て
い
た
の
で
、
そ
の
実
女
と
な
れ
ば
、
斎
女
と
し
て
の
奉
仕
は
不
可
欠

に
な
る
。
光
源
氏
の
思
案
は
、
こ
う
し
た
こ
と
に
及
ん
で
い
た
の
で
、

「氏
神
の
御

つ
と
め
」
が
問
題
に
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
氏
の
長

者
で
あ

っ
た
可
能
性
の
あ
る
内
大
臣
の
実
女
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
思
案

の
か
な
め
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
玉
髪
の
場
合
は
、
尚
侍
と
し
て
の
出
仕
が
考
え
ら
れ
て
い

た
の
で
、
そ
う
な
る
と
ま
す
ま
す

「春
日
の
神
の
御
心
違
ひ
ぬ
べ
き
」

こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
懸
念
は
、
氏
素
姓
詐
称
の
次
元

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
皇
室
祭
祀
の
あ
り
よ
う
と
か
か
わ

っ
て

い
た
と
見
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

清
和
帝
の
貞
観
年
間

（八
五
九
～
八
七
七
）
に
、
藤
原
氏
の
氏
神

で

あ
る
春
日
の
祭
に
斎
女
が
定
め
ら
れ
な
が
ら
、
間
も
な
く
廃
止
さ
れ
た

ら
し
い
こ
と
に
触
れ
て
、
「貞
観
年
間
以
降
の
尚
侍
、
即
ち
藤
原
淑
子

以
降
の
尚
侍
は
、
斎
女
の
廃
止
に
よ
り
、
令
の
規
定
に
あ
る
宮
廷
女
官

と
し
て
の
性
格
に
加
え
て
、
藤
氏
に
と

っ
て
は
氏
神
の
斎
女
と
し
て
の

性
格
を
有
す
る
者
と
の
認
識
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
」
と
す
る
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。
尚
侍
が
斎
女
の
性
格
を
も

っ
て
い

た
こ
と
を
実
証
す
る
資
料
は
、
私
に
は
ま
だ
探
せ
な
い
が
、
内
侍
司
の
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多
岐
に
わ
た
る
職
掌
の

一
つ
に

「禁
内
礼
式
之
事
」
「
律
令
』
「後
宮
職

員
令
し

が
あ
り
、
剣
璽
使

・
諸
社
祭
礼
使
と
し
て
内
侍
が
奉
仕
し
て

い
た
の
は
確
か
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
引
用
は
省
略
す
る
が
、
『儀
式
』

『九
条
年
中
行
事
』
『北
山
抄
』
な
ど
か
ら
、
春
日
の
神
を
勧
請
し
た
大

原
野
神
社
の
大
原
野
祭
に
お
い
て
、
内
侍
が
重
要
な
役
を
担

っ
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。
大
原
野
祭
の
祭
儀
が
、
梅
宮
祭
に
准
じ
て
整
備
さ
れ

た
の
は
、
仁
寿
元

（八
五

こ

年
二
月

一
二
日
で
あ
り

（『文
徳
実
録
』

一こ
、
皇
室
祭
祀
に
組
み
こ
ま
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
祭
儀
に

奉
仕
し
た
の
は
、
内
侍
で
あ

っ
て
、
尚
侍
で
は
な
か

っ
た
。
尚
侍
に
斎

女
の
性
格
を
よ
り
明
確
に
見
出
せ
る
な
ら
ば
、
光
源
氏
の
い
う

「春
日

の
神
の
御
心
云
々
」
は
、
氏
素
姓
詐
称
の
次
元
に
と
ど
ま
ら
ず
、
皇
室

祭
祀
の
あ
り
よ
う
と
か
か
わ

っ
て
い
た
こ
と
は
よ
り
確
実
に
な
る
。

大
原
野
祭
に
奉
仕
す
る
の
は
、
藤
氏
に
な
る
。
玉
重
が
光
源
氏
の
実

女
と
し
て
尚
侍
に
な
れ
ば
、
大
原
野
祭

へ
の
奉
仕
は
遠
慮
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
藤
氏
で
あ
り
な
が
ら
、
藤
氏
の
祭
に
奉
仕
し
な
い
こ
と
は
、

「氏
神
の
御

つ
と
め
」
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に

「春
日
の

神
の
御
心
違
ひ
ぬ
べ
き
」
事
態
と
な
る
。
光
源
氏
は
、
こ
の
こ
と
を
懸

念
し
、
危
惧
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
原
野
行
幸
に
物
忌
と
称
し
て

供
奉
し
な
か

っ
た
の
は
、
玉
菫
の
素
姓
を
偽

っ
て
い
た
か
ら
か
も
知
れ

な
い
。
そ
し
て
、
「春
日
の
神
の
御
心
」
を
思
念
す
る
そ
こ
に
は
、
物

語
が
成
立
し
た
時
代
の
神
祗
思
想
の
あ
り
よ
う
と
も
関
係
す
る
点
が

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「行
幸
」
巻
は
、
大
原
野
行
幸
が
語
ら
れ
、
ま
た
、
「春
日
の
神
の
御

心
」
が
言
わ
れ
て
い
た
。
春
日
の
神
が
暗
に
志
向
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
こ
こ
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
「紅
梅
」
巻
で
、
紅
梅
大
納
言
が

大
君
の
東
宮
参
入
に
際
し
て
、
「春
日
の
神
の
御
こ
と
は
り
も
、
わ
が

世
に
や
も
し
出
で
来
て
…
」
（紅
梅
巻

。
四
二
頁
）
と
仮
想
し
た
こ
と
で

あ
る
。
「春
日
の
神
の
御
こ
と
は
り
」
と
は
、
藤
氏
か
ら
皇
后
が
立

つ

べ
き
と
す
る
神
託
で
あ

っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
は
、
藤
壼
中
宮

。
秋
好

中
宮

。
明
石
中
宮
と
い
う
よ
う
に

「
源
氏
」
の
立
后
が
続
い
て
い
た
の

で
、
紅
梅
大
納
言
は
、
「春
日
の
神
の
御
こ
と
は
り
」
を
信
じ
て
、
大

君
の
立
后
を
強
く
望
ん
だ
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
『花

鳥
余
情
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。

源
氏
の
う
ち
し
き
り
立
后
の
事
は
乙
女
巻
若
菜
下
巻
に
し
る
し

お
は
り
ぬ
。
春
日
太
明
神
の
御
う
た
へ
の
事
は
、
後
朱
雀
院
の
御

宇
長
暦
三
年
四
月
、
春
日
明
神
被
訴
申
太
神
宮
云
、
度
々
官
幣
不

請
之
、
依
非
藤
氏
皇
后
也
、
依
是
、
内
大
臣
教
通
公
一
女
、
可
入

内
之
由
被
宣
下
之
、
其
年
十
二
月
内
大
臣
女
真
子
入
内
為
女
御
。

今
案
、
長
暦
の
訴
は
、
物
語
以
後
の
事
也
。
し
か
る
に
、
物
か
た

り
に
の
せ
た
る
事
お
ぼ

つ
か
な
し
。
度
々
に
及
て
御
う
た
へ
の
事

あ
り
し
や
ら
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（源
氏
物
語
古
注
集
成
に
拠
る
）

『
花
鳥
余
情
』
は
、
春
日
明
神
が
伊
勢
神
宮
に
訴
え
て
な
さ
れ
た
と
す

る
、
長
暦
三

（
一
〇
二
九
）
年
四
月
の
託
宣
を
探
し
出
し
て
い
る
。
こ

の
年
以
前
か
ら
探
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
訴
え
は
、
藤
氏
の
氏
神

で
あ
る
春
日
明
神
が
、
官
幣
を
受
け
ら
れ
ず
に
い
る
の
は
、
藤
氏
の
皇

后
が
い
な
い
か
ら
だ
と
す
る
も
の
で
、
藤
氏
皇
后
擁
立
を
望
ん
だ
も
の



で
あ

っ
た
。
こ
の
訴
え
に
よ

っ
た
伊
勢
託
宣
は
、
『
栄
花
物
語
』
や

『狭
衣
物
語
』
と
か
か
わ

っ
て
い
る
が
、
別
稿
で
少
し
扱

っ
た
の
で
こ

こ
で
は
触
れ
な
い
。
な
お
、
長
暦
三
年
に
教
通
女
と
し
て
入
内
し
た
の

は
、
真
子
で
は
な
く
生
子
が
正
し
い
。

こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、
春
日
の
神
に
か
か
わ

っ
て
の
藤
氏
皇
后

待
望
論
の
所
在
で
あ
り
、
史
料
的
に
は
、
定
子
皇
后

・
彰
子
中
宮
の
二

后
並
立
を
諮
問
し
た
藤
原
行
成

『権
記
』
な
ど
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と

で
あ

っ
た
。
そ
の
諮
間
の
内
容
を
分
節
し
て
引
用
す
れ
ば
、
次
の
よ
う

に
な
る
。
長
保
二

（
一
〇
〇
〇
）
年
正
月
二
十
八
日
条
で
あ
る
。

①
当
時
所
坐
藤
氏
皇
后
東
三
条
院

（詮
子
）、
皇
太
后
宮

（遵

子
）、
中
宮

（定
子
）、
皆
依
出
家
、
無
勤
氏
祀
、
②
職
納
之
物
、

可
充
神
事
已
有
其
数
、
然
而
入
道
之
後
不
勤
其
事
、
雖
帯
后
位
、

雖
有
納
物
、
如
層
禄
素
喰
之
臣
、
徒
資
私
用
、
空
費
公
物
、
論
之

朝
政
、
未
有
何
益
、
③
度
々
依
佐
、
所
司
卜
申
神
事
違
例
之
由
、

疑
慮
所
至
、
恐
在
如
此
之
漸
欺
、

④
永
詐
中
有
四
后
、
是
漢
衰
乱
代
之
例
也
、
初
立
之
議
雖
有
謗

毀
例
、
致
愛
出
准
拠
無
難
欺
、
況
当
時
所
在
二
后
也
、
今
加
其

一

令
勤
神
事
有
何
事
哉
、
⑤
我
朝
神
国
也
、
以
神
事
可
為
先
、
中
宮

雖
為
正
妃
、
已
被
出
家
入
道
、
随
不
勤
神
事
、
⑥
依
有
殊
私
之
恩
、

無
止
職
号
、
全
納
封
戸
也
、
⑦
重
立
妃

（彰
子
）
為
后
、
令
掌
氏

祭
可
宜
欺
、
③
又
大
原
野
祭
尋
其
濫
腸
、
在
於
后
宮
之
所
祈
、
而

当
時
二
后
共
無
所
勤
、
⑨
左
大
臣

（道
長
）
依
氏
長
者
、
独
勤
其

祭
、
雖
不
致
閥
怠
、
恐
非
神
明
之
本
意
欺
、
是
亦
可
謂
神
事
之
違

例
、
⑩
小
臣
以
藤
氏
末
葉
、
為
思
忠
氏
祭
所
申
也
、

（増
補
史
料
大
成

『権
記
』
に
拠
る
）

著
名
な
行
成
の
諮
間
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
論
述
に
必
要
な
事
項
に

限

っ
て
見
て
お
き
た
い
。
行
成
は
、
当
代
に
出
家
し
た
藤
氏
皇
后
し
か

い
な
い
こ
と
を
問
題
に
し
て
、
氏
の
祭
祀
が
勤
ま

っ
て
い
な
い
こ
と
を

重
ね
て
強
調
し
て
い
る

（①
⑤
③
）。
度
々
の
怪
異
が
あ
り
、
卜
占
で

は
、
神
事
が
違
例
だ
か
ら
と
出
て
い
る

（③
）。
彰
子
が
立
后
し
て
定

子
と
二
后
に
な

っ
て
も
、
神
事
に
勤
め
ら
れ
る
の
で
何
の
問
題
も
な
い

の
で
あ
る

（④
⑦
）。
我
が
朝
は
、
神
国
な
の
で
神
事
を
第

一
と
す
べ

き
で
あ
り
、
定
子
が
正
妃
で
あ

っ
て
も
出
家
し
て
い
る
の
で
神
事
を
勤

め
ら
れ
な
い

（⑤
）。
彰
子
が
立
后
す
れ
ば
、
氏
の
祭
を
掌
れ
る
の
で
、

い
い
こ
と
で
あ
る

（⑦
）。
大
原
野
祭
の
濫
腸
は
、
皇
后
が
祈
る
こ
と

に
あ

っ
た
の
に
、
当
代
は
二
后

（詮
子
は
死
去
。
こ
こ
は
遵
子
と
定

子
）
が
い
て
も
祭
儀
を
勤
め
ら
れ
て
い
な
い

（③
）。
道
長
が
氏
の
長

者
と
し
て
独
り
勤
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
神
明
の
本
意
で
は
な
く
、

こ
れ
も
神
事
の
違
例
で
あ
る

（⑨
）。
自
分
は
藤
氏
の
末
葉
で
あ
る
ゆ

え
に
、
氏
の
祭
を
思

っ
て
申
し
あ
げ
る
の
で
あ
る

（⑩
）、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

行
成
は
、
彰
子
立
后
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
出
家
し
た
皇
后
し
か

い
な
い
現
状
を
問
題
に
し
、
藤
氏
の
祭
祀
が
違
例
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
神
国
思
想
の
現
れ
が

顕
著
で
あ
り
、
皇
后
が
藤
氏
の
祭
祀
を
管
掌
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
、

こ
こ
で
は
前
提
と
な

っ
て
、
そ
の
重
要
性
が
把
握
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
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ら
、
皇
后
の
祈
り
を
濫
腸
と
し
た
大
原
野
祭
の
違
例
が
特
に
問
題
な
の

で
あ

っ
た
。
波
線
部
は
、
大
原
野
祭
が
皇
后
の
祭
祀
で
あ

っ
た
こ
と
を

明
示
す
る
史
料
と
し
て
も
重
要
で
あ

っ
た
。

行
成
の
諮
問
に
、
源
氏
皇
后
排
斥
の
論
理
は
不
在
の
よ
う
で
あ
り
、

皇
室
祭
祀
に
組
み
こ
ま
れ
た
藤
氏
祭
祀
の
違
例
を
、
藤
氏
皇
后
擁
立
に

よ
っ
て
正
常
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
祭
祀
違
例
の
現

状
を
鑑
み
て
、
藤
氏
側
か
ら
藤
氏
皇
后
が
待
望
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
さ

ら
に
下

っ
て
頼
通
の
時
代
に
な
る
と
、
王
権
の
側
か
ら
藤
氏
皇
后
待
望

論
が
出
さ
れ
る
次
第
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
は
、

源
氏
皇
后
批
判
と
し
て
の
藤
氏
皇
后
待
望
論
に
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し

た
動
向
と
か
か
わ
ら
せ
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
再
検
討
し
て
み

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
別
に
考
え
る
こ
と
に
し
て
、
藤
氏
皇

后
待
望
論
は
、
「
春
日
の
神
の
御
こ
と
は
り
」
と
し
て
認
識
さ
れ
、
『
源

氏
物
語
』
と
そ
の
成
立
し
た
時
代
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
だ
け
再
確
認
し

て
お
き
た
い
。

「
行
幸
」
巻
に
戻
る
と
、
「春
日
の
神
の
御
心
」
が
問
題
に
さ
れ
、
そ

れ
が

「紅
梅
」
巻
の

「春
日
の
神
の
御
こ
と
は
り
」
に
連
動
す
る
と
し

た
ら
、
藤
氏
皇
后
不
在
の
現
状
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
先

に
確
認
し
た
よ
う
に
、
玉
髪
を
尚
侍
に
す
る
こ
と
は
、
秋
好
中
宮
と
弘

徽
殿
女
御
と
の
存
在
に
よ

っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
藤
氏
皇
后
の
不
在
に

通
じ
て
い
る
。
冷
泉
帝
に
藤
氏
皇
后
不
在
と
な
れ
ば
、
大
原
野
祭
の
催

行
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
尚
侍
が

「
源

氏
」
に
な
れ
ば
、
さ
ら
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
尚
侍
と
大

原
野
祭
の
か
か
わ
り
は
今

一
つ
不
明
だ
が
、
内
侍
が
主
要
な
働
き
を
し

て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
尚
侍
は
皇
后
で
は
な

い
も
の
の
、
源
氏
を
詐
称
さ
れ
れ
ば
、
ま
す
ま
す

「春
日
の
神
の
御
心

違
ひ
ぬ
べ
き
」
こ
と
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
。
尚
侍
出
仕
に
際
し
て
、

玉
蟹
の
素
姓
は
、
ど
う
し
て
も
正
し
く
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
だ
と
思
わ
れ
る
。

四
　
親
子
の
御
契
り
の
意
味

玉
重
の
素
姓
は
、
ど
う
し
て
も
正
し
く
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ

た
が
、
そ
の
理
由
は
さ
ら
に
光
源
氏
に
よ
っ
て
思
い
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い

る
。
前
節
で
引
用
し
た
、
「春
日
の
神
の
御
心
」
が
問
題
に
さ
れ
た
段

は
、　
一
部
重
複
さ
せ
る
が
、
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
た
。

な
ほ
な
ほ
し
き
人
の
際
こ
そ
、
今
様
と
て
は
、
氏
改
む
る
こ
と

の
た
は
や
す
き
も
あ
れ
な
ど
思
じ
め
ぐ
ら
す
に
、
親
子
の
御
契
り

絶
ゆ
べ
き
や
う
な
し
。
同
じ
く
は
、
わ
が
心
ゆ
る
し
て
を
知
ら
せ

た
て
ま

つ
ら
む
な
ど
思
し
定
め
て
、
こ
の
御
腰
結
に
は
か
の
大
臣

を
な
む
、
御
消
息
聞
こ
え
た
ま
う
け
れ
ば
、
大
宮
去
年
の
冬

つ
方

よ
り
悩
み
た
ま
ふ
こ
と
、
さ
ら
に
お
こ
た
り
た
ま
は
ね
ば
、
か
か

る
に
あ
は
せ
て
便
な
か
る
べ
き
よ
し
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。
中
将
の

君
も
、
夜
昼
三

条
に
ぞ
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
心
の
ひ
ま
な
く
も

の
し
た
ま
う
て
、
を
り
あ
し
き
を
、
い
か
に
せ
ま
し
と
思
す
。
世

も
い
と
定
め
な
し
。
宮
も
亡
せ
さ
せ
た
ま
は
ば
、
御
服
あ
る
べ
き

を
、
知
ら
ず
顔
に
て
も
の
し
た
ま
は
む
、
罪
深
き
こ
と
多
か
ら
む
。
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お
は
す
る
世
に
、
こ
の
こ
と
あ
ら
は
し
て
む
と
思
じ
と
り
て
、
三

条
宮
に
御
と
ぶ
ら
ひ
が
て
ら
渡
り
た
ま
ふ
。
（行
幸
巻

。
二
九
六
頁
）

素
姓
を
正
し
く
す
る
方
途
の

一
つ
は
、
「氏
改
む
る
こ
と
」
、
す
な
わ

ち
改
姓
で
あ

っ
た
。
玉
髪
を
源
に
改
姓
す
れ
ば
い
い
こ
と
に
な
る
が
、

こ
こ
で
は
身
分
の
低
い
場
合
に
な
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
改
姓

は
必
然
的
に
養
子
縁
組
が
必
要
に
な
る
が
、
『律
令
』
の
規
定

で
は

「
異
姓
不
養
」
が
言
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
他
氏

へ
の
出

養
は
そ
れ
な
り
に
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
際
に
必
ず

し
も
改
姓
の
必
要
は
な
か

っ
た
。
改
姓
の
例
と
し
て
は
、
中
書
王
具
平

親
王
男
の
頼
成
が
、
藤
原
伊
祐
の
養
子
と
な
り
藤
原
姓
に
な

っ
て
い
る
。

『権
記
』
寛
弘
八

（
一
〇

一
こ

年
正
月
不
知
日
条
に

「藤
原
頼
成
為
蔵

人
所
雑
色

［阿
波
守
伊
祐
朝
臣
男
、
実
故
中
書
王
御
落
胤
ご

と
あ
る

の
で
改
姓
の
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は

「御
落
胤
」
で
あ

っ

た
か
ら
出
養
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『作
庭
記
』
の
著
者

橘
俊
綱
は
藤
原
頼
通
の
実
子
で
あ

っ
た
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。

頼
通
の
養
女
と
し
て
後
朱
雀
帝
に
入
内
し
た
敦
康
親
王
女
の
原
子
は
、

『中
右
記
』
『
扶
桑
略
記
』
コ

代
要
記
』
『
愚
管
抄
』
な
ど
で
改
姓
さ
れ

た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
光
源
氏
は
、
身
分
の
低
い
者
が
改
姓
す
る
と

し
て
い
る
が
、
頼
通
の
時
代
に
な
る
と
高
い
身
分
で
も
行
な
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
改
姓
が
な
い
例
と
し
て
は
、
致
平
親
王
男
の
成
信
は
、
道

長
の
養
子
に
な

っ
て
い
る
が

（『
日
本
紀
略
』
長
保
二

（
一
〇
〇
〇
）
年

二
月
四
日
条
、
及
び

『
権
記
』
同
年
四
月
七
日
条
な
ど
）
、
『
栄
花
物

語
』
で
は

「
殿
の
源
中
将
」
な
ど
と
呼
称
さ
れ
、
源
姓
の
ま
ま
で
あ

っ

た
。
改
姓
さ
れ
て
も
、
さ
れ
な
く
て
も
よ
か

っ
た
わ
け
だ
が
、
ど
ち
ら

に
し
て
も
元
の
素
姓
は
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
だ
か
ら

改
姓
は
、
問
題
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
光
源
氏
が
想
到
し
て
い
る
の
は
、
「親
子
の
御
契
り
絶
ゆ

べ
き
や
う
な
し
」
で
あ

っ
た
。
親
子
の
契
り
は
、
絶
え
る
も
の
で
は
な

い
と
す
る
の
で
あ
る
。
新
全
集
は
、
「
ま
ず
実
の
父
娘
の
絆
の
密
接
さ

を
思
う
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

「
密
接
さ
」
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
養
子
縁
組
し
て
も
実
親
と
の
関
係
は
絶
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
玉
童
の
六
条
院
入
り
を
前
に
し
て
、

乳
母
な
ど
か
ら

「親
子
の
御
契
り
は
絶
え
て
や
ま
ぬ
も
の
な
り
」
（玉

蟹

・
〓
一四
頁
）
と
語
ら
れ
て
も
い
た
。
と
り
あ
え
ず
六
条
院
入
り
し

て
も
、
実
親
と
の
因
縁
は
絶
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
い
つ
か
は
会

え
る
と
乳
母
な
ど
が
慰
め
た
の
で
あ
る
。
養
子
縁
組
さ
れ
た
場
合
、
養

子
は
養
親
を
第

一
と
す
る
も
の
の
、
実
親
と
の
関
係
を
断
絶
す
る
必
要

は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
養
子
縁
組
さ
れ
て
も
、
「親
子
の
御
契
り
絶

ゆ
べ
き
や
う
な
し
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
素
姓
を
隠

し
て
い
る
こ
と
は
、
道
理
に
背
く
こ
と
に
な
る
。
光
源
氏
は
自
ら
実
父

に
知
ら
せ
よ
う
と
決
意
す
る
の
で
あ
る
。

光
源
氏
は
、
裳
着
で
の
告
知
を
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
場
は
六
条
院

で
あ
り
、
「
御
腰
結
に
は
か
の
大
臣
」
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
し
て
い

る
。
あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
の
あ
り
方
は
、
養
子

縁
組
の
成
立
を
意
味
し
て
い
る
。
玉
重
を
引
き
取
り
、
こ
れ
ま
で
養
育

し
た
こ
と
を
表
に
立
て
て
、
玉
重
の
領
有
を
主
張
し
よ
う
と
い
う
こ
と
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に
な
る
。
養
親
と
し
て
の
立
場
を
、
内
大
臣
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
内
大
臣
に
消
息
を
送
る
も
の
の
、
大
宮
の
不
例
を
回
実
に

断
ら
れ
て
し
ま
う
。
太
政
大
臣
の
依
頼
で
あ

っ
て
も
、
親
の
不
例
は
正

当
な
謝
絶
の
理
由
と
な
る
。
大
宮
の
不
例
は
、
光
源
氏
に

「宮
も
亡
せ

さ
せ
た
ま
は
ば
、
御
服
あ
る
べ
き
を
、
知
ら
ず
顔
に
て
も
の
し
た
ま
は

む
、
罪
深
き
こ
と
多
か
ら
む
」
と
の
思
念
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
大
宮

が
死
去
す
れ
ば
、
孫
も
喪
に
服
す
必
要
が
あ
る
。
出
養
し
て
も
実
親
関

係
の
喪
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
当
時
の
規
定
で
あ
り
、
そ
れ

は

『
律
令
』
「喪
葬
令
」
で
定
め
ら
れ
て
い
た
。
今
の
状
態
の
ま
ま
で
、

大
宮
が
死
去
し
た
な
ら
ば
、
玉
蟹
は
喪
に
服
さ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
は

「
罪
深
き
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
新
全
集
は

「大
宮
は
玉
蟹
の

祖
母
で
あ
り
、
そ
の
死
は
裳
着
を
長
び
か
せ
る

（服
喪
期
間
五
か
月
）

な
ど
、
今
の
状
況
を
い
っ
そ
う
複
雑
化
し
よ
う
と
い
う
危
惧
」
と
し
て

い
る
が
、
見
当
違
い
だ
ろ
う
。
集
成
の

「今
の
ま
ま
で
は
、
源
氏
の
娘

と
い
う
こ
と
で
、
大
宮
の
喪
に
服
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
を
い

う
」
と
し
た
方
が
妥
当
で
あ
る
。
実
祖
母
の
喪
に
は
、
服
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
し
な
い
で

「知
ら
ず
顔
」
で
済
ま
す
の

は
、
「
罪
深
き
こ
と
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
大
宮
が
死
去
し
て
し
ま
う

と
、
そ
う
し
た
事
態
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
光
源
氏
は

「
お
は
す
る
世
に
、
こ
の
こ
と
あ
ら
は
し
て
む
」
と
決

心
し
た
の
で
あ
る
。
大
宮
の
死
去
で
裳
着
が
延
引
さ
れ
る
の
を
危
惧
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

光
源
氏
の
思
案
は
、
当
時
の
養
子
制
度
に
立
脚
し
、
出
養
し
て
も
本

生

（実
親
関
係
）
は
尊
重
さ
れ
る
こ
と
か
ら
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
。
結

婚
や
出
仕
だ
け
で
な
く
、
養
子
制
度
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
、
玉
童
の
素

姓
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。

五
　
内
大
臣
の
思
惑

大
宮
か
ら
の
連
絡
で
駆
け

つ
け
た
内
大
臣
は
、
光
源
氏
と
対
面
し
、

事
の
経
緯
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
対
面
の
ほ
と
ん
ど
は
、

思
い
出
話
に
興
じ
る
ば
か
り
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
対
面
の
場
は
、

次
の
よ
う
に
語
り
始
め
ら
れ
て
い
る
。

大
臣
も
、
め
づ
ら
し
き
御
対
面
に
昔
の
事
思
し
出
で
ら
れ
て
、

よ
そ
よ
そ
に
て
こ
そ
、
は
か
な
き
事
に
つ
け
て
、
い
ど
ま
し
き
御

心
も
添
ふ
べ
か
め
れ
、
さ
し
向
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
は
、
か
た
み

に
い
と
あ
は
れ
な
る
事
の
数
数
思
し
出
で
つ
つ
、
例
の
隔
て
な
く
、

昔
今
の
事
ど
も
、
年
ご
ろ
の
御
物
語
に
日
暮
れ
ゆ
く
。

（行
幸
巻

・
三
〇
六
頁
）

光
源
氏
も
内
大
臣
も
懐
旧
の
情
に
浸

っ
て
お
り
、
と
も
に

「昔
」
を
志

向
し
て
い
る
。
コ
星

を
想
起
す
る
こ
と
で
、
旧
交
が
復
活
し
対
話
が

成
り
立

つ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
後
の
部
分
で
、
光
源
氏
は

「
何

と
も
な
く
て
つ
も
り
は
べ
る
年
齢
」
を
言
い
、
内
大
臣
も

「齢
の
つ
も

り
」
Ｔ
一〇
七
頁
）
を
言

っ
て
、
ま
す
ま
す
昔
日
を
懐
か
し
む
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
段
取
り
に
な
る
こ
と
は
、
光
源
氏
の
戦
略
で
も
あ

っ
た
ろ

う
。
玉
重
が
内
大
臣
に
引
き
取
ら
れ
る
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、



い
か
に
内
大
臣
を
懐
柔
す
る
か
が
大
事
で
あ

っ
た
。
懐
旧
の
情
に
ひ
た

り
つ
つ
、　
一
方
で
、
慎
重
に
玉
重
の
件
を
話
題
に
す
る
機
会
は
探
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
り
、
や

っ
と
の
こ
と
で
、
「
そ
の
つ
い
で
に
ほ
の
め
か

し
出
で
た
ま
ひ
て
け
り
」
Ｔ
一〇
八
頁
）
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
そ
の
詳
細
は
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「
い
に
し

へ
の
雨
夜
の
物
語
」

を
懐
旧
し
、
「酔
泣
き
」
し
て
い
る
う
ち
に
、
内
大
臣
は

「
必
ず
聞
こ

え
し
日
違

へ
さ
せ
た
ま
は
ず
渡
り
た
ま
ふ
べ
き
よ
し
」
Ｔ
一〇
九
頁
）
を

約
束
さ
せ
ら
れ
て
対
面
は
終

っ
て
い
る
。
内
大
臣
は
、
光
源
氏
の
ペ
ー

ス
に
乗
せ
ら
れ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
を
承
諾
し
た
の
で
あ
る
。

約
束
の
日
に
六
条
院
に
参
上
し
、
腰
結
役
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ

は
、
玉
重
を
現
状
の
ま
ま
六
条
院
に
置
き
、
光
源
氏
の
養
女
と
す
る
こ

と
を
了
承
し
た
こ
と
に
な
る
。
内
大
臣
も
光
源
氏
も

「御
気
色
ど
も
よ

う
て
」
曾
一〇
九
頁
）
と
さ
れ
、
と
も
に
大
宮
邸
を
辞
去
し
て
い
る
。
光

源
氏
は
う
ま
く
こ
と
を
運
ん
だ
の
で
あ
り
、
内
大
臣
は
う
ま
く
昔
語
り

に
乗
せ
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

帰
宅
し
て
か
ら
、
や

っ
と
物
語
は
内
大
臣
の
心
内
を
示
し
て
い
る
。

①
大
臣
、
う
ち

つ
け
に
、
い
と
い
ぶ
か
し
う
、
心
も
と
な
う
お

ぼ
え
た
ま
へ
ど
、
②
ふ
と
、
し
か
受
け
取
り
親
が
ら
む
も
便
な
か

ら
む
。
③
尋
ね
得
た
ま
へ
ら
む
は
じ
め
を
思
ふ
に
、
定
め
て
心
き

よ
う
見
放
ち
た
ま
は
じ
。
④
や
む
ご
と
な
き
方
々
を
憚
り
て
、
う

け
ば
り
て
そ
の
際
に
は
も
て
な
さ
ず
、
さ
す
が
に
わ
づ
ら
は
じ
う
、

も
の
の
聞
こ
え
を
思
ひ
て
、
か
く
明
か
し
た
ま
ふ
な
め
り
と
思
す

は
口
惜
し
け
れ
ど
、
⑤
そ
れ
を
瑕
と
す
べ
き
こ
と
か
は
。
こ
と
さ

ら
に
も
、
か
の
御
あ
た
り
に
触
れ
ば
は
せ
む
に
、
な
ど
か
お
ぼ
え

の
劣
ら
む
。
⑥
宮
仕
ざ
ま
に
お
も
む
き
た
ま
へ
ら
ば
、
女
御
な
ど

の
思
さ
む
こ
と
も
あ
ぢ
き
な
し
と
思
せ
ど
、
⑦
と
も
か
く
も
思
ひ

よ
り
の
た
ま
は
む
お
き
て
を
違
ふ
べ
き
こ
と
か
は
、
と
よ
ろ
づ
に

思
し
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（行
幸
巻

。
三
一
〇
～

一
頁
）

こ
こ
に
玉
髪
の
処
遇
を
め
ぐ

っ
て
、
内
大
臣
が
納
得
し
た
次
第
が
提
示

さ
れ
て
い
る
。
内
大
臣
は
、
急
な
話
で
あ

っ
た
の
で
、
玉
重
が
光
源
氏

に
迎
え
ら
れ
た
理
由
に
納
得
が
い
か
ず
、
ま
た
、
早
く
会
い
た
い
と

思

っ
て
い
る

（①
）。
か
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
引
き
取

っ
て
親
ぶ
る
の

も
具
合
が
悪
か
ろ
う
と
判
断
し
て
い
る

（②
）。
そ
の
根
拠
が
、
引
用

部
の
③
以
降
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
内
大
臣
の
心
内
に
真

っ
先
に
浮
か

ん
だ
の
は
、
光
源
氏
と
玉
重
は
た
だ
な
ら
ぬ
関
係
に
あ
る
の
で
は
と
の

予
感
で
あ

っ
た

（③
）。
そ
の
関
係
に
な

っ
て
も
、
れ

っ
き
と
し
た
夫

人
た
ち
に
気
が
ね
し
て
そ
の
同
列
に
は
扱
わ
ず
、
ま
た
、
面
倒
な
噂
に

な
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
こ
の
よ
う
に
打
ち
明
け
た
の
だ
ろ
う
と
推
量
し

て
い
る

（④
）。
内
大
臣
の
こ
の
推
量
は
、
ほ
ぼ
事
の
真
実
に
追

っ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
予
感
な
り
推
量
な
り
が
、
真
実
味
を
帯
び
る

の
で
、
思
案
は
そ
こ
を
起
点
と
し
て
さ
ら
に
め
ぐ

っ
て
い
る
。
玉
重
が

光
源
氏
と
関
係
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
瑕
と
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い

の
だ
、
光
源
氏
に
対
し
て
な
ら
ば
、
こ
ち
ら
か
ら
進
ん
で
娘
を
差
し
出

し
て
も
、
世
間
体
が
悪
く
な
る
も
の
で
も
な
か
ろ
う
と
し
て
い
る

（⑤
）。
か
と
い
っ
て
、
光
源
氏
の
養
女
と
し
て
、
宮
仕
え
で
も
す
る
こ

と
に
な

っ
た
ら
、
弘
徽
殿
女
御
が
ど
う
思
う
か
、
そ
れ
が
お
も
し
ろ
か



ら
ぬ
こ
と
だ
と
の
懸
念
も
拭
え
な
い

（⑥
）。
し
か
し
、
結
局
は
光
源

氏
の
判
断
に
背
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
い
直
し
て
い
る

（⑦
）。

内
大
臣
は
、
光
源
氏
の
前
に
無
力
な
の
で
あ
る
。
そ
の
光
源
氏
が
玉
菫

と
関
係
し
て
い
る
と
の
推
量
が
、
真
実
と
し
か
思
え
な
い
の
で
、
内
大

臣
は
実
親
の
立
場
を
強
く
押
し
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
内
大
臣
の
心
内
を
語
る
こ
と
で
、
光
源
氏
の
考
え
た
通
り

に
裳
着
が
進
行
す
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
続
い
て
裳
着

の
次
第
を
み
て
お
き
た
い
。

エハ
　
裳
着
の
次
第

裳
着
に
先
だ

っ
て
、
光
源
氏
は
玉
重
に
内
大
臣
と
の
会
見
の
こ
と
を

話
し
て
い
る
。
ま
た
、
夕
霧
に
は
玉
童
の
素
姓
を
知
ら
せ
て
い
る
。
当

日
は
、
大
宮
や
秋
好
中
宮
、
及
び
六
条
院
の

「御
方
々
」
や
末
摘
花
な

ど
か
ら
の
祝
儀
品
が
贈
ら
れ
、
「親
王
た
ち
、
次
々
の
人
々
残
る
な
く

集
ひ
た
ま

へ
り
」
（行
幸
巻

・
三

一
八
頁
）
と
さ
れ
る
盛
儀
で
あ

っ
た
。

内
大
臣
は
、
娘
見
た
さ
に
早
々
に
六
条
院
に
参
上
し
て
い
る
。
儀
式
の

次
第
は
、
次
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
。

亥
の
刻
に
て
、
入
れ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
例
の
御
設
け
を
ば

さ
る
も
の
に
て
、
内
の
御
座
い
と
二
な
く
し

つ
ら
は
せ
た
ま
う
て
、

御
肴
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ふ
。
御
殿
油
、
例
の
か
か
る
所
よ
り
は
、
す

こ
し
光
見
せ
て
、
を
か
し
き
ほ
ど
に
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
へ
り
。

い
み
じ
う
ゆ
か
し
う
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
今
宵
は
い
と
ゆ
く

り
か
な
べ
け
れ
ば
、
引
き
結
び
た
ま
ふ
ほ
ど
、
え
忍
び
た
ま
は
ぬ

気
色
な
り
。
主
の
大
臣
、
「今
宵
は
い
に
し

へ
ざ
ま
の
事
は
か
け

は
べ
ら
ね
ば
、
何
の
あ
や
め
も
分
か
せ
た
ま
ふ
ま
じ
く
な
む
。
心

知
ら
ぬ
人
目
を
飾
り
て
、
な
ほ
世
の
常
の
作
法
に
」
と
聞
こ
え
た

ま
ふ
。
「
げ
に
、
さ
ら
に
聞
こ
え
さ
せ
や
る
べ
き
方
は
べ
ら
ず
な

む
」
。
御
土
器
ま
ゐ
る
ほ
ど
に
、
「
限
り
な
き
か
し
こ
ま
り
を
ば
、

世
に
例
な
き
事
と
聞
こ
え
さ
せ
な
が
ら
、
今
ま
で
か
く
忍
び
こ
め

さ
せ
た
ま
ひ
け
る
恨
み
も
、
い
か
が
添

へ
は
べ
ら
ざ
ら
む
」
と
聞

こ
え
た
ま
ふ
。

う
ら
め
し
や
お
き

つ
玉
も
を
か
づ
く
ま
で
磯
が
く
れ
け
る
あ

ま
の
心
よ

と
て
、
な
ほ
つ
つ
み
も
あ

へ
ず
し
ほ
た
れ
た
ま
ふ
。
姫
君
は
、
い

と
恥
づ
か
し
き
御
あ
り
さ
ま
ど
も
の
さ
し
集
ひ
、

つ
つ
ま
し
さ
に
、

え
聞
こ
え
た
ま
は
ね
ば
、
殿
、

「
よ
る
べ
な
み
か
か
る
渚
に
う
ち
寄
せ
て
海
人
も
た
づ
ね
ぬ

も
く
づ
と
ぞ
見
し

い
と
わ
り
な
き
御
う
ち

つ
け
ご
と
に
な
ん
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

「
い
と
道
理
に
な
ん
」
と
、
聞
こ
え
や
る
方
な
く
て
出
で
た
ま
ひ

ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（行
幸
巻

。
三
一
六
～
八
頁
）

こ
こ
で
光
源
氏
は
、
「主
の
大
臣
」
と
さ
れ
、
内
大
臣
を
御
簾
の
中
に

「
入
れ
た
て
ま

つ
り
た
ま
ふ
」
こ
と
に
な
る
。
内
大
臣
は
、
臨
席
者
の

中
で
、　
一
の
尊
者
の
立
場
な
の
で
あ
り
、
そ
の
立
場
で
も

っ
て
玉
童
の

裳
を

「引
き
結
び
た
ま
ふ
」
の
で
あ
る
。
光
源
氏
が
内
大
臣
に

「
心
知

ら
ぬ
人
目
を
飾
り
て
、
な
ほ
世
の
常
の
作
法
に
」
と
言

っ
て
い
る
の
は
、



こ
の
次
第
を
語

っ
て
い
る
。
事
情
を
知
ら
な
い
人
に
は
、
光
源
氏
の
実

女
の
裳
着
に
、
小
舅
で
も
あ

っ
た
内
大
臣
が
腰
結
役
に
当
た
っ
て
い
る

と
見
せ
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
御
簾
の
中
は
、
通
常
の
裳
着
に
比
べ

て
、
「
御
殿
油
、
例
の
か
か
る
所
よ
り
は
、
す
こ
し
光
見
せ
て
」
と
あ

る
よ
う
に
照
明
を
明
る
く
し
て
、
親
子
の
対
面
を
は
か

っ
て
い
る
が
、

外
側
の
人
に
は
気
付
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
儀
式
進
行
の
あ
り
よ
う
は
、
通
例
の
も
の
で
は
な
い
。
裳
着
を

「
父
が
主
催
す
る
の
は
、
子
の
認
知
と
し
て
の
意
味
を
持

っ
て
い
た
」

し
、
「
父
親
が

一
族
の
尊
長
の
場
合
は
父
親
が
腰
役
を
務
め
る
」
も
の

で
あ

っ
た
こ
と
は
す
で
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。
腰
結
役
は
内
大
臣
に
ゆ

だ
ね
て
い
る
も
の
の
、
光
源
氏
は
玉
重
を
子
と
し
て
認
知
し
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
父
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
は
養
女
と

し
て
の
認
知
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
内
大
臣
の
立
場
は
曖
味
に
な

る
。
内
大
臣
邸
で
玉
質
の
裳
着
を
催
行
し
て
、
自
ら
腰
結
役
を
し
た
な

ら
ば
、
実
父
と
し
て
の
子
の
認
知
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
六
条
院

で
あ

っ
た
。
内
大
臣
は
、　
一
の
尊
者
の
立
場
で
あ
り
つ
つ
、
実
父
で
あ

る
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
腰
結
役
は
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
あ
り
よ

う
で
、
内
大
臣
は
玉
墜
が
光
源
氏
の
も
と
に
出
養
す
る
こ
と
を
認
め
た

こ
と
に
な
る
。
玉
髪
は
、
裳
着
に
お
い
て
光
源
氏
の
養
女
と
な

っ
た
の

で
あ
る
。

裳
着
は
通
過
儀
礼
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貴
族
社
会
に
素
姓
が
認

知
さ
れ
、
成
人
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
素
姓
は
は
っ
き
り
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
裳
着
が
養
子
縁
組
の

場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
女
子
の
裳
着
で
養
子
縁
組
さ
れ
た
事
例
は
史

実
で
ま
だ
探
せ
な
い
が
、
男
子
の
場
合
だ
と
、
村
上
源
氏
の
祖
と
な
る

源
師
房
が
、
寛
仁
四

（
一
〇
二
〇
）
年
十
二
月
二
十
六
日
の
元
服
で
、

藤
原
頼
通
の
異
姓
養
子
に
な
っ
て
い
る
。
三
歳
ぐ
ら
い
か
ら
行
な
わ
れ

る
袴
着
で
も
養
子
縁
組
が
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
『
源
氏
物
語
』
で
は

明
石
姫
君
が
こ
こ
で
紫
の
上
の
養
女
に
な

っ
て
い
通
。
養
子
縁
組
は
、

幼
少
の
頃
に
な
さ
れ
る
例
が
多
く
、
成
人
に
な

っ
て
か
ら
は
少
な
い
た

め
に
、
特
に
裳
着
と
養
子
縁
組
と
の
か
か
わ
り
は
見
え
に
く
い
が
、
玉

重
の
場
合
は
、
ま
さ
に
こ
の
事
例
と
な
る
わ
け
で
あ

っ
た
。

腰
結
の
儀
が
済
ん
で
か
ら
、
内
大
臣
は
玉
箋
に
贈
歌
し
て
い
る
が
、

光
源
氏
が
返
歌
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
娘
に
代
わ

っ
て
父
が
代
詠
し
て

い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
内
大
臣
は
、
今
ま
で
親
子
を
名
乗
ら
な

か

っ
た
玉
菫

へ
の
う
ら
め
し
さ
を
詠
ん
だ
の
に
対
し
、
光
源
氏
の
代
詠

は
、
「実
父
と
し
て
の
無
責
任
を
難
じ

つ
つ
自
分
の
恩
恵
の
大
き
さ
を

主
張
し
て
、
内
大
臣
の
不
満
を
切
り
返
す
」
（新
全
集
頭
注
）
も
の
と

な

っ
て
お
り
、
内
大
臣
は

「
い
と
道
理
に
な
ん
」
と
応
え
ぎ
る
を
得
な

い
で
い
る
。
こ
の
贈
答
歌
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
は
実
父
よ
り
も
優
位
に

立

つ
養
父
の
立
場
を
明
確
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
玉
重
の
六
条
院
入
り

以
来
の
経
過
を
、
内
大
臣
は
追
認
せ
ぎ
る
を
得
な
か

っ
た
こ
と
に
も
な

２つ
。参

会
し
た
多
く
の
人
々
に
、
光
源
氏
の
実
女
の
裳
着
と
演
技
さ
れ
た

の
は
、
玉
重
の
六
条
院
入
り
し
た
次
第
が
詮
索
さ
れ
る
こ
と
を
好
ま
し

く
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
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御
懸
想
人
も
あ
ま
た
ま
じ
り
た
ま
へ
れ
ば
、
こ
の
大
臣
か
く
入

り
お
は
し
て
ほ
ど
経
る
を
、
い
か
な
る
こ
と
に
か
、
と
思
ひ
疑
ひ

た
ま
へ
り
。
か
の
殿
の
君
達
、
中
将
、
弁
の
君
ば
か
り
ぞ
ほ
の
知

り
た
ま
へ
り
け
る
。
人
知
れ
ず
思
ひ
し
こ
と
を
、
か
ら
う
も
、
う

れ
し
う
も
思
ひ
な
り
た
ま
ふ
。
弁
は
、
「
よ
く
ぞ
う
ち
出
で
ざ
り

け
る
」
と
さ
さ
め
き
て
、
「
さ
ま
異
な
る
大
臣
の
御
好
み
ど
も
な

め
り
」
。
「中
宮
の
御
た
ぐ
ひ
に
し
た
て
た
ま
は
む
と
や
思
す
ら

む
」
な
ど
、
お
の
お
の
言
ふ
よ
し
を
聞
き
た
ま

へ
ど
、
「
な
ほ
、

し
ば
し
は
御
心
づ
か
ひ
し
た
ま
う
て
、
世
に
議
り
な
き
さ
ま
に
も

て
な
さ
せ
た
ま
へ
。
何
ご
と
も
、
心
や
す
き
ほ
ど
の
人
こ
そ
、
乱

り
が
は
じ
う
、
と
も
か
く
も
は
ベ
ベ
か
め
れ
。
こ
な
た
を
も
そ
な

た
を
も
、
さ
ま
ざ
ま
人
の
聞
こ
え
な
や
ま
さ
む
、
た
だ
な
ら
む
よ

り
は
あ
ぢ
き
な
き
を
、
な
だ
ら
か
に
、
や
う
や
う
人
目
を
も
馴
ら

す
な
む
、
よ
き
こ
と
に
は
は
べ
る
べ
き
」
と
申
し
た
ま

へ
ば
、

「
た
だ
御
も
て
な
し
に
な
ん
従
ひ
は
べ
る
べ
き
。
か
う
ま
で
御
覧

ぜ
ら
れ
、
あ
り
難
き
御
は
ぐ
く
み
に
隠
ろ
へ
は
べ
り
け
る
も
、
前

の
世
の
契
り
お
ろ
か
な
ら
じ
」
と
申
し
た
ま
ふ
。
御
贈
物
な
ど
さ

ら
に
も
い
は
ず
、
す
べ
て
引
出
物
、
禄
ど
も
、
品
々
に
つ
け
て
例

あ
る
こ
と
限
り
あ
れ
ど
、
ま
た
事
加

へ
、
二
な
く
せ
さ
せ
た
ま
へ

り
。
大
宮
の
御
悩
み
に
こ
と

つ
け
た
ま
う
し
な
ご
り
も
あ
れ
ば
、

こ
と
ご
と
し
き
御
遊
び
な
ど
は
な
し
。
（行
幸
巻

・
三
一
八
～
九
頁
）

玉
重
の
素
姓
は
、
裳
着
当
日
に
な

っ
て
も
、
夕
霧
の
他
に
、
「
か
の
殿

の
君
達
、
中
将
、
弁
の
君
ば
か
り
ぞ
ほ
の
知
り
た
ま
へ
り
け
る
」
と
あ

る
よ
う
に
、
内
大
臣
の
子
息
た
ち
ぐ
ら
い
に
し
か
ま
だ
知
ら
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
子
息
た
ち
は
、
互
い
に

「
さ
ま
異
な
る
大
臣
の
御
好
み
ど

も
な
め
り
」
「中
宮
の
御
た
ぐ
ひ
に
し
た
て
た
ま
は
む
と
や
思
す
ら
む
」

な
ど
と
口
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
口
ぶ
り
で
妹
が
光
源
氏
の
養
女
と

な

っ
た
こ
と
を
了
解
し
て
い
る
事
情
を
暗
示
し
て
い
る
。
光
源
氏
を
養

父
と
認
識
す
る
か
ら
こ
そ
、
秋
好
中
宮
の
よ
う
に
入
内
さ
せ
る
の
か
と

口
に
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
御
簾
の
外
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
光
源
氏
は
内
大
臣
に

「世
に
識
り
な
き
さ
ま
に
も
て
な
さ
せ
た
ま
へ
」
と
諭
し
、
「
や
う
や
う

人
目
を
も
馴
ら
す
な
む
、
よ
き
こ
と
に
は
は
べ
る
」
と
の
方
針
を
語

っ

て
い
る
。
玉
蟹
の
素
姓
や
母
の
素
姓
と
そ
の
行
方
な
ど
を
詮
索
さ
れ
る

の
は
、
二
人
に
都
合
が
悪
い
の
で
あ
る
。
す
で
に
二
人
と
も
自
由
に
振

舞
え
る

「
心
や
す
き
ほ
ど
の
人
」
で
は
な
い
。
昔
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ

世
間
か
ら
非
難
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
、
玉
重
の
素
姓
は
だ
ん
だ
ん

と
人
に
分
か
ら
せ
る
の
が
い
い
と
し
て
い
る
。
当
然
の
配
慮
か
も
し
れ

な
い
が
、
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
通
り
玉
重

を
六
条
院
の
人
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
玉
重
を
光

源
氏
の
養
女
と
す
る
こ
と
は
、
内
大
臣
と
し
て
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
り
、
「
た
だ
御
も
て
な
し
に
な
ん
従
ひ
は
べ
る
べ
き
」
と
応
え
、

光
源
氏

へ
の
謝
辞
を
繰
り
出
す
の
み
で
あ

っ
た
。

七
　
養
父
と
実
父
と
の
は
ざ
ま
で

世
間

へ
の
日
外
を
慎
ん
だ
も
の
の
、
養
子
縁
組
の
こ
と
は
次
第
に
人
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の
噂
と
な
り
、
今
姫
君
も
知
る
と
こ
ろ
と
な

っ
て
い
く
。
今
姫
君
は
、

玉
重
と
対
照
的
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
噂
を
聞
い
た
今
姫
君
の
反
応
は
、

誤
解
が
あ
る
も
の
の
玉
蟹
の
現
在
を
言
い
当
て
て
い
る
。

殿
は
御
む
す
め
ま
う
け
た
ま
ふ
べ
か
な
り
。
あ
な
め
で
た
や
。

い
か
な
る
人
、
二
方
に
も
て
な
さ
る
ら
む
。
聞
け
ば
か
れ
も
劣
り

腹
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（行
幸
巻

・
三
二
〇
頁
）

今
姫
君
は
、
玉
重
が
内
大
臣
の
実
子
と
知

っ
て

「
殿
は
御
む
す
め
ま
う

け
た
ま
ふ
べ
か
な
り
」
と
口
に
し
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
玉
髪
を

「
い

か
な
る
人
、
二
方
に
も
て
な
さ
る
ら
む
」
と
羨
ん
で
い
る
。
二
方
に
も

て
な
さ
れ
る
と
は
、
実
父
と
養
父
と
に
で
あ
り
、
養
子
縁
組
は
、
実
父

と
の
縁
を
切
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
い
る
。
玉
重
は
、

正
式
に
光
源
氏
の
養
女
と
し
て
認
知
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
養
父
を

第

一
に
し
な
が
ら
も
、
実
父
か
ら
の
支
援
も
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
境

遇
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
今
姫
君
は
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

裳
着
が
終

っ
て
も
、
「藤
袴
」
巻
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
玉
童
の
住
ま
い

は
六
条
院
の
ま
ま
で
あ
る
の
は
、
養
父
が
第

一
で
あ
り
、
養
女
だ
か
ら

で
あ

っ
た
。

今
姫
君
は
、
こ
う
し
た
玉
重
が
羨
ま
し
い
が
、
当
の
玉
蟹
自
身
は
、

養
父
と
実
父
と
の
間
で
宙
吊
り
状
態
に
な
る
こ
と
に
な
る
。
「藤
袴
」

巻
の
冒
頭
は
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。

尚
侍
の
御
宮
仕
の
こ
と
を
、
誰
も
誰
も
そ
そ
の
か
し
た
ま
ふ
も
、

い
か
な
ら
む
、
親
と
思
ひ
き
こ
ゆ
る
人
の
御
心
だ
に
、
う
ち
と
く

ま
じ
き
世
な
り
け
れ
ば
、
ま
し
て
さ
や
う
の
ま
じ
ら
ひ
に
つ
け
て
、

心
よ
り
ほ
か
に
便
な
き
こ
と
も
あ
ら
ば
、
中
宮
も
女
御
も
、
方
々

に
つ
け
て
心
お
き
た
ま
は
ば
、
は
し
た
な
か
ら
む
に
、
わ
が
身
は

か
く
は
か
な
き
さ
ま
に
て
、
い
づ
方
に
も
深
く
思
ひ
と
ど
め
ら
れ

た
て
ま

つ
る
ほ
ど
も
な
く
、
浅
き
お
ぼ
え
に
て
、
た
だ
な
ら
ず
思

ひ
言
ひ
、
い
か
で
人
わ
ら
へ
な
る
さ
ま
に
見
聞
き
な
さ
む
、
と
う

け
ひ
た
ま
ふ
人
々
も
多
く
、
と
か
く
に
つ
け
て
、
安
か
ら
ぬ
事
の

み
あ
り
ぬ
べ
き
を
、
も
の
思
し
知
る
ま
じ
き
ほ
ど
に
し
あ
ら
ね
ば
、

さ
ま
ざ
ま
に
思
ほ
し
乱
れ
、
人
知
れ
ず
も
の
嘆
か
し
。
「
さ
り
と

て
、
か
か
る
あ
り
さ
ま
も
あ
し
き
こ
と
は
な
け
れ
ど
、
こ
の
大
臣

の
御
心
ば

へ
の
む

つ
か
し
く
心
づ
き
な
き
も
、
い
か
な
る
つ
い
で

に
か
は
、
も
て
離
れ
て
、
人
の
推
し
は
か
る
べ
か
め
る
筋
を
、
心

清
く
も
あ
り
は
つ
べ
き
。
実
の
父
大
臣
も
、
こ
の
殿
の
思
さ
む
と

こ
ろ
を
憚
り
た
ま
ひ
て
、
う
け
ば
り
て
取
り
放
ち
、
け
ざ
や
ぎ
た

ま
ふ
べ
き
事
に
も
あ
ら
ね
ば
、
な
ほ
、
と
て
も
か
く
て
も
見
苦
し

う
、
か
け
か
け
し
き
あ
り
さ
ま
に
て
心
を
悩
ま
し
、
人
に
も
て
騒

が
る
べ
き
身
な
め
り
」
と
、
な
か
な
か
こ
の
親
尋
ね
き
こ
え
た
ま

ひ
て
後
は
、
こ
と
に
憚
り
た
ま
ふ
気
色
も
な
き
大
臣
の
君
の
御
も

て
な
し
を
取
り
加

へ
つ
つ
、
人
知
れ
ず
な
ん
嘆
か
し
か
り
け
る
。

思
ふ
こ
と
を
、
ま
ほ
な
ら
ず
と
も
、
片
は
し
に
て
も
、
う
ち
か

す
め

つ
べ
き
女
親
も
お
は
せ
ず
、
い
づ
方
も
い
づ
方
も
、
い
と
恥

づ
か
し
げ
に
い
と
う
る
は
し
き
御
さ
ま
ど
も
に
は
、
何
ご
と
を
か

は
、
さ
な
む
か
く
な
ん
と
も
聞
こ
え
わ
き
た
ま
は
む
。
世
の
人
に

似
ぬ
身
の
あ
り
さ
ま
を
う
ち
な
が
め
つ
つ
、
夕
暮
の
空
あ
は
れ
げ
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な
る
け
し
き
を
、
端
近
う
て
見
出
だ
し
た
ま
へ
る
さ
ま
い
と
を
か

し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（藤
袴
巻

・
三
二
七
～
八
頁
）

こ
れ
ま
で
の
玉
重
の
心
内
は
、
光
源
氏
を
前
に
し
て
、
実
父
と
の
対
面

を
望
む
と
い
う
形
で
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
裳
着
で
光
源
氏
の
養

女
と
な
っ
た
こ
と
で
、
養
父
と
実
父
と
の
は
ざ
ま
で
思
い
悩
む
こ
と
に

な
る
。
境
遇
の
変
化
が
、
玉
蟹
の
内
面
を
変
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
が
、
玉
重
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
「誰
も
誰
も
」

「
い
づ
方
も
い
づ
方
も
」
と
い
う
捉
え
方
や
、
「
こ
の
大
臣
」
「実
の
父

大
臣
」
と
い
う
対
照
化
が
、
こ
の
巻
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ

う
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
い
づ
方
に
も
深
く
思
ひ
と
ど
め
ら
れ
た

て
ま

つ
る
ほ
ど
も
な
く
」
と
す
る
わ
が
身
に
対
す
る
把
握
が
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
宙
吊
り
状
態
に
な

っ
た
こ
と
を
玉
重
は
自
覚
ｔ
て
い
る

の
で
あ
る
。

光
源
氏
は
養
父
と
な

っ
た
の
で

「親
と
思
ひ
き
こ
ゆ
る
人
」
に
な
る

が
、
「
こ
と
に
憚
り
た
ま
ふ
気
色
も
な
き
大
臣
の
君
の
御
も
て
な
し
」

が
目
立

つ
よ
う
に
も
な

っ
て
い
る
。　
一
方
の
実
父
は
、
「
こ
の
殿
の
思

さ
む
と
こ
ろ
を
憚
り
た
ま
ひ
て
、
う
け
ば
り
て
取
り
放
ち
、
け
ざ
や
ぎ

た
ま
ふ
べ
き
事
」
も
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
実
父
は
養
父
に
遠
慮
が
ち

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
の

「
取
り
放
ち
」
は
、
養
子
縁
組
を
示
す
時
に
使

用
さ
れ
る
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
逆
の
使
わ
れ
方
に
な

っ
て
い

る
。
通
例
は
、
実
親
の
も
と
か
ら

「取
り
放
ち
」
、
養
親
に
渡
す
と
い

う
形
に
な
る
が
、
こ
こ
は
養
親
の
も
と
か
ら

「取
り
放
ち
」
、
実
親
の

も
と
に
も
ど
す
意
に
な

っ
て
い
る
。
内
大
臣
は
、
玉
髪
を
引
き
取
ろ
う

と
は
し
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
残
念
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
宙
吊
り
状
態
を
語
る
こ
と
で
養
女
の
境
遇
を
物
語
は
対
象

化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
養
女
諄
と
し
て
の
玉
髪
物
語
を
展
開

さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
以
降
の
こ
と
は
、
省
略
に
従
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

お
わ
り
に

以
上
、
光
源
氏
が
玉
童
の
裳
着
を
主
催
す
る
に
至

っ
た
経
緯
と
、
そ

の
裳
着
で
正
式
に
養
女
と
し
た
次
第
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。
従
来
、

玉
重
が
養
女
で
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
認
め
る
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
き
わ

め
て
曖
昧
な
把
握
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
玉
重
は
養
女
と
し
て
六

条
院
入
り
し
た
」
な
ど
と
す
る
説
明
が
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
把
握
か
ら
は
、
裳
着
で
養
子
縁
組
が
正
式
に
な

さ
れ
た
と
す
る
見
解
は
導
き
だ
せ
な
い
。
玉
重
は
光
源
氏
の
実
子
を
偽

装
さ
れ
て
六
条
院
入
り
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
処
遇
に
困
惑
し
て
裳
着

で
素
姓
を
明
ら
か
に
し
、
関
係
を
継
続
さ
せ
た
い
が
た
め
に
養
女
に
し

た
の
で
あ

っ
た
。
「若
菜
上
」
巻
で
、
光
源
氏
の
四
十
の
賀
を
玉
重
が

祝
う
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
養
女
に
な

っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
「藤
袴
」
巻

で
参
内
し
な
い
ま
ま
玉
重
の
尚
侍
就
任
が
決

ま

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
玉
菫
は
、
藤
氏
内
大
臣
の
実
女
、
源
氏
太
政
大

臣
の
養
女
と
し
て
出
仕
す
る
の
で
あ
り
、
本
生
の
藤
氏
は
確
認
さ
れ
る

の
で

「春
日
の
神
の
御
心
」
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
。
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注（１
）
稲
賀
敬
二
氏

「求
婚
諄
の
流
れ
と

「裳
着
」
―

『住
吉
物
語
』
『源
氏
物

語
』
前
後
―
」
（
論
集
源
氏
物
語
と
そ
の
前
後
２
』
新
典
社
、　
一
九
九

一
年

五
月
）

（２
）
服
藤
早
苗
氏

「平
安
王
朝
社
会
の
成
女
式
―
加
算
か
ら
着
裳

へ
―
」
（
源

氏
物
語
の
背
景
　
研
究
と
資
料
』
古
代
文
学
論
叢
１５
、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇

〇

一
年

二

月
）

（３
）史
実
の
尚
侍
に
つ
い
て
は
、
後
藤
祥
子
氏

「尚
侍
孜
」
翁
源
氏
物
語
の
史

的
空
間
』
東
大
出
版
会
、　
一
九
八
六
年
二
月
）、
及
び

『
平
安
時
代
史
事
典

資
料

・
索
引
編
』
（角
川
書
店
、　
一
九
九
四
年
四
月
）
を
参
照
し
た
。

（４
）加
藤
静
子
氏

「大
原
野
行
幸
の
準
拠
と
物
語
化
」
「
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と

基
礎
知
識
　
行
幸

。
藤
袴
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
三
年

一
〇
月
）
、
浅
尾
広
良

氏

「冷
泉
帝
の
大
原
野
行
幸
―

「見
ら
れ
る
天
皇
」

へ
の
変
貌
―
」
翁
源
氏

物
語
の
准
拠
と
系
譜
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
四
年

一
月
）
な
ど
。

（５
）
坂
本
和
子
氏

「「尚
侍
玉
菫
」
考
―
春
日

ｏ
大
原
野
斎
女
―
」
「
国
語
と

国
文
学
』

一
九
七
三
年
八
月
）

（６
）拙
稿

「中
宮
嫌
子
の
境
涯
」
（仮
称

『狭
衣
物
語
論
』
刊
行
等
未
定
）

（７
）
並
木
和
子
氏

「中
宮
鯨
子
の
崩
御
を
め
ぐ
る
風
説
の
背
景
」
「
日
本
歴

史
』
二
〇
〇
三
年
九
月
）

（８
）注

（２
）
に
同
じ
。

（９
）
拙
稿

「
明
石
姫
君
の
袴
着
―
養
女
と
な
る
次
第
―
」
「
源
氏
物
語
の
鑑
賞

と
基
礎
知
識
　
薄
雲

・
朝
顔
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
四
月
）

（１０
）
玉
重
が
光
源
氏
と
内
大
臣
と
の
間
で
宙
吊
り
状
態
に
な
る
こ
と
は
、
拙
稿

「玉
菫
流
離
の
顛
末
―

「
…
人
」
表
現
を
視
座
に
し
て
―
」
３
大
妻
国
文
』

２５

　ヽ
一
九
九
四
年
二
月
）
で
指
摘
し
た
が
、
そ
こ
で
の
裳
着
に
対
す
る
把
握

は
、
本
稿
の
よ
う
に
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［付
記
］
伊
井
春
樹
先
生
に
大
阪
大
学
内
地
研
修
員
の
指
導
教
授
を
お
願
い
し

た
の
が

一
九
九
六
年
度
で
あ
っ
た
。
御
退
官
に
あ
た
り
ま
し
て
、
今
日
ま
で

続
く
ご
指
導
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
ま
す
ま
す
の
ご
健

祥
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

（く
ら
た

ｏ
み
の
る
　
大
妻
女
子
大
学
教
授
）
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