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『伊
勢
物
語
愚
見
抄
』
に
お
け
る
人
物
比
定
の
方
法

は
じ
め
に

一
条
兼
良
に
よ
る

『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』
（以
下

『愚
見
抄
』
と
す
る
）

は
、
荒
唐
無
稽
に
人
名
を
あ
て
る
古
注
の
方
法
を
、
序
文
で
次
の
よ
う

に
批
判
す
る
。

業
平
の
中
将
の
か
よ
ひ
侍
る
女
は
、
を
の
づ
か
ら
物
語
の
中
に
其

名
を
あ
ら
は
じ
侍
る
は
申
に
及
ば
ず
、
又
代
々
の
撰
集
な
ど
の
中

に
、
其
歌
に
つ
き
て
、
ま
ゝ
作
者
を
の
せ
侍
る
事
あ
り
。
し
か
る

を
近
古
の
末
釈
に
、　
一
々
に
其
名
を
あ
ら
は
じ
侍
る
、
い
と
お
ぼ

つ
か
な
き
事
な
る
べ
し
。
た
と
ひ
、
其
世
に
う
ま
れ
あ
ひ
た
り
と

も
、
か
ゝ
る
み
そ
か
わ
ざ
を
ば
あ
ま
ね
く
人
じ
る
べ
か
ら
ず
。
い

は
ん
や
数
百
年
の
後
に
い
で
ゝ
、
数
百
年
の
さ
き
を
を
し
は
か
り

に
い
ふ
べ
き
事
は
、
た
と
ひ
名
哲
の
口
伝
た
り
と
い
ふ
と
も
、
信

用
に
た
ら
ぬ
事
な
る
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（序
文
）

業
平
が
通

っ
た
女
は
、
物
語
の
中
か
ら
分
か
る
場
合
は
言
う
に
及
ば

ず
、
勅
撰
集
の
歌
の
作
者
か
ら
分
か
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
「
近

古
の
末
釈
」
が

『伊
勢
物
語
』
の
登
場
人
物
に

一
々
名
前
を
挙
げ
て
い

木
下
　
美
佳

る
の
は
、
大
変
不
審
な
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
、
古
注
を
批
判
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
『
愚
見
抄
』
で
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
女
は
、
二
条

の
后

（三
段

・
四
段

・
六
段

。
二
九
段
）、
染
殿
の
后

（四
段

・
五
段

・
六

五
段
）、
有
常
女

（
一
九
段
）、
小
野
小
町

（一
一五
段

・
二
八
段

・
四
二
段
）、

藤
原
直
子

全
ハ
五
段
）、
斎
宮

全
ハ
九
段

・
七
二
段

・
一
〇
二
段

・
一
〇
四

段
）
の
六
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
女
性
は
、
兼
良
ら
し
く
合
理
的
な
方

法
で
比
定
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
小
野
小
町
に
関
す

る
も
の
や
、
四
段
の

「染
殿
の
后
」
は
、
古
注
の
影
響
で
あ
る
こ
と
が

先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

片
桐
洋

一
氏
は
、
「
た
と
え
ば
、
序
文
に
お
い
て
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で

鎌
倉
時
代
の
古
注
を
罵
倒
し
た
愚
見
抄
と
い
え
ど
も
、
な
お
仔
細
に
見

る
と
古
注
の
影
響
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
四
二
段

の

「女
」
や
六
〇
段
の

「家
刀
自
」
を
小
野
小
町
と
し
て
い
る
こ
と
な

ど
を
指
摘
さ
れ
た
後
、
「特
に
四
段
の

「東
五
条
に
大
后
の
宮
お
は
じ

ま
し
け
る
」
の

「大
后
の
宮
」
に

「染
殿
后
」
を
あ
て
る
の
は
、
既
述

の
ご
と
く
古
注
的
思
考
が
生
ん
だ
独
自
の
解
釈
で
あ
る
の
に
、
愚
見

抄

・
宗
歓
聞
書

・
肖
聞
抄
な
ど
、
い
ず
れ
も
が
、
そ
の
ま
ま
こ
れ
に



従

っ
て
い
る
の
は
、
古
注
の
人
名
を
あ
て
る
態
度

へ
の
批
判
が
必
ず
し

も
徹
底
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
旧
注

で
人
名
を
あ
て
る
場
合
、
ヨ

般
に
人
名
を
あ
て
る
古
注
の
態
度
を
批

判
す
る
方
向
に
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
」
が
、
例
外
的
に
古
注

と
変
わ
ら
な
い
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
青
木
賜
鶴
子
氏
も
、
ヨ

条
兼
良
の

「
愚
見
抄
」
が
人
名
を

あ
ら
わ
す
根
拠
は
、
原
則
と
し
て
、
こ
の
物
語
を
含
め
た
信
頼
で
き
る

文
献
に
よ
っ
て
確
か
め
得
る
事
実
で
あ
り
、
例
外
的
に
古
注
に
よ

っ
て

名
を
あ
ら
わ
す
場
合
は
、
六
十
段

・
百
七
段
の
よ
う
に

一
説
と
し
て
掲

げ
る
も
の
が
多
く
、
断
定
的
に
述
べ
る
の
は
、
お
も
に
小
町
に
関
す
る

も
の
や
、
「
五
条
后
」
イ
コ
ー
ル

「染
殿
后
」
と
す
る
理
解
に
基
づ
い

た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
、
片
桐
氏
と
同
じ
く
、

小
野
小
町
に
関
す
る
も
の
や
、
四
段

の

「大
后
の
宮
」
を

「染
殿
の

后
」
と
比
定
し
て
い
る
部
分
を
、
例
外
的
に
古
注
に
よ
っ
て
名
前
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
体
、
『
愚
見
抄
』
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て

『伊
勢
物
語
』

に
登
場
す
る
女
に
人
名
を
あ
て
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
氏
の
指
摘

は
、
『
愚
見
抄
』
に
お
け
る
古
注
批
判
に
関
わ
る
問
題
に
も
及
ぶ
。
序

文
で
、
こ
れ
ほ
ど
古
注
の
人
物
比
定
の
態
度
を
批
判
し
て
い
る
兼
良
が
、

果
た
し
て
古
注
に
よ
っ
て
人
名
を
あ
て
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

先
行
研
究
で
古
注
か
ら
の
影
響
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
小
野
小
町
に

関
す
る
も
の
や
、
大
后
の
宮
を
染
殿
の
后
と
比
定
す
る
根
拠
、
ま
た
五

条
の
后
を
染
殿
の
后
と
捉
え
る

『
愚
見
抄
』
の
解
釈
は
、
何
に
由
来
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
『
愚
見
抄
』
が
人
名
を
あ
て
て
い
る

注
釈
部
分
を
再
検
討
し
、
『
愚
見
抄
』
に
お
け
る
人
物
比
定
の
方
法
を

探
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
物
語
の
記
述
に
よ
る
比
定

「
を
の
づ
か
ら
物
語
の
中
に
其
名
を
あ
ら
は
じ
侍
る
は
申
に
及
ば
ず
」

と
序
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』
の
中
に
そ
の
人
物
が
示

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
『
愚
見
抄
』
で
も
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
人
名
を

あ
て
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
ま
ず
、
三
段
を
見
て
み
よ
う
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
懸
想
し
け
る
女
の
も
と
に
、
ひ
じ
き

藻
と
い
ふ
も
の
を
や
る
と
て
、

思
ひ
あ
ら
ば
葎
の
宿
に
寝
も
し
な
む
ひ
し
き
も
の
に
は
袖
を

し

つ
つ
も

二
条
の
后
の
、
ま
だ
帝
に
も
仕
う
ま

つ
り
た
ま
は
で
、
た
だ
人

に
て
お
は
し
ま
し
け
る
時
の
こ
と
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
一段
）

「懸
想
し
け
る
女
」
が
、
二
条
の
后
で
あ
る
こ
と
は
、
段
末
の

一
文

に
示
さ
れ
て
い
る
。
『
愚
見
抄
』
で
も
、
「懸
想
し
け
る
女
」
に
対
し
て
、

「
こ
の
女
は
二
条
の
后
也
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
『伊
勢
物
語
』
の
中

に
、
そ
の
人
物
が
示
さ
れ
て
い
る
時
は
、
『
愚
見
抄
』
も
そ
れ
に
従

っ

て
人
物
比
定
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

六
段
の
場
合
も
三
段
と
同
様
で
あ
る
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
、
年
を



経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
し
て
盗
み
い
で
て
、
い

と
暗
き
に
来
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（六
段
）

こ
の

「女
」
は
、
後
半
部
よ
り
二
条
の
后
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
れ
は
、
二
条
の
后
の
、
②
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
、
④

仕
う
ま

つ
る
や
う
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
け
る
を
、
か
た
ち
の
い
と
め

で
た
く
お
は
じ
け
れ
ば
、
⑤
盗
み
て
負
ひ
て
い
で
た
り
け
る
を
、

御
兄
人
堀
河
の
大
臣
、
太
郎
国
経
の
大
納
言
、
ま
だ
下
薦
に
て
内

一裏
へ
参
り
た
ま
ふ
に
、
い
み
じ
う
泣
く
人
あ
る
を
聞
き

つ
け
て
、

と
ど
め
て
取
り
か
へ
し
た
ま
う
て
け
り
。
そ
れ
を
、
か
く
鬼
と
は

言
ふ
な
り
け
り
。
①
ま
だ
い
と
若
う
て
、
③
后
の
た
だ
に
お
は
じ

け
る
時
と
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（六
段
）

『
愚
見
抄
』
も
、
『伊
勢
物
語
』
の
記
述
に
従
い
、
「女
」
を
二
条
の

后
と
比
定
す
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
た
だ
人
物
を
比
定
す
る
だ
け

で
な
く
、
二
条
の
后
の
情
報
と
し
て

『
伊
勢
物
語
』
の
記
述
も
加
え
て

い
る
。を

ん
な
の
え
う
ま
じ
か
り
け
る
を

此
女
は
二
条
の
后
。
①
い
ま
だ
わ
か
く
ま
し
／
ヽ
て
、
②
御
い

と
こ
の
染
殿
の
后
の
、
女
御
と
申
て
、
文
徳
の
内
裏
に
ま
し

／
ヽ
け
る
時
、
③
二
条
后
た
ゞ
人
に
て
④

つ
か
う
ま

つ
り
給
ひ

し
を
、
⑤
中
将
ぬ
す
み
い
で
た
る
を
い
ふ
。
…
…

翁
愚
見
抄
』
六
段
）

波
線
と
番
号
で

『
伊
勢
物
語
』
と

『
愚
見
抄
』
の
対
応
箇
所
を
示
し

た
よ
う
に
、
『
愚
見
抄
』
で
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
記
述
に
よ
っ
て
人
物

を
比
定
し
、
さ
ら
に
物
語
の
記
述
内
容
を
人
物
の
情
報
と
し
て
、
注
釈

に
反
映
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

次
の
四
段
は
、
単
独
の
章
段
だ
け
で
は
、
物
語
に
登
場
す
る
人
物
が

誰
で
あ
る
の
か
特
定
で
き
な
い
。

む
か
し
、
東
の‐
ョ
裂
に
、
天
層
ら
ゴ
ａ
ば
．じ
誨
レ
げ
る
、
四
倒

対
に
、
住
む
人
あ
り
け
り
。
そ
れ
を
本
意
に
は
あ
ら
で
、
心
ざ
し

深
か
り
け
る
人
、
行
き
と
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、
睦
月
の
十
日
ば
か
り

の
ほ
ど
に
、
ほ
か
に
か
く
れ
に
け
り
。
あ
り
所
は
聞
け
ど
、
人
の

行
き
通
ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
な
ほ
憂
じ
と
思
ひ
つ

つ
な
む
あ
り
け
る
。
ま
た
の
年
の
睦
月
に
、
梅
の
花
ざ
か
り
に
、

去
年
を
恋
ひ
て
行
き
て
、
立
ち
て
見
、
ゐ
て
見
、
見
れ
ど
、
去
年

に
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
う
ち
泣
き
て
、
あ
ば
ら
な
る
板
敷
に
月

の
か
た
ぶ
く
ま
で
ふ
せ
り
て
、
去
年
を
思
ひ
い
で
て
よ
め
る
、

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身

一
つ
は
も
と
の
身

に
し
て

と
よ
み
て
、
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
明
く
る
に
、
泣
く
泣
く
帰
り
に
け

り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（四
段
）

続
く
五
段
も
、
「東
の
五
条
」
を
舞
台
と
す
る
。
そ
し
て
、
五
段
に

は
段
末
に
人
名
が
示
さ
れ
て
い
る
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
東
の
五
条
わ
た
り
に
、
い
と
忍
び
て

行
き
け
り
。
み
そ
か
な
る
所
な
れ
ば
、
門
よ
り
も
え
入
ら
で
、
童

べ
の
踏
み
あ
け
た
る
築
地
の
く
づ
れ
よ
り
通
ひ
け
り
。
人
し
げ
く

も
あ
ら
ね
ど
、
た
び
重
な
り
け
れ
ば
、
あ
る
じ
聞
き

つ
け
て
、
そ



の
通
ひ
路

に
夜
ご
と
に
人
を
す
ゑ
て
ま
も
ら
せ
け
れ
ば
、
行
け
ど

も
、
え
あ
は
で
帰
り
け
り
。
さ
て
、
よ
め
る
、

人
知
れ
ぬ
わ
が
通
ひ
路

の
関
守
は
宵
々
ご
と
に
う
ち
も
寝
な

な
む

と
よ
め
り
け
れ
ば
、

い
と
い
た
う
心
や
み
け
り
。
あ
る
じ
許
し
て

け
り
。

二
条
の
后
に
忍
び
て
参
り
け
る
を
、
世
の
間
え
あ
り
け
れ
ば
、

兄
人
た
ち
の
ま
も
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
と
ぞ
。
　
　
　
　
　
（五
段
）

五
段
の

「東
の
五
条
わ
た
り
」
に
対
し
、
『
愚
見
抄
』
で
は

「上
に

い
へ
る
所
と
お
な
じ
」
と
い
う
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
兼

良
は
四
段
と
五
段
を
同
じ
設
定
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
り
、
四
段

の

「西
の
対
に
住
む
人
」
は
、
五
段
よ
り

「
二
条

の

后
」
と
な
り
、
五
段
の

「
あ
る
じ
」
も
、
四
段
よ
り

「大
后
の
宮
」
と

な
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
愚
見
抄
』
で
は
、
四
段
の

「大
后
の
宮
」
を
染
殿
の

后
と
比
定
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
五
段
の

「
あ
る
じ
」
に
も
、
「
あ

る
じ
は
染
殿
の
太
后
を
申
」
と
い
う
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
『愚
見
抄
』

は
、
な
ぜ
、
四
段
の

「大
后
の
宮
」
を
染
殿
の
后
と
比
定
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
『
愚
見
抄
』
の
注
記
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

昔
、
東
の
五
條
に
、
お
ほ
き
さ
い
の
宮
お
は
し
ま
し
け
る
。

お
ほ
き
さ
い
の
宮
と
は
、
皇
太
后
也
。
天
子
の
母
を
申
詞
也
。

こ
ゝ
に
は
染
殿
の
后
藤
原
明
子
の
事
を
い
へ
り
。
…
…

翁
愚
見
抄
』
四
段
）

大
后
の
宮
が
皇
太
后
で
、
天
皇
の
母
を
指
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
説

明
し
た
後
、
『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
染
殿
の
后

・
藤
原
明
子
の
事
を
言

う
の
だ
と
注
記
し
て
い
る
。
天
皇

の
母
を
指
す
言
葉
な
の
だ
か
ら
、

『
伊
勢
物
語
』
で
は
染
殿
の
后

。
藤
原
明
子
だ
と
注
釈
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
文
脈
に
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の

「帝
」
は

「清
和
天
皇
」

で
あ
る
と
す
る
見
方
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、

『
愚
見
抄
』
は

『
伊
勢
物
語
』
の
天
皇
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
次
節
で
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
、
『
伊
勢
物
語
』
の

「帝
」

ま
ず
、
『
伊
勢
物
語
』
に
登
場
す
る
天
皇
の
確
認
を
し
て
お
く
。
『伊

勢
物
語
』
に
は
、
淳
和
天
皇

（西
院
の
帝

。
三
九
段
）、
仁
明
天
皇

（深

草
の
帝

・
一
〇
三
段
）
文
徳
天
皇

（田
邑
の
帝

・
七
七
段
）、
清
和
天
皇

（水
の
尾

・
六
五
段
、
六
九
段
）、
陽
成
天
皇

（東
宮

・
七
六
段
）、
光
孝
天

皇

（仁
和
の
帝

。
一
一
四
段
）
と
、
光
孝
天
皇
以
外
、
業
平
の
生
没
年
と

重
な
る
天
皇
が
登
場
し
て
い
る
。
物
語
中
に
登
場
す
る
表
記
も
併
せ
て

挙
げ
て
み
た
が
、
こ
う
し
て
並
べ
て
み
る
と
、
清
和
天
皇
と
陽
成
天
皇

以
外
は
、
「帝
」
と
い
う
表
記
で
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
他

に
も
、
『
伊
勢
物
語
』
に
は
、
た
だ

「帝
」
Ｔ
一段

上
ハ
五

段

・
一
一
七
段
）
と
の
み
表
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
ど
の
よ
う

な
天
皇
が
、
た
だ

「帝
」
と
の
み
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
三
段
か
ら
見
て
い
く
。

二
条
の
后
の
、
ま
だ
帝
に
も
仕
う
ま

つ
り
た
ま
は
で
、
た
だ
人



に
て
お
は
し
ま
し
け
る
時
の
こ
と
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
一段
）

こ
の

一
文
は
、
二
条
の
后
が
入
内
前
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
た
だ

「帝
」
と
の
み
表
記
さ
れ
て
い
て
も
、
こ
の

「帝
」
が
清
和

天
皇
を
指
す
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
次
に
六
五
段
を
見
て
み
よ
う
。

む
か
し
、
①
お
ほ
や
け
お
ぼ
し
て
使
う
た
ま
ふ
女
の
、
色
許
さ

れ
た
る
あ
り
け
り
。
…
…

②
こ
の
帝
は
、
顔
か
た
ち
よ
く
お
は
し
ま
し
て
、
仏
の
御
名
を
、

御
心
に
入
れ
て
、
御
声
は
い
と
尊
く
て
申
し
た
ま
ふ
を
聞
き
て
、

女
は
い
た
う
泣
き
け
り
。
「
か
か
る
君
に
仕
う
ま

つ
ら
で
、
宿
世

つ
た
な
く
、
か
な
し
き
こ
と
。
こ
の
男
に
ほ
だ
さ
れ
て
」
と
て
な

む
泣
き
け
る
。
…
…

③
水
の
尾
の
御
時
な
る
べ
し
。
大
御
息
所
も
染
殿
の
后
な
り
。
五

条
の
后
と
も
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（六
五
段
）

「
お
ほ
や
け
」
（①
）、
「
こ
の
帝
」
（②
）
は
、
段
末

の

「水

の
尾
の

御
時
な
る
べ
し
」
（③
）
よ
り
、
清
和
天
皇
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

三
段

・
六
五
段
で
は
、
た
だ

「帝
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
く
と
も
、

そ
れ
は
清
和
天
皇
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
残
る

一
一
七
段
の

「
帝
」
が
ど
の
天
皇
を
指
し
て
い
る
の

か
、
物
語
中
に
は
手
が
か
り
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

む
か
し
、
帝
、
住
吉
に
行
幸
し
た
ま
ひ
け
り
。

わ
れ
見
て
も
久
し
く
な
り
ぬ
住
吉
の
岸
の
姫
松
い
く
世
経
ぬ

ら
む

大
御
神
、
現
形
し
給
ひ
て
、

む

つ
ま
し
と
君
は
じ
ら
な
み
み
づ
が
き
の
久
し
き
世
よ
り
い

は
ひ
そ
め
て
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
七
段
）

『
愚
見
抄
』
で
も
、
こ
の

「帝
」
が
ど
の
天
皇
を
指
す
の
か
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。

む
か
し
、
み
か
ど
す
み
よ
し
に
行
幸
し
給
け
り
。

或
説
に
、
文
徳
天
皇
、
天
安
元
年
正
月
に
、
住
吉
に
行
幸
し
給

ふ
と
い
へ
れ
ど
、
国
史
な
ど
に
所
見
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に
信
用

に
た
ら
ず
。
新
古
今
集
に
も
、
む

つ
ま
し
と
君
は
し
ら
浪
の
歌
、

神
祗
の
部
に
入
ら
れ
た
る
に
も
、
す
み
よ
ｔ
ｋ
行
幸
あ
り
し
時

と
い
せ
物
が
た
り
を
引
て
の
せ
ら
れ
た
れ
ど
、
い
づ
れ
の
御
門

の
行
幸
と
は
み
え
ず
、
い
と
お
ぼ

つ
か
な
き
事
也
。

「
愚
見
抄
』

一
一
七
段
）

文
徳
天
皇
と
比
定
す
る

「或
説
」
を
批
判
し
た
後
、
『新
古
今
集
』

は

『伊
勢
物
語
』
を
引
用
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ど
の
帝
で
あ
る

の
か
明
示
し
て
な
い
の
は
不
審
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
『新
古
今
集
』

で
帝
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
疑
問
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
注
釈
す
る
兼
良
に
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の

「帝
」
は
た
だ

一

人
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
根
底
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
段

・
六

五
段
の

「帝
」
は
、
い
ず
れ
も
清
和
天
皇
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
が
、
兼
良
は
こ
の

一
一
七
段
の

「帝
」
も
清
和
天
皇
と
捉
え
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
伊
勢
物
語
』
に
見
ら
れ
る

「帝
」
で
、
具
体
的
に
ど
の
天
皇
を
指

す
の
か
明
示
さ
れ
て
い
な
い
例
と
し
て
、
ョ

一代
の
帝
」
と
い
う
も
の



も
あ
る
。　
三
ハ
段
を
見
て
い
こ
う
。

む
か
し
、
紀
有
常
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。
三
代
の
帝
に
仕
う
ま

つ
り
て
、
時
に
あ
ひ
け
れ
ど
、
の
ち
は
世
か
は
り
時
移
り
に
け
れ

ば
、
世
の
常
の
人
の
ご
と
に
も
あ
ら
ず
。　
　
　
　
　
　
２

六
段
）

紀
有
常
の
卒
伝
に
は

「少
年
侍
奉
仁
明
天
皇
」
と
あ
り
、
そ
れ
を
踏

ま
え
れ
ば
、
こ
の

「
三
代
の
帝
」
に
は
仁
明

。
文
徳

。
清
和
が
あ
て
は

ま
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
『
愚
見
抄
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
注
記

さ
れ
る
。

み
よ
の
御
門
に
つ
か
う
ま

つ
り
て
時
に
あ
ひ
け
れ
ど
、
後
は
世
か

は
り
、
時
う
つ
り
に
け
れ
ば
、

淳
和

・
仁
明

・
文
徳
の
三
代
に
つ
か
う
ま

つ
れ
る
也
。
惟
喬
親

王
の
母
は
名
虎
が
女
也
。
御
子
御
位
に
つ
き
給
は
ゞ
、
有
常
は

栄
花
を
さ
か
す
べ
き
が
、
思
の
ほ
か
に
御
弟
の
清
和
の
御
門
御

位
に
つ
か
せ
給
ひ
し
か
ば
、
世
か
は
り
時
う
つ
り
に
け
れ
ば
と

か
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
愚
見
抄
』

〓
ハ
段
）

紀
有
常
の
史
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ヨ
一代
の
帝
」
に
仁
明

。
文
徳

・

清
和
が
当
て
は
ま
る
こ
と
は
、
兼
良
で
あ
れ
ば
当
然
承
知
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
敢
え
て
史
実
よ
り

一
代
前
を
比
定
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の

「
三
代
の
帝
」
に
史
実
よ
り

一
代
前
の
天
皇
を
あ

て
る
読
み
方
は
、
古
注
で
も
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。　
王
ハ
段
に
は
、

片
桐
氏
が

「事
実
は
と
も
あ
れ
、
紀
有
常
は
幼
い
日
か
ら
淳
和

・
仁

明

。
文
徳
に
仕
え
て
い
た
が
、
次
の
清
和
の
時
代
に
な

っ
て
零
落
し
た

と
読
む
ほ
か
は
な
い
と
思
う
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
清
和
天
皇
の

代
に
な

っ
て
没
落
し
た
と
い
う
読
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

一
六
段
の
解
釈
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ヨ
一代
の

帝
」
を
史
実
よ
り

一
代
前
に
す
る
こ
と
で
、
現
在
の

「
帝
」
が

「
清
和

天
皇
」
に
な
る

こ
と

で
あ

る
。
『
愚
見
抄
』
は
、
『伊
勢
物
語
』
の

「帝
」
を
、　
一
貫
し
て

「清
和
天
皇
」
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
前

節
で
見
た
、
四
段
の

「大
后
の
宮
」
を

「染
殿
の
后
」
と
す
る
の
も
、

こ
の
視
点
の
現
れ
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
、
古
注
が
四
段
の

「大
后
の
宮
」
に
染
殿
の
后
と
あ
て
て
い

る
の
は
、
『
愚
見
抄
』
と
は
別
の
見
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
て
お
く
。
冷
泉
家
流
古
注
で
は
、
次
の
よ
う
に

「
大
后
の
宮
」
に

染
殿
の
后
を
あ
て
る
。

昔
、
東
五
条
と
い
ふ
は
、
文
徳
天
夏
蕗
笛
嵩
響
垂
寧
讐
饗
∵
後
に

―ま～
目
利
―こ～
‘
づ
明
で
剌
ヨ
斜
―こ～
出
裏
魯
侶
り
で
日
経
邸
□
。
Ｏ
ｄ

ほ
き
さ
い
の
宮
と
は
、
染
殿
后
也
。
是
は
太
政
大
臣
良
房
娘
に
て

二
条
の
后
に
は
じ
ゆ
う
と
め
な
れ
ば
お
ほ
き
さ
い
の
宮
と
い
ふ
也
。

二
条
の
后
は
い
と
こ
也
。
如
系
図
。
西
の
た
い
と
は
云
は
、
二
条

の
后
の
い
ま
だ
東
宮
の
御
息
所
に
て
住
し
給
ひ
し
西
の
た
い
の
家

な
り
。
東
宮
と
は
、
清
和
い
ま
だ
太
子
に
て
の
御
事
也
。

「
お
ほ
き
さ
い
の
宮
」
は
染
殿
の
后
で
、
二
条
の
后
に
と

っ
て
は
姑

な
の
で
、
「
お
ほ
き
さ
い
の
宮
」
と
言
う
の
だ
と
注
記
し
て
い
る
。
「大

后
の
宮
」
と
い
う
天
皇
の
母
を
示
す
言
葉
を
、
『
愚
見
抄
』
で
は
、
清

和
天
皇
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
冷
泉
家
流
古
注
で

は
、
二
条
の
后
の
視
点
か
ら
捉
え
た
比
定
だ
と
わ
か
る
。
ま
た
、
冷
泉

-75-



家
流
古
注
で
、
四
段
の

「東
の
五
条
」
が
波
線
部
の
よ
う
に
内
裏
と
さ

れ
る
の
は
、
四
段

・
五
段

・
六
段
を
同
じ
設
定
で
捉
え
て
い
る
た
め
で

あ
る
。
『
愚
見
抄
』
で
は
、
四
段

・
五
段
に
対
し
て
は
同
じ
設
定
と
捉

え
て
い
る
が
、
六
段
は
ま
た
別
の
設
定
と
捉
え
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か

ら
も
、
『
愚
見
抄
』
の
比
定
が
古
注
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「大
后
の
宮
」
を

「染
殿
の
后
」
と
比
定
し
て
い
る

と
い
う
結
果
だ
け
を
見
れ
ば
、
古
注
の
説
と

一
致
し
て
い
る
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
が
、
比
定
す
る
方
法
は
古
注
と

『
愚
見
抄
』
で
は
異
な
る

も
の
で
あ
る
。
『
愚
見
抄
』
が
、
四
段
の

「大
后
の
宮
」
を
染
殿
の
后

と
比
定
す
る
の
は
、
『
愚
見
抄
』
独
自
の
方
法
に
よ
る
も
の
だ
と
言
え

よ
う
。

三
、
「帝
」
を

「清
和
天
皇
」
と
捉
え
る
解
釈
に
よ
る
比
定

『伊
勢
物
語
』
の

「帝
」
を

「清
和
天
皇
」
と
捉
え
る
視
点
に
よ
る

人
物
比
定
は
、
四
段
の
染
殿
の
后
以
外
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
例
が

散
見
さ
れ
る
。
ま
ず
、
二
九
段
を
見
て
い
く
。

む
か
し
、
春
宮
の
女
御
の
御
方
の
花
の
賀
に
召
し
あ
づ
け
ら
れ

た
り
け
る
に
、

花
に
飽
か
ぬ
歎
き
は
い
つ
も
せ
し
か
ど
も
今
日
の
今
宵
に
似

る
時
は
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（二
九
段
）

「春
宮
の
女
御
」
は
、
東
宮
の
母
を
言
う
場
合
と
、
東
宮
の
妃
を
言

う
場
合
と
が
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
誰
を
指
す
の
か
曖
昧
な
言
葉
で
あ

る
。
し
か
し

『
愚
見
抄
』
で
は
、
東
宮
は
陽
成
天
皇
を
指
す
言
葉
で
あ

る
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
「春
宮
の
女
御
」
は
陽
成

天
皇
の
母
、

つ
ま
り
二
条
の
后
と
比
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

む
か
し
、
東
宮
の
女
御
の
花
の
賀
に

女
御
は
、
二
条
の
后
也
。
陽
認
隷
ョ
融
融
嶽
職
当
が
切
悧
慰
「
町

剥
載
漱
野
郷
郷
獄
錢
、
御
月
融
当
ゴ
剛
Щ
資
０
お
メ
減
漁
躙
ヨ
ヨ
裂
刻

御
を
東
宮
の
女
御
と
申
侍
る
也
。
古
今
集
第

一
、
文
屋
や
す
秀

が
春
の
日
の
光
に
あ
た
る
と
よ
め
る
歌
の
詞
に
、
二
条
の
后
の

と
う
宮
の
み
や
す
ん
所
と
き
こ
え
け
る
時
、
と
か
け
り
。
み
や

す
ど
こ
ろ
は
、
女
御
の
御
事
な
り
。　
　
　
Ｓ
愚
見
抄
』
二
九
段
）

こ
の

「春
宮
の
女
御
」
は
、
冷
泉
家
流
古
注
で
も
二
条
の
后
が
あ
て

ら
れ
て
い
る
。

春
宮
ノ
女
御
ノ
花
ノ
賀
ト
ハ
、
二
条
后
、
春
宮
ノ
女
御
ノ
御
時
、

貞
観
七
年
二
月

二
、
大
原

ニ
テ
廿
ノ
御
賀
ア
リ
。

「大
原

ニ
テ
」
と
い
う
語
は
、
七
六
段
の

「大
原
や
小
塩
の
山
も
今

日
こ
そ
は
神
代
の
こ
と
も
思
ひ
い
づ
ら
め
」
の
歌
に
よ
る
言
葉
で
あ
る
。

七
六
段
に
は
、
「
む
か
し
、
二
条
の
后
の
、
ま
だ
春
宮
の
御
息
所
と
申

し
け
る
時
」
と
、
二
九
段
の

「春
宮
の
女
御
」
と
似
た
表
現
で
、
二
条

の
后
が
登
場
す
る
。
古
注
が
二
条
の
后
を
あ
て
て
い
る
の
は
、
七
六
段

か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

現
在
で
も

「春
宮
の
女
御
」
は
二
条
の
后
の
こ
と
と
し
て
解
釈
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
二
九
段
に
付
さ
れ
た
勘
物
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

『
愚
見
抄
』
の
波
線
部
で
も
二
九
段
の
勘
物
と

一
致
す
る
内
容
が
見
ら



れ
る
が
、
こ
れ
は
二
条
の
后

へ
の
注
釈
で
あ
り
、
勘
物
に
依
拠
し
て
人

物
比
定
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
果
的
に
古
注
も
現
在
の

解
釈
も

『
愚
見
抄
』
と

一
致
し
て
二
条
の
后
を
あ
て
る
が
、
そ
れ
は
結

果
で
あ
り
、
『
愚
見
抄
』
が
二
条
の
后
と
比
定
す
る
の
は
、
独
自
の
方

法
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の

『
愚
見
抄
』
に
お
け
る
、
『
伊
勢
物
語
』
の

「帝
」

は

「清
和
天
皇
」
と
捉
え
る
解
釈
に
よ
る
人
物
比
定
は
、
物
語
か
ら
人

名
が
分
か
る
場
合
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
六
五
段
を
見
て

い
′
ゝ

む
か
し
、
お
ほ
や
け
お
ぼ
し
て
使
う
た
ま
ふ
女
の
、
色
許
さ
れ

た
る
あ
り
け
り
。
大
御
息
所
と
て
い
ま
す
か
り
け
る
い
と
こ
な
り

け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（六
五
段
）

「大
御
息
所
」
は
、
天
皇

の
母
を
指
す
た
め
、
『
愚
見
抄
』
で
は
、

「大
み
や
す
所
と
は
、
染
殿
の
后
を
申
也
」
と
、
染
殿
の
后
が
比
定
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
六
五
段
に
は
、
段
末
に
次
の
よ
う
な

一
文

が
あ
る
。水

の
尾
の
御
時
な
る
べ
し
。
大
御
息
所
も
染
殿
の
后
な
り
。
五

条
の
后
と
も
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（六
五
段
）

大
御
息
所
に
対
し
て
、
染
殿
の
后

（藤
原
明
子
）
と
す
る
説
の
他
に
、

五
条
の
后

（藤
原
順
子
）
と
す
る
説
も
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
『
伊
勢
物
語
』
の

「帝
」
を

「清
和
天
皇
」
と
捉
え
る

『
愚

見
抄
』
に
お
い
て
は
、
こ
の

「大
御
息
所
」
が
文
徳
天
皇
の
母
で
あ
る

「
五
条
の
后
」
を
指
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
た

め
、
『
愚
見
抄
』
は
、
染
殿
の
后
の
別
称
が
五
条
の
后
で
あ
る
と
理
解

す
る
。
そ
し
て
、
「染
殿
の
后
」
の
名
が
初
め
て
登
場
す
る
四
段

の

「大
后
の
宮
」
に
対
す
る
注
釈
部
分
で
、
染
殿
の
后
に
関
す
る
情
報
と

し
て
、
こ
の

一
文
を
盛
り
込
む
の
で
あ
る
。

昔
、
東
の
五
條
に
、
お
ほ
き
さ
い
の
宮
お
は
し
ま
し
け
る
。

お
ほ
き
さ
い
の
宮
と
は
、
皇
太
后
也
。
天
子
の
母
を
申
詞
也
。

こ
ゝ
に
は
①
染
殿
の
后
藤
原
明
子
の
事
を
い
へ
り
。
太
政
大
臣

良
房
公
の
御
む
す
め
、
文
徳
天
皇
東
宮
の
御
時
、
女
御
に
そ
な

は
り
給
ふ
。
嘉
祥
三
年
正
月
、
天
皇
位
に
つ
か
せ
給
ふ
。
そ
の

二
月
に
清
和
天
皇
う
ま
れ
さ
せ
給
ふ
。
天
安
二
年
十

一
月
に
中

宮
と
申
。
御
年
二
十

一
。
貞
観
六
年
正
月
皇
太
后
に
た
ち
給
。

そ
の
ゝ
ち
、
元
慶
六
年
陽
成
天
皇
御
位
に
つ
か
せ
給
て
、
天
皇

の
祖
母
に
な
ら
せ
給

へ
ば
、
太
皇
太
后
と
申
也
。
か
く
て
昌
泰

三
年
五
月
十
三
日
崩
御
、
御
年
七
十
三
。
②
染
殿
の
后
と
申
。

又
五
条
の
后
と
も
申
す
。
③
閑
院
左
大
臣
御
女
順
子
を
も
五
條

の
后
と
申
。
同
御
所
に
す
み
給

へ
る
故
也
。
今
愚
見
抄
』
四
段
）

染
殿
の
后
と
五
条
の
后
が
別
人
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
、
兼
良
も
当

然
知

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
染
殿
の
后
は
藤
原
明
子
を
指
す
こ
と

（①
）
を
述
べ
、
六
五
段
の
段
末
の

一
文
に
あ

っ
た
情
報

（②
）
を
加
え

た
後
、
続
け
て
、
藤
原
順
子
も
五
条
の
后
と
言
う
が
、
そ
れ
は
同
じ
東

の
五
条
を
御
所
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る

（③
）
と
注
釈
を
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
『
愚
見
抄
』
で
は
、
章
段
が
離
れ
て
い
て
も
、
「染
殿
の

后
」
と
い
う
人
物
の
情
報
と
し
て
六
五
段
の

一
文
を
四
段
の
注
釈
に
加



え
、
そ
れ
に
よ
り

「染
殿
の
后
」
イ
コ
ー
ル

「
五
条
の
后
」
と
い
う
理

解
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
「染
殿
の
后
」
イ
コ
ー
ル

「
五
条
の
后
」

と
捉
え
る
理
解
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の

「帝
」
を

「
清
和
天
皇
」
と
捉

え
る
解
釈
が
、
『
愚
見
抄
』
の
根
底
に
あ

っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

『伊
勢
物
語
』
の

「帝
」
は

「清
和
天
皇
」
と
い
う
解
釈
に
よ
る
人

物
比
定
の
方
法
は
、
斎
宮
章
段
に
も
及
ぶ
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
伊
勢
の
国
に
狩
の
使
に
行

き
け
る
に
、
か
の
伊
勢
の
斎
宮
な
り
け
る
人
の
親
、
「常
の
使
よ

り
は
、
こ
の
人
よ
く
い
た
は
れ
」
と
言
ひ
や
れ
り
け
れ
ば
、
…
…

（六
九
段
）

こ
の
斎
宮
は
、
段
末
に

「斎
宮
は
、
水
の
尾
の
御
時
、
文
徳
天
皇
の

御
む
す
め
、
惟
喬
の
親
王
の
妹
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
悟
子
内
親
王
で

あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
、
『
愚
見
抄
』
で
は
、
『
伊
勢
物
語
』

で

「
斎
宮
」
と
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
清
和
天
皇
の
代
の
斎
宮
、

つ
ま
り
悟

子
内
親
王
を
指
す
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
六
九
段
の
傍
線
部

に
対
す
る

『
愚
見
抄
』
の
記
述
か
ら
も
、
敢
え
て

「伊
勢
の
斎
宮
」
に

対
し
て
人
物
比
定
を
す
る
と
い
う
態
度
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

か
の
い
せ
の
斎
宮
な
り
け
る
人
の
お
や
、

悟
子
内
親
王
は
文
徳
天
皇
の
御
女
。
母
は
正
四
位
下
名
虎
が
女

紀
静
子
と
い
へ
り
。
こ
れ
た
か
の
親
王
と
同
母
也
。

合
愚
見
抄
』
六
九
段
）

『
伊
勢
物
語
』
に

「斎
宮
」
が
登
場
す
る

一
〇
二
段

。
一
〇
四
段
を
、

『
愚
見
抄
』
で
は
清
和
天
皇
の
代
の
斎
宮
、

つ
ま
り
悟
子
内
親
王
の
こ

と
と
判
断
し
て
、
た
だ

「斎
宮
」
と
の
み
注
記
し
て
比
定
す
る
。
し
か

し
、
「斎
宮
」
が
登
場
す
る
章
段
を
、
す
べ
て
悟
子
内
親
王
の
こ
と
と

し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
『
伊
勢
物
語
』
の
記
述
と
の
間
に
胡
館
を
き
た

し
て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。　
一
〇
二
段
が
そ
れ
で
あ
る
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
歌
は
よ
ま
ざ
り
け
れ
ど
、
世
の
中
を

思
ひ
知
り
た
り
け
り
。
あ
て
な
る
女
の
、
尼
に
な
り
て
、
世
の
中

を
思
ひ
う
む
じ
て
、
京
に
も
あ
ら
ず
、
は
る
か
な
る
山
里
に
住
み

け
り
。
も
と
親
族
な
り
け
れ
ば
、
よ
み
て
や
り
け
る
、

そ
む
く
と
て
雲
に
は
乗
ら
ぬ
も
の
な
れ
ど
世
の
憂
き
こ
と
ぞ

よ
そ
に
な
る
て
ふ

と
な
む
言
ひ
や
り
け
る
。

斎
宮
の
宮
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

０
二
段
）

「
も
と
親
族
な
り
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
「斎
宮
」
を
悟
子
内
親
王

と
す
る

『
愚
見
抄
』
の
解
釈
か
ら
で
は
、
業
平
と
悟
子
内
親
王
が
、
も

と
も
と
身
内
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、

『
愚
見
抄
』
は
、
次
の
よ
う
に
注
記
し
、
事
実
と
の
胡
掘
を
回
避
す
る
。

も
と
し
ぞ
く
な
り
け
れ
ば
、
よ
み
て
や
り
け
る
。

も
と
し
り
た
る
女
に
て
あ
れ
ど
も
、
は
ゞ
か
り
あ
る
に
よ
り
て
、

親
ぞ
く
に
て
あ
る
人
と
か
き
な
し
た
り
。
し
ぞ
く
は
親
族
な
り
。

‥
…
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翁
愚
見
抄
』

一
〇
二
段
）

こ
こ
の

「
あ
て
な
る
女
」
「斎
宮
の
宮
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、
業
平
と

密
通
を
し
た
斎
宮
と
同

一
人
物
で
あ
る
。
業
平
が
斎
宮
の
も
と
に
歌
を
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お
く
る
理
由
と
し
て
、
斎
宮
と
恋
愛
関
係
で
あ

っ
た
こ
と
を
言
う
の
は

「
は
ゞ
か
り
」
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
『
愚
見
抄
』
に
は
、
「
も
と
親
族

な
り
け
れ
ば
」
と
し
て

『伊
勢
物
語
』
が

「
か
き
な
し
て
い
る
」
の
だ

と
、
事
実
と
の
整
合
性
を
は
か
る
注
記
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
見
た
六
五
段
の

「大
御
息
所
も
染
殿
の
后
な
り
。
五
条
の
后
と

も
」
と
い
う

一
文
が
、
染
殿
の
后

へ
の
補
足
情
報
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
も
併
せ
、
『
愚
見
抄
』
に
お
け
る

『
伊
勢
物
語
』
の

「帝
」

を

「清
和
天
皇
」
と
す
る
見
方
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
記
述
よ
り
も
優

先
さ
れ
る
、
『
愚
見
抄
』
の
注
釈
態
度
の
基
盤
を
成
す
も
の
で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

四
、
物
語
解
釈
に
よ
る
人
物
比
定

『
愚
見
抄
』
で

「斎
宮
」
と
比
定
し
て
い
る
箇
所
が
、
も
う

一
つ
あ

る
。
次
の
七
二
段
が
そ
れ
で
あ
る
。

む
か
し
、
男
、
伊
勢
の
国
な
り
け
る
女
、
ま
た
え
あ
は
で
、
と

な
り
の
国

へ
行
く
と
て
、
い
み
じ
う
恨
み
け
れ
ば
、
女
、

大
淀
の
松
は
つ
ら
く
も
あ
ら
な
く
に
う
ら
み
て
の
み
も
か

へ

る
浪
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（七
二
段
）

こ
こ
に
は

「斎
宮
」
の
語
は
無
く
、
た
だ

「
伊
勢

の
国
な
り
け
る

女
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
女
を

「斎
宮
」
と
す
る
根
拠
は
ど
こ

に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
愚
見
抄
』
の
注
釈
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

伊
勢
国
な
り
け
る
女
、
又
え
あ
は
で
と
な
り
の
く
に
へ
い
く
と

て
、

女
は
斎
宮
を
申
。
と
な
り
の
国
は
尾
張
の
く
に
也
。

合
愚
見
抄
』
七
二
段
）

「伊
勢
の
国
な
り
け
る
女
」
を

「斎
宮
」
と
比
定
し
た
後
に
、
「
と
な

り
の
国
」
を

「
尾
張
の
く
に
」
と
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も

ま
た
物
語
に
は
無
い
情
報
で
あ
る
。
七
二
段
に
は
、
伊
勢
の
国
の
女
性

と
再
会
で
き
ず
に
、
隣
国

へ
と
旅
立

つ
際
に
、
女
を
た
い
そ
う
恨
む
男

が
登
場
し
て
い
る
が
、
伊
勢
の
国
に
い
る
女
性
に
再
び
会
う
こ
と
な
く
、

隣
の
国

へ
と
旅
立

つ
男
の
姿
は
、
六
九
段
の
後
半
部
に
も
見
る
こ
と
が

で
き
る
。野

に
あ
り
て
、
心
は
そ
ら
に
て
、
今
宵
だ
に
人
し
ず
め
て
、
い

と
と
く
あ
は
む
と
思
ふ
に
、
国
の
守
、
斎
の
宮
の
頭
か
け
た
る
、

狩
の
使
あ
り
と
聞
き
て
、
夜

一
夜
酒
飲
み
し
け
れ
ば
、
も
は
ら
あ

ひ
ご
と
も
え
せ
で
、
明
け
ば
尾
張
の
国

へ
立
ち
な
む
と
す
れ
ば
、

男
も
人
知
れ
ず
血
の
涙
を
流
せ
ど
、
え
あ
は
ず
。
　

　

（六
九
段
）

六
九
段
後
半
部
に
は
、
斎
宮
と
の
夢
か
現
か
分
か
ら
な
い

一
夜
の
た

め
、
心
が
上
の
空
に
な

っ
て
い
る
男
が
、
翌
日
も
斎
宮
と
再
会
を
希
求

す
る
が
、
そ
の
願
望
は
叶
わ
ず
、
尾
張
の
国

へ
と
悲
し
み
な
が
ら
旅
立

つ
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
六
九
段
後
半
部
と
七
二
段
に
は
、
女
に
再
会

で
き
ず
に
男
は
隣
国

へ
と
旅
立

つ
と
い
う
点
が
共
通
し
て
お
り
、
ま
た
、

七
二
段
の
ひ
ど
く
女
を
恨
む
男
の
姿
と
、
六
九
段
の
血
の
涙
を
流
す
ほ

ど
悲
じ
む
男
の
姿
に
は
、
ど
ち
ら
も
会
え
な
い
女

へ
の
思
慕
が
看
取
で

き
る
。

七
二
段
の

「
と
な
り
の
国
」
に

「尾
張
の
く
に
」
と
い
う
注
記
が
あ
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る
こ
と
よ
り
、
『
愚
見
抄
』
で
、
七
二
段
の
解
釈
に
六
九
段
が
重
ね
合

わ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
『
愚
見
抄
』
は
、
六
九
段
を

根
拠
に
、
七
二
段
の

「伊
勢
の
国
な
り
け
る
女
」
を

「斎
宮
」
と
比
定

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
物
語
中
に

「斎
宮
」
と
い
う
言

葉
が
な
く
と
も
、
物
語
の
解
釈
か
ら
関
連
す
る
章
段
を
通
し
て
人
物
比

定
を
す
る
方
法
が

『
愚
見
抄
』
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
逆
に
、
「斎
宮
」
の
よ
う
に
、
人
物
比
定
の
鍵
と
な
る
言

葉
が
物
語
中
に
見
ら
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
人
物
比
定
が
行
わ
れ
て
い

な
い
場
合
が
あ
る
。
小
野
小
町
に
関
す
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

ま
ず
、
『
愚
見
抄
』
で

「小
野
小
町
」
の
名
が
初
め
て
登
場
す
る
二

五
段
を
見
て
み
よ
う
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
あ
は
じ
と
も
言
は
ざ
り
け
る
女
の
、

さ
す
が
な
り
け
る
が
も
と
に
、
言
ひ
や
り
け
る
、

秋
の
野
に
笹
分
け
し
朝
の
袖
よ
り
も
あ
は
で
寝
る
夜
ぞ
ひ
ち

ま
さ
り
け
る

色
好
み
な
る
女
、
返
し
、

み
る
め
な
き
わ
が
身
を
浦
と
知
ら
ね
ば
や
離
れ
な
で
海
人
の

足
た
ゆ
く
来
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（二
五
段
）

『
愚
見
抄
』
で
は
、
「
あ
は
じ
と
も
言
は
ざ
り
け
る
女
の
、
さ
す
が
な

り
け
る
」
女
に
対
し
て
、
「此
女
は
小
野
小
町
也
。
古
今
集
に
み
え
た

り
」
と
、
『
古
今
集
』
を
根
拠
に
小
野
小
町
と
比
定
す
る
。
そ
し
て
、

物
語
で
は
、
「色
好
み
な
る
女
」
の
返
歌
と
し
て
、
小
野
小
町
の
歌
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
か
、
『
愚
見
抄
』
は
、
基
本
的
に

〈色
好
み
な

る
女
〉
に
、
小
野
小
町
を
比
定
す
る
よ
う
で
あ
る
。

二
五
段
以
外
に
小
野
小
町
と
比
定
さ
れ
る
章
段
は
、
二
八
段

。
四
二

段
で
あ
る
が
、
両
章
段
と
も

〈色
好
み
な
る
女
〉
が
登
場
す
る
。
と
こ

ろ
で
、
『
伊
勢
物
語
』
に
は
、
も
う

一
つ
、
三
七
段
に

〈色
好
み
な
る

女
〉
が
登
場
す
る
。
し
か
し
、
『
愚
見
抄
』
は
、
そ
の
女
に
対
し
て
小

野
小
町
と
は
比
定
し
な
い
。
三
七
段
を
見
て
み
よ
う
。

む
か
し
、
男
、
色
好
み
な
り
け
る
女
に
あ
へ
り
け
り
。
う
し
ろ

め
た
く
や
思
ひ
け
む
、

わ
れ
な
ら
で
下
紐
解
く
な
あ
さ
が
ほ
の
夕
影
待
た
ぬ
花
に
は

あ
り
と
も

返
し
、ふ

た
り
し
て
む
す
び
し
紐
を
ひ
と
り
し
て
あ
ひ
見
る
ま
で
は

解
か
じ
と
ぞ
思
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（三
七
段
）

三
七
段
の
女
の
詠
歌
と
、
二
五
段
の
女
の
詠
歌
を
比
較
し
て
み
る
と
、

同
じ

〈色
好
み
な
る
女
〉
の
詠
歌
で
あ

っ
て
も
、
そ
こ
に
は
大
き
な
違

い
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
二
五
段
の
女
の
詠
歌
に
つ
い
て
の
注
釈
を
見

て
み
よ
う
。

み
る
め
な
き
わ
が
身
を
浦
と
知
ら
ね
ば
や
離
れ
な
で
海
人
の
足
た

ゆ
く
来
る

小
町
が
歌
也
。
此
我
身
は
、
男
の
身
を
い
ふ
。
女
に
あ
ふ
事
も

な
き
我
身
を
う
ら
め
し
と
も
思
は
ず
し
て
、
か
れ
な
で
し
げ

く
ゝ
る
、
と
よ
め
る
也
。
み
る
め
と
い
ひ
う
ら
と
い
ひ
あ
ま
な

ど
い
ふ
は
み
な
海
辺
の
縁
の
詞
也
。
あ
し
た
ゆ
く
は
、

つ
よ
く



あ
ゆ
め
ば
、
あ
し
が
た
ゆ
く
な
る
故
に
、
か
く
い
へ
り
。
こ
れ

は
男
に
我
身
を
う
し
と
思

へ
と
い
へ
る
歌
也
。

「
愚
見
抄
』
二
五
段
）

歌
の

「我
が
身
」
は
男
の
身
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
、
歌
の
解
釈
を

し
た
後
、
「
こ
れ
は
男
に
我
身
を
う
し
と
思

へ
と
い
へ
る
歌
也
」
と
注

記
す
る
。
男
に

「
う
し
と
思

へ
」
と
い
う
歌
を
返
す
の
は
、
「
あ
は
じ

と
も
言
は
ざ
り
け
る
女
の
、
さ
す
が
な
り
け
る
」
女
に
ふ
さ
わ
し
い
詠

み
ぶ
り
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

一
方
、
三
七
段
の
女
が
詠
ん
だ
歌
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
注
釈

し
て
い
る
。

ふ
た
り
し
て
む
す
び
し
紐
を
ひ
と
り
し
て
あ
ひ
見
る
ま
で
は
解
か

じ
と
ぞ
思
ふ

男
女
ふ
た
り
し
て
む
す
び
し
ひ
も
な
れ
ば
、
君
に
あ
ひ
み
ざ
ら

ん
あ
ひ
だ
は
ひ
と
り
し
て
は
と
く
ま
じ
き
と
領
状
し
た
る
歌
也
。

「
愚
見
抄
』
三
七
段
）

歌
の
解
釈
を
し
た
後
、
「領
状
し
た
る
歌
也
」
と
、
女
の
詠
歌
は
男

の
要
望
を
承
諾
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
同
じ

〈色
好
み
な
る

女
〉
で
あ

っ
て
も
、
三
七
段
の
女
の
歌
と
、
二
五
段
の
女
の
歌
と
で
は
、

そ
の
内
容
は
対
照
的
で
あ
る
。
男
に

「
う
し
と
思

へ
」
と
詠
む
二
五
段

の
女
と
、
男
の
要
望
を
承
諾
す
る
三
七
段
の
女
は
、
同
じ

〈色
好
み
な

る
女
〉
で
あ

っ
て
も
、
歌
の
解
釈
を
通
し
て
見
る
と
、
同

一
人
物
と
は

考
え
に
く
い
。
そ
れ
故
、
『
愚
見
抄
』
で
は
、
三
七
段
の
女
を

「小
野

小
町
」
と
比
定
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
愚
見

抄
』
で
は
、
物
語
中
に

「
色
好
み
」
と
い
う
言
葉
が
あ

っ
て
も
、
物
語

の
解
釈
を
通
し
て
、
小
野
小
町
と
比
定
し
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
次
に
挙
げ
る
六
〇
段
に
は

〈色
好
み
な
る
女
〉
と
い
う
言
葉

は
物
語
中

に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
『
愚
見
抄
』
は

「或
説
」
と
し
て

「小
野
小
町
」
と
比
定
す
る
古
注
を
引
用
し
て
い
る
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
宮
仕

へ
い
そ
が
し
く
、
心
も
ま
め
な

ら
ざ
り
け
る
ほ
ど
の
家
刀
自
、
ま
め
に
思
は
む
と
い
ふ
人
に
つ
き

て
、
人
の
国

へ
い
に
け
り
。

五
月
待

つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
む
か
し
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す

る

と
言
ひ
け
る
に
ぞ
、
思
ひ
い
で
て
、
尼
に
な
り
て
山
に
入
り
て
ぞ

あ
り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（六
〇
段
）

「
ま
め
に
思
は
む
と
い
ふ
人
に
つ
き
て
、
人
の
国

へ
」
と
去

っ
た
女

は
、
さ
ら
に

「
五
月
待

つ
」
の
歌
を
き

っ
か
け
に
、
尼
と
な

っ
て
山
寺

に
こ
も

っ
て
し
ま
う
。
三
度
も
男
の
も
と
か
ら
去

っ
た
こ
の
女
に
つ
い

て
、
『
愚
見
抄
』
は
人
物
比
定
を
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り

「小

野
小
町
」
と
す
る
古
注

へ
の
関
心
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。

と
い
ひ
け
る
に
ぞ
お
も
ひ
出
て
あ
ま
に
な
り
て
山
に
入
て
ぞ
あ
り

け
る
。

此
女
、
も
と
の
お
と
こ
に
あ
ひ
て
お
も
な
く
思
て
、
あ
ま
に
な

り
て
山
に
こ
も
れ
る
也
。
或
説
に
、
小
野
小
町
、
大
江
惟
章
が

妻
に
な
り
て
筑
紫

へ
く
だ
り
け
る
が
、
の
ち
に
尼
に
な
り
て
あ

ふ
み
の
関
寺
の
あ
た
り
に
あ
り
け
る
を
、
山
に
入
と
い
ふ
と
い
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へ
り
。
猶
た
づ
ぬ
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
「
愚
見
抄
』
六
〇
段
）

「猶
た
づ
ぬ
べ
し
」
と
古
注
の
説
に
対
し
て
典
拠
を
求
め
よ
う
と
し

て
い
る
。
こ
の
関
心
に
は
、
二
八
段
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

む
か
し
、
色
好
み
な
り
け
る
女
、
い
で
て
い
に
け
れ
ば
、

な
ど
て
か
く
あ
ふ
ご
か
た
み
に
な
り
に
け
む
水
も
ら
さ
じ
と

む
す
び
し
も
の
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（二
八
段
）

二
八
段
の

〈色
好
み
な
る
女
〉
は
、
六
〇
段
と
同
じ
く
男
の
も
と
か

ら
去
る
女
で
あ
る
。
ま
た
、
二
八
段
の

〈色
好
み
な
る
女
〉
は
、
二
五

段
の
よ
う
に
男
を
翻
弄
す
る
女
で
あ
り
、
『
愚
見
抄
』
で
は
小
野
小
町

と
比
定
さ
れ
て
い
る
。
先
に
、
斎
宮
の
章
段
で
、
「斎
宮
」
と
い
う
言

葉
が
物
語
中
に
無
く
と
も
、
類
似
し
た
章
段
と
関
連
づ
け
て
人
物
比
定

を
す
る
方
法
を
確
認
し
た
が
、
六
〇
段
で
も
、
「色
好
み
」
と
い
う
言

葉
が
無
く
と
も
、
男
の
も
と
を
去
る
女
と
い
う
共
通
点
を
有
す
る
二
八

段
と
関
連
づ
け
、
六
〇
段
の
女
を

「小
野
小
町
」
と
比
定
す
る
古
注
の

説
に
強
い
関
心
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
男
を
翻
弄
す
る

〈色
好
み
な
る
女
〉
が

『
愚
見
抄
』

に
お
け
る

「小
野
小
町
」
で
あ
り
、
男
に
領
状
す
る
歌
を
詠
む
三
七
段

の
女
は
、
小
野
小
町
で
は
あ
り
得
ず
、
ま
た
六
〇
段
の
女
の
よ
う
に
男

の
も
と
か
ら
去
る
女
は
、
古
注
が
示
す
と
お
り
小
野
小
町
か
も
し
れ
な

い
と
兼
良
に
思
わ
せ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
『
愚
見
抄
』
で
は
六
〇

段
の
女
に
人
物
比
定
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
物
語
の
解
釈
か
ら
関
連

す
る
章
段
を
通
し
て
人
物
比
定
を
し
よ
う
と
い
う

『
愚
見
抄
』
の
注
釈

過
程
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
。

『
愚
見
抄
』
は
、
「斎
宮
」
や

〈色
好
み
な
る
女
〉
と
い
う
人
物
を
示

す
鍵
と
な
る
言
葉
も
手
が
か
り
に
物
語
の
記
述
に
沿

っ
て
人
物
比
定
を

す
る
だ
け
で
な
く
、
兼
良
自
身
に
よ
る
物
語
の
解
釈
か
ら
、
関
連
す
る

章
段
を
通
し
て
人
物
比
定
を
す
る
こ
と
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
勅
撰
集
に
よ
る
比
定

『
愚
見
抄
』
が

〈色
好
み
な
る
女
〉
を

「小
野
小
町
」
と
し
て
い
た

の
は
、
二
五
段
の
女
の
詠
歌
が

『
古
今
集
』
よ
り
小
野
小
町
と
判
明
し

た
か
ら
で
あ

っ
た
。
小
野
小
町
の
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』
に
実
名
が

見
ら
れ
な
く
と
も
、
『古
今
集
』
か
ら
人
物
が
判
明
す
る
場
合
が
あ
る
。

一
九
段
を
見
て
い
こ
う
。

む
か
し
、
男
、
宮
仕

へ
じ
け
る
女
の
方
に
、
御
達
な
り
け
る
人

を
あ
ひ
知
り
た
り
け
る
、
ほ
ど
も
な
く
離
れ
に
け
り
。
同
じ
所
な

れ
ば
、
女
の
目
に
は
見
ゆ
る
も
の
か
ら
、
男
は
、
あ
る
も
の
か
と

も
思
ひ
た
ら
ず
。
女
、

天
雲
の
よ
そ
に
も
人
の
な
り
ゆ
く
か
さ
す
が
に
目
に
は
見
ゆ

る
も
の
か
ら

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
男
、
返
し
、

天
雲
の
よ
そ
に
の
み
し
て
経
る
こ
と
は
わ
が
ゐ
る
山
の
風
は

や
み
な
り

と
よ
め
り
け
る
は
、

ま
た
男
あ
る
人
と
な
む
い
ひ
け
る
。

（
一
九
段
）

「御
達
な
り
け
る
人
」
を
、
『
愚
見
抄
』
で
は
、
「此
ご
た
ち
は
紀
有
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常
が
女
な
り
。
古
今
集
第
十
五
の
巻
に
み
え
た
り
」
と
、
『古
今
集
』

よ
り
紀
有
常
女
と
比
定
す
る
。
『古
今
集
』
（巻
十
五

・
恋
五

・
七
八
四
・

七
八
五
）
に
は
次
の
よ
う
に
紀
有
常
女
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

ヽ

引

む
る
こ
と
あ
り
て
、
し
ば
し
の
あ
ひ
だ
ひ
る
は
き
て
よ
さ
り

は
か
へ
り
の
み
し
け
れ
ば
よ
み
て
つ
か
は
じ
け
る

あ
ま
雲
の
よ
そ
に
も
人
の
な
り
ゆ
く
か
さ
す
が
に
め
に
は
見
ゆ
る

も
の
か
ら

返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
平
朝
臣

ゆ
き
か
へ
り
そ
ら
に
の
み
し
て
ふ
る
事
は
わ
が
ゐ
る
山
の
風
や
は

み
な
り

『
古
今
集
』
の
詞
書
と

『
伊
勢
物
語
』
と
で
は
、
設
定
に
若
干
の
相

違
が
見
ら
れ
る
が
、
詞
書
の

「
う
ら
む
る
こ
と
あ
り
て
」
の
内
容
は

一

九
段
の

「
ま
た
男
あ
る
人
と
な
む
い
ひ
け
る
」
と
解
釈
で
き
る
。
両
者

の
内
容
は
饂
橋
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「御
達
な
り
け
る
人
」

へ
の
比

定
は

『古
今
集
』
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
て
も
、
物
語
の
記
述
と
整
合
性

が
と
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

次
に
挙
げ
る
六
五
段
も
、
『古
今
集
』
に
よ
る
人
物
比
定
が
行
わ
れ

て
い
る
。む

か
し
、
お
ほ
や
け
お
ぼ
し
て
使
う
た
ま
ふ
女
の
、
色
許
さ
れ

た
る
あ
り
け
り
。
大
御
息
所
と
て
い
ま
す
か
り
け
る
い
と
こ
な

り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（六
五
段
）

傍
線
部
の

「
お
ほ
や
け
お
ぼ
し
て
使
う
た
ま
ふ
女
」
は
、
古
注
で
は

波
線
部
を
根
拠
に
二
条
の
后
と
比
定
す
る
。
し
か
し
、
『
愚
見
抄
』
で

は
、
次
の
よ
う
に

『伊
勢
物
語
』
に
実
名
が
見
ら
れ
な
い
人
物
を
比
定

す
る
。む

か
し
、
お
ほ
や
け
お
ぼ
し
て
つ
か
う
た
ま
ふ
女
の
、
色
ゆ
る
さ

れ
た
る
あ
り
け
り
。

此
女
は
典
侍
藤
原
直
子
と
い
ふ
人
な
り
。
染
殿
の
后
の
御
い
と

こ
な
り
け
り
。
御
門
の
御
気
色
よ
く
て
色
を
ゆ
る
さ
れ
た
る
女

一房
の
衣
に
あ
や
を
り
物
な
ど
を
き
た
る
を
ば
、
禁
色
を
ゆ
る
さ

る
ヽ
と
い
ふ
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
愚
見
抄
』
六
五
段
）

『
愚
見
抄
』
が

「典
侍
藤
原
直
子
」
と
比
定
す
る
根
拠
は
、
女
が
詠

ん
だ

「海
人
の
刈
る
藻
に
住
む
虫
の
わ
れ
か
ら
と
音
を
こ
そ
泣
か
め
世

を
ば
恨
み
じ
」
の
歌
が
、
『古
今
集
』
（巻
十
五

・
恋
五

・
八
〇
七
）
に

「題
し
ら
ず

ｏ
典
侍
藤
原
直
子
朝
臣
」
の
歌
と
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
『
愚
見
抄
』
に
は
、
こ
の
歌

へ
の
注
釈
に

「此
歌
、
古

今
第
十
五
、
典
侍
藤
原
直
子
朝
臣
の
歌
也
」
と
あ
り
、
『
古
今
集
』
か

ら
人
物
比
定
を
行

っ
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。

染
殿
の
后
の
い
と
こ
で
あ
る

「
お
ほ
や
け
お
ぼ
し
て
使
う
た
ま
ふ

女
」
に
対
し
て
、
『古
今
集
』
か
ら
の
人
名
を
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る

方
法
は
、　
一
見
す
る
と
強
引
な
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
兼
良
は
、

『古
今
集
』
よ
り

「典
侍
藤
原
直
子
朝
臣
」
を
比
定
し
、
さ
ら
に
、
波

線
部
の
物
語
に
示
さ
れ
る
情
報
を
注
釈
に
盛
り
込
ん
だ
だ
け
で
あ
る
。

注
釈
部
分
か
ら
波
線
部
を
除
け
ば
、
『
愚
見
抄
』
で
は
、
「
お
ほ
や
け
お

ぼ
し
て
使
う
た
ま
ふ
女
の
、
色
許
さ
れ
た
る
」
人
は
、
禁
色
を
許
さ
れ



た
女
房
だ
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
禁
色
を
許
さ
れ
る
女
房
に

対
し
て
、
「典
侍
」
で
あ
る
藤
原
直
子
を
あ
て
る
こ
と
は
、
強
引
な
人

物
比
定
だ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
『
古
今
集
』
に
よ
る
人
物
比
定
で

あ

っ
て
も
、
物
語
の
記
述
内
容
や
、
注
釈
内
容
と
の
整
合
性
は
と
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

『
古
今
集
』
に
あ

っ
て
も
、
物
語
の
内
容
と
合
わ
な
け
れ
ば
、
人
物

比
定
が
行
わ
れ
な
い
例
も
あ
る
。　
一
一
五
段
を
見
て
み
よ
う
。

む
か
し
、
陸
奥
に
て
、
男
、
女
、
住
み
け
り
。
男
、
「都

へ
い

な
む
」
と
言
ふ
。
こ
の
女
、
い
と
か
な
し
う
て
、
馬
の
は
な
む
け

を
だ
に
せ
む
と
て
、
お
き
の
ゐ
て
、
都
島
と
い
ふ
所
に
て
、
酒
飲

ま
せ
て
よ
め
る
、

お
き
の
ゐ
て
身
を
や
く
よ
り
も
か
な
し
き
は
都
島
辺
の
別
れ

な
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
五
段
）

こ
の
歌
は
、
『
古
今
集
』
（巻
十

。
物
名

・
一
一
〇
四

（墨
滅
歌
と

に
は

次
の
よ
う
に
あ
る
。

お
き
の
ゐ
、
み
や
こ
じ
ま
　
　
　
　
　
　
　
を
の
の
こ
ま
ち

お
き
の
ゐ
て
身
を
や
く
よ
り
も
か
な
し
き
は
宮
こ
し
ま
べ
の
わ
か

れ
な
り
け
り

も
ち
ろ
ん
、
兼
良
も

『古
今
集
』
に
小
野
小
町
の
歌
と
し
て
所
収
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、　
一
一
五
段
の
女
に
小
野

小
町
は
比
定
さ
れ
て
い
な
い
。

お
き
の
ゐ
て
身
を
や
く
よ
り
も
か
な
し
き
は
み
や
こ
し
ま
べ
の
別

な
り
け
り

此
歌
は
、
古
今
集
、
京
極
中
納
言
の
本
に
、
以
墨
滅
歌
の
中
に

物
名
の
部
に
の
せ
た
り
。
小
野
小
町
が
歌
と
み
え
た
り
。
歌
の

心
は
、
お
き
の
ゐ
て
は
、
炭
火
の
を
き
の
我
身
に
つ
き
た
る
心

也
。
さ
て
、
み
や
こ
じ
ま
の

一
句
、
物
の
名
と
も
き
こ
え
ず
。

今
案
に
、
都
と
嶋
べ
と
の
別
、
い
づ
れ
も
か
な
し
き
と
い
ふ
心

に
と
り
な
し
て
、
物
の
名
を
か
く
し
た
る
と
い
ふ
べ
き
に
や
。

た
と

へ
ば
、
み
や
こ
へ
の
ぼ
る
人
と
、
嶋
べ
に
と
ま
る
人
の
離

別
は
、
お
な
じ
か
な
し
さ
と
い
ふ
心
な
る
べ
し
。
小
野
小
町
と

中
将
と
、
奥
州

へ
く
だ
り
て
別
べ
き
事
は
お
ぼ

つ
か
な
し
。
こ

れ
は
た
ゞ
物
の
名
に
読
た
る
歌
を
、
奥
州
に
て
よ
め
る
や
う
に
、

此
物
が
た
り
に
か
き
な
を
せ
る
に
ぞ
あ
る
べ
き
。

（
愚
見
抄
』

一
一
五
段
）

兼
良
に
と

っ
て
、
〈色
好
み
な
る
女
〉
と
し
て
登
場
す
る
小
野
小
町

が
、
業
平
と
奥
州

へ
と
下
り
、
そ
こ
で
別
れ
た
と
い
う
話
は
、
不
審
な

も
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
『
愚
見
抄
』
で
は
、
こ
れ
は
た
だ
物
の
名

に
寄
せ
て
詠
ん
だ
歌
を
、
奥
州
で
詠
ん
だ
よ
う
に

『伊
勢
物
語
』
が
書

き
直
し
て
い
る
の
だ
と
し
、
小
野
小
町
と
は
比
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『伊
勢
物
語
』
の
解
釈
と

一
致
し
な
い
場
合
は
、
『古
今

集
』
か
ら
詠
者
が
分
か
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
を
根
拠
に
人

物
比
定
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
『
愚
見
抄
』

で
は
、
勅
撰
集
の
詠
者
か
ら
人
物
を
比
定
す
る
よ
り
も
、
物
語
の
記
述

や
自
身
の
物
語
解
釈
と
の
整
合
性
を
優
先
し
て
注
釈
を
行

っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
『
愚
見
抄
』
が

『
伊
勢
物
語
』
に
登
場
す
る
女

に
人
名
を
あ
て
て
い
る
部
分
を
再
検
討
し
、
『
愚
見
抄
』
に
お
け
る
人

物
比
定
の
方
法
を
探

っ
て
き
た
。

兼
良
独
自
の
物
語
解
釈
の
中
で
、
最
も
大
き
な
見
方
を
占
め
る
の
が
、

『
伊
勢
物
語
』
の

「帝
」
は

「清
和
天
皇
」
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
で

あ
る
。
こ
の
見
方
は
、
時
に
は
物
語
の
記
述
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
ほ
ど
、

『
愚
見
抄
』
の
基
盤
を
成
す
も
の
で
あ

っ
た
。
『
伊
勢
物
語
』
の

「帝
」

は

「清
和
天
皇
」
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

四
段
の

「大
后
の
宮
」
に
染
殿
の
后
を
比
定
す
る
態
度
や
、
「
五
条
の

后
」
イ
コ
ー
ル

「染
殿
の
后
」
と
理
解
す
る
態
度
も
、
兼
良
独
自
の
比

定
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
従
来
、
『
愚
見
抄
』
の
人
物
比
定
に

は
、
古
注
に
よ
る
影
響
が
見
ら
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
『
愚
見

抄
』
の
人
物
比
定
の
方
法
を
再
検
討
し
て
み
る
と
、
結
果
的
に
は
古
注

と

一
致
す
る
人
物
が
比
定
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
至
る
過
程
は
兼
良

独
自
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
。

ま
た
、
物
語
の
記
述
に
沿

っ
て
人
物
比
定
を
し
て
い
る
場
合
は
、

「斎
宮
」
や

〈色
好
み
な
る
女
〉
の
よ
う
に
、
人
物
比
定
の
鍵
と
な
る

言
葉
の
み
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
物
語
の
解
釈
か
ら
関
連
す
る
章

段
を
通
し
て
比
定
し
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
た
。
自
ら
の
物
語
解
釈
に

よ
り
人
物
比
定
を
行
う
こ
の
方
法
は
、
勅
撰
集
か
ら
人
名
が
判
明
す
る

場
合
よ
り
も
優
先
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
兼
良
は
、
自
ら
の
物
語
解
釈

を
根
拠
と
し
て
人
物
比
定
を
行

っ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

兼
良

は
、
『
伊
勢
物
語
』

の

「
帝
」
は

「
清
和
天
皇
」
と

い
う
捉
え

方
を
基
盤
に
、
自
ら
の
物
語
解
釈
に
よ
り
人
物
比
定
を
行

っ
た
の
で
あ

る
。　
一
見
す
る
と
、
『
愚
見
抄
』

に
お
け
る
人
物
比
定

の
方
法
は
様

々

あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
根
本
と
な
る
見
方

に
揺
ら
ぎ
は
な
い
の

で
あ
る
。

注（１
）
天
理
大
学
附
属
図
書
館
蔵

・
甘
露
寺
親
長
筆
本

（九

一
三

・
三
二

・
イ

一

〇
七
）
を
私
に
翻
刻
。
適
宜
、
句
読
点

・
濁
点
を
付
し
た
。

（２
）
た
だ
し
、
「或
説
」
〓

説
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
兼
良
に

よ
る
比
定
で
は
な
い
た
め
除
い
た
。

（３
）片
桐
洋

一
氏
著

『伊
勢
物
語
の
研
究

〔研
究
篇
こ

（明
治
書
院

。
一
九
六

八
年
）
六
二
九
～
六
三
三
頁
。

（４
Ｘ
ハ
○
段
の

「家
刀
自
」
を
小
野
小
町
と
す
る
の
は
、
「或
説
」
の
も
の
で

あ
り
、
『愚
見
抄
』
に
よ
る
比
定
で
は
な
い
。

（５
）片
桐
氏
が
述
べ
る

「古
注
的
思
考
」
と
は
、
冷
泉
家
流
の
古
注
を
中
心
と

し
た
も
の
を
指
す

（注

（３
）
前
掲
書
、
六
〇
七
～
六
三
二
頁
）
。
な
お
、

冷
泉
家
流
古
注
は
、
四
段
の

「大
后
の
宮
」
に
染
殿
の
后
を
あ
て
て
い
る
が
、

『和
歌
知
顕
集
』
で
は
、
五
条
の
后

［＝
藤
原
順
子
］
を
あ
て
て
い
る
。

（６
）
「伊
勢
物
語
旧
注
論
序
説
―

一
条
兼
良
と
宗
祗
と
―
」
翁
女
子
大
文
学

国
文
篇
』
三
七
号

。
一
九
八
六
年
二
月
）

（７
）
「む
つ
ま
じ
と
」
の
歌
は
、
『新
古
今
集
』
巻
十
九

・
神
祗

。
一
八
五
七

に
次
の
よ
う
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

む
つ
ま
じ
と
君
は
じ
ら
浪
水
が
き
の
ひ
さ
し
き
代
よ
り
い
は
ひ
そ
め
て
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き

伊
勢
物
語
に
、
住
吉
に
行
幸
の
時
、
お
ほ
む
か
み
げ
行
し
た
ま

ひ
て
と
し
る
せ
り

（８
Ｖ
」
の

「或
説
」
と
冷
泉
家
流
古
注
の
内
容
が

一
致
す
る
。

（９
）
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
正
月
二
十
三
日
条

（１０
）古
注
以
来
、
こ
の

コ
ニ
代
の
帝
」
に
は
史
実
よ
り

一
代
前
が
比
定
さ
れ
て

お
り
、
契
沖
の

『勢
語
臆
断
』
に
至

っ
て
初
め
て
史
実
と
相
違
す
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
た
。

（１１
）
片
桐
洋

一
氏
編

『鑑
賞
日
本
古
典
文
学
　
伊
勢
物
語
』
（角
川
書
店

・
一

九
七
五
年
）
九
五
頁
。

（‐２
）片
桐
洋

一
氏
著

『伊
勢
物
語
の
研
究

〔資
料
篇
こ

（明
治
書
院

。
一
九
六

九
年
）
「冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
」
を
引
用
し
た
。

（‐３
）
四
段
だ
け
に
限
ら
ず
、
「冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
」
（前
掲
注

（１２
と

で

は
、
染
殿
の
后
の
こ
と
を
述
べ
る
時
、
「あ
る
じ
と
は
、
五
条
后
也
。
是
は

二
条
の
后
の
御
し
う
と
め
染
殿
の
后
也
」
（五
段
）
、
コ
一条
の
后
の
い
と
こ

の
女
御
と
い
ふ
は
、
染
殿
后
也
。
二
条
の
后
に
は
じ
う
と
め
也
」
全
ハ
段
）

と
、
二
条
の
后
か
ら
見
る
と
姑
に
あ
た
る
こ
と
が
注
記
さ
れ
る
。

（‐４
）
『十
巻
本
伊
勢
物
語
註
』
（片
桐
洋

一
氏
編

『鉄
心
斎
文
庫
伊
勢
物
語
古

注
釈
叢
刊
　
第

一
巻
』
八
木
書
店

・
一
九
八
八
年
）
を
私
に
翻
刻
。
適
宜
、

句
読
点

・
濁
点
を
付
し
た
。

（‐５
）勘
物
部
分
は
、
天
福
本

・
武
田
本

・
流
布
本
で
文
言
に
異
同
が
見
ら
れ
る

が
、
『愚
見
抄
』
が
記
す
内
容
は
、
ど
の
勘
物
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

仮
に
、
『愚
見
抄
』
の
内
容
と

一
番
近
い
根
源
本
第
二
系
統

・
第
二
系
統
の

も
の
を
、
山
田
清
市
氏
著

『伊
勢
物
語
の
成
立
と
伝
本
の
研
究
』
（桜
楓

社

。
一
九
七
二
年
）
二
八
五
頁
よ
り
挙
げ
て
お
く
。

貞
観
十

一
年
二
月
貞
明
親
王
為
皇
太
子
、
千
時
高
子
二
条
后
為
女
御
、

依
東
宮
母
儀
号
也

な
お
、
『愚
見
抄
』
が
示
す

「御
と
し
二
歳
也
」
と
い
う
要
素
は
、
根
源

本
第

一
系
統

「為
皇
太
子
年
二
」
に
見
ら
れ
る
。

（‐６
）波
線
部
分
の
、
染
殿
の
后
と
二
条
の
后
が
い
と
こ
で
あ
る
こ
と
は
、
六
段

に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
冷
泉
家
流
古
注
の
六
五
段
の
注
釈
に
は
、
四

段

・
五
段

・
六
段
の
内
容
も
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
分
か
る
例
と
し

て
、
「此
女
ヲ
バ
、
イ
ト
コ
ノ
御
息
所
マ
カ
デ
サ
ス
ト
ハ
、
二
条
后
御
イ
ト

コ
五
条
ノ
后

（
＊

「冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
」
で
は

「染
殿
の
后
し

ノ
御

ョ
メ
ニ
テ
西
ノ
対

二
座
シ
ケ
ル
ガ
、
マ
カ
デ
サ
セ
奉
テ
…
…
」
で
は
、
六
五

段
の
注
釈
中
で
あ
る
の
に
、
四
段
の

「西
の
対
」
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。

（き
の
し
た

。
み
か
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


