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は
じ
め
に

与
謝
野
晶
子
は
生
涯
三
回
に
わ
た
っ
て
『
源
氏
物
語
』
の
現
代
語
訳

を
試
み
て
い
る
。
そ
の
一
は
『
新
訳
源
氏
物
語
』
で
、
明
治
四
十
四
年

（
一
九
一
一
）
一
月
に
稿
を
起
こ
し
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
十
月
に

完
成
し
た
。
全
三
巻
四
冊
と
し
て
金
尾
文
淵
堂
よ
り
、
明
治
四
十
五
年

（
一
九
一
二
）
二
月
か
ら
大
正
二
年
十
一
月
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
。
本

稿
は
こ
れ
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

そ
の
二
は『
新
新
訳
源
氏
物
語
』全
六
巻
で
、昭
和
十
三
年（
一
九
三
八
）

十
月
か
ら
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
九
月
に
か
け
て
、
前
者
と
同
じ

金
尾
文
淵
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
現
在
、
全
訳
『
源
氏
物
語
』
与
謝
野

晶
子
訳
（
角
川
文
庫
）
と
し
て
、
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
三
は
「
幻
の
源
氏
物
語
講
義
」
と
よ
ば
れ
る
大
正
十
二
年

（
一
九
二
三
）
九
月
の
関
東
大
震
災
で
そ
の
訳
注
の
原
稿
す
べ
て
が
焼
失

し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
大
阪
の
実
業
家
小
林
天
眠
か
ら
『
源
氏

物
語
』
の
現
代
語
訳
の
依
頼
が
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
九
月
頃

に
あ
り
、
天
眠
が
出
し
た
執
筆
期
間
百
ヵ
月
の
条
件
で
始
め
ら
れ
た
が
、

出
版
予
定
の
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
を
過
ぎ
て
も
原
稿
は
半
分
ぐ
ら

い
し
か
で
き
て
い
ず
、
そ
れ
を
預
け
て
い
た
文
化
学
院
と
も
ど
も
烏
有

に
帰
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
哀
惜
し
て
晶
子
は
、

失
ひ
し
一
萬
枚
の
草
稿
の
女
と
な
り
て
来
り
な
げ
く
夜

（
寒
窓
集
―
婦
人
之
友

大
13
・
1
）

と
詠
ん
で
い
る
。

本
稿
で
は
、
与
謝
野
晶
子
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
わ
り
を
堺
時
代
、

新
詩
社
時
代
に
分
け
て
論
述
し
、
晶
子
が
『
新
訳
源
氏
物
語
』
を
執
筆

し
よ
う
と
し
た
意
図
を
考
察
し
、
そ
の
本
文
生
成
に
依
拠
し
た
テ
キ
ス

ト
は
何
で
あ
っ
た
か
を
検
証
し
て
み
よ
う
と
考
え
て
い
る
。

一
、
堺
時
代
の
晶
子
と
『
源
氏
物
語
』

「
与
謝
野
晶
子
と
源
氏
物
語
」
を
概
観
す
る
た
め
に
、
ま
ず
晶
子
が

故
郷
の
堺
で
『
源
氏
物
語
』
を
ど
の
よ
う
な
形
で
学
ん
で
い
た
か
を
見

る
こ
と
に
す
る
。
晶
子
の
堺
時
代
は
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）

十
二
月
七
日
の
出
生
か
ら
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
六
月
、
上
京

し
て
与
謝
野
鉄
幹
の
許
に
身
を
寄
せ
る
ま
で
、
即
ち
、
数
え
年
で
一
歳

与
謝
野
晶
子
『
新
訳
源
氏
物
語
』
の
成
立

―
そ
の
本
文
生
成
に
依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト
は
何
で
あ
っ
た
か
を
中
心
に
し
て

―
宮
本

正
章

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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か
ら
二
十
四
歳
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

与
謝
野
晶
子
（
当
時
は
鳳
姓
）
は
、
大
阪
府
堺
区
（
現
堺
市
）
甲
斐
町

四
十
六
番
屋
敷
に
、
父
鳳
宗
七
、
母
つ
ね
の
三
女
と
し
て
誕
生
し
た
。

異
母
姉
二
人
に
長
兄
が
い
た
。
家
は
駿
河
屋
と
称
し
、
和
菓
子
の
老
舗

で
あ
っ
た
。
な
お
そ
の
後
、
弟
妹
が
誕
生
し
た
。

晶
子
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
わ
り
は
、
彼
女
が
堺
市
の
宿
院
小
学

校
を
卒
業
し
、
同
高
等
小
学
校
に
進
み
、
さ
ら
に
堺
女
学
校
（
後
の
堺

市
立
高
女
、
現
大
阪
府
立
泉
陽
高
校
）
に
入
学
し
た
明
治
二
十
一
年

（
一
八
八
八
）、
十
一
歳
頃
と
思
わ
れ
る
。

紫
式
部
は
私
の
十
一
二
歳
の
時
か
ら
の
恩
師
で
あ
る
。
私
は
廿
歳

ま
で
の
間
に
「
源
氏
物
語
」
を
幾
回
通
読
し
た
か
知
れ
ぬ
。
そ
れ

程
ま
で
に
紫
式
部
の
文
学
は
私
を
引
き
付
け
た
。
全
く
の
独
学
で

あ
つ
た
か
ら
、
私
は
中
に
人
を
介
せ
ず
に
紫
式
部
と
唯
二
人
相
対

し
て
、
こ
の
女
流
文
豪
の
口
づ
か
ら
「
源
氏
物
語
」
を
授
か
つ
た

気
が
し
て
ゐ
る
。

私
は
早
く
日
本
文
学
の
何
物
た
る
か
を
解
し
得
た
の
は
之
が
為

め
で
あ
つ
た
。
ま
た
私
の
小
娘
時
代
の
記
憶
力
と
直
覚
力
と
は
之

が
為
め
に
敏
捷
に
せ
ら
れ
た
の
で
「
源
氏
」
を
読
ん
だ
あ
と
で
他

の
古
文
を
読
む
の
は
少
し
も
困
難
を
感
じ
な
か
つ
た
。
私
が
今
日

も
「
源
氏
」
を
隅
隅
に
亙
つ
て
諳
ん
じ
て
ゐ
る
外
、
各
時
代
の
代

表
的
な
文
学
書
と
史
書
と
を
細
目
に
ま
で
亙
つ
て
記
憶
し
、
学
生

達
に
も
話
す
こ
と
の
出
来
る
の
は
、
初
め
に
紫
式
部
を
精
読
し
た

お
蔭
で
あ
つ
た
。

（「
読
書
、
蟲
干
、
蔵
書
」）

晶
子
は
『
源
氏
物
語
』
を
独
学
で
読
了
し
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
、

彼
女
が
読
ん
だ
本
は
何
で
あ
っ
た
か
、『
湖
月
抄
』
と
い
う
説
、
寛
文

頃
刊
無
刊
記
の
絵
入
り
「
源
氏
物
語
」（
晶
子
旧
蔵
小
本
）
説
が
あ
る
が
、

と
も
に
推
測
の
域
を
出
な
い
。

晶
子
の
独
学
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
を
含
む
文
学
書
の
閲
読
は
、
厳

し
い
環
境
の
中
で
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

私
は
遠
慮
せ
ず
に
云
ふ
。
明
治
時
代
の
日
本
女
子
と
し
て
生
ま
れ

た
私
は
、
自
己
を
教
育
す
る
の
に
男
子
に
幾
倍
す
る
勇
気
と
忍
苦

と
を
要
し
た
。
私
は
八
九
歳
か
ら
貪
る
や
う
に
し
て
古
典
と
新
書

と
を
博
渉
し
て
読
ん
だ
。
そ
の
た
め
に
私
は
一
般
の
娘
達
の
や
う

な
人
並
な
娘
時
代
を
送
ら
ず
、
魅
惑
的
な
一
切
の
物
欲
に
背
を
向

け
、
寧
ろ
其
等
の
奸
奇
と
甘
美
な
世
界
を
見
下
ろ
し
て
、
教
と
怡

楽
と
を
書
中
の
天
才
達
と
師
友
に
求
め
、
私
の
欲
望
と
精
力
と
を

此
の
独
学
流
の
自
己
教
育
に
集
中
し
た
。
こ
の
習
慣
は
妻
と
な
り

母
と
な
り
、
ま
た
教
育
者
に
な
つ
た
今
日
も
継
続
し
て
ゐ
る
。

晶
子
の
学
ん
だ
堺
女
学
校
は
、
裁
縫
・
家
事
中
心
の
学
校
で
、
彼
女

の
知
識
欲
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
の
進
学

は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
彼
女
は
家
業
に
身
の
入
ら
ぬ
父
に
代
わ
っ
て
、

十
二
歳
の
頃
か
ら
家
を
切
り
廻
し
て
い
た
。
そ
の
多
忙
の
う
え
に
、
両

親
は
娘
の
読
書
癖
を
嫌
が
っ
て
い
た
の
で
、
店
の
仕
事
を
済
ま
せ
た
後

の
、午
後
十
時
以
後
、一
二
時
間
が
読
書
の
た
め
に
と
れ
る
だ
け
で
あ
っ

た
。
書
物
は
祖
母
や
父
が
昔
読
ん
だ
古
書
の
類
い
、
東
大
在
学
中
の
兄

が
送
っ
て
く
れ
る
新
刊
の
雑
誌
や
小
説
類
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
9
）

（
8
）
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「
欲
望
と
精
力
」
を
独
学
の
自
己
教
育
に
集
中
す
る
こ
と
が
、
彼
女

の
生
涯
を
通
じ
て
の
自
己
啓
発
の
手
段
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

の
最
も
良
き
教
材
が
『
源
氏
物
語
』
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
先
に
引
用
し
た
文
章
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
書
く
。

私
に
は
猶
二
つ
の
特
異
性
が
あ
る
。
私
も
自
然
を
愛
す
る
け
れ
ど

も
、
私
の
程
度
の
愛
は
誰
も
自
然
に
対
し
て
持
つ
。
私
は
自
然
よ

り
も
恐
ろ
し
く
余
計
に
人
間
を
愛
す
る
。
少
女
時
代
よ
り
時
事
と

社
会
問
題
及
び
歴
史
に
関
心
す
る
の
は
此
の
性
情
に
基
づ
く
。
猶

一
つ
は
詩
歌
の
創
作
に
実
際
寝
食
を
忘
れ
る
程
の
情
熱
を
傾
け
て

今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

右
の
二
つ
の
「
特
異
性
」、（
一
）
人
間
を
熱
愛
す
る
こ
と
、（
二
）

詩
歌
の
創
作
に
熱
情
を
傾
け
る
こ
と
、
が
晶
子
を
し
て
『
源
氏
物
語
』

を
二
十
歳
ま
で
の
間
に
、
幾
度
も
通
読
さ
せ
た
要
因
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

本
居
宣
長
は
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
の
「
く
さ

ぐ
の
こ
ゝ
ろ
ば

へ
」
に
お
い
て
、

た
だ
此
物
ぞ
、
こ
よ
な
く
て
、
殊
に
深
く
、
よ
ろ
づ
に
心
を
い
れ

て
書
る
物
に
し
て
、
す
べ
て
の
文
詞
の
め
で
た
き
こ
と
は
、
さ
ら

に
も
い
は
ず
、
よ
に
ふ
る
人
の
た
ゝ
ず
ま
ひ
、
春
夏
秋
冬
を
り

く
の
空
の
け
し
き
、
木
草
の
あ
り
さ
ま
な
ど
ま
で
、
す
べ
て
書キ

ざ
ま
め
で
た
き
中
に
も
、
男
女
、
そ
の
人
々
の
、
け
は
ひ
心
ば
せ

を
、
お
の

く
こ
と

く
に
書キ

分ケ

て
、
ほ
め
た
る
さ
ま
な
ど
も
、

皆
其
人

く
の
、
け
は
ひ
心
ば
へ
に
し
た
が
ひ
て
、
一
や
う
な
ら

ず
、
よ
く
分
れ
て
、
う
つ
ゝ
の
人
に
あ
ひ
見
る
ご
と
く
、
お
し
は

か
ら
る
ゝ
な
ど
、
お
ぼ
ろ
け
の
筆
の
、
か
け
て
も
及
ぶ
べ
き
さ
ま

に
あ
ら
ず
、
さ
て
又
よ
ろ
づ
よ
り
も
め
で
た
き
こ
と
は
、
ま
づ
か

ら
ぶ
み
な
ど
は
、
よ
に
す
ぐ
れ
た
り
と
い
ふ
も
、
世
の
人
の
、
事

に
ふ
れ
て
思
ふ
心
の
有
さ
ま
を
書
る
こ
と
は
、
た
ゞ
一
わ
た
り
の

み
こ
そ
あ
れ
、
い
と
あ
ら
く
浅
き
も
の
也
、
す
べ
て
人
の
心
と
い

ふ
も
の
は
、
か
ら
ぶ
み
に
書
る
ご
と
、
一
か
た
に
つ
き
ゞ
り
な
る

物
に
は
あ
ら
ず
、
深
く
思
ひ
し
め
た
る
事
に
あ
た
り
て
は
、
と
や

か
く
や
と
、
く
だ
く
だ
し
く
め
ゝ
し
く
、
み
だ
れ
あ
ひ
て
、
さ
だ

ま
り
が
た
く
、
さ
ま

ぐ
の
く
ま
お
ほ
か
る
物
な
る
を
、
此
物
語

に
は
、
さ
る
く
だ

く
し
き
く
ま

ぐ
ま
で
、
の
こ
る
か
た
な
く
、

い
と
も
く
は
し
く
、
こ
ま
か
に
書
あ
ら
は
し
た
る
こ
と
、
く
も
り

な
き
鏡
に
う
つ
し
て
、
む
か
ひ
た
ら
む
が
ご
と
く
に
て
、
大
か
た

人
の
情
の
あ
る
や
う
を
書
る
さ
ま
は
、
や
ま
と
も
ろ
こ
し
、
い
に

し
へ
今
ゆ
く
さ
き
に
も
、
た
ぐ
ふ
べ
き
ふ
み
は
あ
ら
じ
と
ぞ
お
ぼ

ゆ
る
。

と
説
い
て
い
る
。
宣
長
の
い
う
よ
う
に
、
人
間
の
複
雑
な
心
理
の
襞
ま

で
分
け
入
っ
て
描
い
た
こ
の
物
語
は
、「
人
間
を
熱
愛
す
る
」
晶
子
に

と
っ
て
、
魅
力
あ
ふ
れ
る
書
で
あ
っ
た
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
は
、
晶

子
に
と
っ
て
人
間
理
解
の
師
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

詩
歌
の
創
作
に
熱
情
を
傾
け
る
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
を
愛
読
す

る
こ
と
と
容
易
に
結
び
つ
く
。
藤
原
俊
成
が
「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は

遺
恨
の
事
な
り
」（『
六
百
番
歌
合
』
の
判
詞
）
と
喝
破
し
た
よ
う
に
、
中

（
10
）
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世
こ
の
か
た
和
歌
の
創
作
に
お
け
る
必
読
の
書
は『
源
氏
物
語
』で
あ
っ

た
。
歌
語
、
修
辞
、
技
巧
等
を
学
ぶ
こ
と
や
恋
愛
の
文
学
的
体
験
ま
で

さ
せ
て
く
れ
る
和
歌
の
正カ

ノ
ン典
が
『
源
氏
物
語
』
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

晶
子
も
和
歌
の
創
作
の
た
め
に
も
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
い
る
。
彼

女
が
和
歌
に
打
ち
込
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
何
歳
頃
な
の
か
わ
か
ら

な
い
が
、
そ
の
動
機
に
つ
い
て
は
「
歌
の
作
り
初
め
」
と
い
う
回
想
記

に
、

雑
誌
で
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
や
う
に
後
撰
か
拾
遺
か
の
集
で

女
の
歌
の
あ
ま
り
に
拙
か
つ
た
こ
と
新
中
納
言
と
申
す
女
房
の
歌

の
余あ

ま

り
に
悪
い
の
に
驚
き
ま
し
て
、
女
は
な
か

く
勉
め
な
け
れ

ば
男
の
中
に
交
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
存
じ
ま
し
て
、
私
が
一
つ

力
の
限
り
勉
め
て
見
や
う
か
と
思
ひ
ま
し
た
の
が
、
作
り
初
め
で

御
座
い
ま
す
。（
中
略
）
そ
れ
で
も
つ
て
ど
れ
だ
け
出
来
る
か
と

云
ひ
ま
す
と
月
に
二
つ
か
三
つ
位
し
か
出
来
な
い
の
で
御
座
い
ま

す
。
然
し
な
が
ら
自
分
は
実
際
歌
を
造
る
天
分
が
あ
る
か
ど
う
か

と
は
常
に
考
へ
て
居
り
ま
し
た
が
あ
る
時
、
朝あ

さ

床と
こ

の
中
で
目
が
覚

め
ま
し
て
源
氏
の
一
巻
一
巻
を
歌
に
つ
く
つ
て
見
ま
す
と
そ
れ
が

無
論
佳
い
歌
で
は
御
座
い
ま
せ
ん
が
一
時
間
ほ
ど
に
四
十
い
く
つ

出
来
ま
し
た
。
少
し
の
疲
れ
も
な
し
に
苦
も
な
し
に
詠
め
た
も
の

で
す
か
ら
そ
の
時
か
ら
私
は
勉
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
自
覚
い
た
し
た

や
う
に
な
り
ま
し
て
、
勉
め
て
広
く
書
を
読
ま
な
け
れ
ば
と
存
じ

ま
す
も
の
で
す
か
ら
、
毎
夜
十
二
時
ま
で
は
必
ら
ず
書
見
を
い
た

し
ま
し
た
。

と
書
い
て
い
る
。
勅
撰
集
等
に
見
る
女
性
歌
人
の
作
品
の
拙
劣
さ
に
発

憤
し
て
、
歌
を
詠
み
は
じ
め
た
が
な
か
な
か
で
き
な
い
。
そ
の
間
、
自

己
の
天
分
の
有
無
に
つ
い
て
悩
み
続
け
て
い
た
。し
か
し
、あ
る
時『
源

氏
物
語
』
の
巻
々
を
歌
に
し
よ
う
と
す
る
と
、
す
ら
す
ら
と
幾
つ
も
で

き
た
。『
源
氏
物
語
』
を
歌
材
と
し
て
詠
む
こ
と
で
、
突
然
天
分
が
め

ざ
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
積
極
的
に
和
歌
の
勉
強
を
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
思
い
、
そ
の
よ
う
に
努
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
右
の
文
章

に
続
け
て
晶
子
は
、

初
め
て
雑
誌
へ
歌
を
出
し
て
頂
き
ま
し
た
の
は
、

う
き
人
を
月
に
は
さ
す
が
待
れ
け
む
伽き
ゃ

羅ら

の
香
の
こ
る
お
ば

し
ま
あ
た
り

と
云
ふ
の
で
御
座
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
醉
茗
様
が
直
ほ
し
て
下
さ

つ
た
の
で
御
座
い
ま
す
が
自
分
は
其
時
恋
の
歌
を
客
観
で
詠
ま
う

と
し
た
の
で
御
座
い
ま
し
た
。

と
書
く
。
こ
の
歌
は
、
光
源
氏
が
朧
月
夜
と
の
再
会
を
求
め
て
、
右
大

臣
家
の
女
一
の
宮
、
女
三
の
宮
の
居
ら
れ
る
あ
た
り
を
さ
ま
よ
う
と
こ

ろ
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
晶
子
が
『
源
氏
物
語
』
の
「
花

宴
」
巻
に
耽
溺
し
た
結
果
生
ま
れ
た
歌
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

晶
子
は
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
五
月
、
旧
派
和
歌
の
結
社
「
堺

敷
島
会
」（
本
部
堺
市
、
会
長
渡
辺
春
樹
）
に
入
会
し
、
機
関
誌
『
堺
敷

島
会
歌
集
』（
真
鍋
台
鎮
編
集
兼
発
行
）
の
第
三
集
（
明
治
二
九
・
五
）
に

一
首
、時

鳥
な
く
一
声
に
雨
は
れ
て
あ
や
め
つ
ら
し
き
三
日
月
の
影

（
11
）
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と
い
っ
た
古
風
な
歌
を
載
せ
て
い
る
。『
堺
敷
島
会
歌
集
』
に
晶
子
の

名
は
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
四
月
の
第
十
二
集
ま
で
見
え
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
歌
は
、
鉄
幹
の
高
弟
平
野
萬
里
の
い
う
「
源
氏
ぶ
り
」（
源

氏
物
語
情
調
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
、
源
氏
耽
読
の
余
勢
も
あ
つ
て
知
ら
ず

識
ら
ず
平
安
盛
期
の
人
物
と
な
り
、
性
別
も
問
は
ず
に
詠
ん
だ
や
う
な
假
作
）

の
も
の
が
多
い
。

明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
二
月
、
晶
子
は
関
西
青
年
文
学
会
堺

支
会
に
入
会
、
機
関
誌
『
よ
し
あ
し
草
』
に
、
ま
ず
和
歌
で
は
な
く
、

島
崎
藤
村
ば
り
の
新
体
詩
を
鳳
小
舟
の
名
で
発
表
し
、
や
や
遅
れ
て
和

歌
を
投
じ
て
い
る
。
こ
の
無
名
の
若
人
の
文
学
結
社
は
鉄
幹
の
指
導
の

許
、
新
派
和
歌
を
標
榜
し
て
い
た
が
、
会
員
達
の
歌
は
、
全
体
的
に
旧

派
の
色
濃
い
も
の
で
、
晶
子
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
明
治

三
十
三
年（
一
九
〇
〇
）五
月
、鉄
幹
主
宰
の
東
京
新
詩
社
の
機
関
誌『
明

星
』
に
歌
六
首
を
発
表
し
て
、
入
社
し
て
か
ら
俄
然
新
派
和
歌
風
と
な

る
。
新
詩
社
入
社
以
後
、
明
治
三
十
三
年
八
月
に
文
学
講
演
会
の
た
め

来
阪
し
た
鉄
幹
に
会
い
、
十
一
月
に
は
鉄
幹
、
山
川
登
美
子
と
共
に
京

都
の
永
観
堂
の
紅
葉
を
賞
で
、
粟
田
山
の
宿
に
一
泊
し
て
、
鉄
幹
と
恋

愛
関
係
に
な
っ
た
晶
子
は
、
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
六
月
上
京
し
、

八
月
、
新
詩
社
よ
り
歌
集
『
み
だ
れ
髪
』
を
鳳
晶
子
の
名
で
刊
行
す
る
。

こ
こ
に
見
え
る
歌
の
数
々
は
、
鉄
幹
と
の
恋
愛
体
験
を
大
胆
奔
放
に
歌

い
あ
げ
た
も
の
で
、旧
派
和
歌
の
詠
風
は
払
拭
さ
れ
て
い
る
。こ
の「
明

治
歌
壇
始
ま
っ
て
以
来
一
世
を
風
靡
し
た
画
期
的
な
歌
集
」
が
誕
生
し

た
背
景
に
は
、『
源
氏
物
語
』
を
正カ

ノ
ン典
と
し
て
和
歌
を
学
ん
で
き
た
晶

子
の
研
鑽
の
日
々
が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二
、
新
詩
社
に
お
け
る
与
謝
野
晶
子
と
『
源
氏
物
語
』

（
一
）
新
詩
社
「
小
集
」
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
講
読

既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
晶
子
は
明
治
三
十
四
年
六
月
、
か
ね
て
恋
愛

関
係
に
あ
っ
た
鉄
幹
の
許
へ
身
を
寄
せ
、
八
月
、
歌
集
『
み
だ
れ
髪
』

を
刊
行
、
若
い
文
学
青
年
達
に
は
、
大
胆
に
自
我
の
解
放
を
叫
ぶ
歌
集

と
し
て
、
熱
狂
的
に
迎
え
ら
れ
、
晶
子
は
一
躍
、
新
詩
社
の
女
王
と
し

て
の
地
位
を
獲
得
し
た
。秋
、鉄
幹
と
結
婚
、明
治
三
十
五
年（
一
九
〇
二
）

十
一
月
に
は
、
長
男
光
が
誕
生
し
た
。

さ
て
、
新
詩
社
で
は
、
晶
子
が
上
京
寄
留
し
た
三
十
四
年
六
月
頃
か

ら
、
茶
話
会
と
名
づ
け
た
一
種
の
研
究
会
を
月
一
回
開
い
て
お
り
、
こ

の
年
度
は
七
・
八
・
九
月
に
『
伊
勢
物
語
』
の
講
読
が
な
さ
れ
て
い
て
、

そ
の
七
月
の
茶
話
会
の
模
様
が
、「
伊
勢
物
語
評
語
」（
一
）
と
し
て
、

三
十
四
年
八
月
の
『
明
星
』（
第
拾
四
号
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
五
月
か
ら
の
『
源
氏
物
語
』
講
読
の
よ
う
す

を
知
る
よ
す
が

0

0

0

と
な
る
の
で
、
そ
の
一
部
を
引
用
し
て
み
る
。

そ
の
お
り
の
出
席
者
は
、
落
合
直
文
・
前
田
林
外
・
鳳
晶
子
・
宇
治

の
山
人
・
栗
島
狭
衣
・
鉄
幹
で
あ
る
。
現
行
の
『
伊
勢
物
語
』
で
は
、

初
段
〜
九
段
に
当
る
章
段
を
、右
の
六
人
で
読
ん
で
い
る
。四
段
の「
ほ

い
に
は
あ
ら
で
、
心
ざ
し
ふ
か
ゝ
り
け
る
人
」
や
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や

昔
の
春
な
ら
ぬ
…
…
」
の
歌
を
談
じ
る
部
分
を
と
り
あ
げ
る
。

（
直
）
ほ
い
に
は
あ
ら
で
―
何
も
男
は
そ
の
人
を
目
ざ
し
て
居
た

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）
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の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
何
か
の
出
来
つ
い
で
に
起
つ
た
…
…
こ
の

處
に
は
無
論
多
少
の
時
間
が
あ
り
ま
す
。

（
林
）
言
ひ
か
へ
れ
ば
『
行
掛
り
上
』
と
云
ふ
意
で
せ
う
。

（
鉄
）
私
は
こ
れ
は
大
に
議
論
の
あ
る
事
で
あ
ら
う
が
、
例
の
業

平
の
政
略
上
か
ら
来
た
の
で
、
こ
の
『
ほ
い
』
は
、
初
め
は
恋
が

本
意
で
は
な
か
つ
た
と
云
ふ
意
に
解
し
た
い
。

（
晶
）
行
き
と
ぶ
ら
ふ
人
は
志
が
深
か
つ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
女

は
心
ゆ
か
ぬ
さ
ま
で
あ
つ
た
。
そ
の
ほ
い
で
は
御
座
ん
す
ま
い
か
。

（
直
）
こ
ゝ
で
見
る
と
、
決
し
て
策
略
的
と
は
見
ら
れ
な
い
。

（
中
略
）

（
鉄
）『
月
や
あ
ら
ぬ
』
の
歌
は
、
短
詩
形
の
中
に
複
雑
な
内
容
を

包
ん
だ
作
で
、
こ
の
以
前
に
は
例
の
少
い
歌
か
と
思
ふ
。
そ
れ
か

ら
一
二
三
の
句
の
修
辞
が
余
り
巧
み
過
ぎ
る
の
で
、
却
て
真
情
を

こ
め
た
作
で
は
な
い
や
う
な
感
が
す
る
。

（
晶
）
私
、
至
情
の
歌
か
と
思
ひ
ま
す
。
四
五
の
句
が
ご
ざ
り
ま

す
為
め
に
、
一
二
三
の
句
も
巧
み
過
ぎ
た
と
は
思
は
れ
ま
せ
ぬ
。

（
鉄
）
内
容
の
複
雑
な
の
と
修
辞
の
細
か
い
の
と
が
、
こ
の
歌
の

賞
め
所
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
し
て
も
一
二
三
の
句
は
巧
み
過
ぎ
る
。

勿
論
好
い
歌
に
は
ち
が
い
無
い
。

（
晶
）
こ
の
一
段
は
伊
勢
の
な
か
で
、
叙
情
の
文
と
し
て
最
も
優

れ
た
所
と
思
ひ
ま
す
。

長
々
と
引
用
し
た
が
、「
ほ
い
に
は
あ
ら
で
」
を
鉄
幹
は
、「
恋
が
本
意

で
は
な
か
つ
た
」「
業
平
の
政
略
上
か
ら
来
た
の
で
」
と
説
く
、
そ
れ

に
直
文
は
「
決
し
て
策
略
的
と
は
見
ら
れ
な
い
」
と
学
者
ら
し
い
穏
健

な
考
え
を
述
べ
る
。
晶
子
は
鋭
い
感
性
で
と
ら
え
た
発
言
を
す
る
。
そ

ん
な
質
の
高
い
講
読
会
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
「
茶
話
会
」
は
、
明
治
三
十
五
年
五
月
か
ら
再
会
さ
れ
、
新
詩

社
（
鉄
幹
自
宅
）
や
平
出
修
宅
が
会
場
と
な
り
、
右
に
見
た
よ
う
に
、

古
典
の
講
読
や
短
歌
の
合
評
、
歌
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
参
加
者
は

三
十
四
年
の
例
か
ら
見
て
、
前
田
林
外
・
平
木
白
星
・
高
村
碎
雨
・
平

出
露
花
（
修
）・
前
田
翠
溪
・
晶
子
・
平
塚
紫
袖
・
茅
野
蕭
々
・
平
野

萬
里
ら
で
、
時
お
り
森
鷗
外
・
上
田
敏
・
蒲
原
有
明
・
薄
田
泣
菫
・
馬

場
孤
蝶
と
い
っ
た
大
家
連
も
参
加
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
茶
話
会
は
、

こ
の
年
か
ら
「
小
集
」
と
よ
ん
で
い
る
。
小
集
に
『
源
氏
物
語
』
が
登

場
す
る
の
は
、
明
治
三
十
七
年
五
月
か
ら
で
、『
明
星
』（
辰
歳
第
五
号
）

の
「
社
告
」
に
、「
五
月
小
集
は
八
日
の
午
前
九
時
よ
り
に
候
。
源
氏

物
語
の
初
巻
御
持
参
の
事
」
と
あ
る
。「
初
巻
」
は
六
、七
月
も
読
ま
れ
、

八
月
「
空
蝉
」
巻
、
九
月
「
若
紫
」
と
読
ま
れ
て
い
る
。
講
読
の
内
容

は
『
明
星
』
誌
上
に
報
告
さ
れ
て
い
な
い
の
で
不
明
だ
が
、
先
の
『
伊

勢
物
語
評
語
』
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
明
治

三
十
八
年
度
（
一
九
〇
五
）
に
は
、
二
月
に
「
末
摘
花
」
巻
、
三
月
は

小
集
が
二
回
あ
っ
て
、「
紅
葉
賀
」
巻
と
「
花
宴
」
巻
、
四
月
は
同
じ
「
花

宴
」
巻
、
五
月
は
「
葵
」
巻
、
六
、七
月
も
同
じ
で
あ
る
。
明
治

三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）、
四
十
年
（
一
九
〇
七
）、
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）

は
、
小
集
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
講
読
の
記
事
は
、
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
新
詩
社
小
集
の
『
源
氏
物
語
』
講
読
を
通
し
て
、
晶
子
の
『
源
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氏
』
の
読
み
は
、
深
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
光
源
氏
が
織
り

な
す
さ
ま
ざ
ま
恋
愛
の
背
後
に
横
た
わ
る
人
間
心
理
の
複
雑
さ
を
、
的

確
に
読
み
と
る
術
を
、
学
識
に
富
む
、
生
活
経
験
の
豊
か
な
参
加
者
か

ら
教
え
ら
れ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
特
に
弁
護
士
で
、
新
詩
社
第
一
の

評
論
家
で
あ
っ
た
平
出
露
花
な
ど
は
よ
き
指
導
者
で
あ
っ
た
ろ
う
。

（
二
）「
閨
秀
文
学
会
」
と
「
文
学
講
演
会
」
の
講
師
と
し
て
の

与
謝
野
晶
子

明
治
四
十
年
、
こ
の
年
晶
子
は
数
え
年
三
十
歳
、
四
人
の
子
女
の
母

で
あ
り
、
共
著
を
含
め
て
七
冊
の
詩
歌
集
の
著
者
で
あ
っ
て
、
歌
人
と

し
て
も
、
家
庭
人
と
し
て
も
満
足
す
べ
き
状
態
に
あ
っ
た
。

六
月
、
晶
子
は
「
時
勢
の
必
要
に
応
じ
、
平
易
簡
明
に
内
外
の
文
芸

を
講
述
し
て
、
一
般
女
子
に
文
学
上
の
知
識
趣
味
を
修
め
し
め
、
兼
ね

て
女
流
文
学
者
を
養
成
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
成
美
女
学
校
内

に
設
け
ら
れ
た
閨
秀
文
学
会
の
講
師
と
な
り
、
生
田
長
江
（
ア
ス
ト
ン

日
本
文
学
史
を
担
当
）、
馬
場
孤
蝶
（
大
陸
文
学
・
新
体
詩
法
を
担
当
）、
森

田
白
楊
（
英
文
学
史
を
担
当
）
に
伍
し
て
、『
源
氏
物
語
』・『
大
鏡
』・『
新

古
今
集
』・「
作
歌
法
附
和
歌
添
作
」
を
担
当
し
て
い
る
。
八
月
に
は
会

の
組
織
を
「
文
科
大
学
の
制
度
に
據
り
」
と
し
て
変
革
し
、
新
し
い
科

目
（
西
詩
研
究
・
詩
学
・
美
学
・
独
逸
文
学
・
美
術
史
・
神
話
学
・
万
葉
集
・

元
禄
文
学
）
を
設
け
、
講
師
（
川
下
江
村
・
和
田
英
作
・
平
田
禿
木
・
戸
川

秋
骨
等
）
を
増
や
し
て
い
る
。
ま
た
、
新
組
織
に
よ
る
講
義
は
、「
閨

秀
文
学
会
講
義
録
」
と
し
て
、「
投
稿
し
て
聴
講
し
難
き
婦
女
子
諸
君

の
為
め
」
金
尾
文
淵
堂
か
ら
刊
行
す
る
旨
の
広
告
も
出
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
講
師
は
、
大
学
に
お
い
て
専
門
教
育
を
受
け
た
文
学
士
や
著
名
な

芸
術
家
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
古
典
や
和
歌
の
作
歌
法
を
講
じ

添
削
を
担
当
す
る
な
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
晶
子
の
歌
人
と
し

て
の
才
能
や
業
績
、
古
典
、
特
に
『
源
氏
物
語
』
の
造
詣
の
深
さ
を
馬

場
・
森
田
・
生
田
と
い
っ
た
新
進
気
鋭
の
文
学
者
た
ち
が
認
め
て
い
た

結
果
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
会
が
養
成
し
よ
う
と
す
る
女
流
文
学

者
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
晶
子
を
厚
遇
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
会
で
の
晶
子
の
講
義
ぶ
り
を
山
川
菊
栄
は
、

晶
子
夫
人
は
『
源
氏
物
語
』
を
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
あ
の
大
胆

な
歌
を
よ
む
人
か
と
驚
い
た
ほ
ど
な
よ
な
よ
と
し
て
、
関
西
な
ま

り
で
消
え
入
り
そ
う
な
声
で
い
な
が
ら
、
話
の
内
容
た
る
や
自
信

満
々
。
萩
野
由
之
博
士
を
は
じ
め
当
代
一
流
の
大
家
連
を
舌
の
さ

き
で
な
で
斬
り
に
し
、
日
本
で
源
氏
の
わ
か
る
の
は
私
ひ
と
り
と

い
わ
ぬ
ば
か
り
の
口
ぶ
り
で
し
た
。

と
追
想
し
て
い
る
。
山
川
は
後
に
「
近
代
日
本
の
生
ん
だ
明
敏
な
女
性

思
想
家
・
理
論
家
の
第
一
人
者
」
と
な
り
、
も
う
一
人
の
受
講
者
の
平

塚
雷
鳥
も
『
青
鞜
』（
明
治
四
四
・
九
〜
大
正
五
・
二
）
を
創
刊
し
て
、
女

性
解
放
・
婦
人
参
政
運
動
に
尽
力
し
た
。
強
弁
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
会

の
目
的
と
し
た
「
婦
女
子
の
好
尚
知
識
を
高
め
、
傍
ら
女
流
作
家
を
養

成
す
る
」
を
二
人
の
婦
人
先
覚
者
が
達
成
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の

会
の
終
了
時
期
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
明
治
四
十
年
九
月
一
日
号
の

『
文
庫
』「
六
号
活
字
」
欄
に
、
閨
秀
文
学
会
の
生
徒
は
二
十
名
に
す
ぎ

（
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ず
、
教
師
の
方
が
多
い
と
あ
り
、
同
誌
九
月
十
五
日
号
の
同
欄
で
は
、

同
会
が
「
愈
々
つ
ぶ
れ
る
、
廃
校
解
散
の
日
、
女
子
星
菫
党
万
歳
を
三

呼
す
る
だ
ら
う
…
…
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
九
月
末
頃
に
は
会
は
消

滅
し
た
と
思
わ
れ
る
。

明
治
四
十
一
年
十
一
月
『
明
星
』
は
廃
刊
と
な
っ
た
。
通
刊
百
号
で

あ
っ
た
。
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
一
月
、
森
鷗
外
を
顧
問
、
上

田
敏
を
指
導
者
、
平
出
露
花
を
出
資
者
と
し
て
『
ス
バ
ル
』
が
創
刊
さ

れ
た
。
与
謝
野
寛
（
明
治
三
八
年
五
月
頃
、
鉄
幹
の
号
を
廃
す
）
晶
子
夫

妻
は
単
な
る
客
員
格
で
あ
っ
た
。
両
人
は
大
き
な
脱
落
感
を
持
っ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
感
情
と
貧
窮
を
お
ぎ
な
う
べ
く
計
画
さ
れ
た
の

が
、「
文
学
講
演
会
」
で
あ
っ
た
。

文
学
講
演
会
の
目
的
は
、「
短
歌
及
び
新
体
詩
を
製
作
し
若
く
は
研

究
せ
む
と
す
る
特
志
の
人
々
の
為
め
」
の
講
演
会
と
し
、
週
二
回
（
後

に
は
一
回
）
で
、
寛
が
「
歴
代
古
歌
講
義
」（
古
事
記
・
日
本
紀
・
万
葉
集
・

神
楽
催
馬
楽
・
伊
勢
物
語
・
業
平
集
・
貫
之
集
・
小
町
集
・
和
泉
式
部
集
の

歌
）、
晶
子
が
「
源
氏
物
語
大
意
講
義
」、「
大
鏡
抄
読
講
義
」
で
共
に

書
物
持
参
、
寛
と
の
共
同
で
「
新
派
和
歌
講
義
」、「
短
歌
及
新
体
詩
製

作
談
」、「
会
員
の
短
歌
添
削
」
を
す
る
と
し
、
明
治
四
十
二
年
四
月
よ

り
開
講
、
満
一
年
で
終
了
と
し
て
い
る
。
以
後
、
十
月
、
十
一
月
に
講

義
科
目
、
時
間
の
変
更
が
あ
り
、
晶
子
担
当
に
限
っ
て
記
す
と
、
十
月

か
ら
は
「
源
氏
物
語
講
演
」
の
み
と
な
り
、
十
一
月
の
『
ス
バ
ル
』
誌

上
の
広
告
に
は
、「
本
月
よ
り
蓬
生
の
巻
に
入
る
書
籍
持
参
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
、
晶
子
は
テ
キ
ス
ト
を
使
い
な
が
ら
講
義
し
て

い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
講
演
」
と
い
い
、「
講
義
」
と
い
っ
て
混
合
し

て
使
わ
れ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
、
講
義
が
相
応
し
い
と
考
え
て
い

る
。
与
謝
野
光
（
寛
と
晶
子
の
長
男
）
が
こ
の
講
義
を
回
想
し
て
、
次

の
よ
う
に
書
く
。

自
宅
で
の
毎
週
二
回
文
学
講
習
会
を
開
く
事
に
し
て
父
は
和
歌
に

つ
い
て
、
母
は
源
氏
物
語
の
講
義
を
初
め
た
。
二
階
の
八
畳
の
間

に
毎
回
集
ま
る
聴
講
者
は
二
十
名
内
外
で
あ
つ
た
。
そ
の
中
に
水

上
滝
太
郎
、
堀
口
大
学
両
氏
も
あ
つ
た
と
謂
ふ
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
文
学
講
演
会
」
は
、
晶
子
の
育
児
（
五
人
の
子
女
）
と
六
人
目

の
懐
妊
、
執
筆
活
動
の
多
忙
さ
と
受
講
者
の
減
少
に
よ
っ
て
、
自
然
消

滅
的
に
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
五
月
頃
に
終
了
し
た
模
様
で
あ
る
。

閨
秀
文
学
会
、
文
学
講
演
会
は
講
義
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
『
源
氏

物
語
』
の
巻
々
に
つ
い
て
、
そ
の
梗
概
や
問
題
点
を
如
何
に
わ
か
り
易

く
聴
者
に
伝
え
る
か
が
肝
要
で
あ
っ
た
。
晶
子
は
こ
れ
ら
の
機
会
を
通

じ
て
、
そ
の
修
錬
を
自
己
に
課
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
獲
得
し
た
も
の

が
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
『
源
氏
物
語
』
現
代
語
訳
の
原
動
力
に
な
っ
た

と
考
え
る
。

三
、
与
謝
野
晶
子
『
新
訳
源
氏
物
語
』
の
成
立

（
一
）『
新
訳
源
氏
物
語
』
起
稿
に
至
る
ま
で
の
経
緯

『
新
訳
源
氏
物
語
』の
前
に「
幻
の
源
氏
物
語
講
義
」と
呼
ば
れ
る『
源

氏
物
語
』
現
代
語
訳
の
存
在
し
た
こ
と
を
「
は
じ
め
に
」
の
部
分
で
言

及
し
た
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
述
べ
な
い
。
こ
の
「
講
義
」

（
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（
以
下
、「
幻
の
源
氏
物
語
講
義
」
を
こ
う
表
記
す
る
）
は
、
小
林
天
眠
の
手

許
に
「
薄
雲
」
巻
の
前
半
に
当
る
部
分
の
晶
子
原
稿
が
一
枚
残
っ
て
い

て
、
そ
の
形
が
推
測
で
き
る
。
そ
れ
は
原
文
に
忠
実
な
訳
文
で
は
な
い
。

原
文
を
十
分
に
咀
嚼
し
た
上
で
、
し
か
し
、
原
文
か
ら
あ
ま
り
離
れ
な

い
よ
う
に
し
て
、
現
代
の
読
者
に
わ
か
る
よ
う
に
翻
訳
し
た
も
の
で
、

寛
は
「
逐
字
的
講
義
」
と
呼
ん
で
い
る
。
文
体
は
厳
密
に
は
文
語
文
体

に
近
い
。『
新
訳
』（『
新
訳
源
氏
物
語
』
を
以
下
こ
う
表
記
す
る
）
は
、
言

文
一
致
体
で
あ
る
。
こ
の
相
違
に
つ
い
て
、
河
添
房
江
は
「
そ
れ
は
作

者
的
カ
ノ
ン
、
読
者
的
カ
ノ
ン
の
ど
ち
ら
か
に
力
点
を
お
い
て
『
源
氏

物
語
』
を
押
し
出
す
の
か
、
そ
の
立
場
の
相
違
を
も
の
が
た
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
講
義
」
に
お
い
て
当
初
、
作
者
的
カ

ノ
ン
と
し
て
の『
源
氏
物
語
』に
力
点
が
置
か
れ
た
の
に
対
し
、『
新
訳
』

で
は
よ
り
広
く
読
者
的
カ
ノ
ン
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
を
押
し
出
そ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。
河
添
は
作
者
的
カ
ノ
ン
を
「
散
文
や

詩
歌
を
書
く
た
め
の
モ
デ
ル
を
与
え
る
テ
ク
ス
ト
」
と
し
、
読
者
的
カ

ノ
ン
を
「
道
徳
的
、
宗
教
的
、
社
会
的
な
い
し
政
治
的
な
教
育
を
主
な

目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
」
と
説
明
し
て
い
る
。「
講
義
」
は

河
添
の
い
う
よ
う
に
作
者
的
カ
ノ
ン
、
和
歌
を
詠
み
、
古
典
を
愛
好
す

る
人
々
対
象
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
講
義
」を
起
筆
し
て
か
ら
、一
年
か
一
年
半
後
、金
尾
文
淵
堂
が『
新

訳
』
の
仕
事
を
持
ち
込
ん
で
き
た
。
文
淵
堂
主
人
金
尾
種
次
郎
の
回
想

に
よ
る
と
、
内
田
魯
庵
を
訪
問
し
て
出
版
上
の
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち

に
、「
君
の
方
で
与
謝
野
晶
子
さ
ん
に
源
氏
を
訳
し
て
貰
つ
て
出
し
た

ら
何
う
だ
吃
度
立
派
な
も
の
が
出
来
る
と
思
ふ
。
全
く
適
任
だ
よ
」
と

教
え
て
く
れ
た
の
が
『
新
訳
』
の
出
版
動
機
で
あ
っ
た
と
い
う
。
金
尾

は
直
ぐ
そ
の
ま
ま
、
晶
子
の
許
へ
行
き
、
魯
庵
か
ら
こ
の
よ
う
な
話
を

聞
い
た
。
是
非
や
っ
て
ほ
し
い
と
頼
む
と
、
晶
子
は
内
田
先
生
が
お
っ

し
ゃ
る
な
ら
と
承
諾
し
た
と
い
う
。
内
田
魯
庵
は
文
淵
堂
の
編
集
ブ

レ
ー
ン
的
な
存
在
で
、金
尾
は
日
頃
か
ら
尊
敬
し
、何
か
と
相
談
に
乗
っ

て
も
ら
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
不
審
な
の
は
、
晶
子
が
小
林
天
眠
依
頼
の

「
講
義
」
を
引
き
受
け
な
が
ら
、
ま
た
『
新
訳
』
の
仕
事
も
あ
っ
さ
り

承
諾
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

一
、
文
人
と
し
て
の
先
輩
で
あ
り
、
尊
敬
す
る
内
田
魯
庵
の
推
薦
で

あ
っ
た
か
ら
創
作
意
欲
が
湧
い
た
。

一
、
経
済
的
理
由
。
夫
寛
を
『
明
星
』
廃
刊
後
の
失
意
の
生
活
か
ら
立

ち
直
ら
せ
る
べ
く
外
遊
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
そ
の
旅
費
を
工
面
す
る

の
に
苦
慮
し
て
い
た
が
、
そ
の
旅
費
捻
出
の
一
方
法
で
あ
る
と
考
え

た
。

一
、
大
阪
以
来
の
知
己
で
、
出
版
以
外
の
生
活
上
の
相
談
も
し
、
今
後

の
外
遊
費
に
つ
い
て
も
金
策
の
相
談
を
か
け
た
金
尾
文
淵
堂
の
依
頼

で
あ
っ
た
か
ら
、
断
り
切
れ
な
か
っ
た
。

一
、
こ
の
時
期
の
晶
子
は
、
散
文
創
作
の
意
欲
が
旺
盛
で
、
言
文
一
致

体
の
自
然
主
義
風
な
小
説
を
多
作
し
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
を
平

易
な
口
語
文
体
の
小
説
に
し
、「
読
者
的
カ
ノ
ン
」
と
し
て
世
に
出

そ
う
と
考
え
た
。

『
新
訳
』
執
筆
に
か
か
っ
た
の
は
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
一
月
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か
ら
と
い
う
か
ら
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
九
月
以
後
の
い
つ

か
執
筆
を
開
始
し
た
「
講
義
」
と
、
し
ば
ら
く
は
、
併
行
し
て
書
い
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
後
は
一
気
呵
成
に
書
き
上
げ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。『
新
訳
』
の
執
筆
態
度
を
顧
み
て
、「
細
心
に
、
ま
た
大
胆
に

努
め
た
。
必
ず
し
も
原
著
者
の
表
現
法
を
襲
は
ず
、
必
ず
し
も
逐
語
訳

の
法
に
由
ら
ず
、
原
著
の
精
神
を
我
物
と
し
て
訳
者
の
自
由
訳
を
敢
え

て
し
た
の
で
あ
る
。」（「
新
訳
源
氏
の
後
に
」）
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

驚
く
べ
き
大
胆
さ
と
も
言
う
べ
き
宣
言
を
す
る
。

自
分
が
源
氏
物
語
に
対
す
る
在
来
の
注
釈
本
の
総
て
に
敬
意
を
有

つ
て
居
な
い
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
中
に
も
湖
月
抄
の
如
き
は

寧
ろ
原
著
を
誤
る
杜
撰
の
書
だ
と
思
つ
て
居
る
。

ま
た
、
い
う
、

一
体
源
氏
物
語
の
在
来
の
注
釈
書
と
云
ふ
も
の
が
何
れ
だ
け
読
者

を
誤
つ
て
ゐ
る
か
知
れ
な
い
。
今
日
活
版
本
に
成
つ
て
ゐ
る
湖
月

抄
に
は
他
書
の
注
釈
ま
で
網
羅
し
て
あ
る
が
、
ど
の
注
釈
も
八
分

ま
で
は
間
違
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
昔
の
学
者
に
充
全
に
源
氏
物

語
の
読
め
た
人
は
無
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
本
居
宣
長
翁
で
さ
へ

『
玉
の
小
櫛
』
に
書
か
れ
た
零
碎
な
る
解
説
が
二
分
通
り
間
違
つ

て
ゐ
る
。（
中
略
）
自
分
は
近
年
誰
に
向
つ
て
も
有
害
な
注
釈
本

を
避
け
て
無
註
の
源
氏
物
語
を
勧
め
て
ゐ
る
。

と
、
在
来
の
諸
注
釈
本
、
特
に
『
湖
月
抄
』
に
対
し
て
は
、
そ
の
注
釈

の
信
頼
す
べ
か
ら
ざ
る
を
厳
し
く
断
ず
る
。
三
谷
邦
明
に
よ
れ
ば
、
明

治
期
の
一
番
読
ま
れ
た
『
源
氏
』
本
文
は
、『
湖
月
抄
』
で
あ
っ
た
と

い
い
、
猪
熊
夏
樹
が
増
訂
し
て
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
出

版
し
た
『
訂
正
増
註
原
註
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
は
、
こ
の
本
文
が
明
治

期
の
〈
読
み
〉
を
規
定
し
た
と
い
っ
て
よ
い
と
い
う
。
そ
の
『
湖
月
抄
』

を
、
か
く
も
辛
辣
に
批
判
す
る
の
は
、
晶
子
が
こ
の
書
を
よ
く
読
ん
で

い
る
と
も
い
え
る
が
、「
湖
月
抄
の
如
き
は
寧
ろ
原
著
を
誤
る
杜
撰
の

書
」
と
ま
で
い
っ
て
、
そ
れ
と
で
き
る
だ
け
距
離
を
お
こ
う
と
す
る
態

度
か
ら
、『
新
訳
』
を
生
み
出
す
の
に
は
、『
湖
月
抄
』
を
ほ
と
ん
ど
見

な
か
っ
た
と
す
る
方
が
妥
当
な
の
で
は
と
考
え
て
、
本
稿
で
の
言
及
は

で
き
る
だ
け
避
け
て
い
る
。

（
二
）『
新
訳
源
氏
物
語
』
の
本
文
生
成
に
依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト

 

は
何
で
あ
っ
た
か

Ⅰ
、『
日
本
文
学
全
書
』
所
収
『
源
氏
物
語
』
と
『
国
文
大
観
』

所
収
『
源
氏
物
語
』
の
比
較
検
討
に
よ
る
『
新
訳
源
氏

物
語
』
本
文
の
推
定

結
論
か
ら
い
え
ば
、
私
は
『
新
訳
』
の
本
文
生
成
に
依
拠
し
た
テ
キ

ス
ト
は
、『
日
本
文
学
全
書
』
第
八
編
か
ら
第
十
二
編
に
収
め
る
『
源

氏
物
語
』（
以
下
同
書
を
博
文
館
本
と
称
す
）
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ

の
問
題
の
先
行
研
究
に
は
、
神
野
藤
昭
夫
の
「
与
謝
野
晶
子
の
読
ん
だ

『
源
氏
物
語
』」
が
あ
る
。
神
野
藤
は
「
た
ん
な
る
底
本
探
し
で
は
な
く
、

ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
に
親
む
こ
と
が
、
晶
子
の
『
源
氏
物
語
』
訳
を

生
み
出
す
よ
う
な
体
験
に
繋
が
っ
た
の
か
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
、
こ

の
問
題
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
、
晶
子
が
親
し
ん
だ
本
は
、

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
34
）

（
35
）

（
33
）
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明
治
四
十
一
年
四
月
一
日
発
行
の
『
女
子
文
壇
』（
四
年
第
五
号
）
掲
載

の
「
手
の
上
の
氷
（
源
氏
物
語
談
話
の
一
節
）」
に
見
え
る
『
日
本
文
学

全
書
』
所
収
の
『
源
氏
物
語
』
で
あ
っ
た
ろ
う
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
が
『
新
訳
』
の
口
語
訳
に
使
わ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
な
っ

た
こ
と
ま
で
は
断
定
し
て
い
な
い
。「（
博
文
館
本
は
）
落
合
直
文
・
小

中
村
義
象
・
萩
野
由
之
の
三
人
の
校
に
な
り
、
頭
註
が
付
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、現
代
の
感
覚
か
ら
い
え
ば
、簡
略
で
あ
る
。本
文
と
向
き
合
っ

て
読
む
に
は
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
、
あ
る
時
か
ら
晶
子
の
好
ん

で
読
む
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
た
こ
と
は
想
定
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
」

に
止
ま
っ
て
い
る
。

ま
ず
、「
手
の
上
の
氷
（
源
氏
物
語
談
話
の
一
節
）」
に
引
用
の
『
源
氏

物
語
』
本
文
に
つ
い
て
検
討
し
、
こ
れ
が
博
文
館
本
か
ど
う
か
を
確
定

す
る
こ
と
に
す
る
。

今
日
読
ん
で
頂
き
ま
す
の
は
、
蜻
蛉
の
巻
の
、
博
文
館
本
の

三
十
五
枚
目
か
ら
で
御
座
い
ま
す
。
板
倉
屋
本
で
は
二
十
三
枚
目

に
な
っ
て
居
り
ま
す
。
皆
様
の
御
評
も
十
分
承
ら
う
と
存
じ
ま
し

た
の
で
す
が
、
今
日
は
少
人
数
で
御
座
い
ま
す
か
ら
、
ま
あ
私
か

ら
お
話
い
た
す
事
に
い
た
し
ま
す
。（
以
下
は
略
し
、
引
用
本
文
を

記
す
。
上
の
番
号
は
、
便
宜
的
に
附
し
た
も
の
で
あ
る
。）

（
１
）、
①
人ひ

と

知し

れ
ぬ
す
ぢ
は
か
け
て
も
見み

せ
給た
ま

は
ず
、
蓮は
ち
す
の
花は
な

の
盛さ
か
り
に

御ご

八
講か
う

せ
ら
る
。
六
条で
う

院ゐ
ん

の
御お
ん

た
め
、
紫
む
ら
さ
きの
上う
へ

な
ど
、
皆み
な

思お
ぼ

し
わ

け
つ
ゝ
、
御ご

経き
や
う

佛ぶ
つ

な
ど
②
供く

養や
う

せ
さ
せ
給た

ま

ひ
て
、
厳い
か

め
し
く
③

尊た
ふ
とく

な
ん
あ
り
け
る
。

人ひ
と

知し

れ
ぬ
す
ぢ
は
無む

論ろ
ん

浮う
き

舟ふ
ね

の
死し

の
こ
と
で
御ご

座ざ

い
ま
せ
う
。
御ご

八
講か
う

の
場ば

所し
ょ

は
六
条で
う

院ゐ
ん

で
す
。

（
２
）、
④
五
か
ん
の
日ひ

な
ど
は
、
い
み
じ
き
見み

物も
の

な
り
け
れ
ば
、
こ
な

た
か
な
た
女に
ょ
う
ば
う房に
つ
き
て
参ま
ゐ

り
て
物も
の

見み

る
人ひ
と

多お
ほ

か
り
け
り
。
五
日か

と
云い

ふ
朝あ
さ

座ざ

に
は
て
て
、
御み

堂ど
う

の
飾
か
ざ
り
⑤
と
り
さ
げ
、
御お

し
つ
ら
ひ

あ
ら
た
む
る
に
、
北き
た

の
廂ひ
さ
しも
、
障し
や
う
じ子
ど
も
放は
な

ち
た
り
し
か
ば
、
皆み
な

入い

り
た
ち
て
⑥
つ
く
ら
ふ
程ほ
ど

、
西に
し

の
渡わ
た

殿ど
の

に
姫ひ
め

宮み
や
⑦
お
は
し
け
り
。

こ
の
文
章
は
、
閨
秀
文
学
会
の
某
日
の
講
義
風
景
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
先
に
引
用
し
た
山
川
菊
栄
の
文
章
の
、
文
学
会
で
の
晶

子
の
講
義
ぶ
り
を
叙
し
た
続
き
に
、

さ
て
『
源
氏
』
全
編
を
通
じ
て
私
の
好
き
な
所
は
と
は
な
は
だ
印

象
的
な
と
り
あ
げ
方
で
、「
か
げ
ろ
ふ
」
の
巻
の
、
夏
の
日
ざ
か

り
に
、
薫
大
将
が
物
か
げ
か
ら
か
い
ま
み
て
い
る
と
も
知
ら
ず
、

薄
も
の
の
ひ
と
え
を
着
て
匂
い
こ
ぼ
れ
る
よ
う
な
明
石
の
姫
君
が
、

氷
の
か
け
ら
を
手
の
ひ
ら
に
の
せ
て
、
侍
女
た
ち
と
う
ち
と
け
て

た
わ
む
れ
て
い
る
場
面
を
話
し
ま
し
た
。

と
あ
る
。
と
す
る
と
、「
手
の
上
の
氷
」
は
、
山
川
菊
栄
の
聴
講
し
た

お
り
の
講
義
の
様
子
を
実
際
に
近
い
形
で
書
き
あ
げ
た
こ
と
に
な
る
。

右
の
文
中
の
晶
子
が
話
し
た
と
す
る
部
分
は
、「
氷ひ

を
物も

の

の
蓋ふ

た

に
置お

き

て
わ
る
と
て
、
も
て
さ
わ
ぐ
人ひ

と

々〴
〵

大お
と
な人
三み

た
り人
ば
か
り
童わ

ら
べ

と
居ゐ

た
り
。

唐か
ら
ぎ
ぬ衣
も
汗し

た
ぎ衫
も
着き

ず
皆み

な

う
ち
と
け
た
れ
ば
、
御お

前ま
え

と
は
見み

給た
ま

は
ぬ
に
、

白し
ろ

き
羅

う
す
も
のの
御お

ん

衣き
ぬ

着き

給た
ま

へ
る
人
の
、
手て

に
氷こ

ほ
り
を
持
ち
な
が
ら
、
か
く
争
ふ

を
少
し
ゑ
み
給た

ま

へ
る
お
ん
顔か

ほ

、い
は
ん
方か

た

な
く
美う

つ
く
く
し
げ
な
り
」で
、「
手

（
36
）

（
37
）
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の
上
の
氷
」
の
中
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

冒
頭
の
も
う
一
本
の
板
倉
屋
本
と
は
、『
国
文
大
観
』
物
語
部
一
、二

の
、『
源
氏
物
語
』
上
、
下
で
、
本
居
豊
穎
、
木
村
正
辭
、
小
杉
榲
邨
、

井
上
頼
囶
、
落
合
直
文
監
修
。
編
者
丸
岡
桂
、
松
下
大
三
郎
。
板
倉
屋

書
房
か
ら
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
一
月
に
一
部
、
同
年
三
月
に

二
部
が
発
行
さ
れ
た
も
の
。
原
文
の
み
で
頭
註
は
一
切
無
い
。
ち
な
み

に
、
こ
の
本
は
物
語
部
一
、二
が
、
板
倉
屋
版
そ
の
ま
ま
で
、
明
治

三
十
九
年
一
月
に
、
明
文
社
か
ら
再
版
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
同
書
を

板
倉
屋
本
と
称
す
）。

以
下
、
先
に
示
し
た
「
手
の
上
の
氷
」
に
載
る
『
源
氏
物
語
』
本
文

（
１
）、（
２
）
と
博
文
館
本
の
同
部
分
（（
３
）
と
（
４
））、
ま
た
、
板

倉
屋
本
の
同
部
分
（（
５
）
と
（
６
））
と
を
比
較
検
討
し
て
ゆ
く
。
初

め
に
、
両
本
の
本
文
を
示
し
て
お
こ
う
。

博
文
館
本

（
３
）、
①
人
し
れ
ぬ
す
ぢ
は
か
け
て
も
見
せ
給
は
ず
、
蓮は
ち
す
の
花
の
盛
に
、

御
八
講
せ
ら
る
。
六
条
院
の
御
た
め
、
紫
の
上
な
ど
、
皆
思
し
わ

け
つ
ゝ
、
御
経
仏
な
ど
②
供
養
ぜ
さ
せ
給
ひ
て
、
厳い
か
め
し
く
③
尊
く

な
ん
な
り
け
る
。

（
４
）、
④
五
か
ん
の
日
な
ど
は
、
い
み
じ
き
見
物
な
り
け
れ
ば
、
こ
な

た
か
な
た
女
房
に
つ
き
て
参
り
て
物
見
る
人
多
か
り
け
り
。
五
日

と
い
ふ
朝あ
さ

座ざ

に
は
て
ゝ
、
御み

堂だ
う

の
飾
か
ざ
り
⑤
と
り
さ
け
、
御
し
つ
ら
ひ

あ
ら
た
む
る
に
、
北
の
廂
も
、
障
子
ど
も
放
ち
た
り
し
か
ば
、
皆

入
り
た
ち
て
⑥
つ
く
ろ
ふ
程
、
西
の
渡
殿
に
姫
宮
⑦
お
は
し
ま
し

け
り
。

板
倉
屋
本

（
５
）、
①
人
志
れ
ぬ
す
ぢ
は
か
け
て
も
見
せ
給
は
ず
は
ち
す
の
花
の
盛

に
御
八
講
せ
ら
る
。
六
条
院
の
御
た
め
紫
の
上
な
ど
皆
お
ぼ
し
わ

け
つ
ゝ
御
経
仏
な
ど
②
供
養
せ
さ
せ
給
ひ
て
い
か
め
し
く
③
尊
く

な
む
な
り
け
る
。

（
６
）、
④
五
巻
の
日
な
ど
は
い
み
じ
き
見
物
な
り
け
れ
ば
、
こ
な
た
か

な
た
女
房
に
つ
き
て
参
り
て
物
見
る
人
多
か
り
け
り
。
五
日
と
い

ふ
あ
さ
座
に
は
て
ゝ
御
堂
の
飾
⑤
と
り
さ
け
御
志
つ
ら
ひ
あ
ら
た

む
る
に
、
北
の
廂
も
さ
う
じ
ど
も
放
ち
た
り
し
か
ば
皆
入
り
た
ち

て
⑥
つ
く
ろ
ふ
程
、
西
の
渡
殿
に
姫
宮
⑦
お
は
し
ま
し
け
り
。

右
に
示
し
た
本
文
の
う
ち
、
ま
ず
「
手
の
上
の
氷
」
と
同
様
に
、
番

号
と
傍
線
を
附
し
た
語
句
の
表
記
を
比
較
し
て
み
る
。

（
氷
）
①
人
知
れ
ぬ

②
供
養
せ
さ
せ
給
ひ
て

③
尊
く
な
ん
あ
り
け

る

④
五
か
ん
の
日

⑤
と
り
さ
げ

⑥
つ
く
ら
ふ

⑦
お
は
し

け
り

（
博
）
①
人
し
れ
ぬ

②
供
養
ぜ
さ
せ
給
ひ
て

③
尊
く
な
ん
な
り
け

る

④
五
か
ん
の
日

⑤
と
り
さ
け

⑥
つ
く
ら
ふ

⑦
お
は
し

ま
し
け
り

（
板
）
①
人
志
れ
ぬ

②
供
養
せ
さ
せ
給
ひ
て

③
尊
く
な
む
な
り
け

る

④
五
巻
の
日

⑤
と
り
さ
け

⑥
つ
く
ろ
ふ

⑦
お
は
し
ま

し
け
り

（
氷
）
は
総
ル
ビ
に
な
っ
て
い
る
。
晶
子
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
と
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思
え
る
の
で
、対
象
と
し
な
い
。語
句
表
記
の
同
一
性
を
、（
氷
）と（
博
）、

（
板
）
と
比
較
し
た
と
き
、（
博
）、（
板
）
と
も
に
低
い
。
こ
こ
で
は
、

④
五
か
ん
の
日
に
注
目
す
る
。「
蜻
蛉
」
巻
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の

一
つ
で
あ
る
こ
の
語
の
表
記
が
、（
氷
）
と
（
博
）
と
が
同
じ
と
い
う

こ
と
は
、
両
者
の
近
い
関
係
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。

続
い
て
、
句
読
点
と
漢
字
使
用
の
比
較
を
行
お
う
。

句
読
点
の
比
較
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

○
（
博
）
の
句
読
点
数
18
、（
氷
）
で
同
じ
箇
所
に
あ
る
句
読
点
数
17

○
（
板
）
の
句
読
点
数
７
、（
氷
）
で
同
じ
箇
所
に
あ
る
句
読
点
数
７

ま
た
漢
字
使
用
の
比
較
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

○
（
博
）
の
漢
字
数
57
、（
氷
）
で
同
じ
箇
所
に
あ
る
漢
字
数
56

○
（
板
）
の
漢
字
数
52
、（
氷
）
で
同
じ
箇
所
に
あ
る
漢
字
数
50

句
読
点
や
漢
字
の
使
用
に
関
し
て
は
、
句
読
点
の
置
き
方
と
多
さ
、

漢
字
化
の
同
一
性
と
多
さ
か
ら
、（
氷
）
は
（
博
）
に
近
い
。
と
い
う

よ
り
は
、（
氷
）
は
（
博
）
に
拠
る
と
い
え
る
と
考
え
る
。（
板
）
は
右

の
観
点
か
ら
、（
氷
）
と
は
遠
い
関
係
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
一
つ
、
引
用
し
た
二
つ
の
文
章
、（
氷
）
で
は
（
１
）・（
２
）

に
続
い
て
、「
物も

の

き
ゝ
こ
う
じ
て
、
女に

よ
う
ば
う房
も
お
の
お
の
局つ

ぼ
ね
に
あ
り
つ
つ
、

御お

前ま
へ

は
い
と
人ひ

と

ず
く
な
な
る
夕ゆ

ふ

暮ぐ
れ

に
大

た
い
し
や
う将
殿ど

の

直な
ほ
い衣
着き

か
へ
て
、
今け

日ふ

ま

か
ん
づ
る
僧そ

う

の
中う

ち

に
、
必か

な

ら
ず
の
給た

ま

ふ
べ
き
事こ

と

あ
る
に
よ
り
釣つ

り

殿ど
の

の
方か

た

に
お
は
し
た
る
に
皆み

な

ま
か
ん
で
ぬ
れ
ば
、
池い

け

の
方か

た

に
す
ず
み
給た

ま

ひ
て
、

人ひ
と

ず
く
な
な
る
に
、
か
く
云
ふ
宰さ

い
し
や
う相
の
君き

み

な
ど
假か

り

初そ
め

に
几き

ち
や
う帳
な
ど
ば
か

り
隔へ

だ

て
て
う
ち
や
す
む
上う

え
つ
ぼ
ね局
し
た
り
…
…
」
が
あ
る
が
、
こ
こ
の
「
假

初
に
」
の
表
記
は
、（
博
）
と
同
じ
で
あ
る
。（
板
）
で
は
「
か
り
そ
め

に
」
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、『
湖
月
抄
』、『
大
成
』
も
「
か
り
そ
め
に
」

で
あ
る
。
他
の
本
に
見
ら
れ
な
い
表
記
を
採
っ
て
い
る
こ
と
は
、（
氷
）

と
（
博
）
の
近
さ
を
示
し
て
い
る
証
拠
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
晶
子
の
「
手
の
上
の
氷
」
に
引
用
し
た
『
源
氏
物
語
』「
蜻
蛉
」

巻
は
、
博
文
館
本
で
あ
る
と
し
て
よ
い
と
思
う
。
こ
の
本
は
、
閨
秀
文

学
会
の
晶
子
の
『
源
氏
物
語
』
講
義
だ
け
で
な
く
、
自
宅
で
の
文
学
講

演
会
の
講
義
の
テ
キ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
明
治

四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
九
月
十
八
日
付
の
小
林
天
眠
宛
晶
子
書
簡）

38
（

に

よ
れ
ば
、
天
眠
依
頼
の
『
源
氏
物
語
』
現
代
語
訳
（
所
謂
、
幻
の
源
氏

物
語
講
義
）
に
対
す
る
晶
子
の
計
画
は
、
博
文
館
本
を
底
本
に
、
そ
の

注
釈
に
幾
倍
せ
る
も
の
を
つ
け
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

明
治
四
十
四
年
一
月
に
は
、
博
文
館
本
を
も
っ
て
『
新
訳
』
を
起
稿
し

た
。
私
は
こ
の
本
に
拠
っ
て
、『
新
訳
』
の
本
文
を
生
成
し
た
と
断
定

し
て
よ
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
確
信
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
具
体
的

な
痕
跡
を
『
新
訳
』
の
中
か
ら
探
っ
て
い
こ
う
と
考
え
る
。

Ⅱ
、『
新
訳
源
氏
物
語
』
に
見
る
博
文
館
本
の
痕
跡

ア
、「
蜻
蛉
」
巻
に
見
る
痕
跡

「
手
の
上
の
氷
」
引
用
の
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
、
博
文
館
本
の
「
蜻

蛉
」
巻
の
数
段
を
使
用
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
巻
か
ら
始
め
る
こ
と
に

す
る
。

①
博
文
館
本
―
か
の
心
知
れ
る
ど
ち
な
ん
、
い
ミ
じ
く
物
を
思
ひ
給
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へ
り
し
さ
ま
を
思
ひ
出
づ
る
に
（
一
頁
、
こ
の
頁
数
は
巻
ご
と
に
振

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。）
○
頭
註
―
か
の
心
知
れ
る
ど
ち
な
ん
は

右
近
侍
従
等
を
い
ふ
な
り
。

『
新
訳
』
―
右
近
と
侍
従
は
浮
舟
の
君
が
非
常
に
煩
悶
し
て
居
た
こ

と
を
思
ひ
合
せ
て
、（『
鉄
幹
晶
子
全
集
』
８

勉
誠
出
版
所
収
『
新

訳
源
氏
物
語
』
三
二
九
頁
。
以
下
引
用
す
る
『
新
訳
』
の
頁
数
は
、
す

べ
て
こ
の
書
の
も
の
で
、
頁
数
の
み
記
す
。）

「
ど
ち
な
ん
」
を
明
快
に
、
右
近
と
侍
従
と
し
た
の
は
、
頭
註
に
拠

る
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、「
あ
の
、
事
情
を
知
っ
て
い
る
二
人
の

者
は
」（
玉
上
琢
彌
訳
註
『
源
氏
物
語
』
第
十
巻
「
蜻
蛉
」
角
川
ソ
フ
ィ
ア

文
庫

二
〇
〇
三
・
五
）
の
訳
も
あ
る
。

②
博
文
館
本
―
な
き
御
た
め
は
な
か

く
め
で
た
き
御
宿
世
見
ゆ
べ

き
事
な
れ
ど
、
忍
び
給
ひ
し
こ
と
な
れ
ば
、
ま
た
も
ら
さ
せ
給
は

で
、
や
ま
せ
給
は
な
ん
、
御
志
に
侍
る
べ
き
。（
六
頁
）
○
頭
註

―
な
か

く
め
で
た
き
御
宿
世
見
ゆ
べ
き
事
な
れ
ど
は
浮
舟
の

た
め
に
匂
宮
の
自
ら
弔
ひ
に
お
は
せ
ん
は
浮
舟
の
た
め
に
は
面
目

あ
れ
ど
忍
び
し
こ
と
の
あ
ら
は
れ
ん
は
い
か
ゞ
な
り
。

『
新
訳
』
―
『
姫ひ
い

様さ
ん

の
た
め
に
は
、
宮み
や

様さ
ん

に
そ
れ
程
ま
で
愛
せ
ら
れ

た
人
か
と
面
目
あ
る
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
併
し
お
亡か
く

れ

に
な
っ
た
方
が
誰
に
も
知
ら
せ
ず
に
お
置
き
に
な
っ
た
こ
と
は
、

や
つ
ぱ
り
そ
つ
く
り
内
証
事
に
し
て
お
上
げ
に
な
る
方
が
お
亡か

く

れ

に
な
つ
た
方
へ
の
お
志
こ
こ
ろ
ざ
しに
な
る
こ
と
で
す
わ
。」（
三
三
四
頁
）

『
新
訳
』
の
「
面
目
あ
る
」
は
頭
註
の
語
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、『
新
訳
』
の
口
語
訳
は
、
頭
註
を
咀
嚼
し
て
、
わ
か

り
易
く
書
い
た
も
の
と
考
え
る
。

③
博
文
館
本
―
御
前
な
る
人
、
誠
に
土
な
ど
の
心
地
ぞ
す
る
を
（
四
〇

頁
）
○
頭
註
―
御
前
な
る
人
誠
は（
マ
マ
）に
土
な
と
の
心
地
ぞ
す
る
と

は
女
一
人
に
お
さ
れ
て
御
前
に
あ
る
人
は
つ
ち
く
れ
な
ど
の
こ
と

し
と
楊
貴
妃
の
故
事
な
り
。

『
新
訳
』
―
（
誰
で
あ
ら
う
か
と
考
へ
る
迄
も
な
い
、
今き
ん
じ
や
う上
の
女に
よ

一い
ち

の
宮み
や

一い
つ
ぽ
ん品
の
内
親
王
で
渡
ら
せ
ら
れ
る
と
直す

ぐ
点う
な
づ頭
か
れ
た
。）

お
傍
の
女
は
皆
土つ

ち
く
れ塊

の
や
う
に
し
か
見
え
な
か
つ
た
が
（
三
六
〇

頁
）

原
文
の
「
土
」
を
頭
註
は
「
つ
ち
く
れ
」
と
し
た
が
、『
新
訳
』
は

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
。

④
博
文
館
本
―
猶
こ
の
御
あ
た
り
は
、
い
と
異
な
り
け
る
こ
そ
あ
や

し
け
れ
。
明
石
の
浦
は
心
に
く
か
り
け
る
所
か
な
な
ど
、
思
ひ
続

く
る
こ
と
ゞ
も
に
、
我
宿
世
は
い
と
や
む
ご
と
な
し
か
し
。（
五
九

頁
）
○
頭
註
―
明
石
の
浦
は
心
に
く
か
り
け
る
所
か
な
は
明
石

の
中
宮
の
御
さ
い
は
ひ
お
は
す
る
こ
と
を
い
ふ
な
り
。

『
新
訳
』
―
（
自
分
の
母
宮
も
尊
貴
な
事
に
於
て
こ
の
一い
つ
ぽ
ん品
の
宮
に

劣
つ
た
人
で
は
な
い
。
唯た

だ
后き
さ
き
ば
ら腹で
な
い
と
云
ふ
だ
け
の
事
で
あ

る
。）
そ
れ
で
も
斯
う
し
て
現
れ
て
見
え
る
処
に
段
の
違
つ
た
処

の
あ
る
の
が
不
思
議
で
あ
る
。
自
分
の
姉
の
中
宮
の
幸幸

さ
い
は
ひの

大
き
い

事
が
そ
れ
で
も
解わ
か

る
な
ど
と
思
っ
た
。（
三
七
四
頁
）

『
新
訳
』
の
傍
線
部
の
訳
文
は
、
頭
註
の
傍
線
部
に
従
っ
て
い
る
と
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考
え
る
。
特
に
二
重
傍
線
部
「
御
さ
い
は
ひ
」
は
、
そ
の
ま
ま
『
新
訳
』

に
使
わ
れ
て
い
る
。

イ
、「
明
石
」
巻
に
見
る
痕
跡

①
博
文
館
本
―
心
ぼ
そ
う
お
ぼ
せ
ど
、
頭
さ
し
出
づ
べ
く
も
あ
ら
ぬ

空
の
み
だ
れ
に
出
で
立
ち
ま
つ
る
人
な
し
。（「
明
石
」
二
頁
、
以

下
頁
数
の
み
記
す
。）

『
新
訳
』
―
主
人
が
心
細
く
思
つ
て
居
る
こ
と
も
知
つ
て
居
な
が
ら
、

戸
の
外
へ
は
顔
も
出
せ
な
い
天
気
で
あ
る
か
ら
、
京
の
様
子
を
見

に
行
く
こ
と
も
家
来
達
に
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。（『
鉄
幹
晶
子

全
集
』
７
、一
三
六
頁
。
以
下
、
頁
数
の
み
記
す
。）

晶
子
は
「
出
で
立
ち
ま
つ
る
」
は
、「
出
で
立
ち
奉
る
」
と
し
て
、『
新

訳
』
の
よ
う
に
「
京
の
様
子
を
見
に
行
く
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
他

の
活
字
本
で
は
、
こ
こ
は
「
出
で
立
ち
参
る
」
と
し
、
源
氏
の
許
へ
「
お

見
舞
い
に
参
上
す
る
」（『
全
集
』）
と
訳
し
て
い
る
。「
出
で
立
ち
ま
つ
る
」

は
、
博
文
館
本
の
誤
植
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
晶
子
は
忠
実
に
訳
そ
う

と
し
た
と
考
え
る
。

②
博
文
館
本
―
例
の
風
出
で
来
て
（
一
〇
頁
）
○
頭
註
―
例
の
風
は

前
に
ほ
そ
う
吹
き
た
り
と
い
ふ
順
風
な
り
。

『
新
訳
』
―
涼
し
く
細
く
吹
く
風
に
送
ら
れ
て
（
一
四
〇
頁
）

頭
註
「
ほ
そ
う
吹
き
」
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
、「
細
く
吹
く
」
と
し

た
も
の
と
考
え
る
。

③
博
文
館
本
―
六
十
ば
か
り
に
な
り
に
た
れ
ど
、
い
と
清
げ
に
あ
ら

ま
ほ
し
う
、
行
ひ
さ
ら
ぼ
ひ
て
（
一
三
頁
）
○
頭
註
―
さ
ら
ぼ

ひ
て
は
痩
せ
て
骨
の
立
ち
た
る
や
う
の
こ
と
な
り
。

『
新
訳
』
―
年
は
六
十
位
に
な
っ
て
居
る
穢
い
年
寄
の
や
う
で
は
な

く
、
痩
せ
て
上
品
な
坊
様
ら
し
い
人
で
あ
る
。（
一
四
一
頁
）

『
新
訳
』
の
「
痩
せ
て
」
は
、
頭
註
の
語
句
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

④
博
文
館
本
―
こ
の
常
に
ゆ
か
し
が
り
給
ふ
物
の
音
な
ど
更
に
聞
か

せ
奉
ら
ざ
り
つ
る
を
、
い
み
じ
う
恨
み
給
ふ
。
さ
ら
ば
互か

た
みに

も
、

忍
ぶ
ば
か
り
の
ひ
と
こ
と
を
だ
に
と
の
給
ひ
て
、
京
よ
り
も
て
お

は
し
た
り
し
、
琴
の
御
こ
と
取
り
に
つ
か
は
し
て
、
心
こ
と
な
る

志
ら
べ
を
ほ
の
か
に
掻
き
鳴
ら
し
給
へ
る
、
深
き
夜
の
す
め
る
は

譬
へ
ん
方
な
し
。（
三
四
頁
）

『
新
訳
』
―
『
私
の
聞
き
た
い
と
思
つ
て
居
た
琴
を
あ
な
た
は
一
度

も
聞
か
せ
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。』
涙
を
そ
つ
と
拭
い
て
源
氏
の
君

は
か
う
云
つ
た
。
女を
ん
な
は
下
を
向
い
た
侭ま
ま

で
点う
な
づ頭
い
て
居
た
。『
私

も
弾
く
か
ら
あ
な
た
も
聞
か
せ
て
下
さ
い
。
さ
う
し
て
思
ひ
出
に

し
ま
せ
う
。』
と
云
っ
て
源
氏
の
君
は
一
絃
琴
を
と
り
に
や
つ
た
。

源
氏
の
君
の
弾
い
た
後
で
、
女
も
悲
し
さ
に
誘
は
れ
た
や
う
に

十
三
絃
を
弾
き
出
し
た
。（
一
四
八
頁
）

博
文
館
本
の
本
文
の「
互か

た
み
に
」は
、他
の
活
字
本
に
は
見
ら
れ
ず
、「
形

見
」
の
字
を
あ
て
て
い
る
。
晶
子
は
原
文
通
り
に
受
け
取
り
、『
私
も

弾
く
か
ら
あ
な
た
も
聞
か
せ
て
下
さ
い
。』
と
い
っ
た
源
氏
の
言
葉
を

案
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
後
尾
で
も
、
原
文
で
は
、
京
よ
り
持
参
の
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琴
の
御
琴
を
、
源
氏
が
弾
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、『
新
訳
』
で
は
、

源
氏
が
弾
い
た
後
に
、
女
も
十
三
絃
を
弾
き
出
す
と
い
う
風
に
、
互
い

に
琴
を
弾
い
て
別
離
を
惜
し
む
構
成
に
し
て
い
る
。

ウ
、「
浮
舟
」
巻
に
見
る
痕
跡

①
博
文
館
本
―
怪
し
か
り
け
る
身
か
な
。
誰
も
物
の
聞
え
あ
ら
ば
、

い
か
に
思
さ
ん
と
、
ま
づ
か
の
上
の
御
心
を
思
ひ
出
で
聞
ゆ
れ
ど
、

知
ら
ぬ
を
、
返
す

く
い
と
心
う
し
。（
二
一
頁
）
○
頭
註
―
か

の
上
は
中
の
君
の
こ
と
な
り
。
知
ら
ぬ
は
浮
舟
の
俗
姓
を
知
ら
ぬ

な
り
。

『
新
訳
』
―
そ
れ
に
つ
け
て
も
自
分
と
云
ふ
も
の
は
怪
し
い
運
命
に

弄
ば
れ
て
い
る
人
間
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
思
は
れ
る
。
此
事
が

世
間
に
知
れ
た
時
、
姉
の
女
王
は
ど
う
自
分
を
思
ふ
で
あ
ら
う
か

と
云
ふ
こ
と
が
何
よ
り
も
浮
舟
の
君
に
苦
し
か
つ
た
。『
あ
な
た

は
一
体
誰
の
子
な
ん
だ
。
真ほ
ん
と
う実
の
こ
と
を
お
云
ひ
よ
。
ど
ん
な
つ

ま
ら
な
い
人
の
子
だ
つ
て
も
私
は
い
よ
い
よ
あ
な
た
を
愛
す
る
か

ら
。』（
二
八
三
頁
）

頭
註
は
「
知
ら
ぬ
」
を
、「
浮
舟
の
俗
姓
を
知
ら
ぬ
」
と
解
し
て
い
る
。

『
新
訳
』
は
そ
れ
に
拠
っ
て
、「
あ
な
た
は
一
体
誰
の
子
な
ん
だ
。」
と

意
訳
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
例
証
は
僅
少
で
は
あ
る
が
、
晶
子
が
日
頃
読
み
な
れ
た
博
文

館
本
の
『
源
氏
物
語
』
を
使
っ
て
『
新
訳
』
を
完
成
し
た
痕
跡
と
す
る
。

晶
子
の
『
新
訳
』
は
原
文
に
忠
実
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
、『
新
訳
』

中
に
博
文
館
本
の
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
博
文
館
本
の
本
文
や
頭
註
と
『
新
訳
』
と
を
丁
寧
に
比
較
検
討
す

る
と
、
そ
の
痕
跡
が
散
見
す
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
右
に
と
り
あ
げ
た

も
の
は
、
確
実
に
そ
れ
と
い
え
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
頭
註
を
大
胆

に
意
訳
し
た
も
の
と
思
え
る
と
こ
ろ
が
、
い
く
つ
か
あ
っ
た
の
だ
が
、

印
象
批
評
と
し
か
い
え
な
い
場
合
も
多
く
省
い
た
。『
源
氏
物
語
』
全

巻
を
調
査
す
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
見
出
せ
る
と
考
え
て
い
る
。

お
わ
り
に

『
新
訳
』
誕
生
の
背
景
に
は
、
ま
ず
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
九
）
頃

か
ら
始
ま
る
『
源
氏
物
語
』
と
の
与
謝
野
晶
子
の
孤
独
な
格
闘
が
あ
り
、

つ
い
で
、
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
六
月
か
ら
の
新
詩
社
時
代
に
は
、

夫
寛
や
先
輩
知
己
の
指
導
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
研
鑽
を
積

ん
だ
結
果
、
晶
子
は
『
源
氏
物
語
』
に
絶
対
の
自
信
を
持
つ
よ
う
に
な

り
、「
講
演
会
」
な
ど
で
は
、『
源
氏
』
を
講
じ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
其

の
頃
、
彼
女
が
最
も
慣
れ
親
し
ん
だ
の
は
、
博
文
館
本
で
あ
っ
た
。
小

林
天
眠
が
口
語
訳
を
依
頼
し
、
未
完
の
ま
ま
関
東
大
震
災
で
灰
燼
に
帰

し
た
所
謂
「
幻
の
源
氏
物
語
講
義
」
も
『
新
訳
』
も
こ
れ
が
テ
キ
ス
ト

で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
晶
子
に
『
新
訳
』
執
筆
を
決
意
さ
せ
た
の
は
、

寛
の
外
遊
費
用
や
一
家
の
経
済
逼
迫
も
あ
る
が
、
第
一
に
は
内
田
魯
庵

の
推
薦
に
よ
る
金
尾
文
淵
堂
の
依
頼
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
明
治

四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
一
月
よ
り
執
筆
に
か
か
っ
た
『
新
訳
』
は
前

者
が
歌
人
や
古
典
愛
好
家
を
対
象
と
す
る
「
作
者
的
正カ

ノ
ン典
」
を
意
図
し
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た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
国
民
に
広
く
愛
読
さ
れ
る
「
読
者
的

正カ
ノ
ン典

」
と
し
て
押
し
出
そ
う
と
考
え
た
の
だ
と
思
う
。

博
文
館
本
の
痕
跡
を
、『
新
訳
』
の
本
文
中
に
探
し
出
し
、
そ
の
依

拠
し
た
テ
キ
ス
ト
は
何
で
あ
っ
た
か
を
結
論
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、

も
っ
と
例
証
を
博
捜
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
次
い
で
『
新

新
訳
源
氏
物
語
』
の
そ
れ
に
及
ぶ
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。

注（１
）
与
謝
野
晶
子
「
新
訳
源
氏
物
語
の
後
に
」（『
鉄
幹
晶
子
全
集
』
８
、
勉

誠
出
版
、
二
〇
〇
二
・
二
）
初
出
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
十
一
月
刊
の

下
巻
の
二
。

（
２
）
市
川
千
尋
『
新
訳
源
氏
物
語
』
解
題
（『
鉄
幹
晶
子
全
集
』
８
、
勉
誠
出

版
、
二
〇
〇
二
・
二
）

（
３
）
小
林
政
治
（
号
天
眠
）（
一
八
七
三
〜
一
九
五
六
）、
明
治
三
十
年

（
一
八
九
七
）
四
月
、
浪
華
青
年
文
学
会
（
後
、
関
西
青
年
文
学
会
）
を
高

須
梅
渓
・
中
村
吉
蔵
ら
と
結
成
、
機
関
誌
『
よ
し
あ
し
草
』（
後
、『
関
西
文

学
』）
を
発
行
し
、
文
学
青
年
と
し
て
出
発
、
毛
布
卸
商
を
営
み
な
が
ら
、

与
謝
野
鉄
幹
・
晶
子
の
文
学
活
動
を
支
援
し
続
け
た
。
大
正
七
年

（
一
九
一
八
）
五
月
、
株
式
会
社
天
佑
社
を
起
こ
し
出
版
業
に
乗
り
出
す
も
、

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
九
月
の
関
東
大
震
災
で
倒
産
。
大
正
八
年

（
一
九
一
九
）
十
二
月
、
大
阪
変
圧
器
株
式
会
社
を
設
立
、
個
人
経
営
の
毛

布
問
屋
も
株
式
会
社
小
林
政
治
商
店
と
し
、
大
阪
の
実
業
家
と
し
て
名
を
知

ら
れ
る
に
至
っ
た
。
天
眠
の
三
女
迪
子
は
鉄
幹
・
晶
子
の
長
男
光
と
結
婚
、

両
家
は
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
。

（
４
）
坂
本
政
親
「
与
謝
野
晶
子
年
譜
」
を
参
照
す
る
。（『
与
謝
野
晶
子
・
若

山
牧
水
・
窪
田
空
穂
』
日
本
近
代
文
学
大
系
17
、
角
川
書
店
、

一
九
七
一
・
二
）

（
５
）
与
謝
野
晶
子
「
光
る
雲
」
中
に
収
め
る
。（「
評
論
感
想
集
六
」、『
定
本

与
謝
野
晶
子
全
集
』
第
十
九
巻
、
講
談
社
、
一
九
八
一
・
一
）

（
６
）
三
谷
邦
明
「
明
治
期
の
源
氏
物
語
研
究
」「
特
集

源
氏
物
語
―
研
究
史

と
享
受
史
」（『
国
文
学
』
第
四
八
巻
一
〇
号
、
至
文
堂
、
一
九
八
三
・
七
）

（
７
）
清
水
婦
久
子
「
第
二
節

源
氏
物
語
の
絵
入
り
版
本
」（『
源
氏
物
語
版

本
の
研
究
』、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
・
二
）

（
８
）
与
謝
野
晶
子
「
内
容
見
本
―
読
者
諸
氏
の
前
に
、
著
者
よ
り
」（
新
間
進

一
『
与
謝
野
晶
子
全
集
』
新
輯
別
巻
「
解
説
・
年
譜
」
所
収
、
文
泉
堂
出
版
、

一
九
七
六
・
一
〇
）

（
９
）『
ト
キ
ハ
ギ
』（
常
磐
樹
）
一
号
（
新
詩
社
、
一
九
六
七
・
五
）

（
10
）
大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
四
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
・

一
〇
）

（
11
）「
名
流
婦
人
の
處
女
時
代
」
欄
に
出
る
。『
女
子
文
壇
』
四
年
第
一
号
（
女

子
文
壇
社
、
一
九
〇
八
・
一
）

（
12
）
平
野
萬
里
『
晶
子
秀
歌
選
』（
大
東
出
版
社
、
一
九
四
四
・
二
）

（
13
）
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
二
月
、
詩
「
春
月
」、
五
月
、
詩
「
わ
が

を
ひ
」、
八
月
、
歌
二
首
、
九
月
、
歌
二
首
を
発
表
す
る
。
以
下
略
。

（
14
）『
明
星
』
第
二
号
、
鳳
晶
子
「
花
が
た
み
」
六
首
の
う
ち
三
首
を
引
用
す

る
。

ゆ
く
春
を
山
吹
さ
け
る
乳
母
が
宿
に
絵
筆
か
み
つ
ゝ
送
る
こ
ろ
か
な

小
松
原
な
き
て
む
れ
た
つ
雉
子
の
尾
を
更
に
い
ろ
ど
る
夕
日
か
げ
か
な

し
ろ
す
み
れ
桜
が
さ
ね
か
紅
梅
か
何
に
つ
ゝ
み
て
君
に
送
ら
む

（
15
）
吉
井
勇
『
み
だ
れ
髪
』
解
説
（
市
民
文
庫
『
み
だ
れ
髪
』
河
出
書
房
、

一
九
五
二
・
一
二
）
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（
16
）『
明
星
』（
未
歳
第
六
号
、
一
九
〇
七
・
六
）

（
17
）『
明
星
』（
未
歳
第
八
号
、
一
九
〇
七
・
八
）

（
18
）
山
川
菊
栄
『
女
二
代
の
記
』（
日
本
評
論
新
社
、
一
九
五
一
・
五
）

（
19
）
鈴
木
裕
子
『
山
川
菊
栄
評
論
集
』
解
説
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
・
八
）

（
20
）
内
外
出
版
協
会
刊
。

（
21
）『
ス
バ
ル
』
三
号
（
昴
発
行
所
、
一
九
〇
九
・
三
）

（
22
）『
ス
バ
ル
』
四
号
（
昴
発
行
所
、
一
九
〇
九
・
四
）

（
23
）
与
謝
野
光
「
母
・
晶
子
」
（七）
（
第
三
期
『
明
星
』
三
号
、

一
九
四
七
・
三
）

（
24
）
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
五
月
十
一
日
付
、
小
林
雄
子
宛
晶
子
書
簡
と

天
眠
註
、
植
田
安
也
子
／
逸
見
久
美
編
、
天
眠
文
庫
『
与
謝
野
寛
晶
子
書
簡

集
』（
八
木
書
店
、
一
九
八
三
・
六
）

（
25
）
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
三
月
十
六
日
付
、
小
林
政
治
宛
与
謝
野
寛
晶

子
書
簡
。（
24
）
と
同
じ
書
簡
集
。

（
26
）
川
添
房
江
「
現
代
語
訳
と
近
代
文
学
―
与
謝
野
晶
子
と
谷
崎
潤
一
郎
の

場
合
―
」（
講
座
源
氏
物
語
研
究
第
十
二
巻
、『
源
氏
物
語
の
現
代
語
訳
と
翻

訳
』、
伊
井
春
樹
監
修
、
川
添
房
江
編
集
、
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
八
・
六
）

（
27
）（
26
）
に
同
じ
。

（
28
）
金
尾
種
次
郎
「
晶
子
夫
人
と
源
氏
物
語
」（『
読
書
と
文
献
』、
日
本
古
書

通
信
社
、
一
九
四
二
・
五
）

（
29
）
内
田
魯
庵
（
一
八
六
八
〜
一
九
二
九
）
は
、
評
論
家
・
翻
訳
家
・
小
説

及
び
随
筆
家
。
幅
広
い
文
化
人
で
あ
り
、
外
国
文
学
に
培
わ
れ
た
旺
盛
な
批

判
精
神
に
基
づ
く
風
刺
と
社
会
性
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
特
色
と
し
た
。

（『
日
本
文
学
史
辞
典
』、
京
都
書
房
、
一
九
八
六
・
四
）

（
30
）（
１
）
に
同
じ
。

（
31
）（
１
）
に
同
じ
。

（
32
）
与
謝
野
晶
子
「
一
隅
よ
り
―
雨
の
半
日
」（「
評
論
感
想
集
一
」『
定
本
与

謝
野
晶
子
全
集
』
第
十
四
巻
、
講
談
社
、
一
九
八
〇
・
三
）

（
33
）（
６
）
に
同
じ
。

（
34
）
こ
の
書
は
初
版
本
は
明
治
二
十
三
年
十
一
月
か
ら
明
治
二
十
四
年
二
月

に
か
け
て
、
博
文
館
よ
り
出
版
さ
れ
た
。
編
輯
兼
発
行
人
は
大
橋
新
太
郎
で

あ
る
。

（
35
）
永
井
和
子
編
『
源
氏
物
語
へ
源
氏
物
語
か
ら
―
中
古
文
学
研
究
２
４
の

証
言
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
・
九
）
所
収
。

（
36
）（
35
）
に
同
じ
。

（
37
）（
18
）
に
同
じ
。

（
38
）（
24
）
の
『
与
謝
野
寛
晶
子
書
簡
集
』
所
収
。

（
み
や
も
と
・
ま
さ
あ
き

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


