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『中
務
内
侍
日
記
』
の
構
成

―

「
袖
も
ぬ
れ
ぬ
べ
き
こ
と
は
り
」
を
め
ぐ

っ
て
―

は
じ
め
に

『中
務
内
侍
日
記
』
は
、
伏
見
天
皇
に
仕
え
た
内
侍
、
藤
原
経
子
の
日
記
で

あ
る
。
作
者
が
東
宮
御
所
に
出
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
年
と
考
え
ら
れ
る
弘
安

三
年
か
ら
始
ま
り
、
正
応
五
年
ま
で
の
記
事
を
持

っ
て
い
る
。

長
ら
く
、
『弁
内
侍
日
記
』
と
と
も
に
研
究
者
に
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
向
き

の
あ
る
作
品
で
あ
る
が
、
近
年
、
諸
氏
に
よ
り
、
新
し
い
視
点
か
ら
の
見
解
が

示
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
と
は
い
え
、
本
日
記
の
課
題
は
少
な
く

な
い
。

作
品
の
本
質
を
解
明
す
る
方
法
を
模
索
す
る
中
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
「袖

も
ぬ
れ
ぬ
べ
き
こ
と
は
り
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
本
国
記
の
構
成
意
識
の

一
端
に
つ
い
て
、
究
明
を
試
み
る
。
ま
た
、

月
、
郭
公
、
花
等
の
景
物
の
問
題
に
つ
い
て
、
以
前
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
を
も
勘
案
し
、
考
察
を
及
ぼ
し
て
み
た
い
。

一

『中
務
内
侍
日
記
』
に
見
ら
れ
る
構
成
意
識
に
つ
い
て
は
、
夙
に
三
角
洋

一

阿

部

真

氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
後
宇
多
天
皇
譲
位
記
事
前
ま
で
の
内
容
に
つ
い
て
、

「
は
じ
め
の
二
〇
数
段
は
第

一
～
第
五
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
な
っ
て
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
ら
し
い
こ（れ
」
と
し
ヽ
各
グ
ル
ー
プ
の
テ
ー
マ
を
読

み
取
ら
れ
た
。
こ
の
説
に
導
か
れ
つ
つ
、
以
下
に
私
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

本
国
記
は
、
冒
頭
に
序
文
と
も
い
え
る
作
者
の
感
懐
を
述
べ
た
後
、

Ａ
た
ゞ
か
ゝ
る
世
の
そ
ゞ
ろ
ご
と
の
み
心
に
し
み
て
忘
れ
が
た
き
中
―こ

（“

と
前
置
き
じ
、
弘
安
三
年

一
二
月

一
五
日
の
夜
の
出
来
事
を
語
っ
て
い
く
。
そ

の
後
、
弘
安
四
年
八
月

一
六
日
、
弘
安
五
年
四
月

一
七
日
の
記
事
へ
と
続
い
て

い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

「又
弘
安
三
年
の
と
し
、
御
さ
か
木
出
で
さ
せ

給
ひ
し
か
ば
廂
の
御
所
な
り
し
に
、
四
年
の
八
月
十
六
日
」、
「ま
た
弘
安
五
年

四
月
十
七
日
」
と
い
う
冒
頭
を
持
つ
。
「
ま
た
」
と
い
う
語
か
ら
始
ま
る
こ
と

か
ら
、
先
の
内
容
を
受
け
た
記
事
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
、
こ
れ
ら
を
第

一

グ
ル
ー
プ
と
す
る
三
角
氏
の
説
は
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

作
者
の
叙
述
の
方
法
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
の
は
、
弘
安
五
年
四
月

一
七

日
の
記
事
中
に
、
東
宮
と
と
も
に
雨
夜
を
す
ご
し
た
人
々
を
列
挙
し
た
後
、

「
そ
ゞ
ろ
ご
と
ど
も
申
て
、
お
か
し
く
興
あ
る
事
ど
も
な
り
」
と
記
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
Ａ
の

「
そ
ゞ
ろ
ご
と
」
は

「漫
事
」
で
、
四
月

一
七
日
の
方
は

弓



「漫
言
」
の
意
で
は
あ
る
が
、
こ
の
語
が
四
月

一
七
日
条
に
存
在
す
る
こ
と
に

よ
り
、
本
条
が
Ａ
に
該
当
す
る
内
容
を
持
つ
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ

Ｚつ
。三

角
氏
が

「「
た
だ
か
か
る
世
の
そ
ぞ
ろ
事
の
み
心
に
し
み
て
忘
れ
が
た
き

中
に
も
」
と
い
う
こ
と
ば
は

「
ま
た
弘
安
…
…
」
で
始
ま
る
三

・
四
段
に
も
か

（
３
）

か
っ
て
お
り
、
こ
こ
ま
で
で
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
」

と
推
測
さ
れ
た
よ
う
に
、
Ａ
は
直
後
の
弘
安
三
年

一
二
月

一
五
日
の
み
に
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
く
、
冒
頭
の
グ
ル
ー
プ
に
小
序
的
に
働
く
文
言
、
す
な

わ
ち
そ
の
テ
ー
マ
を
提
示
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
「
そ
ゞ
ろ

ご
と
」
と
い
う
言
葉
は
あ
た
か
も
標
識
の
ご
と
き
機
能
を
働
か
せ
て
お
り
、
弘

安
五
年
四
月

一
七
日
夜
の
記
事
が
、
Ａ
で
示
さ
れ
た
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
選
択
さ

れ
た
話
題
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
弘
安
五
年
四
月

一
七
日
条
に
続
く
弘
安
六
年
四
月

一
九
日
の
記
事
は
、

次
の
文
辞
よ
り
始
ま
る
。

Ｂ
世
に
経
れ
ば
何
と
な
く
忘
れ
ぬ
ふ
し
ハ
ヽ
も
多
く
、
袖
も
ぬ
れ
ぬ
べ
き

こ
と
は
り
も
知
ら
る
ゝ
こ
そ
、
か
は
ゆ
く
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、

『中
務
内
侍
日
記
』
の
各
話
は
お
よ
そ
日
付
か
ら
入
る
型
と
な
っ
て
い
る
中
、

こ
と
に
上
巻
で
は
、
こ
の
よ
う
な
導
入
部
的
役
割
を
持
つ
文
言
は
Ａ
、
Ｂ
の
み

で
あ
る
。
Ａ
の
例
か
ら
推
測
す
る
と
、
こ
の
Ｂ
も
、
直
後
の
弘
安
六
年
四
月

一

九
日
条
を
導
く
の
み
で
は
な
く
、
後
続
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
テ
ー
マ
を
指
し
示
す
、

小
序
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
文
言
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
三
角
氏
は
右
の
推
測
に
続
い
て
、
Ｂ
を
引
い
た
後
、

続
く
六

・
七
段
は

「
ま
た
弘
安
…
。こ

と
い
う
五
段
の
冒
頭

（Ｂ
を
指
す

稿
者
注
）
に
縛
ら
れ
る
か
た
ち
を
は
な
れ
て
、

弘
安
七
年
二
月
十
七
日
…
…
　
　
　
（六
段
）

八
月
十
三
日
…
…
　
　
　
　
　
　
（七
段
）

と
、
よ
う
や
く
回
想
の
筆
が
滑
ら
か
に
進
み
は
じ
め
た
こ
と
を
思
わ
せ
る

書
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
。

と
し
、
そ
の
後
、
弘
安
七
年
二
月

一
七
日
条
は
冒
頭
の
第

一
グ
ル
ー
プ
に
属
し
、

一
方
、
八
月

一
三
日
条
は
以
降
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
別
の
一
グ
ル
ー
プ
を
な
す
も

の
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
首
肯
で
き
る
点
も
あ
る
が
、
以
降
の
記
事
が
本
当
に

「縛
ら
れ
る
か
た
ち
を
は
な
れ
」
た
も
の
な
の
か
、
今

一
度
検
証
す
る
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

Ｂ
は
ど
の
記
事
ま
で
影
響
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
も
ま
た
Ａ
の
例

に
な
ら
い
、
そ
の
範
囲
を
定
め
る
た
め
の
指
標
を
設
定
し
、
そ
れ
を
伝
っ
て
い

く
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
Ａ
と
Ｂ
を

比
較
す
る
と
、
両
者
は
類
似
し
た
内
容
と
も
い
え
る
が
、
し
か
し
、
Ｂ
で
作
者

は

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
べ
き
こ
と
は
り
も
知
ら
る
ゝ
こ
そ
、
か
は
ゆ
く
お
ぼ
ゆ
れ

ど
」
と
述
べ
て
い
る
。
俗
世
に
永
ら
え
る
が
た
め
に
、
忘
れ
ら
れ
な
い
出
来
事

も
積
み
重
な
り
、
思
わ
ず
、
涙
が
こ
ば
れ
る
よ
う
な
現
世
の
道
理
も
思
い
知
ら

さ
れ
て
も
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
恥
ず
か
し
く
も
、
俗
世
に
留
ま
っ

て
し
ま
う
我
が
身
。
そ
の
姿
を
表
す
べ
き
事
柄
を
紡
い
で
い
く
と
い
う
意
向
で

あ
る
か
ら
、
以
下
に
述
べ
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は

「忘
れ
ぬ
ふ
し
か
ヽ
」
の

数
々
に
加
え
て

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
べ
き
こ
と
は
り
」
を
作
者
に
知
ら
し
め
た
事
柄

も
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
見
落
と
さ
れ
が
ち
だ
が
、
Ｂ
の
前
後
で
は
、

選
択
さ
れ
た
題
材
に
や
や
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
、
作
者
に
よ
っ
て
明
確

に
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
Ｂ
の
影
響
力
を
示
す
指
標
と
し
て
は
、
あ
ら

た
め
て
述
べ
ら
れ
た

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
と
い
う
内
容
を
持
つ
こ
と
ば
が
適
切
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
Ｂ
以
降
、
そ
れ
に
類
し
た
表
現
を
辿
り
、
作
者
に
と
っ
て

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
べ
き
」
こ
と
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
Ｂ
を
テ
ー
マ
と
す



る
記
事
は
ど
こ
ま
で
か
、
す
な
わ
ち
作
者
が
ど
の
よ
う
に
作
品
を
構
成
し
よ
う

と
し
た
か
に
つ
い
て
、
追
究
し
て
み
た
い
。

本
日
記
に
お
け
る

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
の
類
似
表
現
は
以
下
の
六
場
面
に
あ
る

（類
似
表
現
に
傍
線
、
ま
た
そ
れ
に
関
わ
る
重
要
な
箇
所
に
二
重
傍
線
を
施
し

た
）。

①
弘
安
七
年
二
月
十
七
日
、
こ
れ
も
嵯
峨
殿
の
御
留
守
な
り
し
に
、
御
遊

あ
り
。
御
供
に
女
房
四
人
、
男
二
人
ぞ
侍
し
。
対
の
御
方

・
大
納
言

殿

・
冷
泉
殿
。
御
手
水
の
間
の
御
簾
巻
き
上
げ
て
、
御
所
御
琵
琶
、
綾

小
路
の
三
位
朗
詠
、
伯
の
少
将
笛
、
土
御
門
少
将
筆
。
夜
も
す
が
ら
御

遊
ど
も
あ
る
に
、
何
時
と
い
ひ
な
が
ら
庁
の
屋
の
花
の
本
ず
ゑ
面
白
く
、

秋
な
ら
ね
ど
も
身
に
し
む
ば
か
り
風
も
烈
し
き
花
の
あ
た
り
は
、
げ
に

行
き
て
も
恨
み
ま
ほ
し
き
心
地
し
て
、
お
ぼ
つ
か
な
き
程
に
霞
め
る
月

は
、
如
く
物
な
く
覚
え
て
、
折
か
ら
は
物
の
音
も
澄
み
昇
り
、
面
白
き

に
、
後
も
又
偲
ぶ
ば
か
り
の
言
の
葉
を
御
尋
ね
あ
り
し
に
、
面
／
ヽ
に

あ
ら
は
す
も
お
か
し
。
定
め
な
く
晴
れ
曇
る
村
雨
の
空
も
、
作
り
出
で

た
ら
ん
や
う
な
り
。
「
か
こ
ち
が
ほ
な
る
」
と
も
言
ひ
ぬ
べ
う
眺
め
た

る
に
、
三
位
、

日
屈
邸
明
花
の
ひ
ま
漏
る
酬
酬
―こ‐‐

と
あ
れ
ど
、
打
紛
れ
つ
ゝ
、
付
く
る
人
も
な
け
れ
ば
、
心
の
中
に
、

あ
や
な
く
袖
の
ぬ
る
ゝ
物
か
は

と
ぞ
覚
え
し
。
今
宵
は
げ
に
春
の
宮
居
も
か
ひ
あ
る
心
地
し
て
、

月
影
に
幾
春
経
て
か
花
も
見
し
今
宵
ば
か
り
の
思
ひ
出
ぞ
な
き

（弘
安
七
年
二
月

一
七
日
）

②
八
年
三
月
十
七
日
、
夢
に
い
く
ら
も
ま
さ
ら
ぬ
春
の
夜
も
明
か
し
か
ね

ぬ
る
寝
覚
に
、
「
ま
こ
と
や
、
去
年
の
今
宵
、
月
と
花
と
に
夜
を
明
か

し
侍
し
も
恋
し
く
、
只
今
の
や
う
な
る
に
、
程
な
く
も
め
ぐ
り
逢
ひ
ぬ

る
。
定
め
な
き
世
に
な
が
ら
へ
に
け
る
か
な
」
と
思
ひ
続
く
る
を
、

（中
略
）
か
く
申
て
、
御
所
に
御
人
少
な
り
つ
れ
ば
、
御
昼
よ
り
先
に

と
急
ぎ
参
り
た
れ
ば
、
女
官
、
「土
御
門
の
少
将
殿
、
参
ら
せ
よ
と
て

候
」
と
言
ふ
。
（中
略
）
「面
／
ヽ
み
な
披
露
せ
よ
」
と
て
あ
る
中
に
、

三
位
は
同
じ
限
り
な
ら
ぬ
歎
き
に
耐
へ
で
、
宮
こ
の
頼
み
だ
に
な
く
、

か
や
う
に
ま
う
で
侍
と
聞
け
ど
、
人
し
も
こ
そ
あ
れ
、
な
ど
か
ゝ
り
け

ん
と
、
必
ず
あ
ひ
ぬ
る
言
草
の
末
も
、
あ
は
れ
に
悲
し
き
に
、
あ
り
し

夜
の
糊
劇
、
今
日
又
棚
日
酬
劇
湖
刻
劇
翻
引
悧
劇
目
側

忘
れ
ず
よ
死
な
ば
共
に
と
言
ひ
置
き
し
去
年
の
軒
端
の
春
の
夜
の

月

此
歌
の
初
め
は
、
あ
は
れ
な
り
し
事
也
。
末
は
か
し
こ
き
御
言
の
葉
を
、

一
つ
に
詠
み
込
め
た
る
と
見
え
た
り
。
御
返
事
に
、

月
影
を
の
ち
偲
ぶ
べ
き
物
ぞ
と
は
な
を
な
べ
て
に
も
眺
め
け
る
か

な

（中
略
）
か
ゝ
る
世
の
そ
ゞ
ろ
ご
と
ど
も
聞
く
に
つ
け
て
も
、
あ
ら
ま

し
か
ば
と
思
ふ
例
も
悲
し
く
て
、
ま
し
て
宮
こ
の
外
を
思
ひ
や
る
は
、

あ
は
れ
も
深
く
悲
し
け
れ
ば
、
「今
日
と
忘
れ
ず
申
せ
」
と
言
は
せ
て
、

散
り
た
る
花
に
付
け
て
、

歎
き
来
し
そ
の
か
ね
ご
と
の
末
な
ら
ば
も
ろ
と
も
に
と
や
身
は
厭

ふ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（弘
安
八
年
三
月

一
七
日
）

③
又
大
納
言
殿
の
御
局
へ
、
三
位
、

忘
れ
じ
と
契
置
き
て
し
言
の
葉
や
都
に
残
る
形
見
な
り
け
ん

糊
酬
の
空
に
は
あ
ら
で
見
し
月
の
釧
洲
翻
利
引
ｄ
瓢
劉
劇
つ―
利
ｕ

思
ひ
出
で
て
先
づ
袖
ぬ
れ
し
村
雨
や
憂
き
身

一
つ
の
涙
な
り
け
ん



（弘
安
八
年
二
月

一
七
日
以
降
）

④
少
将
、
父
に
て
侍
し
人
に
後
れ
て
籠
り
侍
に
、
後
れ
先
立
つ
も
こ
れ
に

限
る
世
の
例
と
の
み
歎
く
に
、
程
な
く
月
日
も
隔
た
り
ぬ
れ
ば
、
「秋

も
更
け
行
く
山
里
の
住
ゐ
は
、
袖
も

一
つ
の
時
雨
の
み
、
峰
の
嵐
や
言

問
ふ
ら
ん
、
宮
こ
だ
に
降
り
み
降
ら
ず
み
定
め
な
き
頃
は
、
た
ゞ
大
方

の
眺
め
に
あ
る
を
」
と
、
あ
は
れ
も
深
く
思
ひ
や
る
ば
か
り
に
て
、
久

し
く
間
は
ぬ
に
つ
け
て
、

物
思
ふ
袖
の
涙
も
紅
に
同
じ
千
入
に
染
む
る
も
み
ぢ
葉

返
事
に
、

千
入
ま
で
染
む
る
紅
葉
を
見
る
よ
り
も
袖
の
涙
や
色
ま
さ
る
ら
ん

（弘
安
八
年
）

⑤
又
弘
安
七
年
の
年
、
遠
き
所
に
忍
び
て
物
に
籠
り
侍
に
、
年
頃
浅
か
ら

ず
申
か
は
し
た
る
人
、
な
く
な
り
て
年
も
あ
ま
た
隔
た
り
ぬ
る
に
、

「
こ
れ
に
参
り
て
常
に
籠
り
し
宿
に
侍
」
と
言
ふ
所
を
見
れ
ば
、
い
た

う
荒
れ
な
ど
は
せ
ね
ど
、
人
な
く
あ
は
れ
げ
な
り
。
（中
略
）
あ
は
れ

も
同
じ
限
り
に
、
深
き
涙
ば
か
り
は
袖
に
潤
へ
て
も
猶
所
狭
き
。
岩
浪

高
く
谷
に
流
る
ゝ
水
の
音
ま
で
も
、
取
り
添
へ
物
悲
し
。

袖
の
上
に
落
ち
来
る
滝
の
末
な
れ
や
音
立
て
て
行
山
河
の
水

世
に
住
ま
ば
又
見
ん
と
こ
そ
思
ひ
し
か
面
影
な
れ
し
山
の
井
の
水

な
が
れ
あ
ふ
涙
の
末
も
か
ひ
ぞ
な
き
影
澄
み
果
て
ぬ
宿
の
池
水

た
ゞ
か
ひ
な
き
独
言
の
み
ぞ
あ
は
れ
な
る
。
　
　
　
　
　
（弘
安
七
年
）

⑥
水
無
瀬
と
い
ふ
所
を
過
ぐ
る
に
、
「
こ
れ
な
ん
昔
御
所
に
て
、
い
み
じ

か
り
し
も
、
今
か
く
な
り
ぬ
る
、
あ
は
れ
に
侍
」
と
古
め
か
し
き
物
語

す
る
者
あ
れ
ば
、

浅
か
ら
ぬ
昔
の
故
を
思
ふ
に
も
水
無
瀬
の
川
に
袖
ぞ
ぬ
れ
ぬ
る

（弘
安
七
年
九
月
）

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
の
類
似
表
現
は
、
実
は
、
Ｂ
の
後
に
続
く
弘
安
六
年
四
月

一
九
日
条
に
は
な
く
、
そ
の
次
の
①
弘
安
七
年
二
月

一
七
日
条
が
初
出
と
な
る
。

時
折
、
村
雨
が
降
り
な
が
ら
も
、
し
み
じ
み
と
し
た
夜
の
こ
と
、
東
宮
と
近
臣

に
よ
る
御
遊
が
あ
り
、
そ
の
後
、
東
宮
か
ら
和
歌
の
所
望
等
も
あ
っ
て
、
心
に

残
る
、
趣
き
深
い
時
を
す
ご
す
。
源
経
資
が
投
げ
か
け
た
連
歌
の
上
の
句

「晴

れ
曇
り
花
の
ひ
ま
漏
る
樹
雨
―こ‐
」
に
、
中
務
内
侍
は
人
知
れ
ず
、
心
中
で

「
あ

や
な
く
袖
の
ぬ
る
ゝ
物
か
は
」
と
つ
け
る
。
こ
の
日
の
こ
と
は

「月
と
花
」
の

夜
と
し
て
、
毎
年
、
そ
の
場
に
伺
候
し
た
廷
臣

。
女
房
た
ち
に
想
起
さ
れ
る
大

切
な
思
い
出
と
な
り
、
そ
の
連
環
が

『中
務
内
侍
日
記
』
の
主
た
る
軸
を
な
す

こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
始
発
点
と
も
い
う
べ
き
重
要
な
局
面
で
、
「袖
の
ぬ

る
ゝ
物
か
は
」
の
語
が
現
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
、
ヨ
一位
」
す
な
わ
ち

源
経
資
の
上
の
句
に
つ
け
た
下
の
句
に
見
え
る
こ
と
は
、
次
の
②
の
重
要
な
布

石
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
は
①
の
一
年
後
、
弘
安
八
年
二
月

一
七
日
条
で
あ
る
。
昨
年
の
思
い
出
を

参
加
者
達
で
確
認
し
合
い
、
和
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
様
子
を
記
す
が
、
話
の

中
心
は
、
か
つ
て
あ
の
上
の
句
を
詠
ん
だ
源
経
資
に
不
幸
が
あ
っ
た
こ
と
へ
と

移
っ
て
い
く
。
源
具
顕
の
歌

「忘
れ
ず
よ
死
な
ば
共
に
と
言
ひ
置
き
じ
去
年
の

軒
端
の
春
の
夜
の
月
」
は
君
臣
の
連
帯
感
を
再
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
上
の
句
は
、　
一
年
前
に
源
経
資
が
詠
ん
だ
歌
か
ら
取
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
中

務
内
侍
は

「必
ず
あ
ひ
ぬ
る
言
草
の
末
も
、
あ
は
れ
に
悲
し
き
に
」、
「此
歌
の

初
め
は
、
あ
は
れ
な
り
し
事
也
」
と
、
昨
年
の

「死
な
ば
共
に
」
と
い
う
経
資

の
言
葉
は
妻
の
死
を
予
言
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
か
と
、
心
を
痛
め
、
悲
嘆

に
く
れ
る
経
資
と
の
贈
答
歌
を
載
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、
中
務
内
侍
が
つ
け
た
下
の
句
、
①
の
傍
線
部

「袖
の
ぬ



る
ヽ
物
か
は
」
も
、　
一
年
後
の
彼
の
不
幸
を
予
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

判
明
す
る
。
「袖
の
ぬ
る
ゝ
物
か
は
」
は
、
東
宮
近
臣
や
女
房
た
ち
の
連
帯
感

を
増
す
こ
と
と
な
っ
た
、
風
情
あ
る
夜
に
胸
を
熱
く
す
る
中
務
内
侍
の
感
情
を

表
現
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
②
で
、
妻
を
亡
く
し
た
経
資
に
対
す
る
同

情
心
を
表
す
言
葉
が
、
①
の

「晴
れ
曇
り
花
の
ひ
ま
漏
る
糊
雨
ｄ
」
「あ
や
な

く
棚
の‐
劇
引
‐ゝ

例
力ゝ―
―ま―
」
を
踏
ま
え
た

「あ
り
し
夜
の
糊
酬
、
今
日
又
棚
―こ‐
嘲

雨
ぬ
る
心
地
し
て
ぞ
侍
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
①
が
す
で
に
死
に
対
す
る
意

識
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
袖
を
濡
ら
す
表
現
は
、
①
②
で
は
中
務
内
侍
の
心
中
表
現
の
段
階

に
あ
っ
た
が
、
③
で
経
資
か
ら
大
納
言
殿
へ
の
二
首
の
和
歌
に
現
れ
た
こ
と
で

表
面
化
す
る
。
③
は
、
日
は
異
な
る
と
み
な
さ
れ
る
も
の
の
、
内
容
と
し
て
は
、

弘
安
八
年
二
月

一
七
日
条
を
受
け
た
も
の
で
、
妻
を
亡
く
し
て
都
を
し
ば
ら
く

離
れ
て
い
た
源
経
資
が
戻
り
、
作
者
た
ち
に
送
っ
て
き
た
返
歌
で
あ
る
。
①
に

も
名
の
見
え
る
大
納
言
殿
へ
送

っ
た
経
資
の
歌
に
は
、
「我
が
袖
か
ら
と
影
ぞ

や
つ
れ
し
」
「思
ひ
出
で
て
先
づ
袖
ぬ
れ
し
村
雨
や
」
と
あ
り
、
愛
妻
を
亡
く

し
た
悲
し
み
が
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
東
宮
近
臣
と
女
房
た
ち
の
共
有

す
る
二
月

一
七
日
の

「月
と
花
」
の
思
い
出
に
は
、
「村
雨
」
に

「袖
」
を
濡

ら
す
、
死
の
悲
し
み
の
意
味
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

④
で
は
、
春
の
記
事
で
あ
る
②
の
傍
線
部
よ
り
も
、
む
し
ろ
季
節
的
に
は
適

切
と
も
い
え
る
、
時
雨
と
袖
の
取
り
合
わ
せ
と
な
る
。
作
者
は
、
山
里
に
て
父

の
死
に
紅
涙
を
流
す
少
将
内
侍

へ

「物
思
ふ
袖
の
涙
も
」
と
和
歌
を
送
り
、

「袖
の
涙
や
色
ま
さ
る
ら
ん
」
と
の
返
歌
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
④
直
後
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
⑤
で
は
、
亡
く
な
っ
た
知
人
ゆ
か
り
の
宿
に
立
ち
寄
っ
た
作

者
が
、
そ
の
知
人
を
偲
び
、
「深
き
涙
ば
か
り
は
袖
に
潤
へ
て
も
猶
所
狭
き
」

「袖
の
上
に
落
ち
来
る
滝
の
末
な
れ
や
」
と
、
袖
は
滝
に
も
例
え
ら
れ
る
涙
に

よ
っ
て
濡
れ
そ
ぼ
ち
、
悲
し
み
を
ま
た
新
た
す
る
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
Ｂ
の
記
述
を
持
つ
弘
安
六
年
四
月

一
九
日
条
よ
り
後
の
記

事
に
は
、
「袖
も
ぬ
れ
ぬ
べ
き
」
の
類
似
表
現
を
持

つ
記
事
が
集
中
、
連
続
し

て
存
在
し
、
そ
こ
に
は
、
中
務
内
侍
の
親
し
い
者
や
、
そ
の
近
親
者
の
死
に
関

す
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
作
者
に
と
っ
て
、
「袖
も
ぬ
れ
ぬ
べ
き
」
出
来

事
と
ｔ
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
と
は
、
ま
ず
は
、
無
常
感
、
哀
愁
を
催
す
事
柄

と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
明
確
に
、
死
に
関
わ
る
事
件
で
あ
り
、

①
か
ら
⑤
は
、
中
務
内
侍
が
、
現
世
の
道
理
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

選
び
取
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
死
を
取
り
上
げ
た
記
事
の
特
徴
を
分
析
し
て
い
く
と
、
共

通
点
を
持
ち
つ
つ
、
悲
し
み
の
性
質
を
異
に
す
る
題
材
を
採
取
し
て
い
る
こ
と

が
看
取
で
き
る
。
ま
ず
、
故
人
と
の
関
係
性
を
考
え
る
と
、
①
②
③
④
で
は
、

亡
く
な
っ
た
者
は
中
務
内
侍
の
知
人
の
家
族
で
あ
っ
た
が
、
⑤
は
作
者
が
直
接

に
知
る
者
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
作
者
と
の
心
的
距
離
感

か
ら
、
そ
の
悲
嘆
の
質
に
差
が
現
れ
て
く
る
。
①
②
③
で
源
経
資
の
妻
の
死
は
、

東
宮
を
中
心
と
し
た
集
団
、
近
臣
と
女
房
の
共
有
す
る
悲
し
み
と
し
て
描
か
れ

る
が
、
④
は
少
将
内
侍
と
中
務
内
侍
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
贈
答
歌
と
い
う
、

個
人
対
個
人
の
や
り
と
り
の
中
に
、
哀
悼
の
思
い
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

⑤
で
は
、
中
務
内
侍
が
ひ
と
り
、
「年
頃
浅
か
ら
ず
申
か
は
し
た
る
人
」
の
死

に
あ
ら
た
め
て
涙
を
流
す
姿
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
死
に
対
す
る

悲
嘆
、
哀
悼
の
心
情
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
叙
述
が

進
む
に
従
い
、
集
団
意
識
か
ら
ご
く
個
人
的
な
事
情
か
ら
発
す
る
感
情
へ
と
移

り
行
く
さ
ま
が
見
て
取
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
叙
述
の
流
れ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
後
半
の
④
⑤
は
時
の
表
現
に

注
目
す
る
必
要
も
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
記
事
で
は
、
年
月
日
を
示
し
、
時
を
明



確
に
し
た
上
で
筆
を
進
め
て
い
る
が
、
④
と
⑤
は
そ
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
は
破
格

の
形
と
な
る
。
④
は
突
然
、
「少
将
、
父
に
て
侍
し
人
に
後
れ
て
籠
り
侍
に
」

と
始
ま
る
。
そ
の
直
前
に
あ
る
日
付
の
記
述
は
二
月
二
〇
日
と
な
っ
て
い
る
が
、

「秋
も
更
け
行
く
山
里
の
住
ゐ
は
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
拘
束
を
受
け
る

も
の
で
は
な
い
。
④
の
場
合
、
月
日
が
不
明
な
が
ら
も
、
年
次
は
弘
安
八
年
と

み
な
し
て
も
矛
盾
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
⑤
は
、
「又
弘
安
七
年
の
年
」
と
、

そ
れ
ま
で
の
弘
安
八
年
時
か
ら
弘
安
七
年
に
後
戻
り
す
る
と
い
う
、
時
系
列
を

逆
行
し
た
回
顧
録
と
な
っ
て
お
り
、
④
と
と
も
に
、
違
和
感
を
覚
え
る
、
そ
れ

ま
で
の
型
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
藤
本
勝
義
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
「年
時
を
超
え
て
、
「死
」
に

関
す
る
記
事
を
こ
こ
に
意
識
的
に
連
ね
」
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
言
を
尽
く
す
な
ら
ば
、
④
、
と
り
わ
け
⑤
が
、
作
者
に

と
っ
て

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
べ
き
こ
と
は
り
」
を
思
い
知
ら
し
め
た
事
件
で
あ
っ
た

た
め
で
あ
り
、
叙
述
の
パ
タ
ー
ン
を
崩
す
危
険
を
冒
し
な
が
ら
も
、
こ
こ
に
取

り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
の
類
似
表
現
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
⑤
は
年
次

に
従
っ
て
、
弘
安
七
年
の
記
事
①
以
降
、
②
以
前
に
置
か
れ
る
よ
り
も
、
④
の

後
に
続
く
方
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

今

一
度
、
①
か
ら
⑤
ま
で
の
引
用
文
に
お
け
る

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
の
類
似
表

現
を
見
直
し
て
み
る
と
、
①

「晴
れ
曇
り
花
の
ひ
ま
漏
る
樹
雨
―こ‐
」
「あ
や
な

く
袖
の
ぬ
る
ゝ
物
か
は
」、
②

「あ
り
し
夜
の
糊
雨
、
今
日
又
袖
に
時
雨
ぬ
る

引
川
ｕ
ｄ
ｄ
州
」、
③

「酬
酬
の
空
に
は
あ
ら
で
見
し
月
の
測
洲
棚
力ゝ―
引
ｄ
瓢

ぞ
や
つ
れ
し
」
「思
ひ
出
で
て
先
づ
袖
ぬ
れ
し
村
雨
や
憂
き
身

一
つ
の
涙
な
り

け
ん
」
と
、
源
経
資
の
妻
の
死
を
め
ぐ
る
記
事
に
お
い
て
、
「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」

「村
雨
」
「時
雨
」
が
、
死
に
対
す
る
悲
哀
を
表
現
す
る
要
素
と
し
て
形
成
さ
れ
、

確
立
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
④
の

「秋
も
更
け
行
く
山
里
の
住
ゐ
は
、
袖
も

一
つ

の
時
雨
の
み
、
峰
の
嵐
や
言
問
ふ
ら
ん
」
「物
思
ふ
袖
の
涙
も
紅
に
同
じ
千
入

に
染
む
る
も
み
ぢ
葉
」
「千
入
ま
で
染
む
る
紅
葉
を
見
る
よ
り
も
袖
の
涙
や
色

ま
さ
る
ら
ん
」
が
、　
一
見
あ
り
ふ
れ
た
素
材
を
用
い
な
が
ら
も
、
本
国
記
に
お

い
て
は
的
確
な
表
現
と
し
て
、
機
能
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
⑤
の

「あ
は
れ
も
同
じ
限
り
に
、
深
き
涙
ば
か
り
は
袖
に
潤
へ
て
も

猶
所
狭
き
」
「袖
の
上
に
落
ち
来
る
滝
の
末
な
れ
や
音
立
て
て
行
山
河
の
水
」

が
、
先
述
の
例
に
比
べ
、
さ
ら
に
感
情
的
に
激
し
さ
を
増
し
た
表
現
で
あ
る
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
⑤
の
冒
頭
は

「
又
弘
安
七
年
の
年
」
と
、

あ
た
か
も
、
前
の
記
事
に
ふ
と
思
い
つ
く
ま
ま
付
加
し
た
か
の
よ
う
な
口
吻
と

な
っ
て
い
る
が
、
時
系
列
を
無
視
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
配
列
は
計
算
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
確
信
犯
的
所
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「死
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
扱
い
な
が
ら
、
叙
述
が
進
む
に
従
い
、
そ
の
様
相

は
変
化
し
て
い
く
。
家
族
の
死
を
悲
じ
む
知
人
に
対
す
る
同
情
も
、
集
団
の
中

の

一
個
人
か
ら
、
個
人
対
個
人
の
問
題

へ
と
移
り
、
さ
ら
に
、
作
者
自
身
に

と
っ
て
身
近
な
人
物
の
死
を
、
痛
切
な
思
い
と
と
も
に
語
る
に
及
び
、
「
た
ゞ

か
ひ
な
き
独
言
の
み
ぞ
あ
は
れ
な
る
」
と
、
孤
独
な
る
自
ら
の
内
へ
深
く
沈
降

し
て
い
く
。
「
な
く
な
り
て
年
も
あ
ま
た
隔
た
り
ぬ
る
に
」
と
、
そ
の
死
か
ら

幾
年
も
重
ね
な
が
ら
、
な
お
も
悲
し
み
を
深
く
す
る
様
子
か
ら
、
こ
の

「年
頃

浅
か
ら
ず
申
か
は
し
た
る
人
」
が
、
作
者
に
と
っ
て
い
か
に
大
切
な
人
物
で

あ
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
が
、
「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
悲
哀

の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
、
お
そ
ら
く
は
、
⑤
の
事
件
が
現
世
の
理
を
も
っ
と

も
思
い
知
ら
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
来
た
っ
た
こ
と
か
ら
、
「袖
も
ぬ
れ
ぬ
べ
き
こ
と
は
り
」
で

括
ら
れ
る
①
か
ら
⑤
の
記
事
ま
で
は
、
「死
」
に
関
わ
る
記
事
を
た
だ
列
挙
し



た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
密
接
な
つ
な
が
り
を
も

っ
て
構
成
さ
れ
、
作
品
の

中
に
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
は

一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
、
作
者

に
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
み
な
さ
れ
、
Ａ
を
主
題
と
す
る
第

一
群
の
あ
と

に
続
く
、
第
二
群
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
作
者
は
望
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

二

弘
安
六
年
四
月

一
九
日
条
の
冒
頭
部
Ｂ
に
見
ら
れ
る

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
べ
き
こ

と
は
り
」
に
注
目
し
て
、
作
品
構
成
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
な
ら
ば
、
引
用
文
⑥
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
記
事
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

⑥
は
尼
崎
紀
行
の
記
事
で
あ
る
。
⑤
の
後
、
北
山
殿
行
啓
記
事
を
は
さ
み
、

上
巻
の
終
わ
り
近
く
に
現
れ
る
も
の
で
、
中
務
内
侍
は
尼
崎
か
ら
の
帰
り
、
後

鳥
羽
院
の
離
宮
の
あ

っ
た
水
無
瀬
で
、
そ
の
昔
に
思
い
を
馳
せ
、
「水
無
瀬
の

川
に
袖
ぞ
ぬ
れ
ぬ
る
」
と
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
第
二
群
と
は
か
な
り
離
れ
た
所

に
置
か
れ
た
記
事
で
あ
る
上
、
「死
」
を
扱
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
①
か
ら
⑤

と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
、
存
在
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
本
節
に
お
い
て
、

⑥
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
、
弘
安
六
年
四
月

一
九
日
条
の
内
容

と
思
わ
れ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
条
は
Ｂ
を
冠
し
て
い
な
が
ら
、

実
は

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
の
類
似
表
現
を
伴
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
を

起
点
と
し
て
⑤
ま
で
を

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
み
な
す
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
記
事

を
考
察
の
対
象
か
ら
は
ず
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
弘
安
六
年
四
月

一

九
日
条
を
含
め
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
第
二
群
に
つ
い
て
、
み
て
お
き
た
い
。

弘
安
六
年
四
月

一
九
日
の
記
事
に
お
い
て
中
心
と
な
る
の
は
、
京
極
為
兼
で

あ

る

。⑦
そ
の
頃
、
左
中
将
、
何
事
に
か
あ
り
け
ん
、
こ
も
り
て
久
し
く
参
ら
ざ

り
け
る
に
、
有
明
の
空
に
鳴
き
ぬ
る

一
声
を
、
寝
覚
に
や
聞
く
ら
ん
な

ど
、
か
た
じ
け
な
く
も
思
し
召
し
出
づ
る
は
、
夢
の
中
に
も
通
ふ
ら
ん

を
と
思
ひ
や
ら
る
ゝ
に
、

思
ひ
や
る
ね
ざ
め
や
い
か
に
時
鳥
鳴
き
て
過
ぎ
ぬ
る
有
明
の
そ
ら

と
御
気
色
あ
れ
ば
、
内
侍
殿
、
た
ど
／
ヽ
し
き
程
の
有
明
の
光
に
書
き

て
、
花
橘
に
付
け
ら
れ
た
り
。

さ
る
べ
き
御
使
も
な
く
て
、
明
け
ぬ
べ
け
れ
ば
、
土
御
門
少
将
、
人
も

具
せ
ず
た
ゞ
一
人
、
馬
に
て
行
ぬ
。
手
づ
か
ら
馬
の
口
を
ひ
き
て
門
を

た
ゝ
く
に
、
と
み
に
も
開
け
ず
。
空
は
明
け
方
に
な
る
も
あ
さ
ま
し
く

お
か
し
。
門
を
開
け
ぬ
る
に
、
思
ひ
よ
ら
ず
あ
き
れ
た
り
け
ん
も
こ
と

は
り
な
り
。
さ
ら
ぬ
情
だ
に
、
折
か
ら
物
は
う
れ
し
き
に
、
か
し
こ
き

御
情
も
深
く
、
色
を
も
香
を
も
と
思
し
召
し
出
づ
る
も
、
御
使
の
嬉
し

さ
は
げ
に
い
か
な
り
け
ん
。
同
じ
類
な
ら
ん
身
は
、
げ
に
い
か
で
か
う

ら
や
ま
し
か
ら
ざ
ら
ん
。
あ
り
が
た
き
面
目
、
生
け
る
身
の
思
ひ
出
と

ぞ
、
よ
そ
に
思
ひ
知
ら
れ
て
侍
し
。

あ
る
事
情
か
ら
蟄
居
す
る
左
中
将
京
極
為
兼
に
、
東
宮
が
思
い
や
り
の
情
を

見
せ
、
わ
ざ
わ
ざ
土
御
門
少
将
を
使
い
に
出
す
。
為
兼
は
、
思
い
も
よ
ら
な
い

格
別
の
深
慮
に
驚
く
の
だ
っ
た
。
中
務
内
侍
は
そ
う
し
た
情
愛
に
満
ち
た
君
臣

の
あ
り
方
を
見
て
、
「同
じ
類
な
ら
ん
身
は
、
げ
に
い
か
で
か
う
ら
や
ま
し
か

ら
ざ
ら
ん
」
と
思
わ
ず
た
め
い
き
を
も
ら
す
。

こ
う
し
た
話
で
幕
を
開
け
る
第
二
群
の
記
事
は
、
近
親
者
の
死
に
よ
り
、
東

宮
の
傍
か
ら
離
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
人
物
を
中
心
に
据
え
て
お
り
、
実
は
君
臣

の
関
係
性
を
示
す
話
題
の
ま
と
ま
り
と
も
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



②
③
は
、
妻
の
死
に
よ
り
都
を
離
れ
た
源
経
資
に
つ
い
て
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
あ
っ
た
。
中
務
内
侍
は
、
「
ま
し
て
宮
こ
の
外
を
思
ひ
や
る
は
、
あ
は
れ
も

深
く
悲
し
け
れ
ば
」
と
、
集
団
の
中
に
い
な
い
経
資
に
同
情
を
禁
じ
え
な
い
。

④
も
、
父
の
死
を
嘆
き
、
山
里
に
籠
も
る
少
将
内
侍
と
の
交
流
を
描
く
も
の
で

あ
っ
た
し
、
⑤
は
、
中
務
内
侍
自
身
が

「遠
き
所
に
忍
び
て
物
に
籠
り
侍
」
し

時
、
幾
年
も
前
に
亡
く
な
っ
た

「年
頃
浅
か
ら
ず
申
か
は
し
た
る
人
」
を
偲
ぶ

内
容
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
第
二
群
は
、
近
親
者
の
死
を
悼
む
姿
を
描
く
と
と
も
に
、
そ
の

た
め
に
、
君
臣
の
輪
か
ら

一
時
的
に
し
ろ
外
れ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
と
な
っ
た

人
物
を
記
す
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
象
徴
す
る

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
と

い
う
表
現
は
、
君
臣
関
係
の
あ
り
方
、
そ
の
情
愛
と
い
う
も
の
を
通
奏
低
音
と

し
て
響
か
せ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑥
を
含
む
尼
崎
紀
行
の
記
事
で
は
、
旅
の
事
情
に
つ
い
て
明
か
し
て
は
い
な

い
。
し
か
し
、
水
無
瀬
と
い
う
後
鳥
羽
院
ゆ
か
り
の
地
で
詠
ん
だ
歌
に
、
「袖

ぞ
ぬ
れ
ぬ
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
水
無
瀬
川
を
詠
む

上
で
の
常
套
句
と
し
て
も
、
皇
室
ゆ
か
り
の
場
に
件
む
こ
と
で
、
東
宮
か
ら
隔

た
っ
た
自
ら
の
有
り
様
や
君
臣
の
関
係
を
思
わ
ず
意
識
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
他

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
、
⑥
は
第
二
群
と
は
全

く
か
け
離
れ
た
存
在
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
と
い
う
表
現
が
、　
一
見
、
異
質
な
意
味
を
包
含
す
る
と
い

う
現
象
は
矛
盾
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
場
合
、

「近
親
者
の
死
」
と

「君
臣
関
係
か
ら
の

（
一
時
的
な
）
離
脱
」
は
不
可
分
な

因
果
関
係
に
あ
り
、
二
者
は
必
ず
し
も
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

寺
島
恒
世
氏
は

「春
宮
と
直
接
関
わ
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
私
的
な
体
験
を

「
よ
ろ
づ
は
あ
ひ
な
き
心

一
つ
」
と
し
て
語
る
第

一
二
段
の
立
場
と
、
「あ
り
が

た
き
面
目
、
生
け
る
身
の
思
ひ
出
と
ぞ
、
よ
そ
に
思
ひ
知
ら
れ
て
」
と
女
房
と

し
て
の
思
い
を
語
る
第
五
段
の
立
場
は
、
相
異
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ

る
。
語
り
手
は
私
的
な
我
と
女
房
と
し
て
の
我
を
区
別
し
て
語

っ
て
は
い
な

い
。
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
こ
に
論
じ
て
き
た
こ
と
は
、
氏

の
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
相
通
じ
る
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。た

だ
し
、
全
編
に
わ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
自
己
の
あ
り
方
等
が
同
じ
状
態
で

保
た
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。

た
と
え
ば
、
⑥
よ
り
後
に
土
御
門
少
将
の
死
と
い
う
大
事
件
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
と
い
う
表
現
は
、
⑥
を
最
後
に
以
降
は
現
れ
な
い

こ
と
、
ま
た
中
務
内
侍
の
描
く
景
物
の
様
相
を
勘
案
す
る
と
、
作
品
前
半
と
後

半
で
は
、
揺
れ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
次
節
で
は
、
そ
う
し
た

問
題
に
つ
い
て
、
若
千
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

三

③
十

一
月
九
日
、
播
磨
の
中
将
具
顕
な
く
な
り
ぬ
。
雲
の
上
に
心
を
か
け

て
、
今

一
度
と
願
ど
も
立
て
、
何
か
し
け
れ
ど
も
、
限
り
あ
る
世
の
慣

ひ
な
り
け
れ
ば
叶
は
ず
。
妄
念
の
み
あ
は
れ
に
か
は
ゆ
き
事
も
、
天
マ

は
の
際
思
ひ
定
め
て
」
と
言
ひ
し
に
と
悲
し
。

（弘
安

一
〇
年

一
一
月
九
日
）

⑦
に
お
い
て
、
籠
居
す
る
京
極
為
兼
へ
の
使
者
と
な
っ
た
土
御
門
少
将

（播

磨
中
将
）
源
具
顕
が
、
弘
安

一
〇
年

一
一
月
九
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
源
具

顕
は
早
く
も
第

一
群
で
登
場
し
、
①
②
の
場
面
に
も
そ
の
名
の
見
え
る
、
東
宮

近
臣
と
し
て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
死
を
記
す
に

し
て
は
そ
の
叙
述
は
あ
ま
り
に
短
く
、
「悲
し
」
と
あ
る
も
の
の
、
き
わ
め
て



淡
々
と
し
た
書
き
ぶ
り
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
死
に
関
わ
る
記
事
で
あ
り
な

が
ら
、
こ
こ
に

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
の
類
似
表
現
は
な
い
。
第
二
群
か
ら
か
な
り

離
れ
た
位
置
に
あ
る
と
は
い
え
、
前
節
に
て
論
じ
た
よ
う
に
、
人
の
死
と
君
臣

関
係
を
も
包
含
す
る

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
は
、
⑧
に
こ
そ
用
い
て
し
か
る
べ
き
表

現
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
中
務
内
侍
は
こ
こ
で
は
使
用
し
な
い
。

こ
れ
は
、
③
が
、
後
宇
多
天
皇
が
譲
位
し
た
弘
安

一
〇
年

一
〇
月
二

一
日
直

後
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
と
深
く
関
係
が
あ
ろ
う
。
後
宇
多
天
皇
譲
位
に
よ
り
、

い
よ
い
よ
伏
見
天
皇
の
御
代
が
開
始
さ
れ
た
時
期
に

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
と
い
う

一涙
に
関
わ
る
表
現
を
用
い
る
の
は
、
い
か
に
中
務
内
侍
た
ち
に
と
っ
て
重
大
な

事
件
と
は
い
え
、
禁
忌
で
あ
る
と
い
う
作
者
の
判
断
が
働
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
東
宮
時
代
を
支
え
て
き
た
源
具
顕
の
死
を
記
さ
ず
に
す
ま
す
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
し
か
し
、
伏
見
天
皇
の
時
代
が
到
来
し
た
時
節
を
記
録
し
て
い
く
に

あ
た
っ
て
は
、
死
や
涙
に
関
す
る
話
題
は
、
そ
れ
以
前
よ
り
も
や
は
り
相
応
の

注
意
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
が
肝
要
と
な
っ
た
。
伏
見
天
皇
の
即
位
に
と
も
な
い

内
侍
に
な
っ
た
作
者
が
、
践
詐
の
前
後
で
、
題
材
の
表
現
法
に
差
異
を
つ
け
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
。

そ
う
し
た
現
象
は
右
の
件
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ほ
ぼ
後
宇
多
天
皇
譲
位
記
事

の
前
後
で
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
景
物
の
描
写
に
変
化
が
現
れ
て
い
る
こ
と
が
判

明
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
天
候
や
月
の
描
写
に
関
し
て
い
え
ば
、
引
用
文
①
に
も
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
上
巻
で
は
天
候
の
ほ
と
ん
ど
が
雨
や
霧
、
曇
り
な
ど
、
良
好
と
は

い
え
な
い
状
態
で
記
さ
れ
て
お
り
、
よ
っ
て
、
月
も
冴
え
た
様
子
は
ほ
と
ん
ど

見
せ
る
こ
と
な
く
、
朧
げ
な
姿
と
し
て
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
上
巻
最
末
尾
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
、
弘
安
九
年
五
月

一
三
日
条
あ
た
り
か
ら
変
化
が
見
て
取
れ
、
以

降
の
記
事
で
は
、
曇
り
が
ち
の
空
は
や
が
て
晴
れ
わ
た
り
、
月
が
姿
を
現
し
始

め
る
。
そ
し
て
、
長
年
の
切
願
で
あ
っ
た
伏
見
天
皇
即
位
が
果
た
さ
れ
て
か
ら

は
、
月
は
清
澄
な
光
を
照
射
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
持
明
院
統
の
状
況
と
月

・

天
候
に
関
す
る
表
現
の
連
動
性
は
、
意
識
的
に
な
さ
れ
た
手
法
で
あ
ろ
う
。
同

様
に
、
作
品
の
冒
頭
に
お
い
て
は
、
夜
を
徹
し
て
待
ち
明
か
し
て
も
、
郭
公
の

初
音
は
ほ
ん
の
朧
気
に
し
か
聞
こ
え
て
こ
な
か
っ
た
が
、
伏
見
天
皇
即
位
後
は
、

は
っ
き
り
と
そ
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
」
“
。
ま
た
ヽ
桜

花
も
、
東
宮
時
代
に
お
い
て
は
、
引
用
文
①
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
持
明
院

統
の
状
況
を
重
ね
あ
わ
せ
る
か
の
如
く
、
風
雨
に
耐
え
忍
ぶ
姿
に
書
か
れ
る
が
、

即
位
後
に
は
、
伏
見
天
皇
の
御
代
の
長
久
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
、
咲
き
誇

（
９
）

る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

か
く
の
ご
と
き
、
景
物
の
様
相
の
変
化
は
、
お
よ
そ
後
宇
多
天
皇
譲
位
が
記

さ
れ
る
少
し
前
、
上
巻
か
ら
下
巻
に
移
る
あ
た
り
か
ら
、
徐
々
に
見
ら
れ
始
め

る
。
「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
の
類
似
表
現
と
し
て
は
最
後
の
用
例
を
持

つ
⑥
の
場
面

も
、
上
巻
の
終
わ
る
直
前
で
あ
っ
て
、
景
物
の
描
写
法
の
変
化
と
連
動
し
て
い

る
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
下
巻
冒
頭
の
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
源
具
顕

の
病
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。

⑨
奈
良
初
瀬
の
方
へ
思
ひ
立
ち
て
、
い
ま
だ
見
ぬ
方
の
木
ず
ゑ
も
ゆ
か
し

く
て
、
暇
申
入
れ
ん
と
て
、
玄
輝
門
院
の
御
所
、
衣
笠
殿
へ
、
九
月
十

三
日
に
参
り
た
れ
ば
、
人
／
ヽ
多
く

「勝
宝
院
の
山
に
て
松
取
ら
ん
」

と
て
行
に
、
嘲
雨
引
ョ
ｄ
―ゝ
割
、
風
少
し
吹
て
、
や
う
／
ヽ
本
ず
ゑ
も

色
づ
く
頃
の
気
色
、
何
と
な
く
物
あ
は
れ
に
見
え
た
る
に

（中
略
）
同

じ
き
十
三
日
、
播
磨
の
中
将
、
日
頃
の
わ
づ
ら
ひ
重
く
な
り
て
、
今
は

頼
み
な
く
な
ん
と
聞
く
、
あ
は
れ
に
悲
し
き
を
、
思
ひ
な
が
ら
今
ま
で

間
は
ぬ
怠
り
も
う
た
て
く
て
、



い
か
に
し
て
暫
し
こ
の
世
に
懸
け
留
め
ん
別
れ
ん
事
の
悲
し
く
も

あ
る
哉

「限
り
な
く
あ
は
れ
と
の
み
は
歎
け
ど
も
言
は
ね
ば
人
の
知
ら
ず

ぞ
あ
る
ら
ん

あ
る
か
な
き
か
の
や
う
に
て
、
憂
き
身
、
世
に
懸
け
留
む
べ
き
心
地
せ

ぬ
心
細
さ
は
、
た
ゞ
思
ひ
や
れ
」
と
言
へ
ば
、

い
さ
や
げ
に
あ
は
れ
悲
し
と
思
ひ
け
る
心
の
程
も
今
こ
そ
は
知
れ

理
も
げ
に
と
悲
し
く
あ
は
れ
な
り
。
今
宵
は
十
三
夜
ぞ
か
し
。
御
会
あ

れ
ど
も
交
ら
ね
ば
、
あ
は
れ
に
、
い
つ
し
か
こ
の
世
な
が
ら
あ
ら
ま
し

か
ば
の
悲
し
さ
も
、
や
う
／
ヽ
人
に
あ
は
れ
が
る
。

暮
れ
ぬ
れ
ば
春
宮
は
院
の
御
所
へ
入
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
、
御
舟
に
召

し
て
月
御
覧
ぜ
ら
る
。
空
は
曇
り
、
村
雲
だ
ち
て
、
な
か
／
ヽ
見
所
あ

る
さ
ま
な
り
。
心
の
中
に
、

晴
れ
曇
る
月
ぞ
な
か
／
ヽ
め
づ
ら
し
き
空
も
心
の
あ
る
夜
な
る
か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（弘
安

一
〇
年
九
月

一
三
日
）

引
用
文
中
、
中
略
以
降
が
源
具
顕
の
病
に
関
す
る
記
事
だ
が
、
彼
の
死
を
記

し
た
⑧
よ
り
も
よ
ほ
ど
哀
感
の
こ
も
っ
た
場
面
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
再
三

述
べ
た
よ
う
に
、
⑨
に

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
」
と
い
う
表
現
は
す
で
に
見
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
し
、
当
日
の
天
候
と
し
て
、
二
重
傍
線
で
示
し
た
よ
う
に

諷
劉
剛
コ
「
刻
―ゝ
割
」
と
、
そ
れ
と
組
で
用
い
ら
れ
る

「時
雨
」
が
記
さ
れ
て

い
る
。
日
没
後
の
様
子
を
描
く
と
こ
ろ
で
は
、
「村
雨
」
で
は
な
い
も
の
の

「村
雲
」
と
い
う
語
が
見
え
、
さ
ら
に
、
中
務
内
侍
の

「心
の
中
に
」
て
詠
ま

れ
た
歌
の
初
旬
は

「晴
れ
曇
る
」
と
あ
り
、
①
の
連
歌

「晴
れ
曇
り
花
の
ひ
ま

漏
る
村
雨
司
」
と
照
応
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

時
系
列
と
し
て
は
、
伏
見
天
皇
即
位
以
前
に
あ
た
る
⑨
に
お
い
て
、
す
で
に
、

中
務
内
侍
は
そ
の
後
に
訪
れ
る
源
具
顕
の
死
を
予
感
さ
せ
る
語
句
を
散
在
さ
せ

て
お
り
、
彼
に
対
す
る
哀
悼
の
気
持
ち
は
、
こ
の
時
点
に
て
語
り
尽
く
し
て
い

た
の
だ
っ
た
。
叙
述
方
法
の
移
行
し
て
い
く
、
い
わ
ば
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
お
い

て
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
作
品
構
成
、
ま
た
作
者
の
執
筆

に
臨
む
姿
勢
を
解
明
す
る
上
で
、
大
い
に
興
味
深
い
こ
と
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
「袖
も
ぬ
れ
ぬ
べ
き
こ
と
は
り
」
と
い
う
表
現
を
分
析
す
る
こ
と
を

端
緒
と
し
て
、
『中
務
内
侍
日
記
』
の
構
成
意
識
の
考
究
を
試
み
た
。
作
者
に

と
っ
て

「袖
も
ぬ
れ
ぬ
べ
き
」
こ
と
と
は
、
死
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
っ
た
。
こ

の
表
現
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
形
成
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
、
さ
ら
に
、　
一
見
異
質
な
⑥
か
ら
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
を
照
射
す
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
こ
に
、
亡
く
な
っ
た
者
へ
の
哀
悼
、
家
族
に
先
立
た
れ
た
人
へ
の

同
情
と
君
臣
意
識
と
が
密
接
に
交
錯
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、

月
、
郭
公
、
花
等
の
景
物
の
特
徴
を
勘
案
し
、
作
品
全
体
の
構
成
に
お
よ
ぶ
問

題
に
も
言
及
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

本
日
記
か
ら
作
者
の
憂
愁
の
思
い
を
看
取
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
表
現
上
、

作
品
構
成
上
の
問
題
と
し
て
考
え
た
場
合
、
い
か
な
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
の

か
と
い
う
課
題
に
取
り
組
み
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
来
、
印
象
論
的
結
論

に
導
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
問
題
で
あ
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
明
確
に
解
明

す
べ
く
、
今
後
も
作
業
を
積
み
重
ね
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注（１
）

「
中
務
内
侍
日
記
」
に
つ
い
て
」
∩
ミ
メ
ー
シ
ス
』
三
、　
一
九
七
二
年

一
一



月
）。
章
段
分
け
は

『中
務
内
侍
日
記
新
注
　
増
訂
版
』
（大
修
館
書
店
、　
一
九
六

六
年
）
に
よ
る
。

（２
）

『中
務
内
侍
日
記
』
の
引
用
は

『新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
五

一
巻

（岩
波

書
店
、　
一
九
九
〇
年
）
に
よ
る
。

（３
）

注
１
論
文
。

（４
）

『中
務
内
侍
日
記
」
に
は
年
次
に
関
し
て
、
不
明
な
記
事
が
数
箇
所
存
在
す
る
。

研
究
者
に
よ
っ
て
解
釈
が
異
な
り
、
古
く
は
谷
下
米
氏
が

『中
務
内
侍
日
記
の
考

察
―
年
次
に
つ
い
て
―
』
∩
学
大
国
文
』
四
、　
一
九
六

一
年
二
月
）
で
、
整
理
し
、

考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
引
用
文
⑤
の
た
め
に
年

次
に
混
乱
を
来
し
て
お
り
、
弘
安
八
年
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
、
「新

日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
五

一
巻
の
解
釈

（岩
佐
美
代
子
氏
校
注
）
に
従
う
。
年

次
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
、
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（５
）

「中
務
内
侍
日
記
論
―
そ
の
世
界
と
執
筆
契
機
―
」
ｑ
青
山
学
院
女
子
短
期
大

学
紀
要
』
三
八
、　
一
九
八
四
年

一
一
月
）。

（６
Ｙ

「
「中
務
内
侍
日
記
』
―

「あ
は
れ
」
の
日
記
―
」
合
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』

六
二
―
五
、　
一
九
九
七
年
五
月
）。
な
お
、
第

一
二
段
と
は
⑤
の
後
に
続
く
北
山

行
啓
記
事
の
こ
と
で
あ
り
、
第
五
段
は
引
用
文
⑦
を
指
す
。

（
７
）

『尊
卑
分
脈
」
で
は
、　
一
一
月
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。

（８
）

拙
稿

「『中
務
内
侍
日
記
』
論
―
皇
統
に
対
す
る
作
者
の
意
識
―
」
翁
語
文
』

七
二
、　
一
九
九
九
年
五
月
）。

（９
）

拙
稿

「
『中
務
内
侍
日
記
』
の
寓
意
性
―
中
世
女
流
日
記
文
学
研
究
の
課
題
―
」

６
日
本
古
典
文
学
史
の
課
題
と
方
法
―
漢
詩

和
歌

物
語
か
ら
説
話

唱
導
へ
―
』
、

和
泉
書
院
、
二
〇
〇
四
年
三
月
刊
行
予
定
）。

―
法
政
大
学
文
学
部
助
教
授
―


