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『
と
は
ず
が
た
り
』
の

「墨
染
め
の
袂
」

―
―
後
半
部
に
お
け
る
二
条
の
着
衣
描
写
に
つ
い
て
―
―

は
じ
め
に

『
と
は
ず
が
た
り
』
は
装
束
描
写
の
多
い
作
品
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い

て
は
と
み
に
指
摘
が
あ
り
、
様
々
な
興
味
深
い
御
論
考
が
存
在
す
る
。
中
で

も

「小
夜
衣
」
と
い
う
歌
語
が
唱
和
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
岩
佐

美
代
子
氏
の
御
論
は
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
描
か
れ
る
装
束
が
作
品
全
体

の
構
成
に
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
有
効
な
証
左
と
視
座
を
提
供
し
て
い

２つ
。

出
家
の
身
と
な
っ
て
再
会
し
た
石
清
水
で
、
院
の
小
袖
三
つ
を
賜
っ
た

作
者
は
、

重
ね
し
も
昔
に
な
り
ぬ
恋
衣
今
は
涙
に
墨
染
の
袖

の
感
慨
に
沈
む
が
、
そ
れ
す
ら
経
供
養
の
布
施
に
と
熱
田

。
松
山
で
一

領
ず

つ
手
放
し
、
「
い
か
な
ら
む
世
ま
で
も
」
と

「
こ
と
さ
ら
残
し
持

ち
ま
ゐ
ら
せ
」
た

「御
肌
な
り
し
」
最
後
の
一
領
を
、
院
の
崩
後

「
い

つ
ま
で
か
は
」
と
那
智
に
奉
納
す
る
時
、
あ
た
か
も
院
の
初
夜
詠

〔あ

藍

ま
た
年
さ
す
が
に
馴
れ
し
さ
夜
衣
重
ね
ぬ
袖
に
残
る
移
り
香
　
引
用
者

注
〕
に
唱
和
す
る
か
の
よ
う
に
、

あ
ま
た
年
馴
れ
し
形
見
の
さ
夜
衣
今
日
を
限
り
と
見
る
ぞ
悲
し
き

と
詠
じ
て

「衣
」
を
め
ぐ
る
愛
執
の
半
生
の
と
じ
め
と
す
る
の
で
あ
る
。

「小
夜
衣
」
と
い
う
歌
語
が
、
巻

一
と
巻
五
で
あ
た
か
も
唱
和
す
る
か
の

よ
う
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
こ
の
御
論
は
看
過
で
き
な
い
重
要

な
御
論
で
あ
ろ
う
。

か

つ
て
拙
稿
に
お
い
て
、
前
半
部
に
お
け
る
女
性
の
装
束
描
写
と
、
そ
こ

に
東
二
条
院
の
書
状
が
与
え
る
影
響
と
に
注
目
し
な
が
ら

「
作
者
は
、
装
東

描
写
の
担
う
役
割
を
意
識
的
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
三
条
の
お
か
れ

て
い
る
立
場
を
示
し
て
い
る
」
と
論
じ
た
。
し
か
し
、
岩
佐
氏
の
御
論
考
を

参
照
す
れ
ば
装
東
描
写
は
作
品
全
体
の
構
成
に
関
わ

っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

前
半
部
の
考
察
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
後
半
部
に
お
い
て
も
装
東
描
写

が
構
成
に
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
旧
稿
に
お
い
て
考
察
の
対
象
外
と
し
た
作
品
後
半
部

同

嶋



を
中
心
に
装
束
描
写
が
担
う
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

た
だ
し
、
後
半
部
で
は
二
条
は
す
で
に
出
家
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
着
衣

は
尼
衣
で
あ
る
。
「装
束
」
と
は
称
し
難
い
尼
衣
と
女
房
装
束
を
ま
と
め
て

考
察
す
る
便
宜
上
、
本
稿
に
お
い
て
は

「着
衣
」
と
い
う
語
を
用
い
て
論
じ

る
こ
と
と
す
る
。

一
、
記
さ
れ
る
着
衣
の
変
化

拙
稿
で
は
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
前
半
部
に
お
い
て
作
者
は
他
の
女
性
の

着
衣
を
描
く
際
に
は
必
ず
二
条
の
着
衣
を
並
記
す
る
こ
と
に
よ
り
二
条
の
着

衣
の
他
の
女
房
の
着
衣
に
対
す
る
優
位
性
を
示
す
と
述
べ
た
が
、
後
半
部
で

は
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
後
半
部
に
お
け
る
着
衣
描
写
の
特
徴
を
探
る
べ
く
、
後
半
部
で

記
述
さ
れ
る
二
条
の
着
衣
に
つ
い
て
、
左
に
表
と
し
て
示
し
た
。

表
１
　
後
半
部
に
お
け
る
二
条
の
着
衣

石
清
水
で
の
再
会

江
の
島

赤
坂
の
宿

逢
坂
の
関

場
所

苔
の
袂

苔
の
衣

墨
染
め
の
袂

御
形
見
の
御
小
袖
を
墨
染
め
の
衣
の
下
に
重
ぬ
る

塁
染
め
の
袖

は
る
´
ヽ
来
ぬ
る
旅
衣

塁
染
め
の
色
に
は
あ
ら
ぬ
袖

慣
ら
は
ぬ
旅
の
装
ひ

二
条
の
着
衣

後
深
草
院
三
回
忌

後
深
草
院
御
葬
送

後
深
草
院
御
病

伏
見
で
の
一
夜

伊
勢
神
宮

墨
染
の
袂

女
房
の
衣
を
被
き
て

墨
染
の
袖

墨
染
の
袂

こ
と
や
う
な
る
姿

墨
染
め
の
袂

そ
の
御
姿
は
は
ゞ
か
り
申
せ
ど
も

お
な
じ
袂
の
墨
染
め

は
ゞ
か
る
姿

墨
染
め
の
袂

賜
は
り
た
り
し
御
小
袖
を
上
に
着
て

太
字
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
墨
染
め
」
の
語
が
多
く
見
ら
れ
る
。
な
か
で

も
、
「
墨
染
め
の
袂
」
と
い
う
表
現
が
多
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

後
半
部
で
は
、
冒
頭
で
ま
ず

「慣
ら
は
ぬ
旅
の
装
ひ
」
と
し
て
二
条
の
旅

姿
が
記
さ
れ
、
次
い
で
赤
坂
の
宿
の
場
面
で
初
め
て
尼
姿
に
つ
い
て
言
及
さ

れ
る
。二

人
あ
る
遊
女
の
姉
と
お
ぼ
し
き
が
、
い
み
じ
く
物
思
ふ
さ
ま
に
て
、

琵
琶
の
撥
に
て
ま
ぎ
ら
か
せ
ど
も
、
一涙
が
ち
な
る
も
、
身
の
た
ぐ
ひ
に

お
ぼ
え
て
日
と
ゞ
ま
る
に
、
こ
れ
も
ま
た
、
墨
染
め
の
色
に
は
あ
ら
ぬ

袖
の
涙
を
あ
や
し
く
思
ひ
に
け
る
に
や
、
盃
据

へ
た
る
小
折
敷
に
書
き

て
、
差
し
を
こ
せ
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
四
　
１７０
頁
）

し
か
し
、
江
の
島
で
旅
姿
に
つ
い
て
再
度
記
述
さ
れ
た
後
は
、
二
条
の
着

衣
は
石
清
水
八
幡
宮
に
お
け
る
後
深
草
院
と
の
再
会
で
、
や

つ
れ
た
姿
で
あ

る
こ
と
を
表
す

「
苔
の
袂
」
「
苔
の
衣
」
と
し
て
描
か
れ
る
ま
で
記
さ
れ
な



一
年
、
今
は
と
思
捨
て
し
折
、
京
極
殿
の
局
よ
り
参
り
た
り
し
を
こ
そ
、

こ
の
世
の
限
り
と
は
思
ひ
し
に
、
苔
の
袂
、
苔
の
衣
、
霜
、
雪
、
霰
に

し
は
れ
果
て
た
る
身
の
あ
り
さ
ま
は
、
た
れ
か
は
見
知
ら
ん
と
思
ひ
つ

る
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
四
　
１９４
頁
）

ま
た
、
赤
坂
の
宿
か
ら
こ
の
場
面
ま
で
は
、
二
条
の
着
衣
が

「
墨
染
め
」

で
あ
る
こ
と
を
記
す
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
再
会
以
降
は
二
条
の
着
衣
が

「
墨
染
め
」
で
あ
る
こ
と

を
示
す
例
が
顕
著
に
な
る
。

「
さ
ら
ば
よ
」
と
て
引
き
立

て
さ
せ
を
は
し
ま
し
ぬ
る
御
名
残
は
、
御

跡
な

つ
か
し
く
匂
ひ
、
近
き
ほ
ど
の
御
移
り
香
も
、
墨
染
め
の
袂
に

と
ゞ
ま
り
ぬ
る
心
地
し
て
、
人
目
あ
や
し
く
目
立
た
し
け
れ
ば
、
御
形

見
の
御
小
袖
を
墨
染
め
の
衣
の
下
に
重
ぬ
る
も
、
便
な
く
悲
し
き
物
か

”り
、

重
ね
し
も
昔
に
な
り
ぬ
恋
衣
い
ま
は
涙
に
墨
染
め
の
袖

（巻
四
　
１９５
頁
）

こ
れ
は
石
清
水
八
幡
宮
で
再
会
を
果
た
し
た
翌
朝
に
後
深
草
院
が
二
条
に

自
身
の
小
袖
を
与
え
る
場
面
で
あ
り
、
二
条
の

「墨
染
め
」
の
着
衣
が
三
度

記
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
再
会
以
降
は
二
条
の
旅
姿
に
つ
い
て
は
全
く
言

及
さ
れ
ず
、
た
だ

「
墨
染
め
」
が
強
調
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

更
に
、
こ
の
再
会
以
降
九
例
見
ら
れ
る

「墨
染
め
」
の
う
ち
、
「墨
染
め

の
衣
」
と
さ
れ
る

一
例
と
和
歌
の
中
で
使
用
さ
れ
る

「墨
染
め
の
袖
」
二
例

を
除
き
、
残
り
の
六
例
全
て
が

「墨
染
め
の
袂
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い

る
。
八
音
の

「
墨
染
め
の
袂
」
よ
り
七
音
の

「
墨
染
め
の
袖
」
の
方
が
和
歌

に
は
適
し
て
い
た
の
で
和
歌
の
中
で
は

「袖
」
と
い
う
表
現
が
と
ら
れ
た
の

だ
と
考
え
る
と
、
後
深
草
院
と
の
再
会
以
降
は

「
墨
染
め
の
袂
」
と
い
う
表

現
が
二
条
の
着
衣
表
現
の
中
心
に
な

っ
た
と
指
摘
で
き
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
次
に
挙
げ
る
後
深
草
院
の
言
葉
の
影
響
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

御
宮
巡
り
を
ま
れ
、
今

一
度
よ
そ
な
が
ら
見
ま
い
ら
せ
ん
と
思
ひ
て
、

墨
染
め
の
袂
は
御
覧
じ
も
ぞ

つ
け
ら
る
ゝ
と
思
ひ
て
、
賜
は
り
た
り
し

御
小
袖
を
上
に
着
て
、
女
房
の
中
に
混
じ
り
て
見
ま
い
ら
す
る
に
、
御

装
代
の
姿
も
昔
に
は
変
は
り
た
る
も
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
さ
せ
を
は
じ

ま
す
に
、
階
昇
ら
せ
お
は
し
ま
す
と
て
は
、
資
高
の
中
納
言
、
侍
従
の

宰
相
と
申
し
頃
に
や
、
御
手
を
引
き
ま
い
ら
せ
て
、
入
ら
せ
お
は
し
ま

す
。
「
お
な
じ
袂
、
な

つ
か
し
く
」
な
ど
、
さ
ま
ハ
ヽ

う
け
た
ま
は
り

て
、
い
は
け
な
か
り
し
世
の
事
ま
で
、
数
／
ヽ
仰
せ
あ
り

つ
る
さ

へ
、

さ
な
が
ら
耳
の
底
に
と
ゞ
ま
り
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
四
　
１９６
頁
）

波
線
を
付
し
た
よ
う
に
後
深
草
院
の

「
お
な
じ
袂
、
な

つ
か
し
く
」
と
い

う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
後
深
草
院
の
こ
の
言
葉
を
受
け
て
、
作
者
は
再
会
以

降
の
二
条
の
着
衣
を
後
深
草
院
と

「
お
な
じ
袂
」
で
あ
る

「
墨
染
め
の
袂
」

だ
と
記
す
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

で
は
、
こ
の

「
墨
染
め
の
袂
」
は
作
品
内
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
章
以
降
で
考
察
を
試
み
る
。
し
か

し
、
「
墨
染
め
の
袂
」
は
後
深
草
院
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す

る
た
め
に
描
か
れ
る
着
衣
で
あ
る
た
め
、
後
深
草
院
崩
御
の
前
後
で
は
役
割



が
変
化
し
て
い
る
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
後

深
草
院
崩
御
以
前
と
以
後
に
分
け
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
「
墨
染
め
の
袂
」
の
担
う
役
割

ニ
ー

一
、
後
深
草
院
崩
御
以
前

石
清
水
八
幡
宮

で
の
再
会
以
降
、
二
条
の
着
衣
が
最
初
に

「
墨
染
め
の

袂
」
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
で
あ
る
。

神
館
と
い
ふ
所
に
、　
〓

一の
禰
宜
よ
り
、
宮
人
ど
も
伺
候
し
た
る
。
墨

染
め
の
袂
は
は
ゞ
か
り
あ
る
事
と
聞
け
ば
、
い
づ
く
に
て
、
い
か
に
と

参
る
べ
き
事
と
も
知
ら
ね
ば
、
コ
一の
御
鳥
居
、
御
庭
所
と
い
ふ
辺
ま

で
は
苦
し
か
ら
じ
」
と
言
ふ
。
所
の
さ
ま
、
い
と
神
´
ヽ
し
げ
な
り
。

館
の
辺
に
た
ゝ
ず
み
た
る
に
、
男
二
二
人
、
宮
人
と
お
ぼ
し
く
て
、
出

で
来
て
、
「
い
づ
く
よ
り
ぞ
」
と
尋
ぬ
。
「都
の
方
よ
り
結
縁
し
に
参
り

た
る
」
と
言

へ
ば
、
「
う
ち
ま
か
せ
て
は
、
そ
の
御
姿
は
は
ゞ
か
り
申

せ
ど
も
、
く
た
び
れ
給
た
る
気
色
も
、
神
も
許
じ
給
ら
ん
」
と
て
、
内

へ
入
て
、
や
う
／
ヽ

に
も
て
な
し
て
、
「
じ
る
べ
し
た
て
ま

つ
る
べ
し
。

宮
の
内

へ
は
か
な
ふ
ま
じ
け
れ
ば
、
よ
そ
よ
り
」
な
ど
言
ふ

（巻
四
　
１９８
頁
）

傍
線
を
付
し
た
箇
所
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
条
は

一
度
は

「
墨
染
め
の

袂
」
で
あ
る
こ
と
が

「
は
ゞ
か
り
」
と
な
り
参
拝
を
躊
躇
す
る
も

の
の
、

「
そ
の
御
姿
は
は
ゞ
か
り
申
せ
ど
も
」
と
の
宮
人
の
言
葉
を
受
け
て
、
最
終

的
に
は
二
の
鳥
居
の
中

へ
入
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た

「
墨
染
め
の
袂
」
を
契
機
と
し
て

〈
一
度
は
拒
ま
れ
る
も
の
の
、

最
終
的
に
は
許
可
さ
れ
る
〉
と
い
う
構
造
は
こ
れ
以
降
も
用
い
ら
れ
る
。

暮
る
ゝ
ほ
ど
に
、
そ
れ
近
く
観
音
堂
と
申
て
、
尼
の
行
な
ひ
た
る
所

ヘ

ま
か
り
て
、
宿
を
借
れ
ば
、
「
か
な
は
じ
」
と
か
た
く
申

て
、
情
け
な

く
追
い
出
で
侍
し
か
ば
、

世
を
厭
ふ
お
な
じ
袂
の
墨
染
め
を
い
か
な
る
色
と
思
ひ
捨

つ
ら
ん

前
な
る
南
天
竺
の
枝
を
折
り
て
、
四
手
に
書
き
て
つ
か
は
じ
侍
し
か
ば
、

返
し
な
ど
は
せ
で
、
宿
を
貸
し
て
、
そ
れ
よ
り
知
る
人
に
な
り
て
侍
き

（巻
四
　
２００
頁
）

こ
れ
は
伊
勢
神
宮
の
観
音
堂
で
二
条
が
尼
に
宿
を
頼
む
場
面
で
あ
る
が
、

初
め
は

「
か
な
は
じ
」
と
宿
泊
を
拒
ん
だ
尼
も

「
お
な
じ
袂
の
墨
染
め
」
と

す
る
二
条
の
歌
に
よ
り
そ
れ
を
許
可
す
る
。
後
深
草
院
と

「
お
な
じ
袂
」
で

あ
る

「
墨
染
め
の
袂
」
が
、
こ
の
場
面
で
は
尼
と
も

「
お
な
じ
袂
」
と
記
さ

れ
、
そ
の
結
果
二
条
は

一
度
は
拒
ま
れ
た
宿
泊
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う

構
造
に
な
る
。

後
深
草
院
の
御
病
の
場
面
に
も

「
墨
染
め
の
袂
」
は
記
さ
れ
る
。

又
、
御
病
ひ
の
御
や
う
も
う
け
給
な
ど
思
ひ
つ
ゞ
け
て
、
西
園
寺

へ
ま

か
り
て
、
翌
日
、
御
所
ざ
ま
に
侍
し
者
な
り
。
ち
と
見
参
に
入
り
侍
ら

ん
」
と
案
内
す
れ
ば
、
墨
染
の
袂
を
嫌
ふ
に
や
、
き
と
申
入
る
人
も
な

し
。
せ
め
て
の
事
に
、
文
を
書
き
て
持
た
り
し
を
、
「見
参
に
入
よ
」

と
言
ふ
だ
に
も
、
き
と
は
取
り
上
ぐ
る
人
も
な
し
。
夜
更
く
る
程
に
な

り
て
、
春
王
と
い
ふ
侍

一
人
出
来

て
、
文
取
り
上
げ
ぬ
。
「
年
の
積
も

り
に
や
、
き
と
も
お
ぼ
え
侍
ら
ず
。
明
後
日
ば
か
り
、
か
な
ら
ず
立
ち

寄
れ
」
と
仰
せ
ら
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
五
　
２２５
頁
）



西
園
寺
実
兼
の
も
と
に
参
上
し
た
二
条
は
、
「墨
染
の
袂
を
嫌
ふ
に
や
、

き
と
申
入
る
人
も
な
し
」
「
き
と
は
取
り
上
ぐ
る
人
も
な
し
」
と
、
墨
染
め

の
袂
に
よ
っ
て
一
度
は
実
兼
に
会
う
こ
と
を
拒
ま
れ
る
。
し
か
し
、
や
は
り

最
終
的
に
は

「
明
後
日
ば
か
り
、
か
な
ら
ず
立
ち
寄
れ
」
と
の
言
葉
に
よ
り

受
け
入
れ
ら
れ
る
。
こ
の
場
面
も
先
の
二
例
と
同
じ
構
造
で
あ
る
。

次
に
、
「墨
染
め
の
袂
」
を
重
ね
る
順
か
ら
も
役
割
を
考
察
す
る
。
石
清

水
八
幡
宮
で
の
再
会
の
翌
朝
、
二
条
は

「
墨
染
め
の
袂
」
の
下
に

「御
小

袖
」
を
着
用
す
る
が
、
そ
の
際
、
後
深
草
院
と
再
度
会
う
こ
と
へ
の
期
待
と

そ
れ
が
叶
わ
ぬ
悲
嘆
と
が
記
さ
れ
る
。

「
さ
ら
ば
よ
」
と
て
引
き
立
て
さ
せ
を
は
し
ま
し
ぬ
る
御
名
残
は
、
御

跡
な
つ
か
し
く
匂
ひ
、
近
き
ほ
ど
の
御
移
り
香
も
、
墨
染
め
の
袂
に

と
ゞ
ま
り
ぬ
る
心
地
し
て
、
人
目
あ
や
し
く
目
立
た
し
け
れ
ば
、
御
形

見
の
御
小
袖
を
墨
染
め
の
衣
の
下
に
重
ぬ
る
も
、
便
な
く
悲
し
き
物
か

，り
、

重
ね
し
も
昔
に
な
り
ぬ
恋
衣
い
ま
は
涙
に
墨
染
め
の
袖

む
な
し
く
残
る
御
面
影
を
、
袖
の
涙
に
残
し
て
立
ち
侍
も
、
夢
に
夢
見

る
心
地
し
て
、
今
日
ば
か
り
も
候
て
、
今

一
度
も
、
の
ど
か
な
る
御

つ

い
で
も
や
な
ど
思
ひ
ま
い
ら
せ
な
が
ら
、
「憂
き
面
影
も
、
思
ひ
寄
ら

ず
な
が
ら
は
、
力
な
き
身
の
誤
り
と
も
お
ぼ
じ
め
さ
れ
ぬ
べ
し
。
余
り

に
う
ち
つ
け
に
と
ゞ
ま
り
て
、
又
の
御
言
の
葉
を
待
ち
ま
い
ら
せ
顔
な

ら
ん
も
、
思
ふ
所
な
き
に
も
な
り
ぬ
べ
し
」
な
ど
、
心
に
心
を
い
ま
し

め
て
、
都
へ
出
づ
る
心
の
中
、
さ
な
が
ら
推
じ
量
る
べ
し（巻

四
　
１９５
頁
）

先
の
三
例
と
同
じ
く
二
条
の
望
み
は
ま
ず
拒
ま
れ
る
が
、
構
造
上
、
本
来

な
ら
ば

「墨
染
め
の
袂
」
の
効
力
に
よ
り
そ
の
望
み
が
叶
え
ら
れ
る
は
ず
で

は
な
い
か
。
し
か
し
、
二
条
は

「墨
染
め
の
袂
」
の
上
に

「御
小
袖
」
を
着

用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
直
後
に
も
、
再
び

「御
小
袖
」
の
下
に

「
墨
染
め
の
袂
」
を
着
用
す
る
場
面
が
見
ら
れ
る
。

御
宮
巡
り
を
ま
れ
、
今

一
度
よ
そ
な
が
ら
見
ま
い
ら
せ
ん
と
思
ひ
て
、

墨
染
め
の
袂
は
御
覧
じ
も
ぞ
つ
け
ら
る
ヽ
と
思
ひ
て
、
賜
は
り
た
り
し

御
小
袖
を
上
に
着
て
、
女
房
の
中
に
混
じ
り
て
見
ま
い
ら
す
る
に

（巻
四
　
１９６
頁
）

こ
れ
ら
の
場
面
で
は
他
と
異
な
り
、
二
条
の
後
深
草
院
と
の
再
会
へ
の
望

み
は
拒
ま
れ
続
け
る
。
着
衣
の
最
上
層
に

「御
小
袖
」
を
置
く
こ
と
に
よ
り

「墨
染
め
の
袂
」
は
隠
さ
れ
て
、
そ
の
効
力
は
抑
え
ら
れ
た
か
の
如
く
、
二

条
の
当
初
の
望
み
は
叶
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
後
深
草
院
崩
御
以
前
で
は
後
深
草
院
と

「
お
な

じ
袂
」
で
あ
る

「墨
染
め
の
袂
」
が
着
衣
の
最
上
層
に
位
置
し
視
覚
的
に
示

さ
れ
る
時
、
そ
の

「墨
染
め
の
袂
」
が
効
力
を
発
揮
し
て
、
二
条
の
望
み
を

一
度
は
拒
み
な
が
ら
も
結
局
は
受
け
入
れ
る
と
い
う
役
割
を
担
う
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
次
章
で
は
後
深
草
院
崩
御
以
後
の

「墨
染
め
の

袂
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

二
―
一
一、
後
深
草
院
崩
御
以
後

後
深
草
院
崩
御
以
後
に

「墨
染
め
」
が
記
さ
れ
る
の
は
葬
送
直
後
と
三
回

忌
の
記
事
の
二
例
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
二
例
に
つ
い
て
以
下
に
考
察
す
る
。

ま
ず

一
例
目
の
葬
送
後
の
場
面
だ
が
、
「墨
染
め
の
袖
」
と
い
う
表
現
が



と
ら
れ
て
お
り

「袂
」
で
は
な
い
。
し
か
し

一
章
で
述
べ
た
通
り
、
和
歌
の

中
に
織
り
込
む
た
め
に
特
例
的
に
七
音
の

「
墨
染
め
の
袖
」
の
形
を
と

っ
た

と
考
え
れ
ば
、
こ
の
場
合
の

「
袖
」
と

「袂
」
と
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
に

差
し
支
え
は
な
い
だ
ろ
う
。

御
素
服
召
さ
る
ゝ
よ
じ
う
け
た
ま
は
り
し
か
ば
、
昔
な
が
ら
な
ら
ま
し

か
ば
、
い
か
に
深
く
染
め
ま
し
。
後
嵯
峨
院
御
隠
れ
の
折
は
、
御
所
に

奉
公
せ
し
頃
な
り
し
上
、
故
大
納
言
、
「
思
ふ
や
う
あ
り
て
」
と
て
、

御
素
服
の
中
に
申
入
れ
し
を
、
「
い
ま
だ
幼
き
に
、
大
方
の
栄

へ
な
き

色
に
て
あ
れ
か
し
」
な
ど
ま
で
う
け
た
ま
は
り
し
に
、
そ
の
や
が
て
八

月
に
、
私
の
色
を
着
て
侍
し
な
ど
、
数
／
ヽ
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、

墨
染
の
袖
は
染
む
べ
き
色
ぞ
な
き
思
ひ
は

一
つ
思
ひ
な
れ
ど
も

（巻
五
　
２３０
頁
）

こ
の
歌
は
、
後
深
草
院
の
崩
御
に
あ
た

っ
て
素
服
の
着
用
が
叶
わ
ぬ
こ
と

を
嘆
く
歌
で
あ
る
。
崩
御
以
前
は
こ
の

「
墨
染
め
」
が
二
条
の
望
み
を
最
終

的
に
は
叶
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
場
面
で
は
望
み
は

叶
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
後
深
草
院
崩
御
後
は

「
墨
染
め
の
袂
」

の
効
力
が
消
失
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
、
後
深
草
院
三
回
忌
の
記
述
を
引
用
し
て
考
察
を
進
め
る
。

か
ね
て
よ
り
、
院
御
幸
も
な
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
、
こ
と
に
厳
し
く
庭

も
上
も
、
雑
人
払
は
れ
し
か
ば
、
「
墨
染
の
袂
は
こ
と
に
忌
む
也
」
と

い
さ
め
ら
る
ゝ
も
悲
し
け
れ
ど
、
と
か
く
う
か
が
ひ
て
、
雨
垂
り
の
石

の
辺
に
て
聴
聞
す
る
に
も
、
昔
な
が
ら
の
身
な
ら
ま
し
か
ば
と
、
厭
ひ

捨
て
し
い
に
し

へ
さ

へ
恋
し
き
に
、
御
願
文
終
は
る
よ
り
、
説
法
す
で

に
終
は
る
ま
で
、
す
べ
て
涙
は
、
え
と
ゞ
め
侍
ら
ざ
り
し
か
ば
、
そ
ば

に
事
よ
ろ
し
き
僧
の
侍
し
が
、
「
い
か
な
る
人
に
て
、
か
く
ま
で
嘆
き

給
ぞ
」
と
申
し
も
、
亡
き
御
蔭
の
跡
ま
で
も
、
は
ゞ
か
り
あ
る
心
地
し

て
、
「
親
に
て
侍
し
者
に
を
く
れ
て
、
こ
の
程
忌
み
明
き
て
侍
ほ
ど
に
、

こ
と
に
あ
は
れ
に
思
ひ
ま
い
ら
せ
て
」
な
ど
申
な
し
て
、
立
ち
退
き
侍

ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
五
　
２４７
頁
）

こ
の
場
面
で
も

「
墨
染
の
袂
」
は

「
こ
と
に
忌
む
也
」
と
い
さ
め
ら
れ
た

ま
ま
で
あ
り
、
二
条
は
自
分
の
悲
し
み
を
後
深
草
院
ゆ
え
の
も
の
で
あ
る
と

語
る
こ
と
も
で
き
ず
立
ち
退
く
。
後
深
草
院
崩
御
以
後
に

「
墨
染
め
の
袂
」

の
効
力
が
消
失
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

で
は
、
後
深
草
院
崩
御
後
に
二
条
の
望
み
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
察
す
る
た
め
に
院
の
葬
送
に
関
す
る
記
述
を
挙
げ
る
。

「御
棺
を
、
遠
な
り
と
も
、
今

一
度
見
せ
給

へ
」
と
申
し
か
ど
も
、
か

な
ひ
が
た
き
よ
し
申
し
か
ば
、
思
ひ
や
る
方
な
く
て
、
い
か
な
る
隙
に

て
も
、
さ
り
ぬ
べ
き
事
や
と
思
ふ
心
み
に
、
女
房
の
衣
を
被
き
て
、
日

暮
ら
し
御
所
に
た
ゝ
ず
め
ど
も
、
か
な
は
ぬ
に
、
す
で
に
御
格
子
参
る

程
に
な
り
て
、
御
棺
の
入
ら
せ
給
し
や
ら
ん
、
御
簾
の
透
り
よ
り
、
や

は
ら
た
ゝ
ず
み
寄
り
て
、
火
の
光
ば
か
り
、
さ
に
や
と
お
ぼ
え
さ
せ
お

は
し
ま
し
し
も
、
日
も
く
れ
、
心
も
ま
ど
ひ
て
侍
じ
ほ
ど
に

（巻
五
　
２２８
頁
）

こ
こ
で
、
二
条
の
着
衣
が

「
墨
染
め
」
で
あ
る
こ
と
は
語
ら
れ
す
ら
し
な

い
。
二
条
の
、
遠
く
か
ら
で
も
棺
を
見
た
い
と
い
う
望
み
は

「
か
な
ひ
が
た

き
」
も
の
と
し
て
記
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
後
深
草
院
が
崩
御
す
る
と

「
墨



染
め
の
袂
」
で
あ
る
こ
と
は
効
力
を
失
い
、
そ
れ
を
記
述
す
る
必
要
性
さ
え

も
薄
ま
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に

「墨
染
め
の
袂
」
が
失
効
す
る
こ
と
に
よ
り
、
後
深
草
院
の

棺
を
見
る
こ
と
の
叶
わ
ぬ
二
条
は
、
「心
み
」
、
す
な
わ
ち
次
な
る
代
替
案
と

し
て
女
房
の
衣
を
か
づ
く
と
い
う
、
「墨
染
め
の
袂
」
の
効
力
を
消
失
さ
せ

る
よ
う
な
行
動
を
起
こ
す
が
、
棺
を
直
接
見
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、
「火
の
光

ば
か
り
」
が
彼
女
の
視
線
を
捉
え
る
の
み
な
の
で
あ
る
。

更
に
こ
の
後
、
裸
足
に
な
っ
て
葬
送
を
追
い
か
け
る
二
条
が
描
か
れ
る
。

「事
な
り
ぬ
」
と
て
御
車
の
寄
り
し
に
、
あ
は
て
て
、
履
き
た
り
し
物

も
い
づ
方
へ
か
行
き
ぬ
ら
ん
、
裸
足
に
て
走
り
降
り
た
る
ま
ヽ
に
て
参

り
し
ほ
ど
に

〈中
略
〉
こ
ゝ
よ
り
や
と
ま
る
、
／
ヽ
と
思
へ
ど
も
、
立

帰
べ
き
心
地
も
せ
ね
ば
、
次
第
に
参
る
ほ
ど
に
、
物
は
履
か
ず
、
足
は

痛
く
て
、
や
は
ら
づ
ゝ
行
く
程
に
、
み
な
人
に
は
追
ひ
を
く
れ
ぬ

（巻
五
　
２２９
頁
）

こ
の
裸
足
で
葬
送
を
追
い
か
け
る
と
い
う
行
為
は
た
だ
単
に
二
条
の
衝
動

的
な
行
為
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「墨
染
め
の
袂
」
の
効
力

が
失
わ
れ
、
試
み
と
し
て
女
房
の
衣
を
か
づ
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
望
み
を

叶
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
二
条
の
、
最
後
の
手
段
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
の

「裸
足
」
と
い
う
手
段
も
二
条
の
望
み

を
叶
え
て
は
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三
、
歌
語
と
し
て
の

「墨
染
め
の
袂
」

「墨
染
め
の
袖
」
や

「墨
染
め
の
袂
」
は
、
歌
語
と
し
て
の
性
格
を
持

つ

語
で
あ
り
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
中
に
も
こ
れ
ら
を
含
む
和
歌
が
三
首
見

ら
れ
る
。
三
首
と
も
こ
れ
ま
で
の
章
で
触
れ
て
き
た
和
歌
で
は
あ
る
が
、
第

二
章
で
は
、
こ
の
三
首
を
中
心
に
数
首
の
和
歌
の
分
析
を
行
う
。

最
初
に

「
墨
染
め
」
が
読
み
込
ま
れ
る
和
歌
は
、
第

一
章
に
挙
げ
た

「
重

ね
し
も
」
の
歌
で
あ
る
。

近
き
ほ
ど
の
御
移
り
香
も
、
墨
染
め
の
袂
に
と
ゞ
ま
り
ぬ
る
心
地
し
て
、

人
目
あ
や
し
く
目
立
た
し
け
れ
ば
、
御
形
見
の
御
小
袖
を
墨
染
め
の
衣

の
下
に
重
ぬ
る
も
、
便
な
く
悲
し
き
物
か
ら
、

ヨ
矧

剖
司

割

国
刻

測
馴

劇

国
劃

烈
剛

澗（巻
四
　
１９５
頁
）

「昔
」
と
し
て

「恋
衣
」
を
、
「
い
ま
」
と
し
て

「墨
染
め
の
袖
」
を
挙
げ

て
、
出
家
後
の

「
い
ま
」、
後
深
草
院
と
二
条
が

「
お
な
じ
」
墨
染
め
の
着

衣
で
あ
る
こ
と
を
定
義
づ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

二
首
目
は
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
二
条
が
尼
に
宿
泊
を
望
ん
だ
と
こ
ろ
断
ら

れ
た
折
に
詠
ん
だ

「世
を
厭
ふ
お
な
じ
袂
の
墨
染
め
を
い
か
な
る
色
と
思
ひ

捨

つ
ら
ん
」
と
い
う
和
歌
で
あ
り
、
こ
れ
も
先
述
の
通
り
、
最
終
的
に
は
二

条
の
望
み
を
叶
え
る
役
割
を
果
た
す
。

特
筆
す
べ
き
は
、
後
深
草
院
葬
送
の
際
に
詠
ま
れ
た
次
の
二
首
で
あ
ろ
う
。

伏
見
殿
の
御
所
ざ
ま
を
見
ま
い
ら
す
れ
ば
、
こ
の
春
、
女
院
の
御
方
御

隠
れ
の
折
は
、
二
御
方
こ
そ
御
渡
り
あ
り
し
に
、
こ
の
度
は
女
院
の
御

方
ば
か
り
渡
ら
せ
お
は
し
ま
す
ら
ん
御
心
の
中
、
い
か
ば
か
り
か
と
推

じ
量
り
ま
い
ら
す
る
に
も
、

露
消
し
後
の
御
幸
の
悲
し
さ
に
昔
に
か
へ
る
わ
が
袂
哉



〈中
略
〉
御
素
服
召
さ
る
ゝ
よ
し
う
け
た
ま
は
り
し
か
ば
、
昔
な
が
ら

な
ら
ま
し
か
ば
、
い
か
に
深
く
染
め
ま
し
。
後
嵯
峨
院
御
隠
れ
の
折
は
、

御
所
に
奉
公
せ
し
頃
な
り
し
上
、
故
大
納
言
、
「
思
ふ
や
う
あ
り
て
」

と
て
、
御
素
服
の
中
に
申
入
れ
し
を
、
「
い
ま
だ
幼
き
に
、
大
方
の
栄

へ
な
き
色
に
て
あ
れ
か
し
」
な
ど
ま
で
う
け
た
ま
は
り
し
に
、
そ
の
や

が
て
八
月
に
、
私
の
色
を
着
て
侍
し
な
ど
、
数
／
ヽ
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、

墨
染
の
袖
は
染
む
べ
き
色
ぞ
な
き
思
ひ
は

一
つ
思
ひ
な
れ
ど
も

（巻
五
　
２３０
頁
）

こ
の

「露
消
し
」
の
歌
に
は

「
墨
染
め
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

「昔
に
か

へ
る
わ
が
袂
哉
」
と
い
う
下
の
句
は
、
墨
染
め
の
袖
を
詠
み
込
ん

だ
、
巻
四
の

「重
ね
し
も
昔
に
な
り
ぬ
恋
衣
い
ま
は
涙
に
墨
染
め
の
袖
」
と

唱
和
す
る
歌
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
表
面
上

は
三
角
洋

一
氏
校
注
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
訳
に
も
あ
る
よ
う
な

「法

皇
様
の
露
と
お
消
え
に
な

っ
た
ご
葬
送
の
御
幸
を
拝
す
る
悲
し
さ
に
、
お
そ

ば
近
く
仕
え
た
昔
に
立
ち
返

っ
た
気
持
ち
と
な
り
、
墨
染
め
の
色
が
あ
せ
る

（９
）

ほ
ど
袂
を
濡
ら
す
こ
と
だ
」
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
こ
ま
で
の
考
察
に
基
づ
き
、
先
行
研
究
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
表
の
意

味
と
は
別
な
新
た
な
解
釈
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、

後
深
草
院
の
崩
御
に
よ

っ
て
墨
染
め
が

「
お
な
じ
袂
」
と
し
て
の
役
割
を
消

失
し
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
二
条
の

「
墨
染
め
の
袂
」
は
何
の
効
力
も
有
さ

な
い
昔
の

「
袂
」
に
返

っ
た
の
だ
と
い
う
、
も
う

一
つ
の
解
釈
で
あ
る
。

こ
の

「露
消
え
し
」
詠
の
直
後
に
詠
ま
れ
る

「
墨
染
の
」
の
歌
で
は
、
後

深
草
院
と
思
い
は

「
一
つ
思
ひ
」
で
あ
る
け
れ
ど
も

「染
む
べ
き
色
ぞ
な

き
」
と
、
墨
染
め
の
袂
で
あ
る
が
故
に
後
深
草
院
追
悼
の
た
め
に
衣
を
染
め

る
こ
と
が
叶
わ
ぬ
二
条
が
描
か
れ
る
。

本
稿
の
は
じ
め
に
で
、
「
小
夜
衣
」
と
い
う
歌
語
が
作
品
全
体
を
通
じ
て

用
い
ら
れ
て
お
り
、
巻

一
と
巻
五
の
詠
歌
と
で
唱
和
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ

た
岩
佐
氏
の
御
論
に
つ
い
て
は
記
し
た
。

石
清
水
八
幡
宮
で
の

「
重
ね
し
も
」
詠
に
よ
り
後
深
草
院
と
同
じ

「
墨
染

め
」
と
な

っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
院

の
崩
御
後

の

「
露
消
え
し
」
詠

で

「昔

に
か

へ
る
わ
が
袂
か
な
」
と
、
「
お
な
じ
袂
」
と
し
て
の

「
墨
染
め
の

袂
」
の
効
果
の
消
失
を
記
す
。
更
に
、
「
墨
染
の
」
詠
に
よ

っ
て

「
墨
染
め
」

が
担
う
、
二
条
の
望
み
を
結
局
は
叶
え
る
と
い
う
効
果
は
完
全
に
消
滅
し
た

も
の
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

「
墨
染
め
の
袂
」
と
の
関

連
に
お
い
て
三
首
の
和
歌
が
唱
和
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る

「
墨
染
め
の
袂
」
が
担
う
役
割
に

つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
作
者
は
石
清
水
八
幡
宮
と
後
深
草
院
の
葬
送
と
い

う
二
つ
の
場
面
に
よ

っ
て

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
後
半
部
を
二
部
に
分
け
て

構
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
石
清
水
八
幡
宮
で
二
条
と
後
深
草
院
が
再
会
す

る
こ
と
に
よ
り
、
「
墨
染
め
の
袂
」
は

一
度
は
拒
み
な
が
ら
も
結
局
は
二
条

の
望
み
を
叶
え
る
と
い
っ
た
役
割
を
担
う
が
、
院
崩
御
後
、
そ
の
役
割
は
消

滅
す
る
。
そ
の
際
、
歌
語
と
し
て
の

「
墨
染
め
の
袂
」
も
二
首
の
和
歌
の
間

で
唱
和
す
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
と
は
、
こ
の
よ
う
に
作
者
の
強
い
構
成
意
識
に
よ

っ
て



描
か
れ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

後
半
部
に
お
け
る
構
成
の
転
換
点
の

一
つ
と
し
て
石
清
水
八
幡
宮
が
選
ば

れ
て
い
る
こ
と
は
、
二
条
が
村
上
源
氏
の
出
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
看
過
で
き

な
い
点
で
あ
る
。
ま
た
、
「
墨
染
め
の
袂
」
を
拒
ん
だ
場
所
と
し
て
幾
度
も

描
か
れ
る
伊
勢
神
宮
に
つ
い
て
の
考
察
も
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

＊

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
本
文
は
、
三
角
洋

一
校
注
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系

（岩
波
書
店
　
一
九
九
四
年
）
に
依
っ
た
。

注（１
）

位
藤
邦
生

「中
世
女
流
日
記
文
学
の
方
法
―
衣
裳
の
記
述
に
つ
い
て
―
」

（
中
世
文
学
研
究
』

一
〇
号
　
一
九
八
四
年
八
月
）
。
岩
佐
美
代
子

「『
と
は

ず
が
た
り
』
に
お
け
る
和
歌
表
現
Ｉ
Ｌ
衣
」
を
め
ぐ
る
考
察
―
」
（女
流
日

記
文
学
講
座
　
第
五
巻

『と
は
ず
が
た
り
中
世
女
流
日
記
文
学
の
世
界
』
勉

誠
社
　
一
九
九
〇
年
）
等

（２
）

注
１
に
あ
る
岩
佐
氏
の
御
論
考

（３
）

「
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
女
性
の
装
東
描
写
―
東
二
条
院
の
書
状
に

よ
る
影
響
―
」
「
詞
林
』
二
九
号
　
一
一〇
〇
六
年
四
月
）

（４
）

本
稿
で
は
、
構
成
さ
れ
た
作
品
と
し
て

『
と
は
ず
が
た
り
』
を
読
む
た
め
、

作
品
を
書
く
主
体
と
し
て
の
二
条
を

「作
者
」、
作
品
の
主
人
公
と
し
て
の

二
条
を

「
二
条
」
と
、
呼
称
を
区
別
し
て
論
じ
る
。

（５
）

注
３
に
同
じ

（６
）

た
と
え
ば
、
前
半
部
の
長
講
堂
供
養
の
場
面
で
は
二
条
と
京
極
殿
の
装
東

が
次
の
よ
う
に
並
記
さ
れ
る
。

御
移
徒
に
は
出
だ
し
車
五
両
あ
り
し
、　
一
の
車
の
左
に
参
る
。
右
に
京

極
殿
。
撫
子
の
七
衣
、
若
菖
蒲
の
表
着
な
り
。
京
極
殿
は
藤
の
五
衣
な

い
ソ
。

（巻
二
　
７６
頁
）

既
に
述
べ
た
事
ゆ
え
詳
し
く
は
述
べ
な
い
が
、
二
条
の
七
衣
と
京
極
殿
の
五

衣
と
で
は
七
衣
の
方
が
豪
華
な
装
東
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
前

半
部
に
お
い
て
他
の
女
性
の
装
束
が
記
さ
れ
る
折
に
は
、
作
者
は
必
ず
二
条

の
装
束
を
並
記
し
て
そ
の
優
位
性
を
示
す
の
で
あ
る
。

（７
）

次
田
香
澄
氏
が
講
談
社
学
術
文
庫

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
解
説
に
お
い
て

次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

巻

一
、
前
篇
の
冒
頭
で
、
新
春
の
御
所
に
突
然
自
己
の
晴
着
姿
を
現
出

し
た
ご
と
く
、
こ
の
巻
四
で
、
ふ
た
た
び
突
然
自
己
の
旅
装
の
尼
姿
を

登
場
さ
せ
て
後
篇
の
書
出
し
と
す
る
、
そ
れ
で
十
分
効
果
を
お
さ
め
て

お
り
、
そ
の
対
比
は
ま
こ
と
に
見
事
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

（８
）

大
倉
比
呂
志

「『と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る

〈裸
足
〉
の
表
象
性
　
―

〈衣
〉
と
関
連
さ
せ
て
―
」
「
日
記
文
学
研
究
』
第
二
集
　
一
九
九
七
年

新
典
社
）
で
、
大
倉
氏
は
こ
の
場
面
の
裸
足
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は

〈衣
〉
を
つ
け
て
い
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
と
考

え
ね
ば
な
る
ま
い
。
院
の
葬
送
の
列
が
通
過
し
た
跡
を

〈裸
足
〉
で
走

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
院
と
の
共
寝
の
擬
似
的
状
況
を
意
味
す
る

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

〈裸
足
〉
の
持
つ
意

味
の
内
在
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
単
に
二
条
の

異
常
な
行
動
で
あ
る
と
解
釈
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
い
わ
ば
現
象
論
で

し
か
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
二
条
が
履
物
を
な
く
し
て

〈裸
足
〉
で

走
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
院
と
の

間
で
も
は
や
共
寝
が
絶
対
に
あ
り
え
な
い
の
を
認
識
し
た
最
後
の
絶
叫

で
も
あ
っ
た
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
こ
う
す
る
こ
と
し
か
方
法
が
な
か
っ

た
作
者
二
条
に
と
っ
て
、
〈裸
足
〉
で
走
る
こ
と
は
、
今
は
亡
き
院
に



対
し
て
贈
っ
た
共
寝
願
望
の
表
象
で
は
な
か
っ
た
か
。

大
倉
氏
の
論
の
共
寝
願
望
に
関
し
て
は
首
肯
で
き
な
い
点
も
あ
る
が
、
し
か

し
、
裸
足
で
走
る
こ
と
を
単
に
二
条
の
異
常
な
行
動
で
あ
る
と
解
釈
し
て
し

ま
わ
な
い
で
い
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
は
共
感
を
覚
え
る
。

（９
）

こ
の
歌
に
つ
い
て
久
保
田
淳
氏
は

「露
と
消
え
ら
れ
た
ご
葬
送
の
御
幸
の

悲
し
さ
に
、
昔
に
立
ち
返
っ
て
紅
に
染
ま
る
、
わ
が
墨
染
の
袂
よ
」
（新
編

日
本
古
典
文
学
全
集

『建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
　
と
は
ず
が
た
り
』

一
九

九
九
年
　
小
学
館
）
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。


