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当
代
賛
美
を
主
題
と
す
る
脇
能
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
そ
れ
が

制
作
さ
れ
た
時
代
の
「
国
家
体
制
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
投
影

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で

に
も
す
で
に
、
主
と
し
て
世
阿
弥
作
の
脇
能
を
も
と
に
い
く
つ
か
の

具
体
的
な
指
摘
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
に
問
題
と
な
る
こ
と
の

ひ
と
つ
に
、
た
と
え
ば
、
「
か
し
こ
き
代
と
て
、
土
も
木
も
、
わ
が

大
君
の
国
な
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
君
が
代
に
、
住
吉
に
ま
づ
行
き
て
、

あ
れ
に
て
待
ち
申
さ
ん
と
」
（
《
高
砂
〉
）
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
天
皇
の

治
世
を
賛
美
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
文
言
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ

る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
能
と
い
う
演
劇
は
、
鎌
倉
時
代
の
形
成
期
か
ら

徳
川
幕
府
の
終
焉
に
い
た
る
ま
で
、
武
家
を
主
要
な
庇
護
者
と
し
て

い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
長
い
能
の
歴
史
の
う
え
に
お
い
て
は
、
天
皇
を

は
じ
め
に

頂
点
と
す
る
公
家
層
も
能
の
有
力
な
愛
好
者
で
あ
っ
た
が
、
能
楽
史

全
体
を
通
覧
す
る
な
ら
ば
、
公
家
の
能
楽
愛
好
が
武
家
の
そ
れ
に
く

ら
べ
て
付
随
的
な
位
置
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
そ
の
能
の
歴
史
の
な
か
で
も
、
南
北
朝
期
＼
室
町
初
期
の
い
わ

ゆ
る
能
の
大
成
期
は
、
室
町
時
代
の
な
か
で
も
将
軍
（
武
家
）
の
権

力
が
き
わ
め
て
強
大
だ
っ
た
時
代
で
あ
る
が
、
そ
の
時
代
（
将
軍
で

い
え
ば
義
満
・
義
持
・
義
教
の
時
代
）
に
、
世
阿
弥
の
よ
う
な
将
軍
の

御
用
役
者
と
し
て
活
動
し
て
い
た
役
者
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
能
の

な
か
に
、
右
の
よ
う
な
天
皇
の
治
世
を
賛
美
す
る
文
言
が
存
在
す
る

の
で
あ
る
。

能
大
成
期
の
脇
能
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
現
象
に
つ
い
て
は
、

従
来
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
こ
の
現
象
を
、

南
北
朝
期
ー
室
町
初
期
の
公
武
関
係
ー
室
町
幕
府
の
対
天
皇
政
策
ー

と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
の
が
拙
稿
「
能
に
お
け
る
対

権
力
者
意
識
に
つ
い
て
の
覚
書
ー
《
養
老
》
な
ど
の
「
君
は
舟
臣
は
水
」

を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
演
劇
学
論
叢
』

4
)

で
（
以
下
、
「
前
稿
」
と
呼
ぶ
）
、

—
ー
—
義
持
と
後
小
松
父
子
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
—
ー

足
利
義
持
の
治
世
と
世
阿
弥

天

野

文

雄

ー



そ
こ
で
は
早
く
に
同
趣
の
指
摘
を
し
て
い
た
社
本
武
氏
の
論
（
「
文

学
」
昭
和
29
年
11
月
号
所
載
の
「
脇
能
に
つ
い
て
」
）
を
補
強
す
る
形
で
、

世
阿
弥
な
ど
の
脇
能
に
認
め
ら
れ
る
天
皇
の
治
世
に
た
い
す
る
賛
美

を
、
当
時
の
武
家
政
権
が
志
向
し
て
い
た
「
君
臣
一
体
」
的
な
公
武

関
係
の
反
映
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

従
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
筆
者
な
り
の
解
明
は
い
ち
お
う
は

終
え
て
い
る
の
だ
が
、
前
稿
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
義
満
時
代

（
応
永
十
＃

1

年
以
前
）
に
お
け
る
「
君
臣
一
体
」
的
な
状
況
の
論
証
に

終
始
し
、
能
大
成
期
（
南
北
朝
期
ー
室
町
初
期
）
全
体
の
公
武
関
係
に

つ
い
て
は
、
二
、
三
の
資
料
を
か
か
げ
て
、
義
持
時
代
以
降
も
基
本

的
に
は
義
満
時
代
と
同
様
な
状
況
に
あ
っ
た
ろ
う
と
類
推
す
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
、
前
稿
で
は
、
義
持
時
代
の
公
武
関
係
は
基

本
的
に
は
義
満
時
代
と
同
様
で
あ
ろ
う
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
関
係
は

義
満
時
代
と
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
た
ろ
う
こ
と
に
も
言
及
し
て
、

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
と
も
し
て
い
る
。
本
稿
は
こ

れ
を
受
け
る
形
で
、
前
稿
で
は
具
体
的
な
論
証
を
省
略
し
て
い
た
義

持
時
代
の
公
武
関
係
の
実
態
を
、
義
持
と
後
小
松
父
子
と
の
関
係
を

め
ぐ
っ
て
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
稿
で
提
示
し
た
結
論
を
補

強
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
、
あ
わ
せ
て
義
持
時
代
の
公
武
関

係
と
世
阿
弥
の
能
や
著
作
と
の
関
係
に
も
い
さ
さ
か
お
よ
ぽ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
応
永
十
五
年
(
-
四
0
八
）
か
ら

応
永
三
十
五
年
（
正
長
元
年
）
に
お
よ
ぶ
義
持
の
治
世
が
検
討
の
対

象
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
義
持
の
治
世
は
、
世
阿
弥
の
年
齢
で
い
え

ば
、
四
十
四
、
五
歳
＼
六
十
四
、
五
歳
に
あ
た
り
、
世
阿
弥
の
生
涯

の
う
え
で
は
、
「
三
道
』
所
載
の
自
信
作
が
制
作
さ
れ
、
ま
た
、

〈
井
筒
〉
〈
砧
〉
〈
班
女
〉
〈
花
筐
》
な
ど
が
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
時
期
で
、
「
花
鏡
』
『
至
花
道
」
な
ど
の
高
度
の
芸
道
論
が
多
数

執
筆
さ
れ
た
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
義
持
時
代
の
こ
の

二
十
年
は
、
役
者
で
あ
り
作
者
で
あ
り
理
論
家
で
も
あ
っ
た
世
阿
弥

の
成
熟
期
と
ほ
ぽ
か
さ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
意
外

な
こ
と
に
、
世
阿
弥
と
将
軍
と
の
関
係
と
い
う
と
、
も
っ
ば
ら
義
満

と
の
関
係
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
、
こ
の
成
熟
期
に
お
け
る
世
阿
弥
の

功
業
に
つ
い
て
は
、
義
持
の
治
世
と
の
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と

は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
義
持
時
代
の
世
阿
弥
に
つ
い
て
は
、
義
持
か
ら
冷
遇

さ
れ
て
い
た
と
す
る
見
方
が
昭
和
三
十
年
代
の
末
こ
ろ
ま
で
は
有
力

で
あ
り
、
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
で
あ
ろ
う
、
そ
の
こ
ろ
ま
で
は
義
持

と
世
阿
弥
の
関
係
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。
昭
和
十
七
年
刊
の
「
能
楽
全
書
j

第
二
巻
に
掲
載
さ
れ

た
森
末
義
彰
氏
の
高
論
「
能
と
保
護
者
」
の
第
二
節
「
能
の
保
護
者

と
し
て
の
足
利
将
軍
」
の
叙
述
が
義
満
時
代
か
ら
義
教
時
代
に
飛
ん

で
い
て
、
義
持
時
代
に
ま
っ
た
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
そ

う
し
た
当
時
の
見
方
を
よ
く
象
徴
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
そ
の
よ
う

2
 



な
見
方
に
た
い
し
て
、
世
阿
弥
は
義
持
時
代
も
義
持
か
ら
そ
れ
な
り

に
遇
さ
れ
て
い
た
と
し
、
世
阿
弥
の
洗
練
さ
れ
た
作
品
や
高
度
な
芸

道
論
が
生
み
出
さ
れ
る
背
景
と
し
て
、
き
び
し
い
鑑
賞
眼
の
持
主
で

あ
っ
た
義
持
の
存
在
が
あ
っ
た
と
い
う
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
（
表

章
氏
「
世
阿
弥
の
生
涯
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
「
文
学
」
昭
和
38年
1
月
。
「
能

楽
史
新
考
（
二
）
」
所
収
）
、
つ
い
で
、
世
阿
弥
の
「
至
花
道
』
以
降
の

高
度
な
芸
道
論
を
生
ん
だ
背
景
と
し
て
「
義
持
文
化
圏
」
の
存
在
を

指
摘
す
る
こ
れ
も
貴
重
な
論
が
出
て
い
る
が
（
西
一
祥
氏
「
世
阿
弥
芸

術
の
背
景
ー
「
義
持
文
化
圏
j

の
想
定
を
中
心
と
し
て
ー
」
「
語
文
」
昭
和

40
年
6
月
）
、
以
後
は
ふ
た
た
び
、
義
持
の
治
世
と
世
阿
弥
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
義
持
の
治
世
が
世
阿
弥
の
成
熟
期
と
か
さ
な
る
こ
と
に

着
目
す
る
な
ら
ば
、
義
持
の
時
代
が
い
か
な
る
時
代
で
、
そ
れ
が
義

持
の
御
用
役
者
だ
っ
た
世
阿
弥
の
業
績
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
能
楽
史
研
究
上
の
重
要
な
問
題
と
し
て
、

ぜ
ひ
と
も
検
討
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
前
述
の

よ
う
に
、
本
稿
の
主
た
る
目
的
は
、
義
持
の
治
世
を
天
皇
と
の
関
係

と
い
う
視
点
か
ら
分
析
し
て
、
世
阿
弥
な
ど
の
脇
能
に
天
皇
の
治
世

を
賛
美
す
る
文
言
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
理
由
を
考
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
本
稿
が
最
終
的
に
め
ざ
し
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
義
持
の
治
世
が
い
か
に
成
熟
期
の
世
阿
弥
の

天
龍
寺
慈
済
院
蔵
の
義
持
肖
像
画
を
め
ぐ
っ
て

義
持
時
代
の
公
武
関
係
、
と
り
わ
け
義
持
と
後
小
松
父
子
と
の
関

係
を
示
唆
す
る
も
の
に
、
義
持
の
肖
像
画
が
あ
る
。
義
持
の
肖
像
画

と
し
て
現
在
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
応
永
十
九
年
(
-
四
―
二
）
の

制
作
に
な
る
天
龍
寺
慈
済
院
蔵
の
一
幅
（
履
中
元
礼
賛
）
と
、
応
永

二
十
一
年
の
制
作
に
な
る
神
護
寺
蔵
の
一
幅
（
伯
雲
賛
）
で
あ
る
が

（
い
ず
れ
も
重
文
）
、
こ
の
節
で
は
こ
の
う
ち
の
天
龍
寺
慈
済
院
蔵
の

義
持
画
像
を
め
ぐ
っ
て
、
義
持
時
代
に
お
け
る
公
武
関
係
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

伝
存
が
知
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
義
持
肖
像
画
の
う
ち
、
は
や
く
か

ら
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
の
は
神
護
寺
本
で
、
慈
済
院
本
は
戦

後
に
な
っ
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
慈
済
院
本
の
紹
介
者

で
あ
る
赤
松
俊
秀
氏
の
「
足
利
氏
の
肖
像
に
つ
い
て
」
（
『
美
術
研
究
」

152
。
昭
和
24
年
1
月
。
同
氏
著
『
京
都
寺
史
考
」
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
慈

済
院
本
は
も
と
は
絶
海
中
津
の
開
創
で
、
義
持
が
壇
越
で
あ
っ
た
天

龍
寺
の
塔
頭
招
慶
院
の
所
蔵
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
像
容
の
素
描
は

神
護
寺
本
の
素
描
と
同
一
で
あ
り
、
義
持
像
の
図
上
に
日
輪
が
描
か

れ
て
い
る
と
い
う
独
特
の
構
図
も
神
護
寺
本
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
の

諸
業
績
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

、。＂ 
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う
ち
顔
貌
の
部
分
は
神
護
寺
本
と
同

一
の
作
者
の
手
に
な
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
同
稿
に
よ
れ
ば
、
慈
済
院
本
は
そ
の
履
中
元

礼
の
賛
か
ら
応
永
十
九
年
八
月
の
称
光
天
皇
の
即
位
に
さ
い
し
て
、

義
持
が
幼
い
称
光

（当
時
十
二
歳
）
の
補
佐
の
役
に
つ
い
た
こ
と
を

記
念
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
。
そ
の
履
中
の
賛

と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

寅
賓
出
日
、
観
国
之
光
、

六
合
仰

止、

金
玉
其
相
、
手
中
象
笏
、

労

撃
氏
一
莞
、
腰
間
剣
気
、
上
掃
楢

槍、

神
緊
弗
味
、

受
命
符
貞
、
岩

水
浚
源
、
究
々
清
流
、
永
保
大

宝
、
生
斯
阿
衡
゜

征
夷
大
将
軍

一
品
大
相
公
寿

像
、
鉤
命
、
題
郎
語
也
。

今
上
出
震
帷
、
公
相
焉
。
故
有
寅

賓
旬
、

応
永
腺
月
日

前
天
竜
元
礼
謹
賛

「履
中
」
「
元
礼
」

賛
を
着
し
て
い
る
履
中
元
礼
は
、

『本
朝
高
僧
伝
』
に
よ
れ
ば
、

東
福
寺
の
南
嶺
子
越
の
法
嗣
で
、
こ
の
賛
を
着
し
た
翌
年
の
応
永
二

十
年

(
-
四
一三）

十
月
の
没
。
南
禅
寺
七
十
七
世
で
、
天
龍
寺
在

神護寺蔵足利義持肖像画 天龍寺慈済院蔵足利義持肖像画
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住
中
に
『
金
剛
経
』
を
講
じ
た
お
り
に
は
聴
聞
に
高
僧
た
ち
が
参
集

し
た
と
伝
え
ら
れ
る
高
僧
で
、
将
軍
義
持
の
御
前
で
教
門
の
理
論
家

で
あ
る
誕
山
寺
や
華
王
院
の
門
主
と
論
争
を
し
た
さ
い
に
は
、
義
持

を
納
得
さ
せ
た
理
論
家
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
論
争
の
こ
と
は

I

臥
雲
日
件
録
抜
尤
」
寛
正
六
年
(
-
四
六
五
）
二
月
二
十
五
日
条
に

記
事
が
あ
る
が
、
赤
松
氏
は
そ
の
『
臥
雲
日
件
録
抜
尤
』
の
記
事
に

よ
っ
て
、
履
中
が
義
持
の
深
い
信
任
を
え
て
い
た
ろ
う
と
さ
れ
て
い

る
。
義
持
の
履
中
信
任
は
慈
済
院
本
の
賛
に
そ
れ
が
義
持
の
「
欽
命
」

に
よ
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
賛
が

記
さ
れ
た
の
は
履
中
の
最
晩
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
前
南

禅
元
礼
」
で
は
な
く
、
あ
え
て
「
前
天
竜
元
礼
」
と
記
し
て
い
る
の

は
、
こ
の
賛
が
天
龍
寺
招
慶
院
か
ら
の
依
頼
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ

、つ
さ
て
、
赤
松
俊
秀
氏
は
こ
の
賛
を
も
と
に
、
こ
の
肖
像
は
応
永
十

九
年
の
称
光
の
即
位
に
さ
い
し
て
、
義
持
が
新
帝
を
補
佐
す
る
立
場

に
つ
い
た
こ
と
を
記
念
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
の
論
点
と
も
ふ
か
く
か
か
わ
る
の
で
、

以
下
に
そ
の
点
に
つ
い
て
の
赤
松
氏
の
論
述
を
引
く
こ
と
に
す
る
。

賛
は
、
像
主
の
徳
の
偉
な
る
こ
と
を
称
揚
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
語
旬
は
い
づ
れ
も
出
典
が
あ
り
、
経
学
典
籍
の
知
識
が
な

く
て
は
、
作
者
の
表
現
を
理
解
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ

の
な
か
で
、
注
目
す
べ
き
は
、
最
初
の
「
寅
賓
出
日
観
国
之
光
」

の
語
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
元
礼
が
特
別
の
意
図
か
ら
使
用
し

た
も
の
で
、
元
礼
は
後
序
に
こ
れ
を
説
明
し
て
、
「
今
上
出
震

帷
、
公
相
焉
。
故
有
寅
賓
句
。
」
と
い
っ
た
。
こ
こ
に
い
う

「
今
上
」
と
は
、
応
永
十
九
年
(
-
四
―
二
）
八
月
十
九
日
に
即

位
し
た
称
光
天
皇
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
出
農
帷
」
と
は
、
即

位
、
帷
幅
に
お
い
て
大
号
令
を
発
令
す
る
地
位
に
つ
か
れ
た
こ

と
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。
「
公
相
焉
」
と
は
、
義
持
が
征
夷
大

将
軍
と
し
て
そ
の
輔
弼
の
任
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
敬
導
を
本
義
と
す
る
「
寅
賓
」
の
句
が
、
こ
の
こ
と
か
ら

用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
出
日
を
敬
い
導
く
こ
と
は
、

義
持
が
幼
帝
輔
佐
の
任
に
つ
い
た
こ
と
に
、
関
連
す
る
こ
と
は

疑
い
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
肖
像
画
は
、
義
持
が
事
実
上
の
摂

関
の
地
位
に
登
っ
た
こ
と
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
元
礼
は
そ
の
意
味
を
、
賛
の
冒
頭
の
「
寅
賓
」
の
句
で
表

わ
し
、
ま
た
末
尾
の
「
阿
衡
」
の
二
字
に
寓
し
た
に
相
違
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
赤
松
氏
は
賛
の
後
序
の
「
今
上
出
震
帷
、
公
相
焉
。

故
有
寅
賓
句
」
を
も
と
に
賛
を
読
み
解
き
、
こ
の
肖
像
画
は
義
持
が

応
永
十
九
年
八
月
二
十
九
日
に
践
詐
し
た
称
光
の
補
弼
の
役
に
つ
い

た
の
を
記
念
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
れ
に
つ
づ
け
て
、
赤
松
氏
は
肖
像
画
の
上
部
に
描
か
れ
て
い
る
日

輪
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
説
か
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
こ
の
像
の
製
作
動
機
は
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
こ
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こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
肖
像
画
の
上
辺
で
、
幅
の
中
央
に

当
る
部
分
に
、
朱
で
小
さ
く
太
陽
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
こ
の
像
を
み
た
当
初
、
肖
像
画
に
か
か

る
太
陽
を
描
い
た
事
実
を
想
い
出
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
、

そ
の
描
き
方
が
や
や
無
雑
作
で
あ
る
た
め
に
、
何
か
後
人
の
所

為
で
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
題
賛
の
意
味
を
知
る
に

お
よ
ん
で
、
こ
れ
は
、
賛
の
「
出
日
観
国
之
光
」
を
直
接
に
表

徴
し
た
も
の
に
相
違
な
い
と
考
え
お
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
す

な
わ
ち
こ
の
像
は
、
義
持
の
阿
衡
就
任
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た

こ
と
を
表
示
す
る
た
め
に
、
そ
の
頭
上
に
輝
く
日
輪
を
描
き
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
幼
帝
称
光
天
皇
を
敬
い
導
き
ま
つ
る
事
実
を
、

や
や
象
徴
的
な
が
ら
、
こ
れ
を
図
示
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
賛
の
意
味
を
も
と
に
上
部
に
描
か
れ
た
日
輪
は
、

践
詐
し
た
ば
か
り
の
新
帝
称
光
を
意
味
し
、
そ
れ
を
義
持
が
敬
導
す

る
こ
と
を
意
味
し
た
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
赤
松

氏
は
そ
の
日
輪
が
素
描
が
同
一
作
者
の
手
に
な
る
と
お
ぼ
し
き
神
護

寺
本
に
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
、
両
本
の
関
係
や
制
作
時

期
な
ど
、
こ
の
種
の
画
像
制
作
の
実
態
に
つ
い
て
興
味
深
い
推
測
を

さ
れ
て
、
義
持
の
肖
像
画
に
つ
い
て
の
論
を
終
え
て
い
る
。

以
上
の
義
持
の
肖
像
画
を
め
ぐ
る
赤
松
氏
の
論
が
、
本
稿
で
問
題

に
し
て
い
る
義
持
と
後
小
松
父
子
と
の
関
係
を
考
え
る
に
つ
い
て
の

恰
好
の
事
例
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
赤
松
氏
の
論
考
に
よ
れ
ば
、
義
持
は
治
天
（
天
皇
や
上
皇
）
を

敬
仰
し
て
い
て
、
新
帝
称
光
の
補
佐
役
と
な
っ
た
こ
と
を
た
い
へ
ん

な
名
誉
と
感
じ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
筆
者
が
前
稿
で
指
摘
し
た
義

満
時
代
の
「
君
臣
一
体
」
的
な
公
武
関
係
が
、
義
持
時
代
に
い
た
っ

て
も
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
有
力
な
事
例
が
こ
こ
に
示
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
慈
済
院
本
に
も
神
護
寺
本
に
も

義
持
の
画
像
の
上
に
日
輪
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
義
持
時
代
に

特
有
の
公
武
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ

る
。
こ
れ
は
義
持
の
肖
像
画
に
特
有
の
現
象
で
あ
っ
て
、
伝
存
す
る

歴
代
の
足
利
将
軍
の
肖
像
画
に
は
認
め
ら
れ
な
い
現
象
の
由
（
赤
松

氏
稿
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
義
持
に
お
け
る
治
天

諄
崇
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
尊
崇
の
度
合
が
義
満
な
ど
に
く

ら
べ
て
強
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
、
こ
の
日
輪
は
示
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
義
持
の
強
い
治
天
尊
崇
の
念
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
）
。

か
く
し
て
、
赤
松
俊
秀
氏
の
論
考
に
よ
っ
て
、
義
持
時
代
に
お
い

て
も
、
ま
ず
確
実
に
義
満
時
代
の
「
君
臣
一
体
」
的
な
状
況
が
続
い

て
い
た
こ
と
や
、
義
持
の
場
合
は
義
満
に
く
ら
べ
て
治
天
尊
崇
の
度

合
が
強
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者

は
以
上
の
赤
松
氏
の
論
に
は
基
本
的
に
は
賛
同
し
つ
つ
も
、
一
部
分
、

別
の
解
釈
を
ほ
ど
こ
す
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
赤
松
氏
が
こ
の
肖
像
画
の
制
作
事
情
を
義
持
が
新
帝

6
 



称
光
の
補
佐
役
と
な
っ
た
こ
と
に
求
め
て
お
ら
れ
る
点
で
、
筆
者
は

そ
れ
は
称
光
の
践
詐
と
同
日
に
義
持
が
新
上
皇
後
小
松
の
院
執
事
に

任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
求
め
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
慈
済
院
本
の
制
作
の
背
景
を
赤
松
氏
の
よ
う
に
考
え
る

か
、
筆
者
の
よ
う
に
考
え
る
か
は
、
大
局
的
に
は
た
い
し
た
ち
が
い

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
赤
松
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
慈
済

院
本
は
義
持
時
代
の
公
武
関
係
の
実
態
把
握
を
め
ざ
す
本
稿
に
と
っ

て
は
重
要
な
資
料
な
の
で
、
こ
こ
に
履
中
の
賛
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
い

さ
さ
か
私
見
を
呈
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
賛
の
後
序
の
「
今
上
出
震
帷
」
で
あ
る
が
、
赤
松
氏
は
こ

の
「
今
上
」
を
、
慈
済
院
本
が
制
作
さ
れ
る
三
カ
月
前
に
即
位
し
た

称
光
を
さ
す
も
の
と
解
さ
れ
た
（
厳
密
に
い
え
ば
こ
れ
は
践
酢
で
、
即

位
式
は
こ
の
二
年
後
の
応
永
二
十
一
年
十
二
月
に
行
わ
れ
て
い
る
）
。
た
し

か
に
、
履
中
の
賛
の
応
永
十
九
年
十
二
月
と
い
う
時
点
に
お
け
る

「
今
上
」
は
称
光
で
あ
り
、
そ
う
解
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
落
ち
着
か
な
い
の
が
「
出
震
帷
」
で

あ
る
。
赤
松
氏
は
こ
れ
を
「
震
帷
に
出
て
」
と
読
ん
で
「
帝
位
に
つ

い
て
」
と
解
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の

が
、
帝
位
に
つ
く
こ
と
を
、
は
た
し
て
「
震
帷
に
出
て
」
と
表
現
す

る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
「
出
震
帷
」
は
語
法
上
も
「
震
帷
を
出
て
」

と
読
む
の
が
自
然
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
震
帷
に
出
て
」
と
読
ま
せ
る

の
は
い
か
に
も
破
格
と
い
う
印
象
が
強
い
。
し
か
し
、
「
震
帷
を
出

て
」
と
読
ん
だ
の
で
は
、
新
帝
践
詐
と
い
う
状
況
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。

そ
こ
で
、
新
帝
践
詐
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
こ
れ
を
「
震
帷
に

出
て

(11
帝
位
に
つ
い
て
）
」
と
赤
松
氏
は
解
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
一
句
の
主
語
は
「
今
上
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
然
の
判
断
で
あ

っ
た
と
思
う
が
、
帝
位
に
つ
く
こ
と
を
、
は
た
し
て
「
震
帷
に
出
て
」

な
ど
と
表
現
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
は
や
は
り
疑
問
と
し
て
残

る
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
称
光
の
践
詐
が
あ
っ
た
応
永

十
九
年
八
月
二
十
九
日
に
、
内
大
臣
義
持
が
「
院
執
事
」
に
任
じ
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
「
足
利
家
官
位
記
」
ほ
か
）
。
こ
の
「
院
」
は

い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
日
称
光
に
禅
譲
し
て
上
皇
と
な
っ
た
後
小
松

で
あ
る
。
室
町
時
代
に
お
い
て
は
、
新
帝
が
誕
生
し
て
新
し
く
上
皇

が
生
ま
れ
た
さ
い
に
、
将
軍
が
上
皇
の
執
事
や
別
当
に
な
る
慣
習
が

あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
慣
習
は
義
満
（
別
当
）
に
は
じ
ま
っ
て
、
義

持
（
執
事
）
・
義
教
（
別
当
）
・
義
政
（
別
当
・
執
事
）
と
継
承
さ
れ
て
い

る
（
「
足
利
家
官
位
記
」
）
。
こ
の
「
院
執
事
」
「
院
別
当
」
は
「
仙
洞

に
お
け
る
事
務
の
統
括
者
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
の
よ
う
で
（
『
国

史
大
辞
典
」
）
、
義
政
な
ど
は
ま
ず
別
当
に
就
任
し
そ
の
後
執
事
に
就

任
し
て
い
る
か
ら
、
執
事
の
ほ
う
が
上
職
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
実

態
は
現
時
点
で
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
が
、
院
執
事
へ
の
就
任
は

足
利
将
軍
に
と
っ
て
は
か
な
り
名
誉
な
で
き
ご
と
だ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
（
義
満
の
院
別
当
就
任
が
『
公
卿
補
任
」
に
記
さ
れ
て
い
る
の
も
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そ
の
支
証
と
な
ろ
う
か
）
。
そ
の
よ
う
な
地
位
に
歴
代
の
将
軍
が
就
任

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
本
稿
が
問
題
に
し
て
い
る
室
町
幕
府
の

「
君
臣
一
体
」
的
な
志
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ

は
と
も
あ
れ
、
称
光
の
践
詐
と
同
時
に
、
義
持
が
後
小
松
の
院
執
事

に
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
こ
の
お
り
、

赤
松
氏
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
義
持
が
新
帝
を
補
佐
す
る
な

ん
ら
か
の
公
的
な
地
位
に
つ
い
た
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
史
料
に
筆

者
は
接
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
実
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
履
中

の
賛
の
末
尾
に
あ
る
「
生
斯
阿
衡
」
の
「
阿
衡
」
（
宰
相
の
意
）
は
、

赤
松
氏
が
想
定
さ
れ
た
新
帝
補
佐
の
役
で
は
な
く
、
院
執
事
の
こ
と

で
あ
り
、
「
生
斯
阿
衡
」
は
義
持
の
院
執
事
就
任
を
意
味
し
て
い
る

と
解
す
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
義
持
の
院
執
事
就
任
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
あ

ら
た
め
て
履
中
の
賛
の
「
出
震
帷
」
に
も
ど
る
と
、
こ
の
「
出
霙
帷
」

は
、
こ
れ
を
常
識
的
に
「
裳
帷
を
出
て
」
と
読
む
な
ら
ば
、
「
今
上
」

は
称
光
で
は
な
く
、
称
光
に
位
を
譲
っ
て
1

つ
ま
り
禁
裡
を
出
て
1

上
皇
に
な
っ
た
後
小
松
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
に
想
到
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
推
測
に
は
ひ
と

つ
の
難
点
が
あ
る
。
こ
の
賛
は
称
光
の
践
詐
（
後
小
松
の
禅
譲
）
か

ら
三
カ
月
後
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
今
上
」
と
あ
る
以
上
、
そ

れ
は
称
光
と
す
る
の
が
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
（
赤
松
氏
も
当
然
そ
う
考

え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
）
。
し
か
し
、
「
出
裳
帷
」
を
「
震
帷
に
出
て
」

と
読
ま
ず
、
「
裳
帷
を
出
て
」
と
読
ん
だ
場
合
は
、
こ
こ
は
「
今
上

が
震
帷
（
禁
裡
）
を
出
ら
れ
て
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
当
時
の

「
今
上
」
た
る
後
小
松
が
称
光
に
位
を
譲
っ
た
こ
と
を
記
述
し
た
文

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
1

つ
ま
り
、
「
今
上
」
は
後
小
松
禅
譲
後
の

応
水
十
九
年
十
二
月
と
い
う
時
点
で
の
「
今
上
」
で
は
な
く
、
禅
譲

以
前
の
「
今
上
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
1

、
応
永
十
九
年
十
二
月

の
時
点
で
後
小
松
が
「
今
上
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
矛
盾
で
は

な
く
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
履
中
の
後
序
の
「
今
上
出
震
帷
」
を
こ
の
よ

う
に
解
釈
し
て
、
こ
れ
に
義
持
の
院
執
事
就
任
と
い
う
将
軍
家
に
と

っ
て
の
慶
事
（
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
）
を
か
さ
ね
て
み
る
と
、
「
今
上

出
蔑
帷
」
は
称
光
の
践
酢
で
は
な
く
、
後
小
松
の
禅
譲
を
さ
し
て
い

る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
れ
を
裏
づ
け
る
か
に
み
え
る
の
が
、
こ
の
お
り
の
称
光

践
詐
は
後
小
松
の
退
陣
で
は
な
く
、
実
際
に
は
後
小
松
に
よ
る
院
政

の
は
じ
ま
り
だ
っ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の

が
、
『
椿
葉
記
」
が
伝
え
る
称
光
践
詐
の
と
き
の
記
事
で
、
そ
こ
に

ょ、
,
1
 

さ
て
内
裏
は
、
御
治
天
州
年
政
務
お
ぽ
し
め
す
ま
A

に
て
お

り
さ
せ
給
ふ
。
同
十
九
年
八
月
廿
九
日
、
一
の
宮
に
御
位
ゆ
づ

り
申
さ
る
。
御
治
世
は
も
と
の
ご
と
く
に
て
、
よ
ろ
づ
め
で
た

く
わ
た
ら
せ
給
ふ
。
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と
あ
る
。
こ
の
「
御
治
世
は
も
と
の
ご
と
く
に
て
…
」
に
つ
い
て
、

村
田
正
志
氏
I

證
註
椿
葉
記
』
（
昭
和
28
年
。
宝
文
館
。
「
村
田
正
志
著

作
集
」
第
四
巻
所
収
）
は
、
「
政
務
は
も
と
通
り
後
小
松
院
が
お
執
り

に
な
っ
て
、
即
ち
同
院
の
院
政
が
行
は
れ
て
の
意
」
と
施
注
し
て
い

る
。
ま
た
、
応
永
三
十
二
年
(
-
四
二
五
）
六
月
に
、
称
光
が
後
小

松
と
対
立
し
て
退
位
し
よ
う
と
し
た
事
件
が
あ
っ
た
が
、
『
薩
戒
記
」

に
よ
れ
ば
、
称
光
は
、
自
分
は
父
上
皇
に
く
ら
べ
て
有
名
無
実
の
存

在
で
あ
り
、
帝
位
に
つ
い
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
一
事
と
し
て
自

分
の
思
い
通
り
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
、
と
訴
え
た
と
い
う
（
六
月

二
十
七
日
条
）
。
こ
の
あ
と
、
称
光
は
七
月
末
に
重
い
精
神
的
な
御
悩

に
陥
り
、
一
時
は
回
復
し
た
も
の
の
、
ふ
た
た
ぴ
再
発
し
て
、
正
長

元
年
七
月
に
崩
御
さ
れ
て
い
る
が
、
応
永
十
九
年
の
称
光
践
詐
後
も

実
権
は
後
小
松
が
握
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、

称
光
践
詐
は
上
皇
後
小
松
と
い
う
あ
た
ら
し
い
治
天
の
誕
生
が
そ
の

実
質
的
側
面
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
慈
済
院
本
制

作
の
背
景
を
義
持
の
院
執
事
就
任
に
求
め
よ
う
と
す
る
私
説
は
こ
の

点
か
ら
も
容
認
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
う
し
た
理
解
に

立
つ
な
ら
ば
、
慈
済
院
本
の
賛
や
日
輪
の
解
釈
も
お
の
ず
か
ら
赤
松

氏
の
解
釈
と
は
異
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
賛
の
冒
頭
の
「
寅
賓

出
日
」
の
「
出
日
」
は
称
光
で
は
な
く
後
小
松
の
こ
と
と
な
り
、
履

中
の
賛
の
内
容
は
、
「
義
持
公
は
出
日
た
る
上
皇
を
つ
つ
し
ん
で
お

導
き
に
な
り
、
国
の
光
を
観
る
立
場
に
お
な
り
に
な
っ
た
。
そ
の
義

持
公
は
人
臣
す
べ
て
が
仰
ぎ
み
る
存
在
で
あ
る
」
と
書
き
出
さ
れ
て
、

描
か
れ
た
義
持
の
尊
容
を
た
た
え
、
「
そ
の
義
持
公
が
こ
こ
に
阿
衡

と
な
ら
れ
た
」
と
結
ん
で
祝
福
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

そ
の
あ
と
に
こ
の
賛
が
義
持
の
鉤
命
で
作
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、

「
こ
の
た
び
（
そ
れ
ま
で
の
）
今
上
が
禁
裡
を
出
ら
れ
て
上
皇
と
な

り
、
義
持
公
は
そ
の
補
弼
役
と
な
っ
た
。
冒
頭
に
寅
賓
（
つ
つ
し
ん

で
導
き
た
て
ま
つ
る
）
の
語
を
用
い
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
」
と

後
序
が
付
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
画
中
の
日

輪
も
称
光
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
後
小
松
の
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ

る。
つ
ま
り
、
慈
済
院
蔵
の
義
持
の
肖
像
画
は
、
応
永
十
九
年
八
月
二

十
九
日
の
称
光
の
践
詐
に
さ
い
し
て
、
義
持
が
そ
の
補
佐
役
的
な
立

場
に
つ
い
た
こ
と
を
祝
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
後
小
松

が
位
を
称
光
に
譲
っ
て
上
皇
と
い
う
治
天
の
位
に
つ
い
た
お
り
に
、

義
持
が
院
執
事
に
な
っ
た
こ
と
を
祝
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
と
よ
り
、
新
帝
称
光
の
誕
生
と
新
上
皇
後
小
松
の
誕
生
は
一
体

の
こ
と
で
あ
り
、
慈
済
院
本
の
制
作
の
契
機
が
右
の
い
ず
れ
で
あ
っ

て
も
、
同
肖
像
画
が
伝
え
る
義
持
に
お
け
る
強
い
皇
室
尊
崇
の
念
の

存
在
は
う
ご
か
な
い
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
赤
松
氏
が
紹
介

さ
れ
た
慈
済
院
本
の
義
持
肖
像
画
は
、
本
稿
が
主
題
と
す
る
義
持
時

代
の
公
武
関
係
の
き
わ
め
て
特
徴
的
な
面
に
つ
い
て
の
資
料
と
思
わ

，
 



れ
る
の
で
、
あ
え
て
筆
者
の
解
釈
を
呈
示
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
こ

の
あ
と
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
義
持
の
つ
よ
い
治
天
尊
崇
の
中
核
に

は
後
小
松
に
た
い
す
る
敬
愛
の
念
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ

れ
が
慈
済
院
本
の
義
持
の
肖
像
画
か
ら
も
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
あ
る
。

細
見
美
術
館
蔵
『
騎
膿
人
物
図
』
を
め
ぐ
っ
て

京
都
市
左
京
区
岡
崎
の
細
見
美
術
館
に
「
騎
聰
人
物
図
」
と
名
づ

け
ら
れ
た
一
幅
の
画
幅
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
画
幅
は
か
つ
て

同
美
術
館
で
展
示
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
未
紹
介
の

新
出
作
品
で
は
な
い
が
、
各
種
の
図
録
等
に
も
紹
介
さ
れ
た
こ
と
は

な
い
よ
う
で
、
一
般
に
は
も
と
よ
り
、
美
術
史
研
究
に
お
い
て
も
ほ

と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
作
品
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
「
騎
騒
人
物

図
」
は
紙
本
で
小
豆
色
の
地
に
墨
で
人
物
が
描
か
れ
、
賛
が
着
せ
ら

れ
て
い
る
。
人
物
は
作
品
名
の
と
お
り
聰
馬
に
乗
っ
て
い
て
、
そ
の

服
装
は
明
ら
か
に
中
国
人
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
騒
馬
に
乗
っ
た
ま

ま
後
ろ
を
振
り
返
る
よ
う
な
姿
で
後
ろ
向
き
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ

の
上
に
五
言
絶
句
の
賛
が
着
さ
れ
、
右
下
隅
に
「
顕
山
」
の
朱
角
印

が
捺
さ
れ
て
い
る
。
賛
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

三
賦
献
朝
罷

瞳
娯
託
酒
詩

致
君
尭
舜
手

緩
段
着
鞭
遅

〔
花
押
〕

こ
の
画
幅
は
現
在
は
京
都
国
立
博
物
館
に
寄
託
中
で
＼
筆
者
は
実

物
を
調
査
し
て
い
な
い
が
、
細
見
美
術
館
の
調
査
カ
ー
ド
に
よ
る
と
、

画
幅
は
箱
入
で
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
川
勝
宗
久
の
証
文
と

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
の
古
筆
了
延
の
極
め
が
添
え
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
同
調
査
カ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
の
画
幅
の
作

者
は
足
利
義
持
と
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
朱
角
印
の
「
顕
山
」
は

義
持
の
道
号
で
あ
り
、
賛
に
付
さ
れ
た
花
押
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
義
持

の
も
の
で
あ
る
。
同
美
術
館
で
は
こ
の
画
幅
を
「
足
利
義
持
自
画
賛
」

と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
認
め
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。

た
ぶ
ん
川
勝
宗
久
の
証
文
や
古
筆
了
延
の
極
め
に
も
そ
う
記
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
添
付
の
証
文
や

極
め
に
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
同
美
術
館
で

は
こ
の
画
幅
を
『
騎
騒
人
物
図
（
杜
子
美
図
）
」
と
も
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
は
杜
子

美
（
杜
甫
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
こ
れ
も
そ
の

と
お
り
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
義
持
の
筆
に
な
る
「
騎
櫨
人
物
図
j

が
本
稿
で
問
題

と
し
て
い
る
義
持
時
代
の
公
武
関
係
、
と
り
わ
け
義
持
と
後
小
松
父

子
と
の
関
係
を
よ
く
示
す
資
料
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
述

10 



足利義持自画賛 「騎騒人物図（杜子美図）」（1幅。細見美術館蔵）
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べ
る
に
は
、
や
は
り
ま
ず
義
持
が
着
し
て
い
る
そ
の
賛
の
検
討
か
ら

は
じ
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
画
賛
は
い
ち
お
う
つ
ぎ
の
よ
う
に
訓
読
で
き
る
で
あ
ろ
う

（
筆
者
の
私
訳
も
付
し
て
み
た
）
。

三
賦
、
朝
に
献
じ
て
罷
り
、

翡
娯
、
酒
詩
に
託
す
。

君
を
尭
舜
の
手
に
致
し
、

緩
段
と
し
て
、
着
鞭
遅
し
。

（
詩
作
三
編
、
こ
れ
を
朝
廷
に
献
上
し
て
退
出
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ

の
間
の
歓
楽
は
も
っ
ぱ
ら
酒
と
詩
に
求
め
た
こ
と
だ
。
私
は
君
を
尭
舜

以
上
の
君
主
に
成
長
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
い
る
が
、
職
馬
の
歩
み
も
ゆ

っ
く
り
で
、
鞭
も
不
要
な
ほ
ど
。
）

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
画
幅
は
細
見
美
術
館
に
お
い
て

「
杜
子
美
図
」
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
と
お
り
で
、
義
持
の
こ

の
賛
は
つ
ぎ
の
杜
甫
の
詩
「
奉
贈
章
左
丞
丈
、
二
十
二
韻
」
を
ふ
ま

え
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
す
こ
し
長
い
が
、
全
体
を
黒
川
洋
一
氏

の
『
杜
甫
詩
選
』
（
岩
波
文
庫
）
に
よ
っ
て
訳
と
と
も
に
か
か
げ
る
。

が
ん
こ

1

納
袴
不
餓
死
鋲
袴
は
餓
死
せ
ず

儒
冠
多
誤
身
儒
冠
は
多
く
身
を
誤
る

丈
人
試
静
聴
丈
人
、
試
み
に
静
か
に
聴
け

賤
子
請
具
陳
賤
子
、
請
う
、
具
さ
に
陳
べ
ん

甫
昔
少
年
日
甫
は
昔
、
少
年
の
日

早
充
観
国
賓

読
書
破
万
巻

下
筆
如
有
神

賦
料
揚
雄
敵

10
詩
看
子
建
親

李
畠
求
識
面

王
翰
願
卜
隣

自
謂
頗
挺
出

立
登
要
路
津

致
君
尭
舜
上

再
使
風
俗
淳

此
意
寛
爾
条

行
歌
非
隠
論

騎
聰
三
十
載

20
旅
食
京
華
春

朝
担
富
児
門

暮
随
肥
馬
塵

残
杯
与
冷
灸

到
処
潜
悲
辛

主
上
頃
見
徴

欲
然
欲
求
伸

青
冥
却
垂
翅

早
く
も
観
国
の
賓
に
充
て
ら
る

書
を
読
み
て
万
巻
を
破
り

筆
を
下
せ
ば
神
有
る
が
如
し

賦
は
料
る
、
揚
雄
の
敵
な
り
と

詩
は
看
る
、
子
建
の
親
な
り
と

り
よ
う

李
畠
は
面
を
識
ら
ん
こ
と
を
求
め

王
翰
は
隣
を
卜
せ
ん
と
願
う

自
謂
え
ら
く
、
頗
る
挺
出
す
れ
ば

立
ち
ど
こ
ろ
に
要
路
の
津
に
登
り

君
を
尭
舜
の
上
に
致
し

再
び
風
俗
を
し
て
淳
な
ら
し
め
ん
と

此
の
意
、
覚
に
篇
条
た
り

行
歌
、
隠
論
に
非
ず

聰
に
騎
る
こ
と
三
十
載

旅
食
す
、
京
華
の
春

朝
に
富
児
の
門
を
相
き

暮
に
肥
馬
の
隊
に
随
う

残
杯
と
冷
灸
と

到
る
処
、
潜
か
に
悲
辛
す

主
上
に
頃
ろ
徴
さ
れ

欲
然
と
し
て
伸
び
ん
こ
と
を
欲
す

青
冥
、
却
っ
て
翅
を
垂
れ
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躇
跨
無
縦
鱗
踏
鐙
と
し
て
鱗
を
縦
ま
ま
に
す
る
無
し

甚
愧
丈
人
厚
甚
だ
愧
ず
、
丈
人
の
厚
き
に

30
甚
知
丈
人
真
甚
だ
知
る
、
丈
人
の
真
な
る
を

毎
於
百
寮
上
毎
に
百
寮
の
上
に
於
て

猥
誦
佳
句
新
猥
り
に
佳
句
の
新
た
な
る
を
誦
す

窃
効
貢
公
喜
窃
か
に
貢
公
の
喜
ぴ
に
効
う
も

難
甘
原
憲
貧
原
憲
の
貧
に
甘
ん
じ
難
し

焉
能
心
快
快
焉
ん
ぞ
能
く
心
快
快
と
し
て

祇
是
走
竣
竣
祇
だ
是
れ
走
り
て
竣
竣
た
ら
ん

今
欲
東
入
海
今
、
東
の
か
た
海
に
入
ら
ん
と
欲
し

即
将
西
去
秦
即
ち
将
に
西
の
か
た
秦
を
去
ら
ん
と
す

尚
憐
終
南
山
尚
お
憐
れ
む
、
終
南
の
山

40
回
首
清
渭
浜
首
を
回
ら
す
、
清
渭
の
浜

常
擬
報
一
飯
常
に
一
飯
に
も
報
い
ん
と
擬
す

況
懐
辞
大
臣
況
ん
や
大
臣
に
辞
す
る
を
懐
う
を
や

白
鴎
没
浩
蕩
白
鴎
、
浩
蕩
に
没
せ
ば

万
里
誰
能
馴
万
里
、
誰
か
能
＜
馴
ら
さ
ん

こ
れ
は
杜
甫
三
十
七
歳
の
時
の
作
品
で
、
唐
の
長
安
に
あ
っ
て
不

本
意
な
浪
人
生
活
を
送
る
鬱
屈
し
た
心
情
を
、
左
丞
と
い
う
行
政
府

の
副
長
官
の
地
位
に
あ
っ
た
親
戚
の
章
済
に
訴
え
た
内
容
で
あ
る
。

全
体
の
構
成
は
、
ま
ず
、
自
分
が
身
の
振
り
方
を
誤
っ
て
し
ま
っ
た

経
緯
を
述
べ
よ
う
と
い
う
序
的
な
部
分
を
最
初
に
お
き
（
第
1
句
ー

第
4
句
）
、
つ
い
で
青
雲
の
志
に
も
え
て
い
た
若
き
日
を
回
想
し
（
第

5
句
1
第
16
句
）
、
そ
の
夢
が
挫
折
し
て
現
在
長
安
で
み
じ
め
な
浪
人

生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
嘆
き
（
第
17
句
1
第
29
句）、

さ
い
ご
に
章
済
の
厚
情
に
感
謝
し
て
、
こ
の
長
安
を
出
よ
う
と
思
っ

て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
（
第
30
句
1
第
45
句
）
、
と
い
う
形
に
な
っ
て

い
る
。こ

の
杜
甫
の
詩
と
「
騎
櫨
人
物
図
』
の
賛
を
く
ら
べ
る
と
、
そ
こ

に
は
二
つ
ほ
ど
類
似
し
た
表
現
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
の
一
っ

は
、
若
き
日
の
志
を
述
べ
た
な
か
の
第
15
句
の
「
致
君
尭
舜
上
」
と

『
騎
聰
人
物
図
』
の
賛
の
「
致
君
尭
舜
手
」
で
あ
る
。

青
年
時
代
の
杜
甫
は
、
官
吏
と
し
て
国
に
つ
か
え
て
、
国
家
に
奉

仕
し
た
い
と
い
う
願
望
を
抱
い
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
杜
甫
の
願

望
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
君
を
尭
舜
の
上
に
致
し
、
再

ぴ
風
俗
を
し
て
淳
な
ら
し
め
ん
」
の
句
で
あ
る
。
こ
の
「
君
」
は
も

ち
ろ
ん
玄
宗
で
あ
る
が
、
杜
甫
の
詩
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
類
似
の

表
現
が
少
な
く
な
い
。
い
ま
そ
れ
を
吉
川
幸
次
郎
氏
の
『
杜
甫
詩
注
』

の
指
摘
に
よ
っ
て
か
か
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
類
例
が
あ
る
。

〇
致
君
時
已
晩
、
懐
古
意
空
存
（
巻
一
「
贈
比
部
癖
郎
中
兄
」
）

〇
致
君
唐
虞
際
、
純
朴
憶
大
庭
（
巻
十
九
「
同
元
使
君
春
陵
行
」
）

〇
致
君
尭
舜
付
公
等
、
早
撼
要
路
思
捐
躯
（
巻
二
十
三
「
暮
秋
、

柾
装
道
州
手
札
、
率
爾
遣
興
寄
、
選
近
呈
蘇
漁
侍
御
」
）

も
う
一
っ
は
、
杜
詩
の
第
19
句
の
「
騎
馨
三
十
載
」
と
、
『
騎
聰
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人
物
図
』
の
墟
馬
図
お
よ
び
賛
の
「
緩
段
着
鞭
遅
」
で
あ
る
。
こ
の

点
は
説
明
の
要
は
あ
る
ま
い
。

両
者
間
の
明
確
な
類
似
は
以
上
で
あ
る
が
、
杜
詩
の
第
40
旬
の

「
回
首
清
渭
浜
」
は
、
あ
る
い
は
『
騎
墟
人
物
図
』
の
後
ろ
を
振
り

返
っ
た
構
図
と
か
か
わ
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
騎
嘘
人
物
図
j

が
杜
詩
「
奉
贈
左

丞
丞
、
二
十
二
韻
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
あ
る
ま

い
。
そ
の
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
『
騎
聰
人
物
図
』
に
描
か
れ
た
人
物

が
、
細
見
美
術
館
で
の
認
定
ど
お
り
、
杜
甫
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
よ
う
。

以
上
、
「
騎
聰
人
物
図
j

が
そ
の
画
・
賛
と
も
将
軍
義
持
の
筆
に
な

る
も
の
で
、
騎
聰
の
人
物
は
杜
甫
で
あ
り
、
画
・
賛
と
も
杜
詩
「
奉

贈
左
丞
丈
、
二
十
二
韻
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
は
こ
の
画
幅
に
託
さ
れ
た
義
持
の
意
図

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
じ
つ
は
、
そ
こ
に
義
持
時

代
の
公
武
関
係
の
特
色
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
『
騎
騒
人
物
図
』
に
も
ど
る
と
、
そ
れ
は
表

面
的
に
は
画
・
賛
と
も
に
杜
甫
の
立
場
か
ら
、
杜
甫
の
心
情
を
描
く

と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
杜
甫
の
行
実
を
か
り
た

画
・
賛
の
作
者
た
る
義
持
の
頴
望
（
あ
る
い
は
信
念
）
が
つ
よ
く
主
張

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
賛
の
な
か
の

「
致
君
尭
舜
手
」
の
一
旬
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
杜
詩
を
ふ

ま
え
て
、
若
き
日
の
杜
甫
の
情
熱
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点

で
は
杜
甫
の
行
実
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
君
を
尭
舜
に
も
こ
え

る
君
主
に
し
た
い
と
い
う
願
望
は
、
じ
つ
は
杜
甫
だ
け
で
な
く
、
義

持
が
終
生
抱
い
て
い
た
願
望
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

た
と
え
ば
、
岐
陽
方
秀
の
「
不
二
遺
稿
』
所
収
の
「
顕
山
説
』
に
、

…
…
抑
且
致
君
於
尭
舜
之
上
、
蹟
民
於
無
為
之
域
、
如
指
諸
掌

耳
（
下
略
）

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
岐
陽
方
秀
が
義
持
の
道

号
「
顕
山
」
の
字
義
を
説
い
た
も
の
で
、
右
は
義
持
の
為
政
者
と
し

て
の
徳
を
述
べ
た
く
だ
り
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
義
持
が
君
を
尭
舜
の

上
に
致
す
と
い
う
願
望
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
み
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
岐
陽
の
『
顕
山
説
』
は
応
永
十
七
年
(
-
四
一

0
)
四
月
の
制

作
で
、
こ
の
時
の
天
皇
は
後
小
松
で
あ
る
。

ま
た
、
大
岳
周
崇
の
『
勝
定
院
殿
預
修
断
七
之
辰
香
辞
』
（
蓬
左

文
庫
蔵
『
勝
定
院
殿
集
纂
諸
仏
事
j

所
収
）
に
み
え
る
、

…
…
起
疲
壌
於
凋
擦
之
間
、
致
聖
君
於
尭
舜
之
上
（
下
略
）

も
同
じ
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
応
永
二
十
一
年
十
一
月
の
等
持
寺
に

お
け
る
開
帳
で
の
法
語
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
義
持
が
聖
君

を
尭
舜
以
上
の
存
在
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ

れ
は
天
皇
が
称
光
、
上
皇
が
後
小
松
の
時
代
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
義
持
の
願
望
と
ふ
か
く
か
か
わ
る
の
が
、
義
持
の
治

世
が
し
ば
し
ば
尭
舜
の
聖
代
に
た
と
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
《
難
波
》
成
立
の
背
景
ー
応
永
十
五

年
の
将
軍
義
持
の
家
督
継
承
前
後
の
状
況
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
芸
能
史
研
究

j

151)

に
お
い
て
、
禅
僧
の
語
録
を
も
と
に
い
さ
さ
か
論
じ
た
と
こ
ろ

で
も
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
そ
れ
を
要
約
的
に
掲
げ
る
と
、
応
永
十

五
年
(
-
四
0
八
）
の
『
惟
忠
和
尚
住
京
城
安
国
禅
寺
語
録
』
に
は

「
便
見
尭
風
蕩
々
、
舜
日
熙
々
」
と
あ
り
、
応
永
十
七
年
の
「
惟
忠

和
尚
住
東
山
建
仁
禅
寺
語
録
」
に
は
「
尭
舜
之
君
、
猶
有
化
在
」
と

あ
り
、
応
永
二
十
年
の
『
惟
忠
和
尚
住
霊
亀
山
天
龍
資
聖
禅
寺
語
録
』

に
は
「
唐
尭
虞
舜
是
吾
君
」
と
あ
り
、
応
永
二
十
一
年
の
巌
中
周
蜃

の
『
勝
定
院
殿
預
修
拍
香
』
に
は
「
尭
舜
将
譲
仁
」
と
あ
っ
て
、
義

持
の
治
世
が
尭
舜
の
時
代
に
た
と
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
尭
舜
の
時
代

以
上
の
聖
代
で
あ
る
と
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿
で
は
ま
た
、
世
阿

弥
作
と
思
わ
れ
る
〈
難
波
》
の
「
昔
唐
国
の
尭
舜
の
御
代
に
も
越
え

つ
べ
し
」
（
第
4
段
サ
シ
）
も
、
表
面
的
に
は
仁
徳
天
皇
の
治
世
の
賛

美
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
究
極
的
に
は
当
代
た
る
義
持
の
治
世
賛
美
で

あ
る
こ
と
を
も
指
摘
し
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
義
満
の
治
世
は
周
の

文
王
・
武
王
の
治
世
に
た
と
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し

て
い
る
（
な
お
、
拙
稿
で
は
、
『
騎
職
人
物
図
」
の
賛
と
か
さ
な
る
前
掲
の

「
顕
山
説
」
と
「
勝
定
院
殿
預
修
断
七
之
辰
香
辞
」
の
文
辞
を
義
持
の
こ
と

と
解
し
て
、
義
持
が
尭
舜
以
上
の
君
主
で
あ
る
と
称
賛
し
て
い
る
も
の
と
解

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
な
の
で
こ
こ
で
訂
正
し
て
お
く
）
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
義
持
は
お
そ
く
と
も
応
永
十
五
年
に
義
満
の

あ
と
を
襲
っ
て
足
利
将
軍
家
の
家
督
を
継
承
し
て
か
ら
、
君
を
尭
舜

以
上
の
聖
君
に
し
た
い
と
い
う
つ
よ
い
願
望
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の

関
係
で
義
持
の
治
世
も
し
ば
し
ば
尭
舜
の
聖
代
に
た
と
え
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ

ま
え
て
み
る
な
ら
ば
、
義
持
の
作
に
な
る
『
騎
騒
人
物
図
』
の
賛
の

「
致
君
於
尭
舜
手
」
は
、
当
然
、
右
に
み
た
義
持
の
対
治
天
観
と
の

関
係
で
解
釈
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
騎
櫨
人

物
図
』
の
「
致
君
於
尭
舜
手
」
は
、
た
ん
に
杜
詩
の
「
致
君
於
尭
舜

上
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
義
持
自

身
の
つ
よ
い
願
望
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
ま
た
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
み
る
と
、
『
騎
聰
人
物
図
』

は
そ
の
全
体
が
杜
甫
の
行
実
を
か
り
た
義
持
自
身
の
願
望
の
表
明
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
賛
の
前
半
で
は
、
朝

廷
で
酒
詩
に
歓
楽
を
尽
く
し
、
三
つ
の
詩
を
献
じ
て
、
い
ま
退
出
し

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
唐
の
天
宝

十
年
（
七
五
一
）
に
杜
甫
が
玄
宗
に
「
三
大
礼
賦
」
を
献
上
し
た
こ

と
を
ふ
ま
え
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
賛
に
い
う
よ
う
な
朝
廷
で

皇
帝
と
と
も
に
酒
詩
に
歓
楽
を
尽
く
す
と
い
う
体
験
は
杜
甫
に
は
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
義
持
に
は
こ
の
よ
う
な

体
験
が
頻
繁
に
あ
っ
た
。
次
節
で
詳
述
す
る
、
義
持
と
後
小
松
父
子

ー
と
り
わ
け
後
小
松
ー
と
の
親
密
な
交
流
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、

さ
い
ご
の
「
緩
段
着
鞭
遅
」
に
は
あ
と
に
し
て
き
た
朝
廷
へ
の
名
残
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惜
し
さ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
（
杜
甫
と
お
ぽ
し
き
人
物

が
後
ろ
を
振
り
返
る
図
柄
も
そ
う
し
た
名
残
り
惜
し
さ
を
描
い
た
も
の
で
あ

ろ
う
）
、
こ
れ
も
次
節
で
紹
介
す
る
義
持
と
後
小
松
父
子
と
の
交
流

を
ふ
ま
え
る
と
、
よ
く
理
解
で
き
る
句
ー
あ
る
い
は
図
柄
ー
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
『
騎
職
人
物
図
』
は
、
杜
甫
の
行
実
を

か
り
て
、
箪
者
た
る
義
持
が
、
「
致
君
於
尭
舜
手
」
に
象
徴
さ
れ
る

対
治
天
意
識
と
で
も
い
う
べ
き
信
念
を
述
べ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
こ
れ
が
前
節
で
紹
介
し
た
天
龍
寺
慈
済
院
蔵
の
義
持
肖

像
画
が
伝
え
る
義
持
の
対
治
天
意
識
と
か
さ
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
あ
る
ま
い
。
要
す
る
に
、
義
持
に
は
自
身
が
治
天
の
補
佐
役
と
な

っ
て
、
そ
う
し
て
戴
い
た
天
皇
あ
る
い
は
上
皇
を
尭
舜
以
上
の
聖
君

に
仕
立
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
強
い
願
望
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
義
持
の
周
辺
で
は
、
杜
甫
の
騎
譴
図
や
李
白
の
騎
鯨

図
な
ど
が
描
か
れ
、
そ
れ
を
詩
題
に
詩
が
作
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
は
義
持
が
描
い
た
「
騎
駿
人
物
図
j

が
ど
の
よ
う
な
状
況

の
も
と
で
制
作
さ
れ
た
か
を
う
か
が
わ
せ
る
事
象
で
も
あ
る
の
で
、

そ
の
こ
と
を
こ
こ
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
を
伝
え
る
の
は
、

惟
肖
得
巌
の
『
東
海
塙
華
集
」
で
、
そ
こ
に
「
杜
陵
騎
聴
図
」
「
李

白
騎
鯨
図
」
と
題
さ
れ
た
七
言
絶
旬
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う

ち
の
「
杜
陵
騎
櫨
図
」
を
つ
ぎ
に
か
か
げ
て
み
る
（
東
大
史
料
編
纂

所
本
に
よ
る
。
建
仁
寺
両
足
院
本
は
起
句
を
「
我
在
水
浜
」
と
す
る
）
。

杜
陵
騎
纏
図

我
在
氷
頭
奴
木
末
、
塞
聰
破
帽
立
秋
風
、
柴
門
剥
啄
差
村
暮
、

可
対
妻
児
説
画
中

「
杜
陵
騎
櫨
図
」
と
あ
る
か
ら
こ
れ
は
画
賛
で
あ
り
、
こ
の
詩
と

と
も
に
杜
甫
の
騎
聴
図
が
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
惟

肖
得
巌
は
義
持
が
ふ
か
く
帰
依
し
て
い
た
禅
僧
の
一
人
で
あ
る
が
、

こ
の
詩
の
存
在
か
ら
は
、
あ
る
時
、
義
持
を
中
心
に
義
持
近
仕
の
禅

僧
や
守
護
大
名
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
「
杜
陵
騎
櫨
図
」
を
描
き
、
そ
れ

に
着
賛
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
騎
墟
人
物
図
』
は
そ
の
お
り
の
義
持
の
作
品
だ
っ
た
こ
と
も
十
分

に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
「
杜
陵
騎
聰
図
」

詩
が
作
ら
れ
た
時
期
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
が
、
『
東
海
瑞
華
集
』

の
史
料
編
纂
所
本
（
両
足
院
本
よ
り
収
載
数
が
多
い
）
に
よ
る
と
、
同

集
の
配
列
は
お
お
む
ね
制
作
順
の
よ
う
で
、
こ
の
詩
の
五
十
三
首
前

に
応
永
十
七
年
の
作
品
が
あ
り
、
そ
の
ま
た
十
五
首
前
に
は
応
永
十

六
年
の
作
品
が
あ
る
か
ら
、
「
杜
陵
騎
駿
図
」
は
応
永
十
七
年
以
降

の
作
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
後
の
い

つ
ご
ろ
か
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
手
が
か
り
が
な
い
。
結
局
、

画
・
賛
と
も
義
持
の
筆
に
な
る
『
騎
騒
人
物
図
』
の
制
作
時
期
は
不

明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
惟
肖
の
「
杜
陵
騎
駿
図
」
詩

の
存
在
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
応
永
十
七
年
以
降
か
と
し
て
お
き
た
い
。

以
上
で
、
『
騎
職
人
物
図
』
を
め
ぐ
っ
て
、
同
画
幅
が
さ
し
示
す
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義
持
と
後
小
松
父
子
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
検
討
を
終
え
る
こ
と
に

す
る
が
、
こ
と
の
つ
い
で
に
南
北
朝
期

i
室
町
時
代
に
お
け
る
わ
が

国
の
杜
詩
の
享
受
の
実
態
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
述
べ
て
お
き
た
い
。

い
っ
た
い
、
杜
甫
の
詩
が
わ
が
国
で
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
南
北
朝
期
こ
ろ
か
ら
で
、
そ
の
場
も
し
ば
ら
く
は
禅
林
中
心
と
い

う
時
期
が
続
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
南
北
朝
期

i
室
町
期

の
杜
詩
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
芳
賀
幸
四
郎
氏
の
『
東
山
文
化
の
研

究
』
（
昭
和
20
年
。
河
出
書
房
）
に
簡
に
し
て
要
を
え
た
ま
と
め
が
あ

る
が
、
主
と
し
て
同
書
に
拠
っ
て
そ
の
時
期
の
杜
詩
受
容
の
よ
う
す

を
概
括
す
る
と
、
ま
ず
禅
林
で
は
義
堂
周
信
（
嘉
慶
二
年
〔
ニ
ニ
八
八
〕

没
）
が
杜
詩
に
親
し
ん
で
い
た
よ
う
で
、
そ
の
日
記
『
空
華
日
用
エ

夫
略
集
』
に
は
し
ば
し
ば
杜
詩
へ
の
言
及
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
、

永
徳
元
年
(
-
三
八
一
）
九
月
二
十
五
日
条
に
、
二
条
良
基
が
義
堂

に
、
「
李
杜
は
学
ぶ
べ
き
や
否
や
」
と
尋
ね
た
の
に
た
い
し
て
、
義

堂
が
「
オ
器
大
な
れ
ば
則
ち
可
、
小
な
れ
ば
則
ち
不
可
な
り
」
と
答

え
て
い
る
の
は
、
杜
詩
へ
の
高
い
評
価
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
禅
林
で
は
、
杜
詩
の
講
釈
が
盛
ん
に
な
っ
た
よ
う
で
、
瑞

硲
周
鳳
の
『
臥
雲
日
件
録
抜
尤
』
に
よ
る
と
、
瑞
硲
は
西
胤
俊
承
、

惟
肖
得
巌
、
巌
仲
周
匿
、
子
謹
元
謹
、
元
瑛
恵
哄
な
ど
に
よ
る
杜

詩
の
講
釈
を
聴
講
し
、
自
身
も
宝
徳
元
年
(
-
四
四
九
）
五
月
か
ら

約
三
年
を
か
け
て
杜
詩
二
十
編
を
講
じ
て
い
る
。
そ
の
間
、
「
杜
詩

続
翠
抄
』
を
は
じ
め
と
す
る
杜
詩
の
注
釈
書
も
生
ま
れ
て
い
る
。

「
臥
雲
日
件
録
抜
尤
」
に
し
ば
し
ば
み
え
る
杜
詩
に
つ
い
て
の
記
事

の
多
く
が
、
詩
句
の
読
み
方
や
異
同
に
関
す
る
言
及
で
あ
る
の
も
、

注
釈
書
の
出
現
と
関
係
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
に
た
い
し
て
杜
詩
の
公

家
社
会
に
お
け
る
受
容
は
か
な
り
お
く
れ
、
そ
れ
は
室
町
中
期
の
三

条
西
実
隆
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
永
正
六
年

（一五
0
九
）
に
は
月
舟
寿
桂
が
禁
裡
に
参
上
し
て
杜
詩
が
講
じ
ら
れ

て
も
い
る
（
「
実
隆
公
記
』
）
。
な
お
、
こ
れ
以
外
に
も
、
正
徹
の
「
正

徹
物
語
』
や
心
敬
の
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
も
杜
詩
へ
の
言
及
が
あ
る

が
、
正
徹
は
禅
僧
で
あ
り
、
心
敬
は
正
徹
の
和
歌
の
弟
子
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
ら
は
か
な
ら
ず
し
も
杜
詩
の
和
歌
・
連
歌
の
世
界
へ
の
広

が
り
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

杜
詩
の
受
容
の
さ
ま
を
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
惟
肖
得
巌
に

「
杜
陵
騎
騒
図
」
詩
が
あ
る
背
景
や
、
『
騎
聰
人
物
図
」
が
ふ
か
く
禅

に
帰
依
し
て
い
た
義
持
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
背
景
が
理
解
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
に
享
受
の
場
が
限
定
さ
れ

て
い
た
杜
詩
を
引
く
能
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
こ
と
も
い
さ
さ
か
注

意
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
杜
詩
を
引
い
て
い
る
能
を
か
か
げ
る
と
、

つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

〇
呼
子
鳥
の
声
す
ご
き
を
り
を
り
に
、
伐
木
丁
々
と
し
て
山
さ

ら
に
幽
か
な
り
（
〈
山
姥
〉
／
「
題
張
氏
隠
居
詩
」
）

〇
愁
ひ
は
崖
寺
の
古
る
に
破
れ
、
魂
は
山
行
の
深
き
に
傷
ま
し

む
（
〈
芭
蕉
〉
《
泣
不
動
〉
／
「
法
鏡
寺
」
）
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こ
れ
ま
で
は
、
義
持
時
代
の
公
武
関
係
、
と
り
わ
け
義
持
と
後
小

松
父
子
と
の
関
係
を
、
二
つ
の
絵
画
を
め
ぐ
っ
て
検
討
し
て
き
た
が
、

こ
の
二
つ
の
絵
画
は
期
せ
ず
し
て
義
持
の
か
な
り
特
異
な
対
治
天
意

識
の
存
在
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
義
持
の
特
異
な

対
治
天
意
識
、
再
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
義
持
自
身
が
聖
君
の
補
佐
役

と
な
っ
て
、
聖
君
を
尭
舜
以
上
の
存
在
に
し
た
い
と
い
う
強
い
願
望

日
記
類
に
み
る
義
持
と
後
小
松
父
子
の
交
流

0
時
を
感
じ
て
は
、
花
も
涙
を
そ
そ
ぎ
、
別
れ
を
恨
み
て
は
、

鳥
も
心
を
動
か
せ
り
（
《
俊
寛
》
／
「
春
望
」
）

こ
の
ほ
か
に
も
、
『
謡
曲
拾
葉
抄
』
で
は
〈
桜
川
》
の
「
岸
花
紅

に
水
を
照
ら
し
…
」
や
、
《
班
女
〉
の
「
花
琴
上
に
散
り
ぬ
れ
ば
：
・
」

も
杜
詩
の
引
用
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ま
だ
対
応
す
る
杜

詩
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
右
の
う
ち
、
《
山
姥
》
は
世
阿

弥
の
作
で
、
《
芭
蕉
》
は
禅
竹
の
作
、
《
俊
寛
》
は
作
者
不
明
だ
が
、

世
阿
弥
周
辺
の
作
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、

世
阿
弥
時
代
の
杜
詩
の
受
容
が
禅
林
を
中
心
と
し
て
い
た
こ
と
を
ふ

ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
諸
曲
に
お
け
る
杜
詩
の
引
用
は
そ
れ
ぞ
れ

の
作
者
の
禅
林
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
作
品
研
究
と
い
う
面
に
お
い
て
も
、
杜
詩
の
存
在
は
注
意
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
前
二
節
に
お
け
る
検
討
で
ほ
ぼ
明

ら
か
に
し
え
た
か
と
思
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
も
う
ひ
と
つ

有
力
な
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
比
較
的
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
義
持

時
代
の
日
記
類
で
、
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
義
持
と
後
小
松
父
子
と

の
関
係
は
、
そ
こ
に
も
明
確
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

応
永
十
五
年
＼
応
永
一
二
十
五
年
（
正
長
元
年
）
の
義
持
時
代
に
つ

い
て
は
、
公
武
関
係
を
考
え
る
に
つ
い
て
の
日
記
等
の
記
録
が
比
較

的
豊
富
に
伝
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
看
聞
御
記
』
「
満
済
准
后
日

記
』
「
兼
宣
公
記
』
「
薩
戒
記
』
「
教
言
卿
記
』
な
ど
で
あ
る
が
、
主

と
し
て
こ
れ
ら
か
ら
義
持
と
後
小
松
父
子
と
の
関
係
を
示
す
事
例
を

拾
い
あ
げ
て
作
成
し
た
の
が
、
本
稿
末
に
付
載
し
た
年
表
で
あ
る
。

意
図
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
が
義
持
の
参
内
か
院
参
の

事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
参
考
ま
で
に
、
こ
れ
に
加
え
て
、
義
満
時
代

に
つ
い
て
も
そ
の
公
武
関
係
を
伝
え
る
事
例
を
集
成
し
て
み
た
が
、

こ
ち
ら
も
結
果
的
に
ほ
と
ん
ど
が
参
内
と
院
参
の
事
例
と
な
っ
た
。

以
下
で
は
、
こ
の
年
表
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
日
記
類
か
ら
義
持

と
後
小
松
父
子
と
の
関
係
を
検
証
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
年
表
を
一
覧
し
て
ま
ず
印
象
的
な
の
は
、
応
永
二
十
二
年

（
一
四
一
五
）
こ
ろ
か
ら
顕
著
に
な
る
義
持
の
参
内
と
院
参
の
頻
度
で

あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
応
永
二
十
九
年
か
ら
義
持
が
没
す
る
ま
で
の
六

年
間
の
頻
繁
な
院
参
と
参
内
ー
と
く
に
院
参
ー
が
目
に
つ
く
。
そ
こ

に
認
め
ら
れ
る
ひ
と
つ
の
傾
向
は
、
こ
れ
ら
の
院
参
と
参
内
の
多
く
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が
、
朝
廷
の
儀
式
へ
の
参
加
と
い
う
よ
う
な
公
的
な
用
件
で
は
な
く
、

和
歌
や
連
歌
の
会
の
た
め
で
あ
っ
た
り
、
猿
楽
を
見
る
た
め
で
あ
っ

た
り
、
酒
宴
の
た
め
で
あ
っ
た
り
、
梅
花
の
鑑
賞
の
た
め
で
あ
っ
た

り
と
い
う
、
い
わ
ば
私
的
な
用
件
で
の
参
上
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
は
な
ん
ら
か
の
公
的
な
用
件
で
参
内
し
て
い
る
こ
と
が
多
い

義
満
の
場
合
と
は
対
照
的
で
（
年
表
を
参
照
さ
れ
た
い
）
、
そ
こ
に
義

持
時
代
の
公
武
関
係
の
大
き
な
特
色
が
認
め
ら
れ
る
と
思
う
。
そ
の

特
色
と
は
、
義
持
と
後
小
松
父
子
、
と
り
わ
け
後
小
松
と
の
個
人
的

に
親
密
な
交
流
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
仙
洞
や
禁
裡
へ
の
参
上
が
も
っ

と
も
多
い
応
永
三
十
二
年
は
六
十
二
回
で
（
こ
の
年
は
閏
月
が
あ
っ
た

か
ら
十
三
カ
月
）
、
平
均
す
る
と
月
に
五
回
と
い
う
頻
度
に
な
る
が
、

こ
れ
は
将
軍
の
参
内
や
院
参
の
頻
度
と
し
て
は
歴
史
的
に
み
て
も
突

出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
い
さ
さ
か
異
常
と
い
う
印
象
を
禁
じ
え
な

い
。
ち
な
み
に
、
義
持
の
あ
と
の
義
教
の
仙
洞
と
内
裡
へ
の
参
上
は

ど
の
て
い
ど
か
と
い
う
と
、
正
長
元
年
(
-
四
二
八
）
は
仙
洞
・
禁

裡
と
も

0
回
、
永
享
元
年
(
-
四
二
九
）
は
仙
洞
（
後
小
松
）

3
回、

内
裡
（
後
花
園
）

1
回
、
永
享
二
年
は
仙
洞
5
回
、
内
裡
2
回
、
永

享
三
年
は
仙
洞
2
回
、
内
裡
3
回
、
永
享
四
年
は
仙
洞
2
回
、
内
裡

3
回
で
（
後
小
松
は
永
享
五
年
に
崩
御
）
、
そ
の
う
ち
の
多
く
は
年
末

年
始
の
賀
礼
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
応
永
二
十
二
年

こ
ろ
か
ら
顕
著
に
な
る
義
持
の
院
参
と
参
内
が
き
わ
め
て
特
異
な
現

象
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
日
記
類
か
ら
は
、
そ
う
し
た
義
持
と
後
小
松

父
子
の
親
密
な
関
係
の
実
態
は
あ
ま
り
具
体
的
に
は
知
り
え
な
い

が
、
な
か
に
は
そ
れ
を
伝
え
る
記
述
も
な
い
で
は
な
い
。
以
下
、
そ

れ
ら
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
た
い
。

た
と
え
ば
、
「
満
済
准
后
日
記
』
が
伝
え
る
応
永
二
十
六
年
十
一
月

二
十
三
日
の
義
持
と
後
小
松
と
の
交
流
な
ど
は
、
両
者
の
交
流
が
い

か
に
親
密
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
満
済
准
后
日
記
』
に
よ
る
と
、
義
持
は
前
日
の
二
十
二
日
に
後

小
松
の
御
粥
始
め
の
た
め
に
院
参
し
て
、
退
出
し
て
醍
醐
三
宝
院
に

も
ど
り
、
二
十
三
日
に
は
ふ
た
た
び
三
宝
院
か
ら
院
参
し
た
。
こ
の

日
も
御
粥
始
め
が
あ
り
、
義
持
は
そ
の
頭
役
を
勤
め
た
。
そ
の
日
、

義
持
は
酉
の
末
（
午
後
七
時
こ
ろ
）
に
参
上
し
て
、
丑
の
刻
（
午
前
二

時
こ
ろ
）
に
退
出
し
た
の
だ
が
、
後
小
松
は
義
持
の
退
出
が
早
す
ぎ

る
こ
と
を
惜
し
ま
れ
、
翌
朝
、
飛
鳥
井
中
納
言
を
使
者
と
し
て
、
つ

ぎ
の
御
製
を
義
持
の
も
と
に
送
っ
て
き
た
。

早
く
立
つ
夜
半
の
嵐
の
恨
み
を
ば
染
ま
ぬ
紅
葉
の
色
に
か
け
つ
つ

こ
れ
に
た
い
し
て
、
義
持
も
さ
っ
そ
く
つ
ぎ
の
よ
う
な
返
歌
を
返

し
た
。

夜
の
ほ
ど
の
庭
の
嵐
の
さ
そ
は
ず
は
か
か
る
紅
葉
の
色
を
見
ま

し
や

以
上
が
「
満
済
准
后
日
記
」
が
伝
え
る
義
持
と
後
小
松
の
交
流
の

一
端
で
あ
る
が
、
こ
の
簡
略
な
記
述
か
ら
も
、
両
者
の
親
密
な
交
流
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は
十
分
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
記
事
が
伝
え
る
義
持

と
後
小
松
の
交
流
は
、
さ
な
が
ら
さ
き
に
紹
介
し
た
『
騎
襲
人
物
図
』

の
世
界
と
い
う
印
象
が
つ
よ
い
。

ま
た
、
「
兼
宣
公
記
」
に
よ
れ
ば
、
応
永
三
十
一
年
九
月
四
日
に

は
、
義
持
が
後
小
松
に
い
ろ
い
ろ
の
水
鳥
を
進
呈
し
た
の
で
、
院
は

こ
れ
を
御
池
に
放
た
れ
、
そ
の
後
、
義
持
か
ら
こ
ん
ど
は
仙
洞
に
樹

木
が
献
上
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
十
一
日
に
は
柏
の
木
が
贈
ら
れ

た
の
で
、
後
小
松
は
広
橋
兼
宜
に
託
し
て
義
持
に
つ
ぎ
の
歌
を
贈
っ

て
い
る
。水

底
の
池
辺
の
浪
の
花
な
ら
で
ま
た
花
見
す
る
玉
柏
か
な

こ
れ
な
ど
も
じ
つ
に
こ
ま
や
か
な
交
流
と
い
う
印
象
を
与
え
よ

、つ
ま
た
、
こ
れ
も
同
じ
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
記
事
だ
が
、
『
看
聞

御
記
j

に
よ
る
と
、
応
永
一
―
―
十
一
年
十
一
月
八
日
の
夜
か
ら
九
日
の

朝
に
か
け
て
、
仙
洞
で
初
雪
賞
翫
の
お
り
に
連
歌
が
あ
り
、
後
小
松

が
つ
ぎ
の
よ
う
な
句
を
詠
ん
だ
。

松
や
千
代
初
雪
よ
り
の
深
緑

下
葉
に
は
朝
日
隠
れ
か
薩
の
雪

こ
の
お
り
は
義
持
は
参
上
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
句
は
ど
う

や
ら
義
持
の
も
と
に
贈
ら
れ
た
ら
し
い
。
後
小
松
の
二
旬
目
の
句
に

は
、
な
ぜ
初
雪
賞
翫
に
参
上
し
な
い
の
か
と
い
う
含
意
も
あ
る
よ
う

だ
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
義
持
は
、

浦
島
の
貌
姑
射
の
山
の
雪
な
が
ら
あ
け
て
う
れ
し
と
君
や
み
る

ら
ん

よ
ろ
づ
た
び
君
ぞ
見
る
べ
き
十
廻
へ
り
の
花
に
降
り
な
す
松
の

白
雪

と
い
う
歌
を
返
歌
と
し
て
後
小
松
に
贈
っ
て
い
る
。
一
首
目
は
、
夜

が
明
け
て
初
雪
の
貌
姑
射
の
山
（
仙
洞
の
こ
と
）
を
な
が
め
る
上
皇

と

か

え

の
心
お
ど
り
を
付
度
し
た
も
の
で
あ
り
、
二
首
目
は
十
廻
り
の
花

（
千
年
に
一
度
咲
く
松
の
花
が
十
回
も
咲
く
こ
と
）
の
よ
う
に
降
る
白
雪

を
今
後
も
毎
年
永
久
に
君
は
ご
覧
に
な
っ
て
ゆ
く
は
ず
だ
と
祝
っ
た

も
の
。
「
十
廻
へ
り
の
花
」
は
世
阿
弥
も
《
高
砂
》
や
《
老
松
》
で

用
い
て
い
る
言
葉
で
も
あ
る
。
『
看
聞
御
記
』
は
こ
れ
ら
の
贈
答
を

記
し
た
あ
と
、
「
御
返
歌
未
聞
。
可
尋
」
と
し
て
い
る
。
ど
う
や
ら

義
持
の
歌
に
た
い
し
て
、
さ
ら
に
後
小
松
か
ら
の
返
歌
が
あ
っ
た
ら

し
い
の
だ
が
、
こ
の
「
御
返
歌
未
聞
。
可
尋
」
は
、
義
持
と
後
小
松

と
の
あ
い
だ
で
は
こ
の
よ
う
な
贈
答
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
唆
し
て
も
い
よ
う
。

以
上
は
義
持
と
後
小
松
と
の
交
流
の
事
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
義

持
と
称
光
と
の
交
流
の
事
例
を
ひ
と
つ
紹
介
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は

「
看
聞
御
記
j

応
永
二
十
七
年
一
二
月
三
日
条
の
禁
裡
に
お
け
る
桃
花

の
宴
の
よ
う
す
を
伝
え
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
で
あ
る
。

抑
聞
。
室
町
殿
御
参
内
。
一
猷
之
間
、
当
座
有
御
歌
。
御
製

二

所
か
ら
千
年
の
春
の
色
み
え
て
今
日
の
日
に
あ
ふ
桃
の
盃
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三
千
年
を
君
か
さ
ね
て
ぞ
い
く
た
び
か
雲
居
に
め
ぐ
る
桃
の

盃

室

町

殿

桃
花
に
御
代
の
長
久
を
か
さ
ね
た
称
光
の
歌
に
た
い
し
て
、
義
持

（
室
町
殿
）
も
千
年
を
三
千
年
と
と
り
な
し
て
い
っ
そ
う
の
御
代
の
長

久
を
賀
し
て
応
え
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
ま
さ
し
く
「
君
臣
一
体
」

そ
の
も
の
と
い
う
情
景
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
当
時
の
日
記
類
に
義
持
時
代
の
公
武
関
係
を
さ
ぐ
っ
て
み

た
が
、
こ
こ
で
も
義
持
と
後
小
松
父
子
と
の
親
密
な
関
係
が
確
か
め

ら
れ
た
、
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
日
記
類
の

記
述
か
ら
は
、
両
者
の
親
密
な
関
係
は
把
握
は
で
き
る
が
、
そ
れ
が

義
持
の
、
君
を
尭
舜
以
上
の
聖
君
に
し
た
い
と
い
う
つ
よ
い
願
望
の

結
果
で
あ
る
こ
と
ま
で
は
知
り
え
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
義

持
の
願
望
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
日
記
類
に
あ
ら
わ
れ
た
両
者

の
親
密
な
交
流
、
と
り
わ
け
応
永
二
十
九
年
(
-
四
二
二
）
以
降
の

頻
繁
な
院
参
と
そ
の
た
び
ご
と
の
「
大
飲
」
「
沈
酔
」
な
ど
は
、
義

持
の
自
堕
落
な
人
柄
に
由
来
す
る
と
解
さ
れ
て
も
し
か
た
の
な
い
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
現
に
そ
う
い
う
理
解
は
戦
前
ま
で
は
義
持
像
の
定

説
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
理
解
は
現
在
も
一
掃
さ
れ
て
い
る
と
は
か

な
ら
ず
し
も
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
日
記

類
の
記
事
に
、
前
節
で
論
証
し
た
よ
う
な
、
治
天
に
た
い
す
る
義
持

特
有
と
も
い
え
る
つ
よ
い
願
望
を
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
年
表
に
ま
と

め
た
よ
う
な
両
者
の
交
流
は
、
義
持
の
自
堕
落
な
遊
蕩
な
ど
で
は
な

な
が
な
が
と
表
面
的
に
は
能
楽
研
究
と
は
無
縁
と
み
え
る
こ
と
が

ら
に
紙
幅
を
費
や
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
本
稿
の
目
的
に
た
ち
も
ど

っ
て
み
る
と
、
二
十
年
に
お
よ
ぶ
義
持
の
治
世
は
、
前
代
の
義
満
時

代
と
同
様
に
「
君
臣
一
体
」
的
側
面
を
濃
厚
に
有
し
て
い
た
こ
と
、

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
「
君
臣
一
体
」
的
側
面
の
内
実
は
義
満
時
代

と
は
微
妙
な
ち
が
い
が
あ
っ
て
、
君
を
尭
舜
以
上
の
聖
君
に
し
た
い

四
く
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
義
持
の
特
異
な
願
望
の
具
体
的
な
顕
現
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
義
持
の
願
望
は
、
年
表
を
一
見
し
た
か
ぎ
り

で
は
、
応
水
二
十
二
年
(
-
四
一
五
）
こ
ろ
か
ら
そ
の
き
ざ
し
が
あ

ら
わ
れ
、
応
水
二
十
九
年
か
ら
顕
著
に
な
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
さ

き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
君
を
尭
舜
の
上
に
致
し
た
い
と
い
う
願
望

は
応
永
十
七
年
の
惟
肖
得
巌
の
『
顕
山
説
』
に
み
え
て
い
る
か
ら
、

義
持
の
「
願
望
」
は
す
く
な
く
と
も
応
永
十
五
年
の
家
督
相
続
以
来

の
も
の
と
み
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
日
記
類
が
伝
え
る
応
永
二

十
九
年
以
降
の
異
常
と
も
い
え
る
頻
繁
な
院
参
・
参
内
は
、
永
年
に

わ
た
る
義
持
の
「
願
望
」
が
、
後
小
松
父
子
ー
と
り
わ
け
後
小
松
ー

と
の
個
人
的
な
信
頼
関
係
を
築
き
あ
げ
て
、
あ
の
よ
う
な
形
で
あ
ら

わ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

義
持
の
治
世
と
世
阿
弥
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と
い
う
つ
よ
い
願
望
の
も
と
、
後
小
松
父
子
と
き
わ
め
て
親
密
な
関

係
を
構
築
し
よ
う
と
し
、
ま
た
そ
れ
を
実
現
し
た
の
が
義
持
の
治
世

の
特
色
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
思
う
。
す

な
わ
ち
、
こ
れ
が
将
軍
の
御
用
役
者
世
阿
弥
の
円
熟
期
の
環
境
と
い

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
で
本
稿
の
第
一
の
目
的
は
い
ち

お
う
達
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
そ
れ
を
う
け
て
、
こ

の
節
で
は
、
そ
の
よ
う
な
義
持
の
治
世
が
世
阿
弥
の
作
品
や
著
作
に

あ
た
え
た
影
響
と
い
う
第
二
の
目
的
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
考
え
て

み
た
い
。
も
っ
と
も
、
現
在
、
籠
者
が
把
握
し
て
い
る
事
例
は
そ
う

多
く
は
な
い
が
、
今
後
は
こ
の
種
の
指
摘
は
確
実
に
ふ
え
て
ゆ
く
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。

【
世
阿
弥
の
脇
能
に
お
け
る
「
君
」
に
つ
い
て
】

本
稿
の
冒
頭
で
、
《
高
砂
》
の
文
句
（
第
5
段
ロ
ン
ギ
）
を
例
に

か
か
げ
て
言
及
し
た
よ
う
に
、
世
阿
弥
作
の
脇
能
に
は
、
治
天
（
天

皇
あ
る
い
は
上
皇
）
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
「
君
」
の
治
世
を
賛

美
す
る
文
句
が
散
見
す
る
。
た
と
え
ば
、
《
高
砂
》
で
い
え
ば
、
冒

頭
に
か
か
げ
た
箇
所
以
外
に
も
、

四
海
波
静
か
に
て
、
国
も
治
ま
る
時
つ
風
、
枝
を
嗚
ら
さ
ぬ
御

代
な
れ
や
、
逢
ひ
に
相
生
の
、
松
こ
そ
め
で
た
か
り
け
れ
、
げ

に
や
仰
ぎ
て
も
、
こ
と
も
お
ろ
か
や
か
か
る
代
に
、
住
め
る
民

と
て
豊
か
な
る
、
君
の
恵
み
ぞ
あ
り
が
た
き
、
君
の
恵
み
ぞ
あ

り
が
た
き
（
第
3
段
上
ゲ
歌
）

と
い
う
文
句
が
あ
る
。
ま
た
、
《
難
波
》
に
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
箇

所
が
あ
る
（
世
阿
弥
本
に
よ
る
）
。

そ
れ
天
長
く
地
久
し
く
し
て
、
神
代
の
風
の
ど
か
に
伝
は
り
、

す
べ
ら
ぎ
の
か
し
こ
き
御
代
の
道
広
く
、
国
を
治
め
民
を
撫
で
、

四
方
に
治
ま
る
八
洲
の
波
、
静
か
に
照
ら
す
日
の
本
の
、
影
豊

か
な
る
時
と
か
や
、
伊
勢
の
海
の
玉
も
光
こ
と
に
、
浅
香
山
浅

か
ら
ざ
り
し
言
の
葉
の
、
色
香
あ
ま
ね
き
心
ま
で
も
、
さ
は
り

な
き
世
の
も
て
あ
そ
び
、
治
ま
る
ゆ
ゑ
の
楽
し
み
な
り
（
第
2

段
サ
シ
）

こ
れ
ら
は
本
稿
で
問
題
に
し
た
義
持
時
代
の
制
作
か
と
思
わ
れ
る

作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
義
満
時
代
の
作
品
に
も
認
め
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
弓
八
幡
》
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

神
祭
る
、
日
も
如
月
の
今
日
と
て
や
、
の
ど
け
き
春
の
景
色
か

な
、
花
の
都
の
空
な
れ
や
、
雲
も
収
ま
り
風
も
な
し
、
君
が
代

は
千
代
に
八
千
代
に
さ
ざ
れ
石
の
、
巌
と
な
り
て
苔
の
む
す
、

松
の
葉
色
も
常
盤
山
、
緑
の
空
も
の
ど
か
に
て
、
君
安
全
に
民

あ
っ
く
、
関
の
戸
ざ
し
も
さ
さ
ざ
り
き
…
（
第
2
段
一
セ
イ
・

サ
シ
）

こ
れ
ら
と
同
趣
の
表
現
は
脇
能
以
外
の
世
阿
弥
の
作
品
に
も
存
在

し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
も
ふ
く
め
て
、
こ
の
種
の
表
現
が
生
ま
れ
る

背
景
に
、
前
稿
や
本
稿
で
検
証
し
た
義
満
時
代
や
義
持
時
代
の
「
君
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臣
一
体
」
的
な
公
武
関
係
が
想
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
に
か

か
げ
た
〈
高
砂
》
《
難
波
〉
《
弓
八
幡
》
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
作

品
と
し
て
の
作
意
は
い
ず
れ
も
室
町
将
軍
の
治
世
賛
美
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
（
〈
難
波
〉
に
つ
い
て
は
「
《
難
波
》
成
立
の
背
景
」
「
芸
能
史

研
究
」

151
、
〈
弓
八
幡
〉
に
つ
い
て
は
「
《
弓
八
幡
〉
成
立
の
時
と
場
」

「
演
制
学
論
叢
j

2
を
参
照
さ
れ
た
い
）
、
そ
の
よ
う
な
作
意
を
も
つ
能

の
な
か
に
、
右
の
ご
と
く
治
天
に
よ
る
治
世
の
賛
美
と
認
め
ら
れ
る

文
辞
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
能
楽
研
究
の
う
え
で
は
こ
れ
ま
で

ほ
と
ん
ど
留
意
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
し
て
や
、
そ
れ
が
な
に
を

意
味
す
る
か
に
つ
い
て
も
、
佐
成
謙
太
郎
氏
や
社
本
武
氏
の
論
を
わ

ず
か
な
例
外
と
し
て
、
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
佐
成
謙
太
郎
氏
は
、
能
作
者
が
将
軍
の
強
力
な
後
援
を
う

け
て
い
な
が
ら
、
そ
の
作
品
に
は
将
軍
の
治
世
賛
美
を
ま
っ
た
く
描

か
ず
、
そ
の
か
わ
り
に
も
っ
ぱ
ら
天
皇
の
治
世
を
賛
美
し
て
い
る
と

し
て
、
そ
れ
を
世
阿
弥
の
芸
術
家
と
し
て
の
資
質
の
ゆ
え
で
あ
る
と

解
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
「
謡
曲
大
観
」
《
弓
八
幡
》
解
説
）
。
佐
成
氏
は

ま
た
そ
の
よ
う
な
「
皇
室
尊
崇
」
を
能
と
い
う
演
劇
の
顕
著
な
特
色

と
も
み
て
お
ら
れ
た
（
同
〈
白
楽
天
〉
解
説
）
。
た
し
か
に
、
作
品
の

表
面
に
現
わ
れ
た
現
象
を
も
と
に
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
理
解
に
い

た
る
の
は
む
り
も
な
い
の
だ
が
、
実
際
に
は
、
世
阿
弥
作
の
脇
能
は

い
ず
れ
も
将
軍
の
治
世
賛
美
を
主
題
に
作
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い

と
思
う
（
前
掲
の
拙
稿
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
し
か
し
、
そ
う
す
る

と
、
こ
ん
ど
は
そ
の
よ
う
な
作
品
の
な
か
に
、
上
掲
の
よ
う
な
「
君
」

の
治
世
を
賛
美
す
る
文
辞
の
あ
る
こ
と
が
、
説
明
し
に
く
い
現
象
と

し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
だ
が
、
そ
の
点
を
過
不
足
な
く
説
明

し
て
く
れ
る
の
が
、
社
本
武
氏
が
指
摘
し
た
当
時
の
「
君
臣
一
体
」

的
な
公
武
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

筆
者
が
社
本
氏
の
指
摘
に
導
か
れ
て
、
義
満
・
義
持
時
代
の
世
阿

弥
の
脇
能
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
展
望
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の

は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
本
氏
の
指
摘
が
そ
の
後
の

能
楽
研
究
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
た
た
め
で
も
あ
る

が
、
ま
た
、
日
本
史
研
究
に
お
い
て
も
室
町
時
代
の
公
武
関
係
が
対

立
的
に
ー
あ
る
い
は
二
者
択
一
的
に
ー
と
ら
え
ら
れ
て
い
て
、
前
稿

や
本
稿
で
論
証
し
た
よ
う
な
「
君
臣
一
体
」
的
な
側
面
へ
の
留
意
が

な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
た
め
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
義

満
・
義
持
時
代
の
、
つ
ま
り
能
大
成
期
の
公
武
関
係
に
つ
い
て
、
前

稿
や
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
「
君
臣
一
体
」
的
な
側
面
（
あ
る
い
は

本
質
と
す
べ
き
か
）
が
明
ら
か
に
な
っ
て
み
る
と
、
世
阿
弥
の
脇
能

に
は
、
そ
れ
が
制
作
さ
れ
た
時
代
の
公
武
関
係
が
じ
つ
に
正
直
に
投

影
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

【
義
持
の
治
世
と
《
難
波
》
に
つ
い
て
の
再
検
討
】

応
永
二
十
年
(
-
四
一
―
―
-
）
の
年
記
を
も
つ
世
阿
弥
自
筆
本
が
伝

存
す
る
《
難
波
》
は
、
義
持
時
代
の
世
阿
弥
の
作
で
あ
る
可
能
性
が
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高
い
作
品
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
《
難
波
》
は
応
永
十
五
年
（
一

四
0
八
）
に
義
持
が
弟
義
嗣
と
の
微
妙
な
関
係
に
あ
る
状
況
に
お
い

て
足
利
将
軍
家
の
家
督
を
継
承
し
た
こ
と
を
祝
っ
て
制
作
さ
れ
た
作

品
か
と
推
定
し
て
い
る
が
（
拙
稿
「
《
難
波
》
成
立
の
背
景
」
）
、
前
節

ま
で
に
紹
介
し
た
義
持
と
後
小
松
父
子
と
の
親
密
な
関
係
を
ふ
ま
え

る
な
ら
ば
、
《
難
波
》
成
立
の
背
景
と
し
て
は
、
田
口
和
夫
氏
の

「
世
阿
弥
自
筆
能
本
〈
難
波
梅
〉
．
〈
松
浦
〉
の
補
筆
訂
正
」
（
『
能
楽

研
究
」

22)

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
応
永
十
九
年
(
-
四
―
二
）

の
称
光
践
酢
に
か
か
わ
っ
て
作
ら
れ
た
ろ
う
と
い
う
可
能
性
も
、
そ

れ
な
り
に
有
力
な
見
解
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
拙
稿
「
《
難
波
》

成
立
の
背
景
」
で
は
、
将
軍
の
御
用
役
者
と
し
て
の
世
阿
弥
の
環
境

を
理
由
に
、
そ
の
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ

る
が
、
義
持
と
後
小
松
父
子
の
親
密
な
交
流
が
明
ら
か
に
な
っ
て
み

る
と
、
田
口
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
称
光
の
践
詐
に
か
か
わ
っ

て
、
世
阿
弥
が
《
難
波
》
を
制
作
す
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
も

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
前
節
ま
で
の
論
が
、
《
難

波
》
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
の
筆
者
自
身
の
推
定
に
再
考
を
せ
ま
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
私
見
を

述
べ
て
お
き
た
い
。

こ
の
点
は
、
義
持
時
代
の
公
武
関
係
と
い
う
政
治
的
な
状
況
か
ら

で
は
た
ぶ
ん
水
掛
け
論
に
終
わ
る
よ
う
に
思
う
が
、
さ
い
わ
い
、
《
難

波
》
の
詞
章
に
動
か
ぬ
証
拠
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
れ
は
終
曲
部
の
、

こ
の
音
楽
の
時
を
え
て
、
こ
の
音
楽
の
時
を
え
て
、
聖
人
国
に

ま
た
出
で
て
、
天
下
を
守
り
治
む
る
、
天
下
を
守
り
治
む
る
、

万
歳
楽
ぞ
め
で
た
き
、
万
歳
楽
ぞ
め
で
た
き

で
あ
る
。
こ
れ
は
「
聖
人
」
が
ま
た
出
現
し
て
、
天
下
を
守
り
治
め

る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
祝
福
し
た
箇
所
で
あ
る
。
《
難
波
》
は
あ

た
ら
し
い
為
政
者
の
出
現
を
祝
う
こ
と
を
主
題
と
し
た
作
品
で
、
そ

の
あ
た
ら
し
い
為
政
者
が
「
聖
人
」
な
の
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の

「
聖
人
」
が
将
軍
な
の
か
治
天
な
の
か
で
あ
る
が
、
右
の
「
天
下
を

守
り
治
む
る
」
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
れ
は
絶
対
に
治
天
で
は
あ
り
え

な
い
。
「
（
天
下
を
）
治
む
る
」
は
治
天
に
ふ
さ
わ
し
い
が
、
「
天
下

を
守
り
」
は
治
天
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
こ

の
「
天
下
を
守
り
治
む
る
」
が
将
軍
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
は
い
う
ま

で
も
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
こ
の
「
天
下
を
守
り
治
む
る
」
と
い
う

「
聖
人
」
が
将
軍
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
君
」
を
尭
舜
の
上
に

致
し
た
い
と
い
う
つ
よ
い
願
望
を
も
っ
て
い
た
義
持
に
ぴ
っ
た
り
と

あ
て
は
ま
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
天
下
を
守
り
治
む
る
」
と
い
う
文

辞
は
、
義
持
が
治
天
た
る
後
小
松
父
子
に
た
い
し
て
い
だ
い
て
い
た

「
願
望
」
を
ま
こ
と
に
正
確
に
叙
述
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。な

お
、
《
難
波
》
に
は
、
シ
テ
王
仁
が
ワ
キ
の
都
人
に
仁
徳
天
皇

の
善
政
を
語
る
場
面
が
あ
り
（
第
4
段
）
、
そ
こ
に
「
昔
唐
国
の
尭
舜

の
御
代
に
も
越
え
つ
べ
し
」
と
い
う
文
旬
が
あ
る
。
こ
の
文
旬
が
、
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究
極
的
に
は
、
尭
舜
の
聖
代
に
な
ず
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

義
持
の
治
世
を
賛
美
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
だ

が
（
拙
稿
「
〈
難
波
〉
成
立
の
背
景
」
）
、
義
持
が
「
君
」
を
尭
舜
以
上

の
聖
君
に
し
た
い
と
い
う
願
望
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な

ら
ば
、
そ
こ
で
賛
美
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
ん
に
義
持
が
治
め
る
御

代
だ
け
で
な
く
、
義
持
が
補
佐
す
る
後
小
松
や
称
光
の
御
代
も
あ
わ

せ
て
賛
美
さ
れ
て
い
る
と
み
る
の
が
正
し
か
ろ
う
。
こ
こ
に
も
義
持

の
治
世
に
お
け
る
や
や
特
異
な
公
武
関
係
の
投
影
が
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

-
「
風
曲
集
』
の
書
名
に
つ
い
て
】

さ
い
ご
に
、
義
持
の
治
世
と
世
阿
弥
の
音
曲
伝
書
た
る
『
風
曲
集
j

と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

『
風
曲
集
』
は
四
カ
条
か
ら
な
る
音
曲
の
習
道
（
稽
古
）
に
つ
い

て
の
伝
書
で
、
奥
書
年
記
が
な
い
た
め
正
確
な
成
立
時
期
は
不
明
だ

が
、
現
在
は
応
永
三
十
年
(
-
四
二
三
）
二
月
奥
書
の
「
三
道
』
の

直
前
こ
ろ
ー
つ
ま
り
義
持
時
代
ー
の
成
立
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る

（
「
世
阿
弥
禅
竹
』
解
題
、
「
岩
波
講
座
能
・
狂
言
II
〔
能
楽
の
伝
書
と
芸
論
〕
」
）
。

そ
の
『
風
曲
集
』
に
は
表
紙
の
「
風
曲
集
」
と
い
う
書
名
の
下
に
、

「
従
仙
洞
被
載
外
題
」
と
い
う
注
記
が
あ
り
、
「
風
曲
集
」
と
い
う
書

名
（
外
題
）
が
仙
洞
（
上
皇
）
か
ら
賜
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
注
記
の
意
味
や
背
景
に
つ
い
て
、
「
世
阿

弥
禅
竹
」
の
補
注
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

世
阿
弥
時
代
の
仙
洞
は
応
永
十
九
年
に
退
位
さ
れ
た
後
小
松
院

で
あ
る
（
永
享
五
年
崩
）
。
後
小
松
院
は
猿
楽
を
愛
好
さ
れ
た

が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
丹
波
猿
楽
梅
若
の
芸
で
あ
っ
た
。
永
享

元
年
に
世
阿
弥
と
元
雅
を
召
し
て
そ
の
芸
を
御
覧
に
な
る
予
定

で
あ
っ
た
が
、
将
軍
足
利
義
教
の
命
令
で
中
止
に
な
っ
た
ら
し

い
事
が
、
「
満
済
准
后
日
記
j

同
年
五
月
十
三
日
の
記
事
か
ら

知
ら
れ
、
義
教
の
世
阿
弥
父
子
へ
の
弾
圧
の
事
例
と
し
て
著
名

で
あ
る
。
従
っ
て
、
院
が
世
阿
弥
の
能
を
御
覧
に
な
る
機
会
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
（
補
一
七
二
参
照
）
、
近
侍
の
人
を

通
し
て
の
世
阿
弥
の
願
い
出
に
応
じ
、
名
声
を
聞
き
知
っ
て
い

た
世
阿
弥
の
た
め
に
書
名
を
付
け
下
賜
さ
れ
る
程
度
の
事
は
、

十
分
あ
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。
伊
藤
正
義
氏
は
『
金
春
禅
竹
の

研
究
』

(11
の
六
）
に
於
い
て
、
後
小
松
院
が
謡
の
伝
書
を
見

た
が
る
程
の
数
寄
者
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
と
の
観
点
か

ら
、
後
代
の
、
室
町
末
期
の
仙
洞
で
あ
ろ
う
と
し
、
元
来
は
無

題
の
音
曲
伝
書
で
あ
っ
た
も
の
が
、
室
町
末
期
の
仙
洞
命
名
に

よ
っ
て
書
名
が
定
め
ら
れ
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、

後
小
松
院
が
能
動
的
に
音
曲
伝
書
を
需
め
て
書
名
を
与
え
た
と

考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
く
、
前
述
の
如
く
、
乞
い
に
応
じ

た
形
で
付
与
し
た
も
の
と
見
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
一
度
は
観

覧
を
希
望
さ
れ
た
事
実
が
あ
る
だ
け
に
、
世
阿
弥
が
人
を
通
し
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て
願
い
出
る
程
度
の
道
は
開
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
世
阿

弥
の
歿
後
に
本
書
を
伝
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
越
智
観
世
家
の
誰

か
が
、
後
代
に
仙
洞
か
ら
書
名
を
賜
わ
る
可
能
性
は
ま
ず
絶
無

に
近
い
。
ま
た
「
被
載
外
題
」
は
、
”
書
名
を
付
け
て
い
た
だ

い
た
“
の
意
に
も
‘
”
御
痕
筆
の
題
筏
を
下
賜
さ
れ
た
＂
の
意
に

も
解
さ
れ
る
が
、
「
外
題
」
が
主
と
し
て
書
名
の
意
に
通
用
し

て
い
た
ら
し
い
点
や
、
他
の
世
阿
弥
音
曲
伝
書
に
定
ま
る
名
が

な
い
点
を
参
照
す
る
と
、
前
者
の
意
か
と
思
わ
れ
る
。

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
「
風
曲
集
』
の
書
名
注
記
に
つ
い

て
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の

は
、
世
阿
弥
が
後
小
松
か
ら
「
風
曲
集
」
と
い
う
書
名
を
賜
わ
る
こ

と
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
は
、
傍
線
部
の
よ
う
な
漠
然
た
る
推
定
が

な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
義
持
と
後
小
松
と
の
関
係
が
ま
っ

た
＜
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
こ
こ
に

こ
れ
ま
で
に
検
証
し
て
き
た
義
持
と
後
小
松
の
親
密
な
関
係
を
お
い

て
み
る
な
ら
ば
、
世
阿
弥
が
後
小
松
か
ら
音
曲
論
書
の
書
名
を
賜
わ

る
状
況
は
十
分
に
整
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
『
風
曲
集
』

の
成
立
時
期
と
目
さ
れ
て
い
る
応
永
三
十
年
こ
ろ
は
、
義
持
と
後
小

松
の
交
流
が
と
り
わ
け
親
密
の
度
を
加
え
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ

た
。
世
阿
弥
が
応
永
三
十
年
こ
ろ
に
執
籠
し
た
あ
た
ら
し
い
音
曲
伝

書
の
書
名
を
後
小
松
か
ら
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
ま
ず
確

実
に
義
持
を
介
し
て
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

義
満
時
代
の
公
武
関
係
を
論
じ
た
前
稿
（
「
能
に
お
け
る
対
権
力
者

意
識
に
つ
い
て
の
覚
書
」
「
演
劇
学
論
叢
」

4
)

を
う
け
て
、
本
稿
で
は

義
持
時
代
の
公
武
関
係
を
具
体
的
に
検
証
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、

義
持
時
代
の
公
武
関
係
に
は
、
義
満
時
代
に
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な

い
治
天
補
佐
の
姿
勢
が
つ
よ
く
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
義
持
時
代
も

基
本
的
に
は
「
君
臣
一
体
」
的
側
面
を
濃
厚
に
有
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、
「
君
臣
一
体
」
的
側
面
と

い
う
点
で
は
、
義
持
の
治
世
は
義
満
時
代
と
同
質
で
、
義
満
の
治
世

の
基
本
的
性
格
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
な
る
と
、
つ
ぎ
に
は
義
教
以
後
の
公
武
関
係
が
い
か
な
る
も

の
で
あ
っ
た
の
か
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
当
面
の
問
題
で
あ
る

世
阿
弥
作
の
脇
能
や
世
阿
弥
時
代
成
立
の
脇
能
の
制
作
の
背
景
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
義
満
・
義
持
時
代
の
公
武
関
係
の
検
討
を
も

っ
て
ま
ず
は
こ
と
た
り
る
で
あ
ろ
う
（
世
阿
弥
の
活
動
は
義
教
時
代
の

初
期
ま
で
ゆ
え
）
。
ま
た
、
世
阿
弥
よ
り
後
の
時
代
の
脇
能
に
つ
い
て

は
、
も
は
や
公
武
関
係
は
さ
し
て
問
題
と
は
な
ら
な
く
な
っ
て
も
い

る
。
と
い
う
の
は
、
現
存
す
る
脇
能
を
通
覧
す
る
と
、
当
代
の
治
世

賛
美
を
主
題
（
テ
ー
マ
）
と
し
て
い
る
の
は
、
《
金
札
〉
《
養
老
》
《
弓

八
幡
》
《
難
波
》
《
老
松
》
〈
高
砂
》
《
白
楽
天
》
《
放
生
川
》
な
ど
、

ほ
ぼ
世
阿
弥
の
作
か
世
阿
弥
時
代
の
成
立
に
な
る
脇
能
で
、
そ
れ
以

む
す
び
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後
に
な
る
と
、
脇
能
は
《
白
髭
〉
《
賀
茂
〉
〈
江
島
〉
の
よ
う
な
、
神

徳
賛
美
に
よ
る
祝
言
を
主
題
と
し
た
作
品
が
主
流
に
な
っ
て
、
当
代

の
治
世
賛
美
と
い
う
「
政
治
的
」
な
主
題
を
も
っ
た
脇
能
は
ほ
と
ん

ど
作
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
興
味
ふ
か
い
こ
と
に
、
そ
の
こ

と
は
世
阿
弥
と
禅
竹
の
能
楽
論
に
お
け
る
祝
言
の
説
明
に
も
反
映
し

て
い
て
、
世
阿
弥
の
「
五
音
』
や
「
五
音
曲
条
々
』
で
は
、
祝
言
は

「
安
楽
音
」
「
安
全
音
」
「
治
世
ナ
ル
カ
、
リ
」
な
ど
と
説
か
れ
て
い

る
の
に
た
い
し
て
、
禅
竹
の
「
五
音
三
曲
集
」
（
長
禄
四
年
〔
一
四
六

〇
〕
奥
書
）
で
は
、
「
治
世
安
楽
音
の
曲
味
」
「
理
世
撫
民
の
曲
味
」

と
と
も
に
、
「
松
体
曲
味
」
「
竹
体
曲
味
」
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
「
五
音
三
曲
集
j

の
「
松
体
曲
味
」
「
竹
体
曲
味
」

と
い
う
説
明
は
、
当
代
の
治
世
賛
美
を
主
題
と
し
な
い
脇
能
の
存
在

を
背
景
に
し
た
も
の
と
し
て
よ
い
と
思
う
が
、
以
後
、
祝
言
に
つ
い

て
は
、
こ
ち
ら
の
説
明
が
主
流
と
な
っ
て
、
室
町
後
期
こ
ろ
の
能
楽

伝
書
か
ら
は
、
世
阿
弥
時
代
の
理
解
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
慶
長
こ
ろ
刊
の
『
八
帖
花
伝
書
』
に
、
「
第
一
、
祝
言
。

こ
の
曲
味
は
、
た
と
へ
ば
、
年
の
始
め
の
御
喜
び
と
言
へ
る
が
ご
と

し
」
と
あ
り
、
「
金
春
安
照
秘
伝
書
」
（
慶
長
十
五
年
奥
書
）
に
、
「
祝

言
と
云
ハ
、
何
心
も
な
く
し
て
、
つ
よ
ミ
を
本
と
す
。
縦
ば
、
年
の

初
に
千
秋
万
歳
と
い
は
ん
が
ご
と
し
」
と
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
祝
言

を
年
始
の
め
で
た
さ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
こ

と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『
八
帖
花
伝
書
』
で
、
「
高
砂
は

松
を
祝
ゐ
た
る
謡
な
り
。
初
春
に
子
日
の
松
と
て
、
こ
れ
を
祝
ゐ
給

ふ
。
…
（
中
略
）
・
・
・
か
や
う
に
、
松
は
諸
木
の
中
に
て
、
目
出
度
名

木
也
。

．．． 

（
中
略
）
…
然
に
よ
り
て
、
高
砂
は
松
の
め
で
た
き
威
徳

を
作
り
た
る
能
な
れ
ば
、
初
春
に
こ
れ
を
謡
初
と
号
す
」
と
し
て
い

る
の
も
、
祝
言
に
つ
い
て
の
同
じ
理
解
の
事
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
〈
高
砂
〉
は
松
を
祝
っ
た
能
で
あ
る
と
か
、
〈
高
砂
〉
は
松
の
め

で
た
さ
を
主
題
と
し
た
能
で
あ
る
な
ど
と
理
解
さ
れ
て
い
て
、
世
阿

弥
が
設
定
し
た
治
世
賛
美
に
よ
る
祝
言
と
い
う
〈
高
砂
〉
の
主
題
は

完
全
に
忘
れ
さ
ら
れ
て
も
い
る
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、
現
在
の
《
高

砂
〉
に
つ
い
て
の
理
解
や
、
脇
能
に
つ
い
て
の
理
解
は
こ
の
延
長
線

上
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
本
稿
で
問

題
に
し
た
対
権
力
者
意
識
が
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る
脇
能
の
制
作
は
、

ほ
ぽ
世
阿
弥
の
時
代
ま
で
で
終
焉
を
迎
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
脇
能
に
お
け
る
つ
よ
い
対
権
力
者
意
識
や
「
君
臣
一
体
」
的

な
側
面
に
つ
い
て
は
、
義
満
と
義
持
の
時
代
の
検
討
を
も
っ
て
ひ
と

ま
ず
は
た
り
る
と
し
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

そ
れ
は
義
満
と
義
持
の
時
代
ー
観
阿
弥
と
世
阿
弥
の
時
代
ー
が
、
長

い
能
の
歴
史
の
な
か
で
も
ひ
と
つ
の
特
異
な
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

〔付記〕本
稿
で
紹
介
し
た
細
見
美
術
館
蔵
『
騎
駿
人
物
図
」
の
存
在
を
筆
者
が
知
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■こ
の
年
表
は
足
利
義
持
の
治
世
に
お
け
る
公
武
関
係
把
握
の
一
環
と
し

て
、
当
時
の
日
記
や
記
録
な
ど
か
ら
、
義
持
と
後
小
松
父
子
と
の
関
係
を
伝

え
る
事
項
を
拾
い
あ
げ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
前
代
の
義

満
時
代
の
天
皇
・
上
皇
と
の
交
流
を
示
す
事
項
も
付
載
し
た
の
で
、
右
の
よ

う
な
標
題
と
し
た
。
各
事
項
に
は
依
拠
し
た
史
料
の
略
号
を
カ
ッ
コ
内
に
記

し
た
が
、
略
号
が
示
す
史
料
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
（
年
表
中
に
は
略
号

で
は
な
く
、
書
名
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
場
合
も
あ
る
）
。

兼
11
兼
宣
卿
記
、
看
11
看
聞
御
記
、
公
卿
11

公
卿
補
任
、
雲
11

雲
井
の
法
、

花
11
花
営
三
代
記
、
官
位
11
足
利
家
官
位
記
、
愚
11
愚
昧
記
、
迎
11
迎
陽
記
、

後
愚
11
後
愚
昧
記
、
後
深
11
後
深
心
院
記
、
薩
11
薩
戒
記
、
実
冬
11
実
冬
卿

記
、
常
永
11
常
永
入
道
記
、
成
恩
11
成
恩
院
記
、
常
楽
11
常
楽
記
、
新
続
11

新
続
拾
遺
和
歌
集
、
疇
胆
11
憫
源
抄
、
為
重
11
為
重
卿
記
、
経
嗣
11
経
嗣
卿
記
、

【
年
表
ぶ
付
軍
義
満
・
義
持
と
治
天
の
君
（
天
皇
・
上
皇
）
】

※
 

※
 

っ
た
の
は
小
川
佳
世
子
氏
（
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン

タ
ー
研
究
員
）
の
示
教
に
よ
る
。
ま
た
、
「
騎
駿
人
物
図
」
の
様
態
に
つ
い

て
は
同
館
学
芸
貝
の
市
古
吉
乃
氏
か
ら
示
教
を
た
ま
わ
っ
た
。
「
騎
繍
人
物

図
』
の
写
真
掲
載
を
許
可
さ
れ
た
細
見
美
術
館
と
も
ど
も
、
こ
こ
に
深
く
感

謝
申
し
あ
げ
る
。

東
寺
11
東
寺
文
書
、
教
興
11
教
興
卿
記
、
教
言
11
教
言
卿
記
、
法
楽
和
歌
II

頓
証
寺
法
楽
和
歌
、
満
11
満
済
准
后
日
記
、
康
11
康
富
記
、
師
11

師
盛
記
、

山
科
11
山
科
家
礼
記
、
吉
11
吉
田
家
日
次
記

〔
天
皇
1
1
後
円
融
〕

（
一
三
七

Ti)

永
和
元
年
〔
4
月
2
5
H
〕
義
満
、
参
内
。
こ
れ
が
初
度
。
（
愚
、
花
）

〔
10
月
1
7
日
〕
義
満
、
料
足
滞
納
に
よ
り
御
釈
行
幸
延
期
。
（
後
深
）

〔10
月
28
日
〕
義
満
、
御
楔
行
幸
を
二
条
辺
で
見
物
。
（
後
深
）

(
.
―
―
―
ヒ
八
）

永
和
4
年
〔
2
月
2
7
日
〕
義
満
、
参
内
。
前
年
不
参
な
る
も
毎
年
の
儀
と
い

う
。
（
花
、
後
愚
）

〔11
月
28
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
花
、
後
愚
）

康
暦
元
年
〔
1
月
7
日
〕
義
満
、
参
内
。
節
会
見
物
。
（
花
、
後
愚
）

〔
4
月
18
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
後
鑑
）

〔
4
月
28
日
〕
義
満
、
参
内
。
饗
宴
、
天
明
に
お
よ
ぶ
。
（
後
愚
）

〔閏
4
月
4
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
後
愚
）

〔
5
月
こ
ろ
〕
義
満
、
参
内
。
御
会
で
詠
歌
。
（
新
後
拾
遺
）

〔6
月
18
日
〕
義
満
、
参
内
。
舞
楽
あ
り
。
（
後
愚
）

〔
7
月
25
日
〕
義
満
、
参
内
。
任
幕
拝
賀
。
（
後
深
、
花
）

（

．

r-
八

0
)

康
暦
2
年
〔
1
月
13
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
花
）

〔
1
月

2
0
H〕
義
満
、
参
内
。
（
直
衣
始
記
）

〔
1
月
29
日
〕
義
満
、
参
内
。
後
光
巌
天
皇
七
回
忌
。
以
後
六
日

連
続
の
参
内
。
（
雲
井
）
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〔2
月
6
日
〕
義
満
、
参
内
。
剣
吊
を
献
上
。
（
愚
、
雲
井
）

〔
3
月
3
日
〕
義
満
、
参
内
。
禁
裡
御
楽
。
（
骰
）

〔
5
月
1
3
H
〕
義
満
、
参
内
。
（
迎
）

〔8
月
15
日
〕
義
満
、
参
内
。
当
座
和
歌
。
（
為
重
）

〔
8
月
27
日
〕
義
満
、
後
円
融
か
ら
馬
を
贈
ら
る
。
豊
原
信
秋
よ

り
秘
曲
相
伝
ゆ
え
。
（
憫
）

永
徳
元
年
〔
1
月
13
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
愚
、
花
）

〔
1
月
14
日
〕
義
満
、
後
円
融
と
と
も
に
東
寺
の
仏
舎
利
を
奏
請
。

（
東
寺
）

〔
2
月
17
日
〕
義
満
、
参
内
。
御
遊
。
（
愚
、
餞
）

〔
2
月
24
日
〕
義
満
、
参
内
。
改
元
の
こ
と
に
よ
り
。
（
良
賢
記
）

〔
3
月
1
1
H
〕
義
満
、
こ
の
日
よ
り
16
日
ま
で
室
町
第
に
後
円
融

天
皇
の
行
幸
を
あ
お
ぐ
。
（
愚
、
薩
、
さ
か
ゆ
く

花
、
北
山
第
行
幸
記
）

〔
3
月
20
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
愚
）

〔
5
月
5
日
〕
義
満
、
参
内
。
内
裡
御
会
。
（
新
後
拾
遺
）

〔
5
月
27
日
〕
義
満
、
参
内
。
物
情
沈
静
を
奏
す
。
（
愚
）

〔6
月
12
日
〕
義
満
、
三
十
首
歌
で
泰
平
の
御
代
を
賛
美
。
（
新

後
拾
遺
）

〔
7
月
7
日
〕
義
満
、
参
内
。
和
歌
御
会
。
（
後
愚
）

〔7
月
2
3
H
〕
義
満
、
内
大
臣
に
任
ぜ
ら
る
。
（
後
愚
他
）

〔
8
月
3
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
愚
、
後
愚
）

〔8
月
15
日
〕
義
満
、
参
内
。
三
席
御
会
に
列
す
。
（
愚
、
後
愚
）

（．
i

二
八
．
｝

永
徳
2
年
〔
1
月
1
日
〕
義
満
、
参
内
。
内
弁
と
な
る
。
（
官
位
、
公
卿
補
任
）

〔
2
月
6
H
〕
義
満
、
参
内
。
譲
位
の
こ
と
を
議
す
。
（
後
円
融

院
御
記
）

〔
3
月
26
日
〕
義
満
、
参
内
。
後
円
融
、
蘇
合
伝
授
。
（
罷
）

〔
3
月
28
日
〕
義
満
、
参
内
。
牛
車
を
許
さ
る
。
（
公
卿
補
任
）

〔
天
皇
1
1
後
小
松
。
上
皇
1
1
後
円
融
（
明
徳
4
年
ま
で
）
〕

永
徳
2
年
〔
4
月
11
日
〕
後
小
松
、
受
禅
。
義
満
の
花
亭
か
ら
内
裏
に
渡
御
。

〔
4
月
2
1
日
〕
義
満
、
院
別
当
と
な
る
。
（
公
卿
補
任
、
官
位
）

〔
5
月
8
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
実
冬
）

〔
5
月
2
8
H
〕
義
満
、
参
内
。
（
実
冬
）

永
徳
3
年
〔
1
月
1
日
〕
義
満
、
参
内
。
元
日
節
会
の
内
弁
を
勤
め
る
。

（
後
愚
）

〔
1
月
18
日
〕
義
満
、
参
内
。
三
毬
丁
。
（
後
愚
）

〔
2
月
12
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
後
愚
）

〔2
月
2
1
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
後
愚
）

〔
2
月
28
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
後
愚
）

（
後
愚
）

〔
1
月
16
日
〕
義
満
、
参
内
。
踏
歌
節
会
の
内
弁
を
勤
め
る
。

（
後
愚
）

〔
1
月
7
日
〕
義
満
、
参
内
。
白
馬
節
会
の
内
弁
を
勤
め
る
。
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（
後
愚
）

〔
3
月
3
日
〕
義
満
、
参
内
。
闘
鶏
あ
り
。
（
後
愚
）

〔3
月
1
5
日
〕
義
満
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
後
愚
）

〔
3
月
1
9
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
後
愚
）

〔3
月
2
8
日
〕
義
満
、
院
参
。
後
円
融
、
評
定
始
。
（
後
愚
）

〔4
月
2
1
日
〕
義
満
、
院
参
。
の
ち
参
内
。

〔4
月
2
4
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
後
愚
）

〔
5
月
2
6
日
〕
義
満
、
参
内
。
大
嘗
会
行
事
開
始
。
（
後
愚
）

〔
5
月
2
8
日
〕
義
満
、
院
参
。
一
献
あ
り
。
（
後
愚
）

〔
6
月
2
6
日
〕
義
満
、
准
三
后
と
な
る
。

〔
10
月
1
4
日
〕
後
小
松
、
義
満
第
に
行
幸
。
（
官
位
）

｛
一
芝
八

Ji)

至
徳
2
年
〔
6
月
2
7
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
師
盛
）

(
-
―
二
八
じ
-

嘉
慶
元
年
〔
1
月
1
日
〕
義
満
、
参
内
。
元
日
内
弁
。
（
公
卿
）

〔
1
月
3
日
〕
後
小
松
、
元
服
。
義
満
、
理
髪
。
（
官
位
、
実
冬
）

〔
1
月
4
日
〕
義
満
、
参
内
。
後
小
松
元
服
の
宴
。
（
実
冬
）

〔
1
月
7
日
〕
義
満
、
参
内
。
白
馬
節
会
内
弁
。
（
公
卿
）

〔
8
月
2
3
日
〕
義
満
、
参
内
。
改
元
に
つ
き
。
（
迎
）

（

↓

―

―

-
J
L
O
)
 

明
徳
元
年
〔
3
月
2
1
日
〕
義
満
、
参
内
。
改
元
に
つ
き
。
（
迎
）

明
徳
3
年
〔
1
1
月
3
日
〕
義
満
、
参
内
。
御
笙
始
。
（
骰
）

明
徳
4
年
〔
4
月
2
7
日
〕
義
満
、
後
円
融
葬
送
に
供
奉
。
（
常
楽
）

〔6
月
1
日
〕
義
満
、
後
円
融
上
皇
の
追
善
を
相
国
寺
に
行
う
。

〔
3
月
1
日
〕
義
満
、
後
円
融
に
密
通
の
噂
で
留
書
を
奉
る
。

（薩）

（

一

1

＿
一
九
四
｝

応
永
元
年
〔
7
月
5
日
〕
義
満
、
参
内
。
改
元
に
つ
き
。
（
迎
）

〔12
月
2
6
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
春
夜
夢
）

応
永
2
年
〔
1
月

7
B〕
義
満
、
参
内
。
白
馬
節
会
内
弁
。
（
官
位
）

〔
2
月
6
日
〕
義
満
、
参
内
。
御
直
衣
始
。
（
官
位
）

〔
5
月

2
2
B〕
後
小
松
、
室
町
第
に
行
幸
。
（
官
位
）

〔
6
月
1
8
日
〕
義
満
、
参
内
。
舞
楽
あ
り
。
（
罷
）

〔
7
月
2
6
B
〕
義
満
、
参
内
。
（
官
位
）

応
水
3
年
〔
1
月
1
2
B
〕
義
満
、
参
内
。
（
荒
暦
）

〔
3
月
2
8
日
〕
義
満
、
伏
見
の
崇
光
法
皇
に
謁
す
る
。
（
荒
暦
）

•
川

応
氷
8
年
〔
2
月
30
日
〕
義
満
、
禁
裏
に
御
衣
調
度
を
贈
る
。
（
迎
陽
）

応
永
9
年
〔
3
月
4
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
吉
）

〔
3
月
7
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
吉
）

〔
6
月
2
7
日
〕
義
満
、
院
参
。
猿
楽
あ
り
。
（
兼
）

〔11
月
16
日
〕
義
満
、
参
内
。
新
営
の
土
御
門
内
裏
を
歴
覧
。
（
兼
）

〔11
月
1
9
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
兼
）

＝一附
0
六）

応
永
1
3
年
〔
1
月
2
9
日
〕
義
満
、
参
内
。
御
懺
法
。
（
看
）

〔
2
月

1
H〕
義
満
、
参
内
。
（
看
）

〔
2
月
2
B
〕
義
満
、
参
内
。
（
看
）

〔
2
月

4
H
〕
義
満
、
参
内
。
（
看
）

〔
2
月
5
日
〕
義
満
、
参
内
。
懺
法
結
願
。
（
看
）

〔
7
月
2
3
H
〕
義
満
、
参
内
。
泉
殿
移
徒
。
（
教
言
）
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〔
7
月
2
9
H
〕
義
満
、
参
内
。
（
教
言
）

〔10
月
2
8
H
〕
義
満
、
参
内
。
（
教
言
）

0
四
0
し）

応
永
14
年
〔
9
月
6
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
教
言
）

〔9
月
9
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
教
言
）

〔10
月
1
日
〕
義
満
、
参
内
。
（
教
言
）

〔10
月
10
日
〕
義
満
、
義
嗣
と
参
内
。
（
教
言
）

〔10
月
27
日
〕
義
満
、
義
嗣
と
参
内
。
（
教
言
）

〔11月
27
日
〕
義
持
、
参
内
。
歌
合
。
（
教
言
）

〔12
月
2
3
H
〕
義
満
、
参
内
。
（
教
言
）

（
一
四
0
八）

応
永
15
年
〔
2
月
18
日
〕
義
満
、
参
内
。
試
楽
。
（
教
言
）

〔
2
月
21
日
〕
義
満
、
参
内
。
鞠
興
行
。
（
教
言
）

〔
2
月
2
7
H
〕
義
満
、
義
嗣
と
参
内
。
（
教
言
）

〔3
月
8
日
〕
後
小
松
、
義
満
の
北
山
第
に
行
幸
。

28
日
還
御
。

（
教
言
）

〔
3
月
29
日
〕
義
満
、
義
嗣
と
参
内
。
（
教
言
）

〔
4
月
2
5
8
〕
義
嗣
、
禁
中
で
元
服
。
（
教
言
）

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
_
1ー

1
1
1
1
1
9
1ー

1
ー

ー

ー

1
ー

1
ー

1
1
9

〔12
月
2
6
8
〕
義
持
、
義
嗣
と
参
内
。
（
教
言
）

応
永
16
年
〔
12
月
27
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
教
言
）

応
永
17
年
〔
3
月
4
日
〕
後
亀
山
上
皇
、
義
持
第
に
行
幸
。
（
教
言
）

〔
9
月
1
9
8
〕
義
持
、
参
内
。
内
々
三
席
御
会
を
見
物
。
（
成
恩
）

（
一
四
―
一
）

応
水
18
年
〔
1
1
月
28
日
〕
称
光
、
元
服
。
義
持
、
拝
賀
。
（
兼
、
官
位
）

〔
天
皇
1
1
称
光
。
上
皇
1
1
後
小
松
〕

応
永
19
年
〔
8
月
28
日
〕
義
持
、
称
光
の
東
洞
院
邸
行
幸
に
供
奉
。
（
山
科
）

〔
8
月
29
日
〕
義
持
、
院
執
事
と
な
る
。
（
官
位
）

〔9
月
27
日
〕
後
小
松
、
御
幸
始
。
義
持
、
供
奉
。
（
山
科
、
兼
）

〔
10
月
14
日
〕
後
小
松
、
御
布
衣
始
。
義
持
、
参
仕
。
（
山
科
、
兼
）

〔
且
月
2
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
常
永
）

-
―
四
一
三
）

応
水
2
0
年
〔
1
月
3
0
H
〕
義
持
、
参
内
。
（
教
興
）

応
永
21
年
〔
2
月
23
日
〕
後
小
松
、
天
神
の
神
号
を
読
み
こ
ん
だ
御
製
十
五

首
を
義
持
に
贈
る
。
（
詠
十
五
音
和
歌
）

〔12
月
1
1
日
〕
義
持
、
讃
岐
頓
証
寺
法
楽
和
歌
の
額
の
揮
奄
を
後

小
松
に
執
奏
。
（
法
楽
和
歌
）

〔
12
月
19
日
〕
義
持
、
参
院
。
（
教
興
）

ご
四
―

K
)

応
永
22
年
〔
2
月
30
日
〕
義
持
・
義
嗣
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
教
興
、
満
）

〔
7
月
19
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
教
典
）

〔
10
月
25
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
兼
、
教
興
）

〔
10
月
27
日
〕
義
持
・
義
量
、
御
楔
行
幸
に
供
奉
。
（
兼
）

〔
10
月
2
9
B
〕
義
持
・
義
撻
、
御
楔
行
幸
に
供
奉
。
（
経
嗣
）

〔11月

1
H
〕
義
持
、
院
参
。
（
教
興
）

〔11月
19
日
〕
義
持
、
参
内
。
五
節
帳
台
試
に
参
仕
。
（
経
嗣
）

〔
1
1
月
2
0
日
〕
義
持
、
参
内
。
殿
上
淵
酔
に
参
仕
。
（
経
嗣
）

〔11月
21
日
〕
義
持
、
参
内
。
大
嘗
会
に
参
仕
。
（
経
嗣
）

〔11月
22
日
〕
義
持
、
参
内
。
悠
紀
節
会
に
参
仕
。
（
経
嗣
）

〔11月
23
日
〕
義
持
、
参
内
。
主
基
節
会
に
参
仕
。
（
経
嗣
）
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〔

11
月
2
4
H
〕
義
持
、
参
内
。
豊
明
節
会
に
参
仕
。
（
経
嗣
）

〔

12月
25
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
満
）

（
~
四
ご
ハ
｝

応
水
23
年
〔
1
月
25
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
満
）

〔

2
月
9
日
〕
義
持
、
参
内
。
一
献
料
万
疋
と
酒
物
の
重
宝
を
献

上
。
（
看
）

〔

7
月
1
日
〕
義
持
、
仙
洞
御
所
の
火
事
に
参
上
。
内
裏
へ
の
類

焼
を
防
ぐ
。
（
看
、
満
）

〔

10
月
1
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
満
）

〔

12
月
2
7
H
〕
義
持
、
参
内
。
（
満
）

｛
・
旧
．
じ
一

応
永

24
年
〔
1
月
1
H
〕
義
持
、
参
内
。
（
兼
）

〔

1
月
12
日
〕
後
小
松
、
義
持
に
賀
札
を
送
る
。
（
兼
）

〔

1
月
30
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
看
）

〔

3
月
28
日
〕
義
持
、
参
内
。
後
小
松
の
不
豫
に
よ
り
。
（
満
）

〔

4
月
2
H〕
義
持
、
泰
山
府
君
祭
を
行
っ
て
後
小
松
の
御
悩
平

癒
を
祈
念
。
（
看
）

〔閏

5
月
28
日
〕
義
持
、
院
参
。
御
茶
の
頭
役
を
務
め
る
。
（
看
）

〔

7
月
25
日
〕
義
持
、
院
参
（
称
光
も
御
幸
中
）
。
御
茶
の
頭
役

を
務
め
る
。
（
看
）

〔

7
月
2
8
H
〕
義
持
、
院
参
。
舞
御
院
（
称
光
も
御
幸
中
）
。
（
憫
）

〔

11
月
3
日
〕
義
持
、
崇
賢
門
院
と
院
参
。
（
看
）

〔

12
月
1
3
日
〕
義
持
、
義
量
と
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
看
、
兼
、
満
）

〔

12
月
1
4
日
〕
義
量
、
称
光
よ
り
剣
を
、
後
小
松
よ
り
馬
と
剣
を

（看）
（看）

賜
る
。
（
兼
）

〔

12
月
25
日
〕
義
持
、
院
参
。
の
ち
参
内
。
（
満
）

{-114
一
八
）

応
永
25
年
〔
8
月
10
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
満
）

〔

12
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
満
）

〔

12
月
1
8
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
看
、
満
）

応
永
26
年
〔
1
月
1
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
薩
）

〔

3
月
16
日
〕
義
持
、
参
内
。
和
歌
御
会
。
（
看
、
満
、
薩
）

〔

3
月
28
日
〕
義
持
、
院
参
。
和
歌
御
会
。
（
看
、
薩
、
新
続
）

〔

4
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
満
、
薩
）

〔

5
月
26
日
〕
義
持
、
院
参
。
馬
を
進
上
。
（
満
）

〔

6
月
1
5
日
〕
義
持
、
鹿
苑
院
で
の
後
小
松
の
御
談
義
に
参
加
。

〔

8
月
2
4
日
〕
義
持
、
院
参
。
舞
御
覧
。
（
薩
、
満
）

〔

10
月

2
2
H〕
義
持
、
院
参
。
（
満
）

〔

10
月
23
日
〕
義
持
、
院
参
。
掃
参
後
、
後
小
松
院
と
和
歌
を
贈

答
。
（
満
）

〔

11
月
23
日
〕
義
持
、
院
参
。
大
飲
。
（
満
）

〔

12
月
25
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
満
）

〔

12
月
26
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
満
）

(
•
四
．．
 

o) 

応
永
2
7
年
〔
1
月
1
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
薩
）

〔

3
月
3
日
〕
義
持
、
参
内
。
一
献
の
間
に
当
座
の
和
歌
を
詠
む
。
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〔

4
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
梅
若
の
能
を
み
る
。
（
看
、
薩
）

〔

7
月
1
9
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

8
月
3
日
〕
義
持
、
院
参
。
嵯
峨
へ
の
御
幸
を
申
沙
汰
。
（
看
、

満
、
薩
）

〔

12
月
2
5
8
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

U
E四
―
―
一
）

応
氷
2
8
年
〔
1
月
1
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
看
、
薩
、
花
）

〔

1
月
2
9
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
、
花
）

〔

2
月
2
8
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
満
）

〔

3
月
2
7
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
満
）

〔

5
月
1
9
日
〕
義
持
、
皇
弟
小
川
宮
を
訪
問
。
（
看
）

〔

6
月
2
7
日
〕
義
持
、
院
参
。
田
楽
（
義
持
の
申
沙
汰
）
。
（
看
）

〔

8
月
2
8
8
〕
義
持
、
院
参
。
（
花
）

〔

10
月
1
6
日
〕
義
持
、
「
下
姿
」
に
て
参
内
。
（
看
）

〔

10
月
2
3
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

（
一
四
ニ
ズ
）

応
永
2
9
年
〔
1
月
1
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
満
、
花
、
薩
）

〔

1
月
1
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
康
）

〔

1
月
1
2
日
〕
義
持
、
院
参
゜

〔

1
月
1
3
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
花
）

〔

1
月
30
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
康
）

〔

2
月
1
3
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
兼
、
薩
）

〔

2
月
1
5
日
〕
後
小
松
、
義
持
に
御
書
。
（
兼
）

〔

2
月
1
9
日
〕
義
持
、
院
参
。
梅
花
賞
玩
の
た
め
。
（
兼
）

〔

3
月
1
9
日
〕
義
持
、
後
小
松
に
書
信
。
（
兼
）

〔

3
月
2
4
日
〕
義
持
、
院
参
。
直
垂
の
儀
な
る
も
大
飲
。
（
兼
）

〔

3
月
2
9
日
〕
義
持
、
院
参
。
後
小
松
か
ら
馬
と
剣
を
賜
る
。
（
兼
）

〔

4
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
能
を
見
物
。
（
康
、
満
）

〔

4
月

25
日
〕
義
持
、
院
参
。
猿
楽
あ
り
。
（
春
）

〔

5
月
21
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
康
）

〔

6
月
2
B
〕
義
持
、
院
参
。
梅
若
の
能
を
み
る
。
（
看
）

〔

9
月
1
6
日
〕
義
持
、
後
小
松
と
と
も
に
石
清
水
八
幡
に
参
詣
、

称
光
の
不
豫
を
祈
る
，
（
看
、
兼
、
薩
）

〔

9
月
1
8
日
〕
義
持
、
後
小
松
の
求
め
に
応
じ
て
、
称
光
の
不
豫

を
祈
る
た
め
に
参
宮
。
（
看
、
花
）

〔

9
月
2
4
日
〕
義
持
、
称
光
の
不
豫
に
つ
き
畠
山
持
澄
ら
を
し
て

代
参
さ
せ
る
。
（
花
）

〔閏

10
月
9
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

11
月
1
0
B
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

11
月
2
0
日
〕
義
持
、
院
参
。
泉
殿
移
徒
。
（
康
）

〔

11
月
3
0
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
康
）

〔

12
月
1
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
兼
、
康
、
薩
、
花
）

〔

12
月
2
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
梅
若
の
能
を
見
物
。
ま
た
、
廷
臣

に
和
歌
を
詠
進
さ
せ
耕
雲
に
点
を
取
ら
せ
る
。

（
康
、
花
）

〔

12
月
2
4
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
満
）
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•
り
•
こ
-
)

応
永
30
年
〔
1
月
1
日
〕
義
持
・
義
量
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
薩
、
満
）

〔

2
月
24
日
〕
義
持
、
後
小
松
に
馬
と
剣
を
献
上
。
（
看
、
兼
、
満
）

〔

2
月
29
日
〕
義
持
、
院
参
。
梅
若
の
能
を
見
物
。
（
看
）

〔

3
月
5
日
〕
義
持
、
後
小
松
よ
り
百
首
歌
を
賜
る
。
（
兼
）

〔

3
月
18
日
〕
義
持
、
院
参
。
義
量
将
軍
宣
下
。
（
兼
）

〔

4
月
2
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
満
）

〔

6
月
11
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
看
、
満
、
薩
）

〔

6
月
30
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
看
、
満
、
花
）

〔

7
月
19
日
〕
義
持
、
院
参
。
舞
楽
を
み
る
。
（
看
、
兼
、
薩
）

〔

8
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
看
、
薩
）

〔

9
月
10
日
〕
後
小
松
、
義
持
の
室
町
第
に
行
幸
。
（
看
、
兼
、
花
）

〔

9
月
11
日
〕
義
持
、
院
参
。
太
刀
や
沙
金
を
献
上
。
（
看
）

〔

9
月
28
日
〕
義
持
、
女
院
御
所
に
渡
御
。
（
兼
）

〔

10
月
17
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

10
月
21
日
〕
義
持
、
廷
臣
に
名
号
和
歌
の
詠
進
を
命
じ
る
。
（
薩
）

〔

10
月
22
日
〕
義
持
、
廷
臣
に
七
首
和
歌
を
詠
進
さ
せ
る
。
（
薩
）

〔

11
月
11
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

11
月
17
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

11
月
27
日
〕
義
持
、
院
参
。
大
飲
。
（
薩
）

〔

12
月
10
日
〕
義
持
、
院
参
。
宴
あ
り
。
（
薩
）

〔

12
月
12
日
〕
義
持
・
義
量
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
花
、
薩
）

〔

12
月
13
日
〕
義
持
、
前
日
の
参
内
院
参
を
賀
し
て
銀
剣
を
献
上
。

〔

5
月
3
0
H
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
、
満
）

〔

6
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
看
、
兼
、
満
、
薩
）

〔

6
月
10
日
〕
義
持
、
院
参
。
日
吉
の
謡
あ
り
。
（
兼
）

〔

7
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
連
歌
あ
り
。
（
兼
）

〔

7
月
1
8
H
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

（兼）

〔

5
月
18
日
〕
義
持
、
院
参
。
猿
楽
（
日
吉
）
、
当
座
和
歌
あ
り
。

（兼）
（薩）

〔

12
月
14
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
薩
）

〔

12
月
15
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

12
月
24
日
〕
義
持
、
義
量
と
参
内
。
（
花
）

（
一
四
ぶ
四
）

応
永
31
年
〔
1
月
1
日
〕
義
持
・
義
量
、
参
内
。
院
参
。
（
花
）

〔

1
月
11
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
、
満
）

〔

1
月
13
日
〕
義
持
、
小
川
宮
に
参
賀
。
（
看
、
満
）

[
2
月
29
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
満
、
兼
）

〔

3
月
3
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
兼
）

〔

3
月
12
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
花
）

〔

3
月
26
日
〕
義
持
、
後
小
松
か
ら
千
句
連
歌
の
発
旬
を
賜
る
。

（兼）

〔

3
月
29
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
兼
、
満
）

〔

4
月
13
日
〕
義
持
、
後
小
松
か
ら
和
歌
題
（
三
首
）
を
賜
る
。
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（看）

〔

10
月

2
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
兼
、
満
、
薩
）

〔

11
月
1
日
〕
義
持
、
義
量
と
院
参
。
（
満
、
兼
、
薩
）

〔

11
月
8
H〕
義
持
、
後
小
松
と
初
雪
賞
翫
で
連
歌
和
歌
贈
答
。

〔

11
月
16
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
兼
）

〔

11
月
22
日
〕
義
持
、
後
小
松
の
出
家
を
諌
止
。
（
看
、
兼
）

〔

12月
9
B
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

12
月

2
1
H
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
）

〔

1
2
月
2
4
日
〕
義
持
、
義
量
と
と
も
に
参
内
後
に
院
参
。
（
兼
、

薩
、
花
）

（
~
四
→
l
e
)

応
水
32
年
〔
1
月
1
1
H
〕
義
持
、
院
参
。
（
満
）

〔

1
月
13
日
〕
義
持
、
小
川
宮
に
参
上
。
（
看
、
花
）

〔

2
月
3
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

（兼）

〔

8
月

1
B〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔8
月

1
8日
〕
義
持
、
院
参
。
後
小
松
•
関
白
二
条
持
基
と
連
歌
。

（満）

〔

8
月
30
日
〕
義
持
、
院
参
。
連
歌
あ
り
。
（
兼
）

〔

9
月

1
H〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

9
月

4
H〕
義
持
、
後
小
松
に
水
鳥
を
献
上
。
（
兼
）

〔

9
月
10
日
〕
義
持
、
院
参
。
観
音
懺
法
の
た
め
。
（
薩
）

〔

9
月
11
日
〕
後
小
松
、
義
持
か
ら
柏
を
賠
ら
れ
て
御
製
あ
り
。

〔

2
月
10
日
〕
義
持
、
院
参
。
沈
酔
。
（
薩
）

〔

2
月
11
日
〕
義
持
、
院
参
。
御
遊
、
大
飲
に
よ
り
延
引
。
（
薩
）

〔

2
月
18
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
花
、
薩
）

〔

2
月
23
日
〕
義
持
、
院
参
。
酪
酎
散
々
。
（
薩
）

〔

3
月
1
2
H
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

3
月
14
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

3
月
17
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

3
月
20
日
〕
義
持
、
小
川
宮
五
七
日
に
焼
香
。
（
看
）

〔

3
月
2
7
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

4
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
大
飲
如
常
。
（
薩
）

〔

4
月
2
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

4
月
4
日
〕
義
持
、
院
参
。
御
懺
法
。
（
薩
）

〔

4
月
5
日
〕
義
持
、
院
参
。
御
懺
法
。
（
薩
）

〔

4
月
11
日
〕
義
持
、
院
参
。
御
懺
法
。
（
薩
）

〔

4
月
23
日
〕
義
持
、
参
内
、
院
参
。
近
火
。
（
花
）

〔

4
月
2
8
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

5
月
6
日
〕
義
持
、
院
参
。
八
講
結
願
見
物
。
（
薩
）

〔

5
月
9
日
〕
義
持
、
院
参
。
大
飲
如
常
。
（
薩
）

〔

5
月
17
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

5
月
20
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

5
月
24
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
）

〔

6
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
猿
楽
あ
り
。
（
薩
、
兼
）
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〔

6
月
2
日
〕
義
持
、
院
参
。
猿
楽
あ
り
。
（
薩
）

〔

6
月
3
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

6
月
28
日
〕
義
持
、
参
内
。
称
光
退
位
の
こ
と
に
よ
り
。
（
薩
）

〔

6
月
29
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
薩
、
満
）

〔

6
月
30
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔閏
6
月
1
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
薩
）

〔閏
6
月
2
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
）

〔閏
6
月
3
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
後
小
松
父
子
の
仲
を

取
り
持
つ
。
（
薩
）

〔閏
6
月

12
日
〕
義
持
、
院
参
。
大
飲
。
（
薩
）

〔
閏
6
月

27
日
〕
羨
持
、
院
参
。
猿
楽
あ
り
。
（
薩
）

〔

7
月
2
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
）

〔

7
月
3
日
〕
義
持
、
院
参
。
猿
楽
あ
り
。
（
薩
）

〔

7
月
18
日
〕
義
持
、
院
参
。
御
船
の
申
沙
汰
。
（
薩
）

〔

7
月
25
日
〕
義
持
、
参
内
。
称
光
の
不
豫
を
加
持
せ
し
む
。

（
花
、
薩
）

〔

7
月
27
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
）

〔

7
月
28
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
）

〔

8
月
1
日
〕
義
持
、
参
内
。
称
光
御
悩
。
（
薩
）

〔

8
月
18
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

8
月
29
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

9
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

（薩）

〔

9
月
10
日
〕
後
小
松
、
泉
涌
寺
行
幸
の
帰
途
義
持
を
訪
問
。
宴

飲
。
（
薩
）

〔

9
月
11
日
〕
義
持
、
院
参
。
前
日
の
謝
礼
。
終
日
宴
飲
。
（
薩
）

〔

9
月
1
8
H
〕
義
持
、
院
参
。
猿
楽
あ
り
。
（
薩
）

〔

9
月
24
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

10
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
、
花
）

〔

10
月
3
日
〕
義
持
、
院
参
。
猿
楽
あ
り
。
（
薩
）

〔

10
月
21
日
〕
義
持
、
院
参
。
院
亥
子
。
（
薩
）

〔

10
月
2
2
H〕
義
持
、
院
参
。
巡
御
粥
。
（
薩
）

〔

10
月
23
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
）

〔

11
月
4
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

11
月
11
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

11
月
16
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

11
月
21
日
〕
義
持
、
院
参
。
巡
御
粥
御
頭
。
（
薩
）

〔

12
月
11
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
、
満
）

〔

12
月
14
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

12
月
1
9
H
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

12
月
2
5
H
〕
義
持
、
参
内
後
に
院
参
。
「
十
人
十
度
」
の
御
酒
。

（
一
四
二
さ

応
永
33
年
〔
1
月
1
日
〕
義
持
、
参
内
後
に
院
参
。
（
薩
、
満
）

〔

1
月
1
1
H
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

1
月
12
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
）
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〔

1
月
13
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

2
月
3
日
〕
義
持
、
院
参
。
常
の
ご
と
く
大
飲
。
（
薩
）

〔

2
月
16
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

2
月
19
日
〕
義
持
、
院
参
。
酪
酎
常
の
ご
と
し
。
（
薩
）

〔

3
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
、
満
）

〔

3
月

17
日
〕
義
持
、
院
参
。
例
の
ご
と
く
大
飲
。
（
薩
）

〔

3
月
24
日
〕
義
持
、
院
参
。
例
の
ご
と
く
大
飲
。
（
薩
）

〔

5
月
9
日
〕
義
持
、
院
参
。
猿
楽
あ
り
。
（
薩
）

〔

5
月
13
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

6
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
例
の
ご
と
く
大
飲
。
（
薩
、
兼
）

〔

6
月
3
日
〕
義
持
、
院
参
。
猿
楽
あ
り
。
（
薩
）

〔

6
月
13
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

6
月

27
日
〕
義
持
、
院
参
。
常
の
ご
と
く
大
飲
。
（
薩
）

〔

6
月
29
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
、
兼
）

〔

7
月
2
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
、
兼
）

〔

7
月
4
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
、
兼
）

〔

8
月
2
日
〕
義
持
、
参
内
。
称
光
の
御
悩
を
見
舞
う
。
（
薩
）

〔

8
月
3
日
〕
義
持
、
院
参
。
義
持
、
御
船
の
沙
汰
。
（
薩
、
兼
）

〔

8
月
22
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
院
で
は
千
句
連
歌
、

宴
飲
。
（
薩
、
兼
）

〔

8
月
27
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
薩
、
兼
）

〔

9
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
藤
相
公
に
命
じ
て
諸
臣
を
招
集
せ

し
む
。
（
薩
、
兼
）

〔

9
月
9
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

10
月

1
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
沈
酔
の
た
め
ま
も
な

く
退
出
。
（
薩
）

〔

11
月
22
日
〕
義
持
、
院
参
。
御
粥
事
頭
を
勤
め
る
。
（
薩
）

〔

11
月
25
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
、
満
）

〔

12
月
1
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
兼
、
満
）

〔

12
月
9
日
〕
義
持
、
院
参
。
夕
方
突
然
の
院
参
ら
し
。
（
薩
）

〔

12
月
11
日
〕
義
持
、
院
参
。
御
粥
事
。
（
薩
）

〔

12
月
2
4
H
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
）

〔

12
月
25
日
〕
義
持
、
院
参
。
例
の
ご
と
く
「
十
人
十
度
」
の
御

酒
。
（
薩
）

．
叫
．
じ
）

応
永
34
年
〔
1
月

Il
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

2
月
19
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

5
月
18
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
、
満
）

〔

6
月
26
日
〕
義
持
、
参
内
。
（
薩
、
満
）

〔

8
月
3
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

9
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

10月
3
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

lI
月
1
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

II
月
4
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔

12
月
15
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
、
満
）
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〔
12
月

2
1
B
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

〔
12
月
24
日
〕
義
持
、
参
内
。
歳
末
御
礼
。
（
薩
、
満
）

〔12
月
25
日
〕
義
持
、
院
参
。
（
薩
）

(

i

四
二
八
）

応
永
35
年
〔
1
月
1
日
〕
義
持
、
参
内
。
の
ち
院
参
。
（
薩
）

〔
1
月
18
日
〕
義
持
、
鹿
ず
。
（
享
年
43
歳）

〔
付
記
跡
追
〕

校
正
終
了
直
前
に
な
っ
て
、
「
騎
繍
人
物
図
」
に
は
、
本
稿
で
紹
介
し
た

細
見
美
術
館
蔵
「
騎
櫨
人
物
図
』
以
外
に
も
、
伝
雪
舟
筆
『
杜
子
美
図
」

（
福
岡
市
立
美
術
館
蔵
）
や
等
春
筆
『
杜
子
美
騎
駿
図
」
（
根
津
美
術
館
蔵
）
が

あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
の
二
点
は
い
ず
れ
も
禅
僧
の
筆
で
あ
り
、
該
図
が

禅
林
中
心
に
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
義
持
筆
の
騎
墟
図
も

そ
の
一
例
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
三
点
の
騎
墟
図
は
い
ず

れ
も
図
柄
が
よ
く
似
て
い
る
。
そ
の
点
に
着
目
す
る
と
、
制
作
時
期
が
も
っ

と
も
早
い
義
持
筆
の
図
も
先
行
す
る
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
と
み
る
の
が
自
然
の

よ
う
で
あ
る
。
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