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に
「『
大
殿
』
の
語
を
用
い
得
る
対
象
」
は
「
道
隆
を
措
い
て
他
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
が
明
白
」（『
全
歌
集
』）
と
な
る
の
か
ど
う
か
、
議
論
の
余
地
は 

残
ろ
う
。【
補
説
】
を
参
照
さ
れ
た
い
。
●
い
ひ
を
こ
せ
た
ま
へ
り
し
―
「
を
こ
せ
」
は
、「
お
こ
せ
」
の
仮
名
遣
い
が
正
。
さ
て
、
６
番
歌
の
詞
書
に
「
お

こ
せ
た
る
」
と
あ
っ
た
が
、
其
所
と
此
所
と
に
、
か
か
る
歌
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
、
そ
う
い
え
ば
、
こ
ん
な
歌
も
、
と
い
っ
た
意
味
で
の
連
想 

は
働
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
一
方
で
、
先
に
も
触
れ
た
、「
清
水
に
こ
も
り
た
り
し
に
」
に
始
ま
る
第
二
二
四
段
に
お
け
る
「
賜
は
せ
た
り
し
」
と
相 

並
ぶ
表
現
で
あ
る
こ
と
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
【
補
説
】
を
参
照
さ
れ
た
い
。
●
思
ひ
き
や
―
こ
の
歌
、『
続
後
拾
遺
』
に
、 

詞
書
を
「
清
少
納
言
、
清
水
に
こ
も
り
て
侍
け
る
比
、
月
い
と
あ
か
き
夜
、
申
つ
か
は
し
け
る
」、
作
者
表
記
を
「
法
成
寺
入
道
前
摂
政
太
政
大
臣
」
と
し 

て
入
集
す
る
（
巻
第
十
六
・
雑
歌
中
・
一
〇
六
〇
）。
ち
な
み
に
、
そ
の
前
に
位
置
す
る
一
〇
五
九
も
、「
思
ひ
き
や
都
の
雲
の
上
な
ら
で
こ
ゝ
ろ
空
な
る
月 

を
見
ん
と
は
」（
道
命
法
師
。
詞
書
は
「
長
恨
歌
の
う
た
よ
み
侍
り
け
る
に
」）
と
、
同
じ
構
え
を
持
つ
。
そ
う
い
え
ば
、
清
女
の
父
・
元
輔
に
「
思
ひ
き
や
秋 

の
夜
風
の
寒
け
く
に
妹
な
き
床
に
ひ
と
り
寝
む
と
は
」
と
詠
ん
だ
一
首
が
あ
っ
た
（
書
陵
部
本
『
元
輔
集
』
一
一
五
）。
も
っ
と
も
、「
同
じ
国
章
が
秋
風
よ 

さ
む
な
り
し
を
よ
み
て
侍
り
し
、
か
へ
し
」
と
あ
る
そ
の
詞
書
の
「
か
へ
し
」
の
一
語
を
、
同
集
歌
仙
歌
集
本
（
一
一
一
）
で
は
欠
い
て
お
り
、
国
章
の 

詠
で
あ
る
か
の
趣
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
か
、『
拾
遺
集
』
に
は
「
妻
の
な
く
な
り
て
侍
り
け
る
こ
ろ
秋
風
の
よ
さ
む
に
ふ
き
侍
り
け 

れ
ば
」
と
の
詞
書
で
国
章
自
身
に
よ
る
亡
妻
挽
歌
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
（
巻
第
二
十
・
哀
傷
・
一
二
八
五
）、『
後
拾
遺
集
』
で
は
詞
書
を
「
大
弐
国
章
妻 

な
く
な
り
て
秋
風
の
よ
さ
む
な
る
よ
し
た
よ
り
に
つ
け
て
い
ひ
お
こ
せ
て
は
べ
り
け
る
か
へ
り
ご
と
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
し
て
、
こ
ち
ら
は
清
原
元
輔 

の
歌
と
し
て
入
集
し
て
い
る
（
巻
第
十
五
・
雑
一
・
八
九
〇
）。『
拾
遺
集
』
所
載
歌
が
「
思
っ
て
も
み
た
だ
ろ
う
か
、
秋
風
が
寒
々
と
し
て
い
る
の
に
、
妻 

が
い
な
い
寝
床
に
独
り
寝
し
よ
う
と
は
」
と
い
っ
た
歌
意
に
な
る
の
に
対
し
、『
後
拾
遺
集
』
所
収
歌
の
そ
れ
は
、「
思
っ
て
も
み
た
だ
ろ
う
か
、
秋
の
夜

風
の
寒
い
折
、
愛
妻
の
お
ら
れ
な
い
床
に
君
が
独
り
寂
し
く
寝
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
な
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
も
そ
も

の
「
思
ひ
き
や
…
ひ
と
り
…
と
は
」
と
の
構
造
に
、
そ
の
歌
意
を
、
当
事
者
の
悲
し
み
と
も
第
三
者
に
よ
る
慰
藉
と
も
つ
か
ぬ
体
で
形
成
せ
し
め
て
し
ま 

う
因
由
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
翻
っ
て
、
そ
の
点
、
本
集
で
は
、
流
布
本
で
あ
れ
異
本
で
あ
れ
、
当
事
者
、
す
な
わ
ち
作
歌
主
体
の
悲
し
み
を
詠

ん
だ
も
の
と
し
て
、
歌
意
に
揺
ら
ぎ
は
発
生
し
な
い
も
の
と
一
応
は
認
め
ら
れ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
は
た
し
て
ど
う
か
。
そ
の
「
当
事
者
」、
先
に
触
れ

た
詞
書
に
言
う
「
大
殿
」
が
誰
か
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
道
隆
か
、
道
長
か
、
と
の
問
題
と
相
俟
っ
て
、
事
は
必
ず
し
も
単
純
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
し
い
。

【
補
説
】
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、「
思
ひ
き
や
」
の
「
や
」
は
反
語
。
結
句
の
「
と
は
」
か
ら
返
り
戻
り
つ
つ
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
こ
と
だ
、
思

い
も
し
な
か
っ
た
こ
と
よ
、
の
歌
意
を
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
ろ
う
よ
、
思
い
も
し
な
か
っ
た
ろ
う
よ
、
と
の
意
味
合
い
を
か
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た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
●
山
の
あ
な
た
―
「
あ
な
た
」
は
「
か
な
た
」
の
転
か
、
と
も
言
う
。『
古
今
集
』
に
「
お
そ
く
い
づ
る
月
に
も
あ
る
哉
あ
し
ひ
き

の
山
の
あ
な
た
も
惜
し
む
べ
ら
な
り
」（
巻
第
十
七
・
雑
歌
上
・
八
七
七
／
よ
み
人
し
ら
ず
）、『
後
拾
遺
集
』
に
「
身
を
つ
め
ば
入
る
も
惜
し
ま
じ
秋
の
月
山
の
あ
な

た
の
人
も
待
つ
ら
ん
」（
巻
第
四
・
秋
歌
上
・
二
五
四
／
永
源
法
師
）、
私
家
集
で
は
『
恵
慶
法
師
集
』
に
「
月
の
入
る
山
の
あ
な
た
の
里
人
と
今
宵
ば
か
り
は
み
を

や
な
さ
ま
し
」（
一
六
五
）、
な
ど
。
●
君
を
置
て
―
「
置
」
は
「
置お

く
」
の
連
用
形
。「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
持
た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な
む
」 

（
古
今
・
巻
第
二
十
・
東
歌
・
一
〇
九
三
）
に
お
け
る
よ
う
な
、
さ
し
お
い
て
、
放
置
し
無
視
し
て
、
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
は
な
く
、「
大
原
の
ふ
り
に
し
里
に

君
を
お
き
て
わ
れ
去い

ね
か
ね
つ
夢
に
み
え
た
く
」（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
二
・
野
）
や
「
笠
取
の
山
と
た
の
み
し
君
を
お
き
て
涙
の
雨
に
濡
れ
つ
ゝ
ぞ
ゆ
く
」 

（
後
撰
・
巻
第
十
九
・
離
別
・
一
三
二
六
）、
あ
る
い
は
「
君
を
お
き
て
い
づ
ち
行
く
ら
ん
我
だ
に
も
う
き
世
の
中
に
し
ひ
て
こ
そ
ふ
れ
」（『
和
泉
式
部
日
記
』）
な
ど
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
物
理
的
空
間
的
に
距
離
を
隔
て
て
、
あ
る
場
所
・
位
置
に
と
ど
め
て
、
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。

【
通
釈
】

清
水
寺
に
参
籠
し
て
い
た
折
に
、
大
殿
が
宿
直
所
か
ら
詠
ん
で
よ
こ
さ
れ
ま
し
た
（
歌
）

６　

思
っ
て
も
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
山
の
か
な
た
に
あ
な
た
を
と
ど
め
て
、
私
ひ
と
り
が
都
の
月
を
眺
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は

―
。

【
補
説
】

　

｢

大
殿
」
が
誰
を
指
す
か
、
そ
れ
は
い
か
に
も
「
重
大
な
問
題
」（『
全
歌
集
』）
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、【
語
釈
】
で
触
れ
た
と
お
り
、
そ
れ
は
い

か
に
も
浮
動
的
で
あ
り
、
定
位
へ
の
道
の
り
は
遙
か
に
遠
い
も
の
と
思
し
い
。
わ
れ
わ
れ
は
い
く
つ
か
の
言
語
状
況
を
、
い
わ
ば
ま
さ
に
状
況
証
拠
と
し
て

採
用
し
つ
つ
、
場
合
場
合
の
可
能
性
を
探
る
し
か
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
考
え
る
。

　

先
ず
は
、「
大
殿
」
が
「
道
隆
」
で
あ
る
場
合
。
左
に
引
く
の
は
、『
枕
草
子
』
第
二
二
四
段
で
あ
る
。

　
　
　

清
水
に
こ
も
り
た
り
し
に
、
わ
ざ
と
御
使
し
て
賜
は
せ
た
り
し
、
唐
の
紙
の
赤
み
た
る
に
、
草
に
て
、「
山
近
き
入
相
の
鐘
の
声
ご
と
に
恋
ふ
る 

　
　

心
の
数
は
知
る
ら
む
も
の
を
、
こ
よ
な
の
長
居
や
」
と
ぞ
、
書
か
せ
た
ま
へ
る
。

　
　
　

紙
な
ど
の
、
な
め
げ
な
ら
ぬ
も
、
と
り
忘
れ
た
る
旅
に
て
、
紫
な
る
蓮
の
花
び
ら
に
、
書
き
て
ま
ゐ
ら
す
。

　

清
水
に
籠
も
る
清
女
に
、
都
に
残
る
定
子
。
両
者
は
、
事
実
上
、
隔
て
ら
れ
て
い
る
も
よ
う
で
あ
る
。
定
子
は
、
遙
か
に
聞
こ
え
て
は
消
え
、
ま
た
聞 

こ
え
て
は
消
え
す
る
鐘
の
音
に
、
自
分
の
思
い
の
数
を
か
ぞ
え
て
い
る
。
そ
の
姿
は
弱
々
し
げ
で
、
そ
の
営
み
は
哀
切
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
こ
で
定
子
の 

置
か
れ
て
い
る
、
言
い
得
べ
く
ん
ば
公
的
な
場
面
に
お
い
て
清
女
た
ち
か
ら
見
た
精
神
面
で
の
絶
対
的
な
優
位
者
で
あ
る
の
と
は
対
極
に
あ
る
孤
独
、
そ 
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こ
に
手
を
差
し
の
べ
、
そ
の
解
消
に
与
り
得
る
者
が
い
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
誰
か
。
み
ぎ
『
枕
草
子
』
の
、「
清
水
に
こ
も
り
た
り
し
に
、
わ
ざ
と
御
使 

し
て
賜
は
せ
た
り
し
、
…
」
と
並
立
し
て
い
る
と
も
言
う
べ
き
、「
き
よ
水
に
こ
も
り
た
り
し
に
…
…
い
ひ
を
こ
せ
た
ま
へ
り
し
」
と
の
か
た
ち
の
文
言 

に
よ
っ
て
現
出
す
る
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
存
在
は
誰
か

―
。

　

か
く
し
て
、「
道
隆
」
が
据
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
う
え
で
、
道
隆
は
、
お
の
が
孤
独
を
嘆
訴
す
る
に
こ
と
よ
せ
て
、
遠
回
し
に
、 

定
子
を
思
い
遣
っ
て
ほ
し
い
内
意
を
そ
こ
に
託
し
込
め
た
の
で
あ
っ
た
か
。
い
や
、
右
の
【
通
釈
】
で
は
、
い
か
に
も
そ
の
よ
う
に
解
し
て
お
い
た
の
だ 

け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
こ
こ
で
こ
そ
慮
っ
て
お
き
た
い
の
が
、【
語
釈
】
で
触
れ
た
『
後
拾
遺
集
』
流
の
理
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
（
定
子
中
宮
は
）
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
よ
、
あ
な
た
を
山
の
か
な
た
に
置
い
て
、
自
分
ひ
と
り
が
都
の
月
を
眺
め
る
こ
と
に
な
ろ
う 

　
　

と
は
…
…
。

と
の
、
清
女
の
父
・
元
輔
が
国
章
へ
の
同
情
を
寄
せ
た
歌
の
枠
を
そ
の
ま
ま
借
て
、
定
子
の
父
・
道
隆
が
娘
・
定
子
の
許
へ
の
回
帰
を
ひ
そ
や
か
に
清
女
に

迫
っ
た
、
そ
う
い
う
一
首
で
あ
る
可
能
性
を
も
、
こ
こ
に
記
し
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　

次
に
、「
大
殿
」
が
「
道
長
」
で
あ
る
場
合
。【
語
釈
】
で
も
触
れ
た
と
お
り
、『
枕
草
子
』
に
お
い
て
「
道
隆
」
を
指
し
示
す
「
大
殿
」
は
つ
い
に
皆 

無
で
あ
る
と
の
言
語
状
況
を
最
大
の
梃
子
に
、
詞
書
の
背
景
の
掘
り
起
こ
し
に
臨
ん
で
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
か
の
長
徳
の
変
に
係
る
文
脈
で
あ
ろ
う
。 

『
枕
草
子
』
は
、
清
女
が
道
長
方
と
通
じ
て
い
る
と
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
隠
さ
ず
に
記
し
て
い
る
（
第
一
三
六
段
）。
あ
る
い
は
ま
た
、
跋
文 

の
描
く
源
経
房
の
清
女
の
里
居
訪
問
に
つ
い
て
も
、
清
女
を
中
関
白
家
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
道
長
方
の
謀
略
で
あ
っ
た
と
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て 

も
い
る
（
萩
谷
朴
説
）。
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
「
大
殿
」
か
ら
の
一
首
も
、
そ
う
し
た
一
連
の
動
き
の
な
か
で
、
道
長
み
ず
か
ら
が
清
女
懐
柔
の
内
意
を
こ 

め
て
、
あ
え
て
、
あ
る
い
は
、
ゆ
え
に
、
恋
歌
仕
立
て
で
詠
み
送
っ
て
き
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
は
た
し
て
そ
れ
が
そ
う
だ
と
す
る
と
き
に
問
題
に
な 

る
の
は
、
と
い
う
よ
り
も
興
味
深
く
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
一
首
を
、『
清
少
納
言
集
』
が
こ
こ
に
こ
う
し
て
収
め
て
い
た
と
い
う
事
実
で 

あ
る
。
そ
れ
は
、『
枕
草
子
』
に
記
す
べ
き
を
記
し
た
の
と
並
ぶ
、
家
集
に
は
公
表
裡
に
収
め
る
べ
き
を
収
め
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
、
清
女
の
誇
り
の
秘
や
か
に
し 

て
清さ
や

か
な
披
瀝
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

【
本
文
】

ひ
と
た
ら
ひ
た
り
と
き
く
を
い
み
し
く
あ
ら
か
ふ
に
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人
し
り
て
い
ひ
の
ゝ
し
り
て
よ
こ
と
に
に
な
む

ゆ
く
と
き
ゝ
て

７　

ぬ
れ
き
ぬ
と
ち
か
ひ
し
程
に
あ
ら
は
れ
て
あ
ま
た
か
さ
ぬ
る
よ
と
も
聞
哉

【
釈
文
】

人
語
ら
ひ
た
り
と
聞
く
を
、
い
み
じ
く
諍あ

ら
がふ
に
、

人
知
り
て
言
ひ
の
の
し
り
て
、
夜
ご
と
に
な
む

行
く
、
と
聞
き
て

　
　

濡ぬ

れ
衣ぎ
ぬ

と
ち
か
ひ
し
ほ
ど
に
あ
ら
は
れ
て
あ
ま
た
重
ぬ
る
よ
と
も
聞
く
か
な

【
語
釈
】

●
ひ
と
た
ら
ひ
た
り
と
き
く
を
―
「
ひ
と
」
は
、
清
女
に
と
っ
て
の
「
夫
」、
も
し
く
は
あ
る
特
定
の
「
男
」
を
指
そ
う
。「
た
ら
ひ
」
の
「
た
」
は
、
そ 

の
字
母
を
「
可
堂
」
も
し
く
は
「
可
多
」
と
す
る
「
か
た
」
の
「
か
」
が
草
書
連
綿
体
に
よ
っ
て
写
し
継
が
れ
て
ゆ
く
な
か
で
誤
脱
さ
れ
た
結
果
、
と
観 

る
。
果
た
し
て
復
さ
れ
る
動
詞
「
か
た
ら
ふ
」
は
、
内
密
の
こ
と
や
秘
密
を
相
手
に
打
ち
明
け
る
意
の
「
か
た
る
」
と
、
お
互
い
に
調
和
す
る
と
い
う
意 

の
「
あ
ふ
」
と
が
複
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
男
女
が
親
密
に
話
し
合
う
、
言
い
交
わ
す
、
契
り
交
わ
す
、
の
意
を
形
成
す
る
。「
た
り
」
は
、 

ゆ
ら
い
「
て
あ
り
」
の
約
で
あ
り
、
状
況
や
事
態
が
持
続
・
進
行
中
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。「
き
く
」
は
、
既
出
（
１
・
２
・
３
番
歌
参
照
）
の
そ
れ
で
あ 

る
。
●
あ
ら
か
ふ
に
―
「
あ
ら
か
ふ
」
は
、
事
の
有
無
や
成
否
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
互
い
に
相
手
の
意
見
や
行
為
を
否
定
し
、
異
見
を
強
く
主
張
し
合
っ 

て
対
立
す
る
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
で
は
、
清
女
の
聞
い
て
い
る
、
ど
こ
ぞ
の
女
性
と
親
し
く
つ
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
噂
を
、
男
が
真
っ
向
か
ら
否
定
し
、 

懸
命
の
言
い
訳
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
、
と
い
う
構
図
で
あ
ろ
う
。
●
人
し
り
て
い
ひ
の
ゝ
し
り
て
―
「
い
ひ
の
の
し
る
」
は
、
例
え
ば
『
枕
草
子
』
に
お 

け
る
、「（
蔵
人
ノ
方
弘
ガ
）
御
廚
子
所
の
御
膳
棚
に
沓
置
き
て
、
い
ひ
の
の
し
ら
る
る
を
、
い
と
を
か
し
が
り
て
、
…
」（
第
五
三
段
）、「『
…
』
…
『
…
』 

な
ど
、
万
づ
の
言
を
い
ひ
の
の
し
る
を
、
…
」（
第
一
二
七
段
）、「
…
、『
さ
る
言
に
は
、
何
の
い
ら
へ
を
か
せ
む
。
な
か
な
か
な
ら
む
。
殿
上
に
て
い
ひ 

の
の
し
り
つ
る
は
。
主
上
も
き
こ
し
め
し
て
、
興
ぜ
さ
せ
お
は
し
ま
し
つ
』
と
語
る
」（
第
一
三
〇
段
）
と
い
っ
た
諸
例
に
徴
し
て
明
ら
か
な
と
お
り
、
複0 

0

数
の

0

0

人
び
と
が
口
々
に
騒
ぎ
立
て
る
こ
と
を
い
う
語
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
の
「
人
」
は
、「（
向
こ
う
の
）
女
性
」（『
全
歌
集
』）
で
は
な
く
、「
世
間
の 

人
」（『
選
書
』）
と
定
位
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
男
の
抗
弁
を
聞
き
つ
け
た
、
男
の
行
状
を
知
る
周
囲
の
人
び
と
が
、
事
の
真
相
の
暴
露
に
及
ん
だ
の 
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で
あ
る
。
●
よ
こ
と
に
に
な
む
ゆ
く
―
「
に
」
の
一
つ
は
衍
で
あ
ろ
う
。「
よ
こ
と
」
は
「
夜
毎
」
と
漢
字
を
当
て
得
る
。「
夜
ご
と
に
な
む
行
く
」
で
、 

歌
の
下
句
の
前
提
と
な
る
情
報
の
根
幹
を
担
う
。
●
き
ゝ
て
―
こ
の
「
き
く
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
同
語
と
は
位
相
が
異
な
る
。
聴
覚
運
動
か
ら
展
開
し
た
、 

音
声
や
言
葉
に
基
づ
く
思
惟
活
動
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
思
う
、
そ
れ
と
知
れ
る
、
と
い
っ
た
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
●
ぬ
れ
き
ぬ
と
―
「
ぬ
れ
き 

ぬ
」
は
、
濡
れ
衣
。「
ぬ
れ
ご
ろ
も
」
と
も
。「
松
島
の
海
人
の
濡
れ
衣
な
れ
ぬ
と
て
ぬ
ぎ
か
へ
つ
て
ふ
名
を
立
た
め
や
は
」（『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
／
夕
霧
） 

の
よ
う
に
、
ま
さ
に
海
水
に
漬
か
っ
て
く
た
く
た
に
な
っ
た
衣
の
意
で
使
わ
れ
た
例
も
あ
る
が
、
身
に
覚
え
の
な
い
浮
名
や
根
も
葉
も
な
い
噂
、
無
実
の 

罪
を
意
味
す
る
歌
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
濡
れ
衣
と
人
に
は
い
は
む
紫
の
ね
ず
り
の
衣
う
は
ぎ
な
り
と
も
」（
後
拾
遺
・
巻
第
十
六
・
雑
二 

・
九
一
二
／
和
泉
式
部
）、「
濡
れ
衣
と
い
ふ
に
つ
け
て
や
な
が
れ
け
ん
あ
ぶ
く
ま
川
の
な
こ
そ
惜
し
け
れ
」（
堀
河
院
百
首
・
雑
・
一
三
八
八
／
永
縁
）
な
ど
。 

●
ち
か
ひ
し
ほ
と
に
―
「
ち
か
ふ
」
は
、
元
来
、
神
に
向
け
て
述
べ
、
祈
り
、
約
束
す
る
こ
と
。
や
が
て
、
他
者
に
向
け
て
堅
く
約
束
し
た
り
、
保
証
し 

た
り
す
る
こ
と
。「
ほ
と
に
」
は
、「
程
に
」。
時
間
的
用
法
と
観
て
「
…
す
る
う
ち
に
。
…
し
て
い
る
う
ち
に
」、
接
続
助
詞
的
用
法
と
見
て
「
…
し
た
の 

に
」、
い
ず
れ
に
も
解
し
得
る
。
●
あ
ら
は
れ
て
―
「
あ
ら
は
る
」
は
、「
顕
る
」。
神
仏
・
物
の
怪
な
ど
の
出
現
の
ほ
か
、
神
仏
の
力
や
功
徳
な
ど
が
形 

と
な
っ
て
見
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
表
す
。
ま
た
、
隠
れ
て
い
た
も
の
の
姿
が
む
き
出
し
に
な
る
意
を
も
表
す
。
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、「
隠
し 

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
露
見
す
る
」
の
歌
意
を
形
成
し
よ
う
。
な
お
、
和
歌
に
お
い
て
は
、「
風
ふ
け
ば
浪
う
つ
岸
の
松
な
れ
や
ね
に
あ
ら
は
れ
て 

泣
き
ぬ
べ
ら
な
り
」（
古
今
・
巻
第
十
三
・
恋
歌
三
・
六
七
一
／
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
「
洗
は
れ
て
」
の
意
と
掛
け
て
用
い
ら
れ
る
。
こ 

こ
で
は
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、「
あ
ら
は
れ
」
は
「
き
ぬ
」
の
縁
語
と
も
な
る
。
●
あ
ま
た
か
さ
ぬ
る
よ
と
も
聞
哉
―
詞
書
か
ら
の
承
接
と
い
う
観
点
か 

ら
す
れ
ば
、「
よ
」
は
「
夜
」
で
あ
り
、「
か
さ
ぬ
る
よ
」
も
、「
重
ぬ
る
夜
」
と
し
て
、「
人
」
が
実
は
ど
こ
ぞ
の
女
性
と
重
ね
つ
づ
け
て
い
た
逢
瀬
の
時 

を
指
し
示
す
も
の
、
と
解
い
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、【
釈
文
】
で
は
「
重
ぬ
る
よ
」
と
、「
よ
」
は
仮
名
に
作
っ
た
。
私
見 

に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、『
万
葉
集
』
巻
第
八
に
収
め
る
「
こ
の
花
の
一ひ
と

よ0

の
う
ち
に
百も
も
く
さ種
の
言こ
と

そ
隠こ
も

れ
る
お
ほ
ろ
か
に
す
な
」(

一
四
五
六
）
と
、
そ
れ 

に
和
し
た
「
こ
の
花
の
一
よ
の
う
ち
は
百
種
の
言
持
ち
か
ね
て
折
ら
え
け
ら
ず
や
」(

一
四
五
七
）
と
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。【
補
説
】
を 

参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、「
か
さ
ぬ
る
（
重
ぬ
る
）」
も
、
先
の
「
あ
ら
は
れ
」
と
並
ん
で
「
き
ぬ
」
の
縁
語
で
あ
る
。「
と
も
」
の
「
と
」
は
、
諸
書
に｢

を
」 

と
翻
刻
さ
れ
る
と
お
り
、
い
か
に
も
そ
れ
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
字
体
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
底
本
書
写
者
の
筆
癖
や
字
形
を
全
篇
に
わ
た
っ
て
閲
し
た 

か
ぎ
り
で
は
、
む
し
ろ
「
と
」
と
判
読
す
べ
き
か
と
観
る
。
い
ず
れ
で
も
、
歌
意
を
取
る
に
支
障
は
な
い
。「
聞
哉
」
の
「
聞
」
は
、
詞
書
閉
じ
め
の
「
き 

ゝ
」
と
同
位
相
で
あ
ろ
う
。「
聞
い
て
知
る
。
耳
に
し
た
言
葉
を
と
お
し
て
そ
れ
と
分
か
る
」
の
意
で
あ
る
。「
哉
」
は
、
む
ろ
ん
、「
…
こ
と
よ
」
と
い 
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っ
た
気
味
合
い
の
打
ち
出
し
だ
が
、
そ
れ
は
「
人
」
に
係
る
真
相
を
知
っ
た
清
女
の
遣
り
場
の
な
い
無
念
、
胸
に
納
め
が
た
き
慨
歎
の
し
る
し
で
あ
る
。

【
通
釈
】

あ
の
人
が
、
ど
こ
ぞ
の
女
性
と
情
を
交
わ
し
て
い
る
と
私
が
噂
に
聞
く
の
を
、
ひ
ど
く
抗
弁
し
て
い
る
と
、
周
り
の
人
び
と
が
そ
れ
を
聞
き
知
っ

て
口
々
に
言
い
立
て
て
、
毎
晩
の
よ
う
に
通
っ
て
い
る
の
だ
な
、
と
分
か
っ
て
（
詠
ん
だ
歌
）

７　

あ
な
た
が
そ
ん
な
噂
は
事
実
無
根
だ
と
堅
く
言
い
切
っ
た
そ
ば
か
ら
真
相
は
明
ら
か
に
な
っ
て
、
あ
な
た
と
件く

だ
ん
の
女
性
と
は
毎
夜
毎
晩
逢
瀬
を
重
ね
百

　

万
の
睦
言
を
交
わ
し
て
い
た
の
だ
と
分
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
よ
。

【
補
説
】

　

右
に
試
み
た
の
は
、「
よ
」
を
「
夜よ

」
と
「
間よ

」
と
の
掛
詞
と
見
な
し
て
の
解
釈
で
あ
る
。【
語
釈
】
に
も
引
い
た
が
、『
万
葉
集
』
は
巻
第
八
の｢

春
相

聞
」
は
次
の
よ
う
な
贈
答
歌
を
収
め
て
い
る
。

藤
原
朝
臣
広
嗣
の
桜
の
花
を
娘
子
に
贈
れ
る
歌
一
首

一
四
五
六　

こ
の
花
の
一ひ
と

よ
の
う
ち
に
百も
も
く
さ種
の
言こ
と

そ
隠こ
も

れ
る
お
ほ
ろ
か
に
す
な

娘
子
の
和こ
た

へ
た
る
歌
一
首

一
四
五
七　

こ
の
花
の
一
よ
の
う
ち
は
百
種
の
言
持
ち
か
ね
て
折
ら
え
け
ら
ず
や

　

贈
歌
は
、
こ
の
花
の
一
よ
の
中
に
は
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
の
言
葉
が
こ
も
っ
て
い
る
、
い
い
加
減
に
思
う
な
、
く
ら
い
の
意
、
そ
れ
に
対
し
て
答
歌
は
、 

こ
の
花
の
一
よ
の
中
に
は
あ
ま
り
に
多
く
の
言
葉
を
持
ち
き
れ
な
く
て
、
花
が
折
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
く
ら
い
の
意
で
あ
る
。
男
の 

言
い
ぐ
さ
は
、
要
す
る
に
、
手
折
り
贈
る
こ
の
桜
花
に
は
言
い
尽
く
せ
ぬ
ほ
ど
の
情
愛
を
籠
め
た
、
そ
の
思
い
の
ほ
ど
を
し
か
と
受
け
と
め
て
ほ
し
い
、 

と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
女
は
、
所
詮
は
手
ず
か
ら
折
取
っ
た
の
で
は
な
い
、
思
い
を
持
て
あ
ま
し
扱
い
か
ね
て
折
れ
て
し
ま
っ
た
花
を
贈
っ
て 

き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
皮
肉
を
も
っ
て
応
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、「
よ
」
と
は
花
び
ら
と
花
び
ら
と
の
あ
わ
い
で
あ
り
、
言
葉 

の
隠
蔵
空
間
な
の
で
あ
っ
た
。

　

斯
様
の
「
よ
」
を
清
女
は
踏
ま
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
の
が
私
見
の
見
通
し
で
あ
る
。
夫
と
余
所
の
女
と
が
秘
匿
の
「
夜
」
と
隠
匿
の
「
間
」

と
を
二
つ
な
が
ら
重
ね
て
い
た
事
実
を
ゆ
く
り
な
く
も
見
透
か
し
得
た
こ
と
を
、
掛
詞
「
よ
」
を
含
む
揶
揄
と
嗟
歎
の
一
首
を
も
っ
て
、
し
た
た
か
に
夫 

に
突
き
つ
け
た
、
と
読
ん
で
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
前
歌
６
番
と
こ
の
７
番
と
は
、
と
も
ど
も
に
前
提
的
基
層
と
な
る
一
首
を
有
し
て
い
た
、
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と
も
見
ら
れ
る
。
聯
繋
の
糸
は
あ
り
、
と
見
做
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

以
下
は
、
付
け
た
り
で
あ
る
。

　

右
『
万
葉
集
』
の
「
よ
」
は
、「
枝
」
と
も
「
花
弁
」
と
も
説
か
れ
、
定
解
を
見
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
言
」
が
「
隠
」
り
得
る
場
所
と
し
て
は
、
い 

ず
れ
も
不
適
格
で
あ
ろ
う
。
ゆ
ら
い
「
よ
」
と
は
、
竹
の
節
と
節
と
の
間
を
表
し
、
そ
こ
か
ら
天
と
地
と
の
間
の
「
世
」
も
、
あ
る
時
と
あ
る
時
と
の
間 

の
「
代
」
も
生
ま
れ
た
と
い
う
。
い
ず
れ
も
同
根
な
の
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
右
の
「
よ
」
も
、
花
弁
と
花
弁
と
の
間
、
と
い
う
理
解
で
、
い
や
理
解 

こ
そ
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。「
重
ぬ
る
よ
」
と
い
う
表
現
に
接
す
る
と
き
、
清
女
に
は
そ
の
こ
と
が
明
確
に
、
認
識
も
イ
メ
ー
ジ
も
さ
れ
て
い
た
と
思 

わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

【
本
文
】

女
の
お
と
ゝ
に
す
む
と
き
く
比
く
ら
つ
か
さ
の
つ
か
ひ
に
て

ま
つ
り
の
日
た
つ
と
も
ろ
と
も
に
の
り
て
物
み
る
と
き
ゝ
て

又
の
日

８　

い
つ
か
た
の
か
さ
し
と
神
の
さ
た
め
け
ん
か
け
か
は
し
た
る
中
の
あ
ふ
ひ
を

【
釈
文
】

妻め

の
お
と
と
に
住
む
と
聞
く
こ
ろ
、「
内く

蔵ら
づ
か
さ寮
の
使
ひ
に
て
、

祭
の
日
、
立
つ
」
と
、「
も
ろ
と
も
に
乗
り
て
、
物
見
る
」
と
聞
き
て
、

又
の
日
、

　
　

い
づ
か
た
の
挿か

ざ
し頭
と
神
の
定さ
だ

め
け
ん
か
け
交か

は
し
た
る
な
か
の
あ
ふ
ひ
を

【
語
釈
】

●
女
の
お
と
ゝ
に
す
む
―
「
女
」
は
「
め
」。
異
本
は
「
め
」
に
作
る
。「
妻
」
を
当
て
る
べ
き
を
「
女
」
と
し
た
可
能
性
は
、
当
然
に
、
あ
る
。「
お
と 

ゝ
」
は
、「
お
と
ひ
と
（
弟
人
・
乙
人
）」
が
ウ
音
便
化
し
た
「
お
と
う
と
」
の
異
形
表
記
。
こ
れ
を
「
お
と
ゞ
」
と
読
ん
で
「
大
殿
」
を
当
て
る
こ
と
も
、

可
と
い
え
ば
可
。
た
だ
し
、「
か
ぐ
や
姫
に
す
み
た
ま
ふ
と
な
」（『
竹
取
物
語
』）
と
い
っ
た
か
た
ち
を
と
る
「
す
む
」
の
用
法
に
徴
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
大
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殿
に
」
と
挟
む
必
要
は
あ
っ
た
の
か
、
そ
も
そ
も
「
女
」
と
「
大
殿
」
と
は
結
び
つ
き
と
し
て
熟
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
不
審
で
あ
る
。
翻
っ
て
、
本 

流
布
本
表
記
を
重
視
し
て
「
女
の
お
と
ゝ
」
の
ま
ま
に
従
い
、
清
女
自
身
の
「
お
と
ゝ
」
た
ち
の
中
で
「
女
の
」、
つ
ま
り
は
「
妹
」
を
意
味
す
る
と
捉 

え
る
か
、「
女
」
か
ら
「
め
」
を
経
由
し
て
「
妻
」
に
作
り
直
し
、
対
者
の
男
の
「
妻
の
妹
」
と
見
做
す
か
、
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
あ
た
り
、【
補 

説
】
で
改
め
て
触
れ
た
い
。
な
お
、『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
七
・
雑
歌
上
・
八
六
八
の
詞
書
に
「
妻
の
お
と
う
と
を
持
て
は
べ
り
け
る
人
に
、
…
…
」 

と
、「
妻
の
妹
」
を
意
味
す
る
例
が
あ
る
。「
す
む
」
は
、
妻
問
い
婚
の
習
俗
の
も
と
で
男
が
女
の
も
と
に
通
い
続
け
る
こ
と
、
を
言
う
。
明
示
さ
れ
て
い 

な
い
そ
の
主
語
は
、
直
前
の
７
番
歌
詞
書
劈
頭
の
「
ひ
と
」
と
読
む
。
す
な
わ
ち
、
前
歌
と
当
歌
と
は
地
続
き
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詞
書
の
構
え
に
徴 

し
て
、
当
歌
も
ま
た
、
噂
を
「
き
ゝ
て
」
の
清
女
の
詠
と
見
る
。
●
き
く
比
―
み
ぎ
前
項
で
触
れ
た
事
由
に
よ
り
、
７
番
歌
詞
書
の
「
…
き
く
を
」
の
「
き 

く
」
と
同
位
同
列
と
見
る
。
清
女
の
特
定
の
対
者
と
な
る
／
な
っ
た
男
＝
「
ひ
と
」
に
係
る
噂
の
多
さ
と
そ
の
諸
相
・
段
階
な
ど
が
透
け
て
見
え
る
恰
好 

で
あ
る
。
●
く
ら
つ
か
さ
の
つ
か
ひ
―
「
く
ら
つ
か
さ
」
は
、
内
蔵
寮
。「
く
ら
れ
う
」
と
も
。
律
令
制
で
中
務
省
に
属
し
た
役
所
で
、
宮
中
の
宝
物
、 

天
皇
・
皇
后
の
装
束
な
ど
を
納
め
る
倉
を
管
理
し
、
祭
祀
の
奉
幣
な
ど
に
当
た
っ
た
。
後
の
「
ま
つ
り
」
と
の
関
連
で
言
え
ば
、『
親
信
卿
記
』
天
延
元 

年
四
月
十
五
日
条
に
「
葵
桂
各
二
折
櫃
、
内
蔵
寮
付
内
侍
所
」
と
見
え
る
の
が
参
考
に
な
る
。「
つ
か
ひ
」
は
、
そ
の
内
蔵
寮
の
担
い
果
た
す
べ
き
役
割 

を
体
し
た
使
者
。
い
わ
ゆ
る
奉
幣
使
で
あ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
は
「
祭
の
使
」
巻
頭
に
、「
殿
よ
り
祭
の
使
出
で
立
ち
た
ま
ふ
。
近
衛
府
の
使
に
は
中
将 

の
君
、
内
蔵
寮
の
使
に
は
内
蔵
頭
か
け
た
る
行
政
、
馬
寮
の
に
は
式
部
卿
の
宮
の
右
馬
の
君
と
出
で
立
ち
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。
●
ま
つ
り
の
日
―
「
ま
つ 

り
」
は
、
賀
茂
祭
。
葵
祭
。
四
月
の
中
の
酉
の
日
に
行
な
わ
れ
た
。
●
た
つ
―
夙
に
人
名
と
見
做
さ
れ
て
き
た
が
、
い
か
が
。
ひ
と
え
に
、「『
…
…
』
と
、 

『
…
…
』
と
…
…
」
と
い
う
同
種
格
並
立
の
構
文
を
見
出
し
得
な
い
ま
ま
に
行
な
わ
れ
て
き
た
、
完
全
な
る
失
当
と
断
じ
て
よ
い
解
釈
で
あ
る
、
と
観
る
。 

｢

出
立
す
る
」
の
意
で
あ
る
。
●
も
ろ
と
も
に
の
り
て
物
み
る
―
「
も
ろ
と
も
に
」
は
、
件
の
「
女
の
お
と
ゝ
」
と
一
緒
に
、
の
意
。「『
君
は
、
い
ざ
た 

ま
へ
。
も
ろ
と
も
に
見
む
よ
』
と
て
、
…
」（『
源
氏
物
語
』「
葵
」
巻
）。「
の
り
て
」
は
、
む
ろ
ん
、
牛
車
に
、
で
あ
る
。「
物
み
る
」
は
、
見
物
す
る
。「
賀 

茂
の
祭
見
に
出
で
た
り
け
る
を
、
…
…
。
こ
れ
は
斎
宮
の
物
見
た
ま
ひ
け
る
車0

に
…
…
」（『
伊
勢
物
語
』
第
一
〇
四
段
）。
●
又
の
日
―
翌
日
。『
枕
草
子
』 

第
二
〇
五
段
に
は
、「
祭
の
還か
へ

さ
、
い
と
を
か
し
」
以
下
、
こ
の
戌
の
日
の
様
子
が
細
叙
さ
れ
て
い
る
。
前
日
か
ら
の
熱
や
空
気
が
な
お
揺
曳
す
る
な
か
、 

清
女
は
「
ひ
と
」
へ
と
一
首
を
放
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
そ
こ
に
は
、
お
の
ず
と
揶
揄
や
皮
肉
の
気
味
合
い
が
隠こ
も

ろ
う
。
前
歌
か
ら
の
連
繫
を
認
め
る 

べ
き
事
由
が
、
こ
こ
に
も
あ
る
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
●
い
つ
か
た
―
事
物
に
つ
い
て
、
ど
れ
。
ど
ち
ら
。
ま
た
、
人
に
つ
い
て
、
ど
な
た
。
ど
の 

人
。
●
か
さ
し
―
挿
頭
。
由
来
、
植
物
の
生
命
力
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
感
染
呪
術
的
な
信
仰
か
ら
生
ま
れ
た
と
さ
れ
、
神
を
招
き
迎
え
幸
福
を
願
う 
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意
味
を
有
し
て
い
た
と
い
う
。
賀
茂
祭
で
は
、
縁
起
物
と
し
て
、
葵
と
桂
と
を
頭
髪
・
衣
服
・
車
の
簾
な
ど
に
懸
け
た
。『
枕
草
子
』
は
第
六
三
段
に
、 

｢
草
は
…
…
葵
、
い
と
を
か
し
。
神
代
よ
り
し
て
、
さ
る
插
頭
と
な
り
け
む
、
い
み
じ
う
め
で
た
し
」
と
見
え
る
。
後
の
「
あ
ふ
ひ
（
葵
）」
の
縁
語
。
● 

か
け
か
は
し
た
る
中
の
あ
ふ
ひ
を
―
「
か
け
」
に
は
、「（
思
い
を
）
懸
け
る
」
と
「（
葵
を
）
掛
け
る
」
の
両
意
を
き
か
せ
る
か
。「
か
は
す
」
は
、
補
助 

動
詞
的
に
用
い
て
、「
お
互
い
に
…
…
す
る
。
…
…
し
合
う
」
の
意
。「
中
」
は
、【
釈
文
】
で
は
仮
名
に
開
い
た
。
こ
れ
も
、「
中
」
と
「
仲
」
の
両
意
を 

込
め
る
か
。「
あ
ふ
ひ
」
は
、
右
の
「
か
さ
し
」
の
項
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
賀
茂
祭
の
時
に
用
い
ら
れ
、
桂
の
枝
と
と
も
に
冠
の
飾
り
と
し
た
り
牛
車 

の
簾
に
挿
し
た
り
し
た
。
よ
っ
て
和
歌
に
お
い
て
は
、「
人
も
み
な
か
つ
ら
か
ざ
し
て
ち
は
や
ぶ
る
神
の
み
あ
れ
に
あ
ふ
ひ
な
り
け
り
」（
貫
之
集
・
巻
第 

二
・
一
三
〇
）、「
行
き
か
へ
る
八や

そ十
氏う
ぢ
び
と人
の
玉
か
づ
ら
か
け
て
ぞ
た
の
む
あ
ふ
ひ
て
ふ
名
を
」（
後
撰
・
巻
第
四
・
夏
・
一
六
一
／
よ
み
人
し
ら
ず
）、「
も
ろ
か 

づ
ら
二
葉
な
が
ら
も
君
に
か
く
あ
ふ
ひ
や
神
の
し
る
し
な
る
ら
ん
」（
後
拾
遺
・
巻
第
十
九
・
雑
五
・
一
一
〇
八
／
入
道
前
大
政
大
臣
）、「
年
を
へ
て
か
け
し
あ 

ふ
ひ
は
か
は
ら
ね
ど
今
日
の
か
ざ
し
は
め
づ
ら
し
き
か
な
」（
詞
花
・
巻
第
二
・
夏
・
五
三
／
大
蔵
卿
長
房
）
な
ど
と
、「
か
く
」「
か
ざ
す
」
な
ど
の
縁
語
と 

と
も
に
詠
ま
れ
た
り
、「
逢
ふ
日
」
と
掛
け
て
詠
ま
れ
た
り
し
た
。
当
歌
も
同
断
で
あ
る
。「
を
」
は
、
詠
嘆
の
終
助
詞
。
な
お
、「
…
…
け
む
…
…
を
」 

の
構
造
を
も
つ
歌
に
、
た
と
え
ば
「
露
を
な
ど
あ
だ
な
る
も
の
と
思
ひ
け
む
わ
が
身
も
草
に
お
か
ぬ
ば
か
り
を
」（
古
今
・
巻
第
十
六
・
哀
傷
・
八
六
〇
／
藤 

原
惟
幹
）
な
ど
が
あ
る
が
、「
を
」
は
ほ
ぼ
等
し
く
逆
説
的
な
意
味
を
担
い
、
ま
た
生
成
す
る
。

【
通
釈
】

〔
あ
の
人
が
〕
妻
の
妹
の
も
と
に
足
し
げ
く
通
っ
て
い
る
と
の
噂
を
聞
い
て
い
た
こ
ろ
、「
内
蔵
寮
の
使
者
と
し
て
、
賀
茂
祭
の
日
に
、
出
立
す
る
」

と
も
、「
女
と
い
っ
し
ょ
に
牛
車
に
乗
っ
て
、
賀
茂
の
祭
見
物
を
し
て
い
た
」
と
も
耳
に
し
て
、
祭
の
翌
日
に
（
詠
ん
だ
歌
）、

８　

い
っ
た
い
賀
茂
の
神
は
ど
ち
ら
の
挿
頭
と
お
決
め
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
が
数
多
の
見
物
客
に
混
じ
っ
て
ど
な
た
か
と
葵
を
掛
け
あ
っ
て

　

い
た
昨
日
を
、
私
は
思
い
を
か
け
合
え
る
仲
の
二
人
と
し
て
逢
え
る
日
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が

―
。

【
補
説
】

　

詞
書
の
い
か
に
も
不
分
明
な
一
首
で
あ
る
。
い
ま
、
右
の
【
通
釈
】
は
、「
女め

の
お
と
ゝ
」
の
「
女
」
を
、「
め
」
を
経
て
「
妻
」
か
ら
転
訛
し
た
も
の 

と
見
て
「
妻
の
お
と
ゝ
」
に
復
し
た
う
え
で
の
、
ま
さ
に
試
解
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
「
妻
」
と
は
、
清
女
と
相
逢
う
こ
と
あ
る
７
番
歌
詞
書
の
「
ひ
と
」 

＝
男
の
妻
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
内く

蔵ら
づ
か
さ寮
の
使
ひ
に
て
、
祭
の
日
、
立
つ
」
と
は
、
そ
の
「
ひ
と
」
す
な
わ
ち
男
の
正
当
な
事
情
説
明
な
の
か
、
そ
れ
と
も
口
実
か
、「
も
ろ
と 
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も
に
乗
り
て
、
物
見
る
」
と
の
周
囲
か
ら
の
情
報
は
真
な
の
か
、
そ
れ
と
も
偽
か
、
そ
の
あ
た
り
の
文
脈
を
最
も
な
め
ら
か
に
、
そ
し
て
生
動
的
に
活
か 

し
う
る
の
は
、
む
し
ろ
「
女
の
お
と
ゝ
」
と
の
本
文
の
ほ
う
で
あ
ろ
う
、
と
も
判
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
清
少
納
言
研
究
史
、
こ
と
に 

そ
の
伝
の
研
究
史
の
成
果
が
、
そ
の
判
断
を
ど
う
や
ら
許
さ
な
い
。
清
女
に
「
妹
は
無
か
っ
た
筈
」（『
全
歌
集
』
二
四
頁
）
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、「
女を

ん
なの
大お
と殿ゞ
」
と
の
本
文
を
も
立
て
得
る
こ
と
、【
語
釈
】
に
既
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
場
合
で
も
「
女め

の
お
と
ゝ
」
の
場
合
と
同
様

の
活
か
し
方
は
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
も
そ
も
の
「
女
の
大
殿
」
な
る
表
現
へ
の
不
審
を
、
こ
れ
も
前
述
し
た
と
お
り
、
拭
い
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
く
て
「
妻
の
お
と
ゝ
」
な
る
本
文
に
拠
る
場
合
に
は
、
妻
―
男
―
清
女
と
い
う
、「
ひ
と
」
を
め
ぐ
っ
て
そ
れ
ま
で
に
存
し
た
三
人
の
関
係
性
の
中 

に
、
あ
ろ
う
こ
と
か
「
妻
の
妹
」
が
加
わ
っ
た
、
い
わ
ば
新
た
な
男
女
の
構
図
の
な
か
か
ら
、
こ
の
８
番
歌
と
い
う
一
首
は
詠
み
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と 

に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
右
の
【
通
釈
】
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
踏
ま
え
た
、
ま
さ
に
試
訳
で
あ
る
。
趣
意
を
、
あ
ち
こ
ち
に
手
を
伸
ば
し
て
い
る
よ
う
だ 

が
最
も
思
い
を
か
け
あ
え
る
一
人
は
定
め
得
て
い
る
の
か
、
と
の
、
清
女
か
ら
「
ひ
と
」
へ
の
迫
近
に
あ
り
と
観
て
の
そ
れ
が
、
一
首
の
真
意
に
ど
こ
ま 

で
達
し
て
い
る
の
か
、
甚
だ
心
許
な
い
。
後
考
に
俟
つ
と
と
も
に
、
斧
鉞
を
乞
う
所
以
で
あ
る
。

【
本
文
】

か
た
ら
ふ
人
の
あ
さ
て
は
か
り
か
な
ら
す
こ
ん
と
い
ひ
し

日
も
み
え
す
久
し
く
な
り
て
お
ほ
つ
か
な
く
な
り
に

け
れ
は
御
心
の
つ
ら
さ
に
な
ら
ひ
に
け
る
な
に
と

か
は
と
い
ひ
た
る
返
事
に

９　

よ
し
さ
ら
は
つ
ら
さ
は
我
に
な
ら
ひ
け
り
た
の
め
て
こ
ぬ
は
誰
か
を
し
へ
し

【
釈
文
】

語
ら
ふ
人
の
、「
明あ

さ

て
後
日
ば
か
り
必
ず
来こ

ん
」
と
言
ひ
し

日
も
見
え
ず
、
久
し
く
な
り
て
お
ぼ
つ
か
な
く
な
り
に

け
れ
ば
、「
御
心
の
つ
ら
さ
に
な
ら
ひ
に
け
る
。
何
と

か
は
」
と
言
ひ
た
る
返

（
か
へ
り
ご
と
）
事
に



14― ―

　
　

よ
し
さ
ら
ば
つ
ら
さ
は
我
に
な
ら
ひ
け
り
頼
め
て
来
ぬ
は
誰
か
教
へ
し

【
語
釈
】

●
か
た
ら
ふ
―
（
→
７
番
歌
参
照
。）
●
は
か
り
―
動
詞
「
は
か
（
計
）
る
」
の
連
用
形
「
は
か
り
」
か
ら
転
じ
て
成
っ
た
副
助
詞
「
ば
か
り
」
で
あ
る
。 

上
代
で
は
大
半
が
「
…
ほ
ど
」
と
い
う
お
よ
そ
の
程
度
・
範
囲
を
表
す
用
法
だ
が
、
平
安
時
代
に
入
る
と
確
定
的
な
表
現
が
増
え
、
特
に
年
齢
や
年
月
・ 

日
数
、
長
さ
や
広
さ
、
量
な
ど
の
数
詞
に
付
く
例
、
ま
た
、「
九
月
ば
か
り
」「
夜
半
ば
か
り
」
な
ど
時
日
に
付
く
例
が
多
く
な
る
と
い
う
。
こ
こ
も
そ
れ 

で
、
曖
昧
さ
の
含
み
を
残
し
つ
つ
も
、
一
応
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
そ
の
日
（
ま
で
）
に
は
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
ろ
う
。
●
こ
ん
―
「
く
（
来
）」
は
、 

話
し
手
が
中
心
と
考
え
る
所
へ
と
、
空
間
的
、
時
間
的
、
心
理
的
に
近
づ
く
こ
と
を
、
話
し
手
の
立
場
で
表
現
す
る
語
。
よ
っ
て
、
現
実
の
動
作
と
し
て 

は
話
し
手
が
行
く
場
合
で
も
、
目
的
地
を
中
心
と
考
え
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
場
所
へ
と
行
く
動
作
が
「
く
（
来
）」
と
表
現
さ
れ
る
。「
か
の
女
、
…
『
…
』 

と
言
ひ
て
見
出
だ
す
に
、
か
ら
う
じ
て
、
大
和
人
、『
来
む
』
と
言
へ
り
。」（『
伊
勢
物
語
』
第
二
三
段
）。
●
お
ほ
つ
か
な
く
な
り
に
け
れ
は
―
「
お
ぼ
つ 

か
な
し
」
は
、
対
象
が
は
っ
き
り
と
は
認
識
で
き
な
い
状
態
を
い
う
語
。
そ
こ
か
ら
、
そ
の
た
め
に
不
安
で
あ
る
、
気
が
か
り
で
あ
る
、
の
意
に
転
じ
た
。 

●
つ
ら
さ
―
相
手
の
仕
打
ち
や
自
ら
の
置
か
れ
た
状
況
に
耐
え
な
が
ら
、
非
情
だ
、
冷
た
い
と
感
じ
る
さ
ま
を
表
す
形
容
詞
「
つ
ら
し
」
か
ら
派
生
し
た 

名
詞
。
冷
淡
さ
。
薄
情
さ
。
耐
え
が
た
さ
。「
…
（
源
氏
）『
…
。
世
に
知
ら
ぬ
御
心
の
つ
ら
さ
も
あ
は
れ
も
浅
か
ら
ぬ
夜
の
思
ひ
出
で
は
さ
ま
ざ
ま
め
づ 

ら
か
な
る
べ
き
た
め
し
か
な
』
と
て
、
…
」（『
源
氏
物
語
』「
箒
木
」
巻
）。
●
な
ら
ひ
に
け
る
―
「
な
ら
ふ
」
は
、「
慣
」
な
い
し
「
馴
」
を
あ
て
、「
な
れ 

る
。
な
じ
む
」
の
意
、「
倣
」
を
あ
て
て
「
ま
ね
る
」
の
意
、
さ
ら
に
は
、「
習
」
を
あ
て
「
学
ぶ
」
の
意
。
つ
づ
く
一
首
に
お
い
て
「
を
し
（
教
）
ふ
」 

と
対
置
し
て
い
る
言
語
状
況
、
そ
も
そ
も
詞
書
が
歌
の
屹
立
す
る
回
路
を
形
成
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
大
前
提
に
鑑
み
れ
ば
、「
習
ふ
」
と
捉
え 

る
べ
き
だ
ろ
う
。「
に
け
る
」
は
、
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
連
用
形
に
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
の
連
体
形
が
接
続
し
た
も
の
。
い
わ
ゆ
る
連
体
止
め 

で
あ
る
。「
人
」
の
、
韜
晦
を
含
む
我
意
を
反
映
す
る
。
●
な
に
と
か
は
―
「
何
と
か
は
見
る
」、「
何
と
か
は
思
ふ
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
、
対
手
に 

向
け
て
、
事
態
の
承
認
・
承
諾
や
何
ら
か
の
回
答
を
迫
る
ば
あ
い
の
口
吻
を
表
わ
す
。
●
よ
し
さ
ら
は
―
不
本
意
な
が
ら
対
手
の
言
い
分
や
既
定
の
事
実 

を
認
め
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
行
動
を
起
こ
そ
う
と
す
る
気
概
や
心
性
を
伝
え
る
表
現
。
ま
あ
よ
い
、
そ
れ
な
ら
ば
。
し
か
た
な
い
、
そ
れ
な
ら
ば
。
和
歌 

で
は
、
た
と
え
ば
『
後
拾
遺
』
に
「
よ
し
さ
ら
ば
待
た
れ
ぬ
身
を
ば
お
き
な
が
ら
月
見
ぬ
君
が
名
こ
そ
を
し
け
れ
」（
巻
第
十
五
・
雑
一
・
八
六
五
／
藤
原
隆 

方
朝
臣
）。
●
た
の
め
て
―
「
た
の
む
」
は
四
段
で
「
頼
り
に
す
る
。
あ
て
に
す
る
。
信
頼
す
る
」、
下
二
段
で
「
頼
み
に
さ
せ
る
。
あ
て
に
さ
せ
る
。
期 

待
さ
せ
る
」
の
意
。
こ
こ
で
の
「
た
の
め
」
は
、
む
ろ
ん
、
後
者
の
連
用
形
。
●
誰
か
を
し
へ
し
―　

｢

を
し
へ
」
は
、「
を
し
（
教
）
ふ
」
の
連
用
形
。 
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結
尾
の
「
し
」
は
、
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形
。
上
の
「
か
」
と
結
ん
で
疑
問
の
構
文
を
形
成
し
て
い
る
。
誰
が
…
し
た
か
、
の
意
。「
を
し
ふ
」 

は
、
前
述
の
と
お
り
、「
学
ぶ
」
の
意
の
「
な
ら
（
習
）
ふ
」
と
の
対
を
成
し
て
、「
教
え
る
。
身
に
つ
け
さ
せ
る
。
告
げ
知
ら
せ
る
」
の
意
。

【
通
釈
】

親
し
く
し
て
い
る
男ひ

と

が
、「
明
後
日
に
は
必
ず
行
く
よ
」
と
言
っ
た
そ
の
日
も
姿
を
現
さ
ず
、
何
日
も
経
っ
て
不
安
に
な
っ
た
と
み
え
て
、「
あ
な

た
の
つ
れ
な
さ
に
学
び
ま
し
た
よ
。
ど
う
で
す
、
い
か
に
も
で
し
ょ
」
と
言
っ
て
よ
こ
し
た
そ
の
返
事
と
し
て
（
詠
ん
だ
歌
）、

９　

え
え
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
で
か
ま
い
ま
せ
ん
、
あ
な
た
の
そ
の
つ
れ
な
さ
は
私
に
習
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。　

で
は
、
お
訊
ね
し
ま
す
が
、

　

あ
て
に
さ
せ
て
お
い
て
来
な
い
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
ど
な
た
が
教
え
た
の
か
し
ら
。

【
補
説
】

　

知
ら
れ
る
と
お
り
、
本
歌
は
、『
後
十
五
番
歌
合
』『
玄
玄
集
』『
金
葉
集
（
三
奏
本
）』『
詞
花
集
』
と
い
っ
た
諸
書
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
事
実 

が
そ
の
ま
ま
本
歌
の
名
歌
た
る
こ
と
を
示
し
証
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
名
歌
」
に
押
し
上
げ
た
核
芯
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
首
か
ら 

直
ち
に
感
知
さ
れ
る
、
言
葉
の
取
り
な
し
の
軽
妙
さ
と
舌
鋒
の
鋭
さ
と
の
併
存
、
言
い
換
え
れ
ば
、
清
女
の
情
意
と
才
知
と
を
も
っ
て
男
へ
と
放
た
れ
た
、 

清
冽
な
る
残
酷
さ
の
厳
存
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
異
本
は
本
歌
を
そ
の
巻
軸
に
据
え
て
い
る
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
『
伊
勢
集
』
で
あ
る
。
仕
え
た
中
宮
温
子
の
崩
御
に
遭
っ
て
詠
ま 

れ
た
伊
勢
の
絶
唱
「
よ
り
あ
は
せ
て
泣
く
ら
ん
声
を
糸
に
し
て
わ
が
涙
を
ば
玉
に
ぬ
か
な
む
」、
他
本
が
同
集
巻
頭
の
「
伊
勢
日
記
」
と
俗
に
称
さ
れ
る 

部
分
閉
じ
め
に
位
置
せ
し
め
て
い
る
そ
れ
を
、
西
本
願
寺
本
は
ま
さ
に
一
巻
の
掉
尾
に
配
し
て
い
た
。
一
篇
の
私
家
集
を
閉
じ
る
に
、
い
ず
れ
の
一
首
を 

用
い
る
か
。
い
ず
れ
の
歌
が
一
篇
を
結
ぶ
の
に
相
応
し
い
か
。
想
像
さ
れ
る
の
は
、
存
外
、
詠
っ
た
本
人
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
歌
人
誰
彼
へ
の
憧
れ
や 

敬
い
か
ら
そ
の
歌
人
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
編
み
た
く
て
編
み
は
じ
め
た
第
三
者
の
、
言
う
な
れ
ば
撰
歌
意
識
の
介
入
で
あ
る
。
そ
の
意
識
が
「
名
歌
」
を 

求
め
、
引
き
寄
せ
て
く
る
の
は
い
か
に
も
自
然
な
成
り
ゆ
き
で
あ
ろ
う
。

　

か
く
て
西
本
願
寺
本
『
伊
勢
集
』
な
り
異
本
『
清
少
納
言
集
』
な
り
に
そ
う
し
た
撰
歌
意
識
の
介
在
を
認
め
得
る
と
し
た
と
き
に
、
翻
っ
て
本
流
布
本 

に
お
け
る
当
歌
の
あ
て
が
わ
れ
た
位
置
の
、
い
か
に
も
の
さ
り
気
な
さ

0

0

0

0

0

は
、
そ
こ
に
は
ま
た
あ
る
と
す
れ
ば
別
様
の
撰
集
意
識
が
、
し
か
も
清
女
本
人
の 

そ
れ
が
遺の
こ

っ
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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【
本
文
】

宮
の
あ
ま
た
殿
に
お
は
し
ま
す
比
さ
ね
か
た
の

中
将
ま
い
り
給
て
お
ほ
か
た
に
物
な
と
の
た
ま

ふ
に
さ
し
よ
り
て
わ
す
れ
た
ま
ひ
に
け
り
な
と
い
へ
と
い

ら
へ
も
せ
て
た
ち
に
け
る
す
な
は
ち
い
ひ
を
く
り

た
ま
へ
る

10　

わ
す
れ
す
や
ま
た
わ
す
れ
す
よ
か
は
ら
や
の
下
た
く
煙
下
む
せ
ひ
つ
ゝ

【
釈
文
】

宮
の
粟
田
殿
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
実
方
の

中
将
参
り
た
ま
ひ
て
、
お
ほ
か
た
に
も
の
な
ど
の
た
ま

ふ
に
、
さ
し
寄
り
て
、「
忘
れ
た
ま
ひ
に
け
り
な
」
と
言
へ
ど
、
答い

ら

へ
も
せ
で
立
ち
に
け
る
す
な
は
ち
、
言
ひ
送
り

た
ま
へ
る

　
　

忘
れ
ず
や
ま
た
忘
れ
ず
よ
瓦か

は
ら
や屋
の
下
焚た

く（
け
ぶ
り
）
煙
下
む
せ
び
つ
つ

【
語
釈
】

●
宮
―
中
宮
定
子
。
●
あ
ま
た
殿
―
「
あ
ま
た
」
を
一
語
の
副
詞
と
見
る
方
途
は
、
文
意
通
じ
が
た
く
、
放
棄
す
る
ほ
か
あ
る
ま
い
。
今
は
、「
ま
（
満
）」 

を
「
は
（
波
）」
の
誤
写
と
み
る
『
全
歌
集
』
に
従
い
、「
あ
ま
た
」
は
「
あ
は
た
」
が
本
来
で
あ
っ
た
と
し
て
お
く
。
果
た
し
て
「
粟
田
殿
」
は
、
こ
れ 

も
『
全
歌
集
』
が
そ
の
蓋
然
性
を
示
し
た
、
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
二
月
初
旬
に
積
善
寺
供
養
の
た
め
に
定
子
が
滞
在
し
た
、
東
三
条
院
は
東
側
の
二
条 

北
院
の
仮
初
の
呼
称
、
と
す
る
に
如
く
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
る
い
は
、
中
宮
の
父
道
隆
の
山
荘
（『
歌
人
抄
』）
と
す
べ
き
か
。
ち
な
み
に
、
正
暦
五
年
の 

こ
と
と
す
れ
ば
、
初
出
仕
が
正
暦
四
年
の
暮
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
清
女
に
と
っ
て
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
頃
の
こ
と
と
な
る
。
●
さ 

ね
か
た
の
中
将
―
「
さ
ね
か
た
」
は
、
藤
原
実
方
。
生
年
は
不
詳
。
藤
原
北
家
師
尹
の
孫
。
定
時
の
男
。
そ
の
定
時
の
早
逝
に
よ
っ
て
か
、
済
時
の
養
子 

に
。
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
春
、
任
右
近
衛
中
将
。
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
正
月
、
陸
奥
守
に
任
じ
ら
れ
九
月
に
赴
任
、
同
四
年
十
二
月
、
同
地
に
て
没 
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し
た
。
中
古
三
十
六
歌
仙
の
一
人
。『
拾
遺
集
』
以
下
の
勅
撰
集
に
六
十
七
首
入
集
。
●
お
ほ
か
た
に
―
形
容
動
詞
「
お
ほ
か
た
な
り
」
の
連
用
形
。
と 

お
り
い
っ
ぺ
ん
に
。
ひ
と
と
お
り
。
ふ
つ
う
に
。
●
さ
し
よ
り
て
―
「
さ
し
」
は
接
頭
語
。「
さ
し
よ
る
」
で
、
近
づ
く
、
近
寄
る
、
の
意
。
●
わ
す
れ 

た
ま
ひ
に
け
り
な
―
「
に
け
り
」
は
既
出
（
８
番
歌
参
照
）。「
な
」
は
、
い
わ
ゆ
る
念
押
し
の
終
助
詞
。
対
手
に
呼
び
か
け
、
自
分
の
気
持
ち
を
訴
え
る 

語
感
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
発
言
は
、「
い
へ
と
」
す
な
わ
ち
「
言
へ
ど
」
と
、
無
敬
語
表
現
で
承
け
ら
れ
て
い
る
の
に
徴
し
て
、
清
女
の
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、「
さ
し
よ
」
っ
た
の
も
ま
た
、
彼
女
で
あ
る
。
●
い
ら
へ
も
せ
て
―
「
い
ら
へ
」
は
、
動
詞
「
い
ら
ふ
」
の
連
用
形
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
転
成
名 

詞
で
あ
る
。
返
事
。
応
答
。
な
お
、「
い
ら
ふ
」
の
類
義
語
「
こ
た
ふ
」
が
、
問
い
か
け
に
ま
と
も
に
答
え
る
意
で
あ
る
の
に
対
し
、「
い
ら
ふ
」
は
、
適 

当
に
あ
し
ら
っ
て
、
い
ち
お
う
返
事
を
す
る
意
、
と
い
う
。「
も
」
は
係
助
詞
。
こ
こ
で
は
強
意
・
強
調
の
働
き
。「
せ
」
は
、
サ
変
動
詞
「
す
」
の
未
然 

形
。「
て
」
は
、
い
わ
ゆ
る
打
消　

接
続
の
接
続
助
詞
「
で
」。
総
じ
て
、
何
の
返
事
も
せ
ず
に
、
の
意
。「
い
と
は
づ
か
し
と
思
ひ
て
い
ら
へ
も
せ
で
ゐ 

た
る
を
」（『
伊
勢
物
語
』
第
六
二
段
）。
●
た
ち
に
け
る
す
な
は
ち
―
「
た
つ
」
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
種
々
の
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
そ
の
場 

を
後
に
す
る
。
立
ち
去
る
」
の
意
。「
す
な
は
ち
」
は
、
元
来
、
即
時
・
即
刻
の
意
の
名
詞
だ
が
、
意
味
の
上
か
ら
、
た
だ
ち
に
、
の
意
の
副
詞
と
な
っ 

た
。
…
す
る
と
す
ぐ
に
。
…
す
る
や
否
や
。
…
す
る
か
し
な
い
か
の
間
も
な
く
。「
…
幼
き
人
を
呼
び
出
で
て
、『
…
』
な
ど
言
ひ
お
き
て
、
出
で
に
け
る 

す
な
は
ち
、
は
ひ
入
り
て
、
…
」（『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
／
康
保
三
年
八
月
）、「
…
人
の
も
の
言
ふ
聞
き
な
ど
す
る
す
な
は
ち
、
帰
り
来
て
…
」（『
枕
草
子
』
第 

七
七
段
）。
●
い
ひ
を
く
り
―
「
を
く
り
」
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
従
え
ば
「
お
く
り
」。「
言
ひ
送
る
」
で
、
手
紙
や
伝
言
な
ど
で
意
思
を
言
い
伝
え 

る
こ
と
。
言
い
や
る
こ
と
。
●
わ
す
れ
す
や
―
異
本
は
「
わ
す
れ
す
よ
」
に
作
る
が
、
当
流
布
本
本
文
の
ま
ま
に
従
う
。【
釈
文
】
の
と
お
り
、「
忘
れ
ず 

や
」
の
謂
い
で
あ
る
。「
や
」
は
、
不
確
か
な
こ
と
を
対
手
に
問
う
意
を
表
わ
す
、〈
疑
問
〉
の
係
助
詞
の
文
末
用
法
な
い
し
終
助
詞
と
も
、
詠
嘆
や
呼
び 

か
け
を
表
わ
す
終
助
詞
な
い
し
間
投
助
詞
と
も
、
い
ず
れ
も
把
捉
は
可
。
前
者
に
拠
れ
ば
、「
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
か
」、
後
者
に
従
え
ば
、「
忘

れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
ね
」、
の
意
。
今
は
、
つ
づ
く
第
二
句
の
「
ま
た
わ
す
れ
す
よ
」
と
の
呼
吸
か
ら
、
後
者
と
判
断
す
る
。
●
ま
た
わ
す
れ
す 

よ
―
「
ま
た
」
は
、
対
等
・
同
格
の
事
柄
を
並
べ
る
用
法
と
し
て
の
接
続
詞
。
こ
ち
ら
も
ま
た
、
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
。「
わ
す
れ
す
よ
」
は
、【
釈
文
】
の
と 

お
り
、「
忘
れ
ず
よ
」。「
よ
」
は
、
先
の
「
や
」
と
並
列
に
構
え
ら
れ
た
間
投
助
詞
。
呼
び
か
け
・
念
押
し
や
強
調
な
ど
、
対
手
に
注
目
さ
せ
て
き
わ
だ 

た
せ
た
り
、
知
ら
せ
た
り
す
る
意
を
表
わ
す
。「
私
も
ま
た
忘
れ
て
は
い
ま
せ
ん
と
も
」、
と
い
っ
た
意
に
な
ろ
う
。
●
か
は
ら
や
の
―
「
か
は
ら
や
」
は
、 

瓦
屋
。
瓦
舎
。
和
名
抄
に
「
窯
賀
波
良
夜
焼
レ
瓦
竈
也
」
と
あ
る
の
に
拠
れ
ば
、
瓦
を
焼
く
竈か
ま
ど
だ
が
、
歌
の
実
例
に
即
せ
ば
、
そ
の
竈
の
あ
る
建
物
、
小
屋
と

見
ら
れ
な
く
も
な
い
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
煙
が
こ
も
る
も
の
・
場
で
あ
る
ゆ
え
に
、「
む
せ
ぶ
」「
煙
」
な
ど
の
縁
語
と
し
て
恋
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
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い
。「
わ
が
心
か
は
ら
む
も
の
か
か
は
ら
や
の
下
た
く
け
ぶ
り
わ
き
か
へ
り
つ
つ
」（『
長
能
集
』
二
九
。
後
拾
遺
・
巻
第
十
四
・
恋
四
・
八
一
八
／
長
能
）。
●
下
た
く
煙

―
「
下
た
く
」
の
「
た
く
」
に
は
、
一
般
に
「
焚
」
を
当
て
る
。
火
が
上
に
燃
え
上
が
ら
な
い
で
、
下
で
く
す
ぶ
っ
て
い
る
、
の
意
。
表
に
現
れ
な
い
で
心

の
底
で
も
の
を
思
う
こ
と
、
恋
の
思
い
に
秘
か
に
胸
を
こ
が
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
譬
え
て
い
う
。「
―
煙
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
、
そ
の
よ
う
に
、

下
で
く
す
ぶ
っ
て
い
る
煙
。
●
下
む
せ
ひ
つ
ゝ
―
「
む
せ
ひ
」
は
「
む
せ
び
」。「
咽
」
を
当
て
る
。
元
来
は
、
た
と
え
ば
水
が
、
川
の
下
部
に
、
特
有
の
音

を
立
て
て
底
流
す
る
の
意
、
あ
る
い
は
煙
が
竈
や
小
屋
の
下
部
に
底
流
し
、
こ
も
り
つ
づ
け
る
の
意
か
。
そ
こ
か
ら
、
そ
う
し
た
忍
び
音
を
立
て
る
水
の
よ

う
に
、
あ
る
い
は
底
流
し
て
こ
も
る
煙
の
よ
う
に
、
人
目
を
忍
ん
で
泣
く
、
あ
る
い
は
人
知
れ
ず
心
の
中
で
咽む

せ

ぶ
、
そ
の
よ
う
な
人
の
さ
ま
を
譬
え
て
言
う

表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
。
と
も
あ
れ
、「
下
む
せ
ぶ
」
と
は
、
声
を
忍
ば
せ
て
咽
び
泣
く
、
人
知
れ
ず
声
を
つ
ま
ら
せ
て
泣
く
、
の
意

で
あ
る
。「
つ
ゝ
」
は
、
反
復
の
意
を
表
わ
す
。
同
時
並
行
で
は
な
い
。
…
て
は
、
ま
た
…
て
。
何
度
も
…
て
。

【
通
釈
】

中
宮
が
粟
田
殿
に
お
住
ま
い
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
実
方
の
中
将
が
参
上
な
さ
っ
て
、
と
お
り
い
っ
ぺ
ん
に
挨
拶
な
ど
な
さ
る
の
で
、（
簾
の
も
と
に
） 

近
寄
っ
て
、「
私
の
こ
と
、
も
う
お
忘
れ
に
な
っ
た
の
で
す
ね
」
と
囁
い
た
の
に
、
返
事
も
し
な
い
で
立
ち
去
っ
た
、
と
思
っ
た
途
端
、
送
っ
て 

お
よ
こ
し
に
な
っ
た
（
歌
）、

10　

お
忘
れ
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。
私
も
ま
た
忘
れ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
よ
。
瓦
屋
で
焚
く
煙
が
こ
も
り
つ
づ
け
る
よ
う
に
、
心
の
中
で
何
度
も
咽

　

ん
で
は
ま
た
咽
び
し
て

―
。

【
補
説
】

　

清
女
と
実
方
と
の
関
係
が
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
諸
書
に
よ
っ
て
確
認
し
得
る
こ
と
、
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

 

『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
四
・
恋
四
・
八
五
〇

 

元
輔
が
婿
に
な
り
て
朝
に 

藤
原
実
方
朝
臣

　
　

時
の
間
も
心
は
空
に
な
る
も
の
を
い
か
で
過
ぐ
し
し
昔
な
る
ら
む

 

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
二
・
恋
二
・
七
〇
七

 

清
少
納
言
、
人
に
は
知
ら
せ
で
絶
え
ぬ
中
に
て
侍
り
け
る
に
、
久
し

 

う
お
と
づ
れ
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
よ
そ
く
に
て
物
な
ど
言
ひ
侍
け
り
、
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女
さ
し
寄
り
て
、
忘
れ
に
け
り
な
ど
言
ひ
侍
け
れ
ば
よ
め
る 

（
藤
原
実
方
朝
臣
）

　
　

忘
れ
ず
よ
ま
た
忘
れ
ず
よ
瓦
屋
の
し
た
た
く
け
ぶ
り
下
む
せ
び
つ
ゝ

 

『
実
方
集
』
一
八
一
・
一
八
二

 
元
輔
が
む
す
め
の
、
中
宮
に
さ
ぶ
ら
ふ
を
、
お
ほ
か
た
に
て
い
と

 

な
つ
か
し
う
語
ら
ひ
て
、
人
に
は
知
ら
せ
ず
絶
え
ぬ
仲
に
て
あ
る

 

を
、
い
か
な
る
に
か
、
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
を
、
お
ほ
ぞ
う
に
て

 

も
の
な
ど
い
ふ
に
、
女
さ
し
よ
り
て
、「
忘
れ
給
ひ
に
け
る
よ
」

 

と
い
ふ
。
い
ら
へ
は
せ
で
、
立
ち
に
け
り
、
す
な
は
ち

　
　

忘
れ
ず
よ
ま
た
忘
れ
ず
よ
か
は
ら
や
の
下
焚
く
煙
し
た
む
せ
び
つ
つ

 

返
し 

清
少
納
言

　
　

葦
屋
の
下
焚
く
煙
つ
れ
な
く
て
絶
え
ざ
り
け
る
も
な
に
に
よ
り
て
そ

　

右
の
う
ち
、
た
と
え
ば
『
拾
遺
集
』
の
異
本
が
全
く
別
の
作
者
を
伝
え
て
い
る
事
実
を
も
っ
て
し
て
も
、
二
人
の
関
係
が
無
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
に 

は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。【
語
釈
】
の
項
で
も
少
し
く
述
べ
た
と
お
り
、
清
女
が
定
子
の
許
に
出
仕
し
た
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
冬
以
降
、
実
方
が
陸
奥
に 

下
向
す
る
こ
と
に
な
る
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
九
月
ま
で
の
間
に
、「
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
」
時
間
を
も
抱
え
な
が
ら
、
短
時
日
の
う
ち
に
燃
え
さ
か
る 

よ
う
な
恋
の
時
を
経
た
と
見
て
、
お
そ
ら
く
間
違
い
は
な
く
、
同
時
に
ま
た
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
秘
匿
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
側
面
を
持
つ
関
係 

な
い
し
恋
愛
で
あ
っ
た
こ
と
も
動
か
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
状
況
下
の
、
い
ず
れ
か
の
時
点
で
詠
出
さ
れ
た
当
歌
が
、
見
ら
れ
る
と
お
り
、『
後
拾
遺
』
や
『
実
方
集
』
の
伝
え
る
「
忘
れ
ず
よ
」
の
畳 

み
か
け
で
は
な
く
「
忘
れ
ず
や
」
の
初
句
を
披
瀝
し
て
い
る
一
点
は
、
そ
れ
相
応
に
貴
重
で
あ
る
と
は
言
え
ま
い
か
。

　

｢

忘
れ
ず
よ
」
の
畳
み
か
け
が
内
包
す
る
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
滲
む
、
実
方
の
焦
り
の
色
も
さ
り
な
が
ら
、「
忘
れ
ず
や
」
と
清
女
に
擦
り
寄
ら
ぬ
わ 

け
に
は
ゆ
か
ぬ
い
じ
ら
し
さ
も
ま
た
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
実
方
側
に
こ
そ
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
を
裏
打
ち
し
、
一
方
で
は
詞
書
の
伝
え
る 

状
況
、
す
な
わ
ち
無
視
し
た
か
に
見
せ
て
そ
の
場
で
の
接
触
を
回
避
し
て
お
い
て
、
即
き
び
す
を
返
し
て
詠
歌
に
及
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
、
実
方 

の
そ
う
し
た
位
境
な
り
心
意
な
り
に
見
合
う
も
の
と
観
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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【
本
文
】

返
し

11　

し
つ
の
を
は
下
た
く
煙
つ
れ
な
く
て
た
え
さ
り
け
る
も
な
に
ゝ
よ
り
そ
も

【
釈
文
】

返
し

　
　

賤し
づ

の
男を

は
下
焚た

く
煙
（
け
ぶ
り
）つ
れ
な
く
て
絶
え
ざ
り
け
る
も
何
に
よ
り
そ
も

【
語
釈
】

●
し
つ
の
を
―
賤
の
男
。（
貴
族
か
ら
見
て
）
身
分
の
低
い
男
。「
賤
の
男
が
し
ば
か
り
み
だ
る
鳥と

や屋
の
野
に
け
さ
ぞ
霞
は
た
な
び
き
に
け
る
」（『
堀
河
院
百 

首
』
春
部
・
三
八
）、「
賤
の
男
の
そ
と
も
に
た
つ
る
か
や
り
火
の
下
に
こ
が
れ
て
よ
を
や
す
ぐ
さ
ん
」（
同
上
・
夏
部
・
四
九
五
）
な
ど
、
歌
々
に
よ
っ
て
、 

そ
の
指
し
示
す
具
体
は
農
夫
・
木
樵
・
炭
焼
な
ど
、
区
々
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
実
方
の
贈
歌
に
用
い
ら
れ
た
「
瓦か
は
ら
や屋
」
を
承
け
て
い
る
と
見
れ
ば
、
瓦 

焼
き
に
従
事
す
る
男
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
●
つ
れ
な
く
て
―
「
つ
れ
な
し
」
は
、「
連
無
し
」
で
、
関
係
が
な
い
さ
ま
、
関
わ
ら
な
い
さ
ま
を
い
う 

の
が
原
義
。
他
か
ら
影
響
さ
れ
な
い
さ
ま
を
客
観
的
に
い
う
語
。
平
然
と
し
て
い
る
。
そ
し
ら
ぬ
顔
だ
。「
…
、
い
さ
さ
か
、
何
と
も
思
ひ
た
ら
ず
、
つ 

れ
な
き
も
、
い
と
ね
た
き
を
。」（『
枕
草
子
』
第
七
七
段
）。
た
だ
し
恋
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
多
く
、
働
き
か
け
て
無
視
さ
れ
た
側
の
不
満
や
恨
み
の
情 

を
い
う
の
に
用
い
ら
れ
る
。
冷
淡
だ
。
薄
情
だ
。
こ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
「
潮し
ほ

た
る
る
わ
が
身
の
か
た
は
つ
れ
な
く
て
異こ
と
う
ら浦
に
こ
そ
け
ぶ
り
立
ち
け
れ
」 

（
後
拾
遺
・
巻
第
十
一
・
恋
一
・
六
二
六
／
道
命
法
師
）
の
そ
れ
と
同
断
に
、
掛
詞
と
し
て
両
意
を
表
わ
す
べ
く
位
置
し
て
い
る
。
●
た
え
さ
り
け
る
も
―
「
た 

え
」
は
、「
絶
ゆ
」
の
未
然
形
。「
煙
」
の
縁
語
。「
さ
り
」
は
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
用
形
「
ざ
り
」。「
も
」
は
、
強
意
の
係
助
詞
。
●
そ
も
― 

平
安
時
代
に
は
既
に
「
ぞ
も
」
で
あ
っ
た
と
も
。
終
助
詞
（
係
助
詞
と
も
）
の
「
そ
」
＋
終
助
詞
「
も
」
で
、
文
末
な
い
し
歌
末
に
あ
っ
て
、
疑
問
の
語 

を
上
に
伴
い
、
詠
嘆
を
込
め
た
疑
問
の
意
を
表
わ
す
。（
い
っ
た
い
）
…
な
の
か
な
あ
。「
何
事
も
こ
た
へ
ぬ
こ
と
と
な
ら
ひ
に
し
人
と
し
る
し
る
と
ふ
や 

誰
ぞ
も
」（『
公
任
集
』
五
四
二
）、「
ま
が
ね
だ
に
と
く
と
い
ふ
な
る
五
月
雨
に
な
に
の
い
は
き
の
な
れ
る
君
そ
も
」（『
能
因
集
』
三
）。

【
通
釈
】

返
歌

11　

瓦
焼
夫
は
小
屋
に
立
ち
こ
め
る
煙
に
も
平
然
と
し
て
い
て
、
く
す
ぶ
る
火
が
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
さ
て
、
あ
な
た
が
こ
れ
だ
け
私
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に
つ
れ
な
く
し
て
お
い
て
、
そ
れ
で
い
て
心
の
な
か
の
思
い
の
火
が
消
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
ど
な
た
の
存
在
に
よ
っ
て
な
の

　

か
し
ら
。

【
補
説
】

　

よ
く
知
ら
れ
た
や
り
と
り
で
あ
り
な
が
ら
、
殊
に
こ
の
清
女
の
返
歌
は
十
分
な
解
を
与
え
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
賤
の
男
が 

瓦
を
焼
く
小
屋
で
は
立
ち
込
め
る
煙
は
さ
り
気
な
い
様
子
な
が
ら
、
い
つ
も
絶
え
な
か
っ
た
の
は
何
の
た
め
で
し
ょ
う
。
私
と
て
心
中
の
思
い
を
表
に
出 

さ
ず
ず
っ
と
思
い
を
燃
し
て
き
た
の
は
、
ど
な
た
の
せ
い
で
し
ょ
う
」（『
歌
人
抄
』）、「
下
で
燃
え
て
い
る
煙
が
、
表
面
に
は
（
燃
え
て
い
る
と
も
）
見
え 

な
く
て
、
消
え
て
し
ま
わ
な
い
と
い
う
の
も
（
い
っ
た
い
）
何
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
か
。」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
安
私
家
集
』）、「
瓦
焼
く
、 

葦
葺
き
小
屋
の
煙
の
よ
う
に
、
そ
知
ら
ぬ
様
子
で
立
ち
（
上の
ぼ

り
）、
そ
れ
で
「
忘
れ
て
い
な
い
」
だ
な
ん
て
、
一
体
ど
う
し
て
言
え
る
の
か
し
ら
。」（『
歌 

人
選
』）、「
そ
ん
な
に
く
す
ぶ
る
思
い
な
ら
、
も
う
こ
れ
ま
で
と
も
思
う
の
に
、
な
ぜ
か
縁
が
切
れ
な
い
の
は
何
な
の
」（
馬
場
あ
き
子
『
日
本
の
恋
の
歌
～ 

恋
す
る
黒
髪
～
』）
と
、
い
ず
れ
も
隔
靴
掻
痒
の
憾
み
が
遺
る
、
せ
っ
か
く
の
贈
答
が
贈
答
に
な
り
き
ら
ぬ
理
解
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
よ
う
。

　

咽
び
泣
く
ほ
ど
の
思
い
を
抱
き
つ
づ
け
て
き
た
と
お
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
、
ど
こ
の
ど
な
た
に
向
け
て
い
ら
し
た
の
か
し
ら

―
答
歌
は
、
そ
う
切
り
返 

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
９
番
歌
と
同
断
の
詠
み
口
を
有
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
私
た
ち
が
そ
こ
に
連
繋
の
糸
の
存
在
を
認
め
得
る 

ば
あ
い
の
証
左
で
あ
る
、
と
も
言
え
よ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
実
方
と
清
女
と
は
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
思
い
を
寄
せ
る
〈
男
〉
の
歌
と
、
は
ぐ
ら
か
し
切
り 

返
す
〈
女
〉
の
歌
と
い
う
、
典
型
的
な
贈
答
歌
を
詠
み
合
う
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
形
姿
の
点
綴
を
か
く
流
布
本
が
有
し
て
い
る
と
い
う
こ 

と
に
、
改
め
て
注
意
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

翻
っ
て
『
枕
草
子
』
は
、
第
三
二
段
（「
小
白
川
と
い
ふ
所
は
」
の
段
）・
第
八
五
段
（「
宮
の
、
五
節
い
だ
さ
せ
た
ま
ふ
に
」
の
段
）
に
、
い
ず
れ
も
い
わ
ば 

好
意
的
に
「
実
方
」
を
描
い
て
は
い
る
も
の
の
、
二
人
の
関
係
に
は
、
金
輪
際
、
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
加
う
る
に
、『
枕
草
子
』
は
三
巻
本
に 

お
い
て
、
跋
文
を
除
け
ば
そ
の
掉
尾
、
第
二
九
八
段
を
、

　
　
「
ま
こ
と
に
や
、
や
が
て
は
下
る
」
と
い
ひ
た
る
人
に
、

　
　
　

思
ひ
だ
に
か
か
ら
ぬ
山
の
さ
せ
も
ぐ
さ
誰
か
い
ぶ
き
の
さ
と
は
告
げ
し
ぞ

と
、
か
の
「
か
く
と
だ
に
え
や
は
伊
吹
の
さ
し
も
草
さ
し
も
知
ら
じ
な
燃
ゆ
る
思
ひ
を
」
な
る
実
方
詠
を
十
分
に
彷
彿
と
さ
せ
な
が
ら
、
つ
い
に
、
背
景 

に
あ
っ
た
は
ず
の
実
情
や
具
体
を
、
言
い
得
べ
く
ん
ば
秘
匿
し
お
お
せ
て
閉
じ
て
い
た
。
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そ
の
意
味
で
、
流
布
本
『
清
少
納
言
集
』
は
、
み
ぎ
章
段
の
い
わ
ば
前
夜
ま
で
の
実
方
と
の
私
的
関
係
を
、
む
し
ろ
し
か
と

0

0

0

刻
み
つ
け
る
こ
と
を
こ
そ 

附
託
さ
れ
た
面
持
ち
を
呈
し
て
い
る
の
だ
と
読
み
得
る
こ
と
を
、
１
番
歌
の
【
補
説
】
に
ひ
き
つ
づ
き
、
こ
こ
で
改
め
て
陳
べ
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
な
ら
ば
そ
の
託
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
実
践
・
実
行
は
、
奈
辺
で
い
か
よ
う
に
為
さ
れ
て
い
く
の
か
、
い
よ
い
よ
注
視
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
よ 

う
で
あ
る
。

【
本
文
】

人
ゆ
い
ま
へ
に
や
ま
と
人
な
ん
ゆ
く
と
い
ひ
た
る
に

12　

こ
ゝ
な
か
ら
ほ
と
ふ
る
た
に
も
あ
る
物
を
い
と
ゝ
と
を
ち
の
里
な
き
か
せ
そ

【
釈
文
】

人
、「
維
摩
会
に
、
大
和
へ
な
ん
行
く
」
と
言
ひ
た
る
に
、

　
　

こ
こ
な
が
ら
ほ
ど
ふ
る
だ
に
も
あ
る
も
の
を
い
と
ど
と
を
ち
の
里
な
聞
か
せ
そ

【
語
釈
】

●
ゆ
い
ま
へ
―
「
へ
」
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
拠
れ
ば
「
ゑ
」。
維
摩
会
。『
維
摩
経
』
に
つ
い
て
講
義
と
問
答
を
行
う
法
会
。
興
福
寺
講
堂
で
の
そ
れ
が 

著
名
で
、
特
に
平
安
朝
に
は
最
も
権
威
の
あ
る
法
会
で
あ
っ
た
。
十
月
十
日
か
ら
藤
原
鎌
足
の
忌
日
で
あ
る
十
六
日
ま
で
行
わ
れ
る
の
が
恒
例
。
興
福
寺 

は
大
和
国
、
現
在
の
奈
良
県
は
奈
良
市
登
大
路
町
に
あ
る
寺
。
な
お
、
平
安
遷
都
ま
で
の
寺
名
は
厩
坂
寺
で
、
同
国
高
市
郡
厩
坂
（
現
在
の
奈
良
市
橿
原 

市
）
に
あ
っ
た
。
●
や
ま
と
人
―
「
人
」
は
、
上
の
「
と
」
か
ら
の
運
筆
で
、
ほ
ん
ら
い
「
へ
」
で
あ
っ
た
も
の
が
あ
る
段
階
で
見
誤
ら
れ
て
「
人
」
と 

書
写
さ
れ
来
た
っ
た
、
と
見
て
、【
釈
文
】
で
は
「
へ
」
と
改
め
た
。「
や
ま
と
」
は
、
今
の
奈
良
県
の
旧
国
名
。
大
和
国
。
●
こ
ゝ
な
か
ら
―
代
名
詞
「
こ 

こ
」
と
接
続
助
詞
「
な
が
ら
」
と
か
ら
成
る
連
語
。
こ
こ
に
い
る
状
態
の
ま
ま
で
。
こ
こ
に
い
な
が
ら
。
散
文
に
し
ば
し
ば
見
受
け
る
表
現
だ
が
、
和
歌 

で
は
た
と
え
ば
外
な
ら
ぬ
『
実
方
集
』
に
、「
こ
こ
な
が
ら
袖
ぞ
つ
ゆ
け
き
草
枕
と
を
ち
の
里
の
旅
寝
と
お
も
へ
ば
」（
二
五
七
）
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
● 

ほ
と
ふ
る
た
に
も
―
「
ほ
と
」
は
、
名
詞
「
程
」。
ゆ
ら
い
、
経
過
し
て
ゆ
く
時
間
の
意
。
一
定
の
時
間
歩
く
こ
と
か
ら
距
離
・
広
さ
を
表
す
意
に
、
時 

間
の
推
移
に
伴
っ
て
物
事
が
変
化
す
る
こ
と
か
ら
人
間
の
年
齢
や
身
分
、
物
事
の
程
度
・
状
態
を
表
す
意
に
と
、
広
汎
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

こ
こ
で
は
、
下
接
す
る
「
ふ
る
」
が
、
動
詞
「
経ふ

」
の
連
体
形
「
経
る
」
と
地
名
「
布
留
」
と
の
重
層
す
る
文
脈
を
生
成
す
る
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
時
間 
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と
空
間
と
の
両
意
を
交
叉
さ
せ
る
。「
ふ
る
」
は
上
述
の
と
お
り
、「
経
る
」
に
「
布
留
」
を
響
か
せ
る
表
現
。
布
留
は
、
大
和
国
の
歌
枕
。
現
在
の
奈
良 

県
天
理
市
布
留
町
・
石
上
町
の
地
域
。「
た
に
も
」
は
、
副
助
詞
「
だ
に
」
＋
係
助
詞
「
も
」。
こ
こ
で
は
、「
…
さ
え
も
」
の
意
。
●
あ
る
も
の
を
―
「
も 

の
を
」
は
、
形
式
名
詞
「
も
の
」
に
間
投
助
詞
な
い
し
接
続
助
詞
「
を
」
が
付
い
て
一
語
化
し
た
接
続
助
詞
。
こ
こ
は
逆
接
の
確
定
条
件
を
表
す
。
…
の 

に
。
…
け
れ
ど
も
。
●
い
と
ゝ
―
い
と
ど
。「
い
と
い
と
」
の
変
化
し
た
語
。
甚
だ
し
さ
が
い
っ
そ
う
増
す
意
を
表
す
。「（
た
だ
で
さ
え
…
な
の
に
）
そ
の 

う
え
」
の
意
。
●
と
を
ち
の
里
―
一
般
に
「
十
市
」
の
漢
字
を
当
て
、
大
和
国
の
歌
枕
。
現
在
の
奈
良
県
橿
原
市
十
市
町
付
近
を
中
心
と
す
る
地
域
。
和 

歌
で
は
、「
ト
オ
」
の
音
か
ら
「
遠と
ほ

し
」
を
引
き
寄
せ
、
遠
路
な
い
し
遠
地
を
掛
け
て
詠
む
の
が
一
般
的
。「
暮
れ
ば
と
く
行
き
て
語
ら
む
あ
ふ
こ
と
の
と 

を
ち
の
里
の
住
み
憂
か
り
し
も
」（
拾
遺
・
巻
第
十
八
・
雑
・
一
一
九
七
）
や
前
掲
の
『
実
方
集
』
の
「
こ
こ
な
が
ら
…
」
な
ど
、
逢
う
ま
で
の
間
遠
や
逢
い 

難
い
遠
さ
と
い
っ
た
意
に
掛
け
る
修
辞
次
元
の
も
の
が
多
い
。
●
な
き
か
せ
そ
―
「
な
」
は
副
詞
。
下
の
終
助
詞
「
そ
」
と
呼
応
し
て
の
「
な
…
そ
」
は
、 

言
う
ま
で
も
な
く
禁
止
を
表
す
。
…
し
な
い
で
く
れ
。「
き
か
せ
」
は
、「
聞
か
せ
る
」
の
意
の
動
詞
「
聞
か
す
」（
下
二
段
活
用
）
の
連
用
形
。

【
通
釈
】

あ
の
人
が
、「
維
摩
会
に
、
大
和
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
た
」
と
言
っ
て
き
た
の
で
（
詠
ん
だ
歌
）、

12　

こ
こ
、
同
じ
都
に
い
な
が
ら
、
あ
な
た
が
い
る
と
こ
ろ
は
布
留
な
の
で
は
と
さ
え
思
え
る
く
ら
い
に
逢
っ
て
も
ら
え
な
い
時
間
が
た
だ
た
だ
経
過
し
て

　

い
た
の
に
、
そ
の
上
さ
ら
に
遠
い
十
市
の
里
に
行
く
な
ん
て
、
け
っ
し
て
言
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

【
補
説
】

　

詞
書
の
「
人
」
に
つ
い
て
、『
歌
人
抄
』
は
、「
こ
れ
も
則
光
が
相
手
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
気
に
な
る
の 

は
、【
語
釈
】
の
項
で
も
触
れ
た
、『
実
方
集
』
に
「
こ
こ
な
が
ら
袖
ぞ
つ
ゆ
け
き
草
枕
と
を
ち
の
里
の
旅
寝
と
お
も
へ
ば
」
と
詠
ま
れ
た
一
首
（
二
五
七
） 

の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
、
初
句
を
同
じ
う
し
、「
と
を
ち
の
里
」
を
と
も
ど
も
有
す
る
あ
り
よ
う
は
、
い
か
に
も
無
縁
な
ら
ざ
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
は
し 

ま
い
か
。
10
番
歌
か
ら
の
繋
脈
の
糸
を
、
な
お
あ
る
も
の
と
見
て
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

【
本
文
】

く
ら
ま
に
ま
ふ
て
ゝ
か
へ
り
て

13　

恋
し
さ
に
ま
た
よ
を
こ
め
て
出
ぬ
れ
は
た
つ
ね
そ
き
つ
る
く
ら
ま
山
よ
り
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【
釈
文
】

鞍
馬
に
詣
で
て
、
帰
り
て
、

　
　

恋
し
さ
に
ま
だ
夜
を
こ
め
て
出
で
ぬ
れ
ば
尋
ね
ぞ
来
つ
る
く
ら
ま
山
よ
り

【
語
釈
】

●
く
ら
ま
―
山
城
国
の
地
名
。「
鞍
馬
寺
」
も
し
く
は
「
鞍
馬
山
」
の
略
。
こ
こ
は
、
次
に
「
ま
ふ
て
ゝ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
者
。
鞍
馬
山
に
あ
る 

天
台
宗
の
寺
。
平
安
京
の
北
方
鎮
護
の
寺
で
あ
っ
た
。
●
ま
ふ
て
ゝ
―
「
ま
ふ
て
」
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
従
え
ば
、「
ま
う
て
」
と
あ
る
べ
き
と
こ 

ろ
。「
ま
う
つ
」
は
、
も
と
よ
り
「
ま
ゐ
い
つ
」
の
変
化
し
た
「
ま
ゐ
つ
」
が
ウ
音
便
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
注
す
る
ま
で
も
な
く
、
神
社
・
寺
な
ど
に 

参
詣
す
る
、
の
意
で
あ
る
。
●
か
へ
り
て
―
「
か
へ
り
」
は
、
都
に
戻
り
、
の
意
。
む
し
ろ
、
問
わ
れ
る
の
は
そ
の
主
体
で
あ
ろ
う
が
、
７
番
歌
や
８
番 

歌
の
詞
書
に
も
見
ら
れ
る
と
お
り
、
詠
歌
直
前
の
〈
動
詞
の
連
用
形
＋
「
て
」〉
は
、
本
集
に
お
い
て
は
清
女
を
指
し
示
す
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。【
補 

説
】
で
改
め
て
触
れ
た
い
。
●
恋
し
さ
に
―
「
恋
し
さ
」
は
、
眼
前
に
存
在
し
な
い
人
や
事
物
、
ま
た
遙
か
な
場
所
や
過
ぎ
去
っ
た
昔
に
心
惹
か
れ
る
思 

い
、
特
に
手
の
届
か
な
い
異
性
に
惹
か
れ
て
逢
い
た
い
と
切
望
す
る
思
い
を
表
す
形
容
詞
「
恋
し
」
か
ら
派
生
し
た
名
詞
。
た
と
え
ば
、『
和
泉
式
部
日 

記
』
中
の
帥
宮
の
一
首
に
「
す
ぐ
す
を
も
忘
れ
や
す
る
と
ほ
ど
経
れ
ば
い
と
恋
し
さ
に
今
日
は
ま
け
な
む
」、『
堀
河
院
百
首
』
に
「
恋
し
さ
に
し
の
び
し 

か
ど
も
は
る
ば
る
と
旅
の
空
ま
で
た
づ
ね
来
に
け
り
」（
恋
・
一
二
二
〇
／
師
頼
）
な
ど
。
●
ま
た
よ
を
こ
め
て
―
「
よ
を
こ
む
」
は
、
し
ば
し
ば
当
歌 

の
よ
う
に
「
よ
を
こ
め
て
」
の
形
で
用
い
て
、
ま
だ
夜
が
明
け
ず
、
夜
明
け
ま
で
に
時
間
が
あ
る
間
に
…
す
る
、
の
意
を
表
す
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
清
女 

の
一
首
に
、「
夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
音
は
は
か
る
と
も
よ
に
あ
ふ
坂
の
関
は
ゆ
る
さ
じ
」（『
枕
草
子
』
第
一
二
九
段
。
ま
た
、
第
二
句
を
「
鳥
の
そ
ら
音
に
」 

と
し
て
、
後
拾
遺
・
巻
第
十
六
・
雑
二
・
九
三
九
）
が
あ
る
。
な
お
、「
ま
た
」
は
、
副
詞
の
「
ま
だ
」。｢

竹
の
葉
に
玉
ぬ
く
露
に
あ
ら
ね
ど
も
ま
だ
夜
を
こ 

め
て
お
き
に
け
る
か
な
」（『
実
方
集
』
一
一
六
。
詞
花
・
巻
第
八
・
恋
下
・
二
三
七　

／
実
方
朝
臣
）。
●
た
つ
ね
そ
き
つ
る
―
「
た
つ
ね
」
は
、「
尋た
づ

ぬ
」
の 

連
用
形
。「
尋
ぬ
」
は
、
あ
る
道
筋
の
先
に
い
る
で
あ
ろ
う
人
や
物
を
思
い
、
そ
の
道
筋
を
手
が
か
り
に
、
先
へ
先
へ
と
進
ん
で
い
く
の
が
原
義
と
い
う
。 

こ
こ
で
は
、
朝
ま
だ
き
遥
か
手
前
の
夜
の
闇
で
不
明
の
中
を
、
こ
こ
か
と
道
筋
を
つ
け
な
が
ら
、
逢
い
た
い
人
の
居
場
所
へ
と
た
ど
ろ
う
と
す
る
の
で
あ 

る
。「
そ
」
は
、
係
助
詞
の
「
ぞ
」。「
ぞ
―
つ
る
」
で
係
り
結
び
。
理
路
の
う
え
で
は
こ
こ
で
句
切
れ
、
次
の
「
く
ら
ま
山
よ
り
」
と
は
倒
置
の
関
係
を 

形
成
す
る
。
●
く
ら
ま
山
よ
り
―
「
く
ら
ま
」
に
は
、「
暗
（
し
）」
と
「
鞍
馬
」
と
が
掛
か
る
。

【
通
釈
】
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鞍
馬
に
詣
で
て
、
帰
っ
て
（
詠
ん
だ
歌
）、

13　

あ
な
た
の
こ
と
が
恋
し
く
て
ま
だ
夜
が
明
け
な
い
う
ち
に
出
立
し
た
の
で
、
暗
い
鞍
馬
山
か
ら
道
を
求
め
た
ど
り
な
が
ら
帰
っ
て
参
り
ま
し
た
よ
。

【
補
説
】

　

異
本
の
形
姿
「
恋
し
さ
に
ま
だ
夜
を
こ
め
て
出
で
た
れ
ば
尋
ね
ぞ
来
た
る
鞍
馬
山
ま
で
」
に
対
し
、
見
ら
れ
る
と
お
り
の
当
歌
は
、
夙
に
詠
歌
主
体
が
疑

問
視
さ
れ
、
果
た
し
て
『
枕
草
子
』
第
七
八
段
「
か
へ
る
年
の
二
月
廿
余
日
」
の
条
に
見
え
る
頭
中
将
は
斉
信
の
、
詣
で
た
鞍
馬
か
ら
取
っ
て
返
し
て
清
女

へ
の
面
会
を
求
め
た
と
の
一
件
を
こ
れ
に
聯
絡
さ
せ
、
詠
者
を
当
の
斉
信
に
比
定
す
る
と
い
う
手
続
き
が
取
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
し
か
し
、【
語
釈
】
の
項
で
も
触
れ
た
と
お
り
、「
か
へ
り
て
」
な
る
表
現
の
論
理
が
、
そ
の
主
体
を
、
断
じ
て
清
女
以
外
に
指
向
す
る
こ
と
が 

な
い
と
す
れ
ば
ど
う
か
。
別
言
し
て
、
た
と
え
ば
５
番
歌
の
「
お
こ
せ
た
る
」
や
12
番
歌
の
「
い
ひ
た
る
に
」
の
よ
う
な
表
現
の
悉
皆
存
さ
ぬ
と
こ
ろ
に
、 

清
女
以
外
の
主
体
を
据
え
る
こ
と
が
、
本
集
の
詞
書
に
お
け
る
論
理
に
徴
し
て
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
ど
う
か
。
私
た
ち
は
諦
観
を
も
っ
て
斉
信
詠
者 

説
を
手
放
す
ほ
か
な
い
の
が
道
理
で
あ
る
と
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

か
く
て
、
清
女
は
鞍
馬
に
詣
で
、
鞍
馬
か
ら
帰
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
あ
っ
た
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
和
泉
式
部
の 

場
合
を
引
き
合
い
に
出
し
て
も
、
場
違
い
に
は
あ
た
る
ま
い
。

　

宮
の
訪
れ
の
な
い
つ
れ
づ
れ
を
慰
め
ん
と
石
山
寺
に
詣
で
た
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
「
女
」。
宮
は
見
捨
て
ら
れ
た
思
い
と
な
っ
て
、
ゆ
え
に
こ
そ
心 

は
改
め
て
昂
ま
り
、
二
度
も
文
を
遣
る
。
い
っ
そ
訪
う
て
み
よ
う
か
と
も
思
う
も
の
の
、
身
分
か
ら
、
果
た
せ
る
は
ず
も
な
い
。
さ
て

―
、

　
　
　

か
か
る
ほ
ど
に
出
で
に
け
り
。「
さ
そ
ひ
み
よ
と
あ
り
し
を
。
い
そ
ぎ
出
で
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
な
む
、

　
　
　
　

あ
さ
ま
し
や
法
の
山
路
に
入
り
さ
し
て
都
の
方
へ
た
れ
さ
そ
ひ
け
む
」

　
　

御
返
り
、
た
だ
か
く
な
む
、

　
　
　
　

山
を
出
で
て
暗
き
道
に
ぞ
た
ど
り
来
し
今
ひ
と
た
び
の
あ
ふ
こ
と
に
よ
り

　

見
ら
れ
る
と
お
り
、「
女
」
は
、
宮
へ
の
一
途
な
思
い
と
と
も
に
山
を
下
り
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
首
に
用
い
ら
れ
た
「
暗
き
道
」
な
る
表
現
は
、『
法
華

経
』
は
化
城
喩
品
に
お
い
て
「
現
世
」
を
譬
え
て
い
る
の
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
「
女
」
の
下
り
た
、
現
実
的
物
理
的
な
「
暗
夜
の
行

路
」
を
も
兼
ね
て
指
し
示
し
て
い
る
と
見
れ
ば
、
清
女
の
一
首
は
、
ま
さ
に
こ
れ
と
類
同
で
あ
ろ
う
。
強
い
て
言
え
ば
、「
た
づ
ね
来
」
と
「
た
ど
り
来
」

と
で
、『
和
泉
式
部
日
記
』
の
「
女
」
の
経
た
道
の
ほ
う
が
、
そ
の
不
明
の
度
合
い
に
お
い
て
や
や
勝
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
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ま
た
は
、『
後
撰
和
歌
集
』
に
、「
鞍
馬
の
坂
を
夜
越
ゆ
と
て
詠
み
は
べ
り
け
る
」
と
の
詞
書
を
前
置
し
て
収
め
ら
れ
た
亭
子
院
の
今
あ
こ
の
、「
昔
よ 

り
鞍
馬
の
山
と
い
ひ
け
る
は
我
が
ご
と
人
も
夜
や
越
え
け
ん
」（
巻
第
十
六
・
雑
二
・
一
一
四
〇
）
と
の
一
首
が
示
唆
す
る
と
お
り
、
鞍
馬
を
暗
い
時
間
帯 

に
往
来
す
る
と
詠
む
の
は
い
わ
ば
類
型
の
踏
襲
で
あ
っ
て
、
清
女
も
そ
う
し
た
表
現
を
襲
い
つ
つ
、
実
は
一
途
な
「
恋
し
さ
」
を
詠
み
お
お
せ
た
も
の
と 

定
位
す
べ
き
で
も
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
の
よ
う
な
把
捉
・
理
解
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
現
実
問
題
と
し
て
女
性
が
夜
を
押
し
て
旅
を
す
る
こ
と
が
あ
っ 

た
か
と
の
懐
疑
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
埒
外
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
４
番
歌
「
我
な
か
ら
わ
か
心
を
は
し
ら
す
し
て
又
は
あ
は
し
と
い
ひ
て
け
る
哉
」
で
も
見
た
と
お
り
、
時
に
直
情
を
そ
の
ま
ま
に 

詠
う
と
こ
ろ
あ
る
の
が
清
女
で
あ
る
、
そ
れ
は
心
に
と
め
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

【
本
文
】

住
吉
に
ま
う
て
ゝ
い
と
と
く
か
へ
り
て
き
な
ん
そ
の
程

ゆ
め
わ
す
れ
た
ま
ふ
な
と
い
ひ
た
る
に

14　

い
つ
か
た
に
し
け
り
ま
さ
る
と
わ
す
れ
草
住
吉
の
ゝ
に
な
か
ら
へ
て
み
よ

【
釈
文
】｢

住
吉
に
詣
で
て
、
い
と
と
く
帰
り
て
来
な
ん
。
そ
の
ほ
ど
、

ゆ
め
忘
れ
た
ま
ふ
な
」
と
言
ひ
た
る
に
、

　
　

い
づ
方
に
茂
り
ま
さ
る
と
忘
れ
草
す
み
よ
し
の
野
に
な
が
ら
へ
て
見
よ

【
語
釈
】

●
住
吉
―
摂
津
国
の
郡
名
。
歌
枕
。「
住
吉
」
と
表
記
し
て
、
古
く
は
ス
ミ
ノ
エ
と
訓
ん
だ
が
、
平
安
初
期
に
新
た
に
ス
ミ
ヨ
シ
の
訓
み
が
生
じ
た
。
住 

吉
神
社
が
鎮
座
し
、
海
上
の
守
護
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
ま
た
風
光
明
媚
な
地
で
も
あ
っ
た
の
で
歌
に
も
多
く
詠
ま
れ
、「
住
み
良
し
」
と
掛
け
て
詠
う 

こ
と
が
多
い
。
こ
こ
は
、
次
に
「
ま
う
て
ゝ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
住
吉
神
社
を
指
す
。
●
い
と
と
く
か
へ
り
て
き
な
ん
―
「
と
く
」
は
、「
疾
し
」
の 

連
用
形
。
早
く
。「
な
ん
」
の
「
な
」
は
、
強
意
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
未
然
形
。「
ん
」
は
、
意
志
の
助
動
詞
の
終
止
形
。
総
じ
て
、「
ほ
ん
と
に
、
す
ぐ 

の
す
ぐ
、
帰
っ
て
く
る
よ
」、
の
意
。
●
そ
の
程
―
「
程
」
は
、
経
過
す
る
時
間
を
い
う
。
そ
の
間か
ん

。（
男
が
）
住
吉
に
詣
で
て
清
女
の
も
と
に
帰
り
来
る 
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ま
で
の
間
。
●
ゆ
め
わ
す
れ
た
ま
ふ
な
―
「
ゆ
め
」
は
副
詞
。
あ
と
の
「
な
」（
禁
止
の
終
助
詞
）
と
呼
応
し
て
、「
決
し
て
…
す
る
な
」
の
意
。
●
い
ひ 

た
る
に
―
12
番
歌
の
詞
書
結
尾
と
同
位
。
よ
っ
て
、
こ
こ
も
、「
住
吉
に
…
」
か
ら
「
…
わ
す
れ
た
ま
ふ
な
」
ま
で
、「
人
」
が
言
っ
て
よ
こ
し
た
、
と
い 

う
こ
と
に
な
る
。
●
い
つ
か
た
に
―
「
い
つ
」
は
「
い
づ
こ
（
何
処
）」
や
「
い
づ
れ
（
何
れ
）」
な
ど
の
「
い
づ
」
と
同
相
、「
か
た
」
は
「
方
」
で
、
も 

と
も
と
は
不
定
の
方
角
を
表
し
、
そ
こ
か
ら
不
定
の
場
所
や
物
事
、
人
物
を
も
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
ど
ち
ら
に
。
●
し
け
り
ま
さ
る
と
―
「
し
け
り
ま 

さ
る
」
は
、「
茂
り
増
さ
る
」。
草
木
が
よ
り
繁
茂
す
る
こ
と
、
草
な
ど
が
ま
す
ま
す
生
い
茂
る
こ
と
。「
秋
く
れ
ば
草
木
か
る
れ
ど
我
が
宿
は
し
げ
り
ま 

さ
れ
る
人
し
と
は
ね
ば
」（『
新
撰
万
葉
集
』
三
九
六
）
と
詠
ま
れ
た
り
、「
は
か
な
し
や
た
だ
か
り
そ
め
の
世
の
中
に
我
が
恋
草
の
し
げ
り
ま
さ
る
よ
」（『
摂 

政
左
大
臣
家
歌
合
』
一
五
）
な
ど
と
、
あ
る
心
情
（
こ
の
引
例
で
は
、
恋
心
）
が
募
る
こ
と
の
譬
え
と
し
て
用
い
ら
れ
た
り
し
た
。
●
わ
す
れ
草
―
『
和
名
抄
』 

に
「
萱
草
。
一
名
、
忘
憂
。
和
名
、
和
須
礼
久
佐
」
と
見
え
る
。
平
安
時
代
に
は
、「
忘
れ
草
種
と
ら
ま
し
を
逢
ふ
こ
と
の
い
と
か
く
か
た
き
も
の
と
知 

り
せ
ば
」（
古
今
・
巻
第
十
五
・
恋
五
・
七
六
五
／　

よ
み
人
し
ら
ず
）、「
道
知
ら
ば
摘
み
に
も
ゆ
か
む
住
の
江
の
岸
に
生
ふ
て
ふ
恋
忘
れ
草
」（
同
右
・
墨
滅
歌 

／
貫
之
）
な
ど
と
、
恋
の
憂
い
や
苦
し
み
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
草
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、「
住
吉
と
海
人 

は
告
ぐ
と
も
な
が
ゐ
す
な
人
忘
れ
草
お
ふ
と
い
う
な
り
」（
古
今
・
巻
第
十
七
・
雑
歌
上
・
九
一
七
／
忠
岑
）、「
忘
れ
草
名
を
も
ゆ
ゆ
し
み
か
り
に
て
も
生
ふ 

て
ふ
宿
は
ゆ
き
て
だ
に
み
じ
」（
後
撰
・
巻
第
十
四
・
恋
六
・
一
〇　

五
〇
／
よ
み
人
知
ら
ず
）
な
ど
と
、「
人
忘
れ
草
」
す
な
わ
ち
恋
人
の
こ
と
を
忘
れ
て
し 

ま
う
草
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
●
住
吉
の
ゝ
に
―
前
記
し
た
と
お
り
、「
住
吉
」
に
は
「
住
み
良
し
」
が
掛
か
る
。
よ
っ 

て
、【
釈
文
】
で
は
「
す
み
よ
し
」
と
仮
名
に
開
い
た
。「
ゝ
」
は
、「
野
」。「
わ
す
れ
草
」
と
の
縁
で
「
野
」
と
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が 

｢

里
」
で
は
な
い
こ
と
に
、
な
お
留
意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
元
来
は
「
里
」
こ
そ
が
「
住
み
」
得
る
空
間
で
あ
り
、「
野
」
は
せ
い
ぜ
い
「
泊
ま
る
」
に 

と
ど
ま
る
そ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
人
」
に
と
っ
て
は
土
地
の
女
性
と
情
を
交
わ
し
得
る
と
い
う
意
味
で
「
住
み
良
」
き
所
と 

成
し
得
る
、
そ
う
い
う
逆
説
の
成
り
立
つ
空
間
で
あ
り
、
表
現
で
も
あ
る
の
が
「
野
」
で
あ
っ
た
。
清
女
は
そ
の
こ
と
を
知
悉
し
て
、「
す
み
よ
し
の
野
」 

と
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
●
な
か
ら
へ
て
み
よ
―
「
な
か
ら
へ
」
は
「
な
が
ら
ふ
」
の
連
用
形
。「
な
が
ら
ふ
」
は
、
元
来
、「
流
る
」
に
反
復
・
継
続
の
「
ふ
」 

の
つ
い
た
語
で
、「
流
れ
つ
づ
け
る
」
の
意
。
そ
の
空
間
的
用
法
か
ら
、「
物
事
が
長
い
あ
い
だ
継
続
・
持
続
す
る
意
が
派
生
し
た
。
当
歌
に
お
い
て
は
、 

居
つ
づ
け
る
、
長
逗
留
す
る
、
の
意
で
あ
る
。
な
お
、「
な
か
ら
へ
て
」
に
は
、
摂
津
国
の
歌
枕
「
長
柄
」
が
響
く
。「
み
よ
」
は
、「
み
る
」
の
命
令
形
。 

注
意
し
た
い
の
は
、
直
前
を
承
け
て
「
居
つ
づ
け
て
み
な
さ
い
」
と
い
う
文
脈
の
形
成
に
与
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
承
け
て
い
る
の 

は
、
初
二
句
結
尾
の
「
と
」
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
忘
れ
草
は
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る
か
〔
＝
ど
ち
ら
が
よ
り
忘
れ
る
か
〕
と
、（
見
て
）
判
断
し
な
さ
い
、 
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と
結
ん
だ
の
で
あ
る
。

【
通
釈
】｢

住
吉
大
社
に
詣
で
て
、
ほ
ん
と
に
す
ぐ
戻
っ
て
、
君
の
と
こ
ろ
に
行
く
よ
。
だ
か
ら
、
そ
の
間
、
ぜ
っ
た
い
僕
の
こ
と
、
忘
れ
な
い
で
よ
」
と　

言
っ
て
よ
こ
し
た
の
で
（
詠
ん
だ
歌
）、

14　

あ
な
た
と
私
、
ど
ち
ら
が
忘
れ
っ
ぽ
い
と
出
る
か
、
忘
れ
草
の
茂
る
住
吉
―
私
の
こ
と
な
ん
か
す
っ
か
り
忘
れ
て
、
別
の
女
の
所
で
の
住
み
心
地
の 

　

ほ
う
が
よ
い
と
あ
な
た
が
思
う
に
決
ま
っ
て
い
る
住
吉
―
の
野
に
ど
う
ぞ
長
逗
留
で
も
し
て
、
あ
な
た
の
忘
れ
ぶ
り
に
さ
な
が
ら
通
じ
る
そ
の
草
の
、 

　

い
か
に
も
の
生
い
茂
り
ぶ
り
を
、
自
分
で
よ
く
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
な
。

【
補
説
】

　

前
歌
と
詞
書
起
筆
の
型
を
同
じ
う
す
る
。
連
繋
は
、
し
か
し
、
そ
の
程
度
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

　

12
番
歌
の
「
と
を
ち
の
里
」、
13
番
歌
の
「
く
ら
ま
山
」、
そ
し
て
本
14
番
歌
の
「
す
み
よ
し
の
野
」。「
里
」
と
い
い
「
山
」
と
い
い
、
ま
た
「
野
」
と 

い
い
、
い
ず
れ
も
古
来
、
人
間
が
な
ん
ら
か
関
わ
り
つ
づ
け
て
き
た
空
間
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
か
く
連
続
し
て
並
ぶ
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ 

れ
に
冠
さ
れ
た
「
と
を
ち
の
」、「
く
ら
ま
」、「
す
み
よ
し
の
」、
い
ず
れ
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
遠
し
」、「
暗
し
」、「
住
み
良
し
」
が
掛
か
る
と
い
う
、  

そ
う
い
う
端
然
た
る
連
繋
の
相
を
見
せ
な
が
ら
、「
人
」
に
向
け
て
詠
み
放
た
れ
た
三
首
は
並
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

や
は
り
、
本
集
に
お
け
る
連
繋
は
見
落
と
さ
れ
て
は
な
る
ま
い
し
、
ま
た
、
侮
る
べ
き
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。

【
本
文
】

い
く
と
せ
も
ゆ
め

く
わ
す
れ
た
ま
ふ
な
と
い
ひ
を
き
て

よ
つ
き
と
い
ふ
に
か
へ
り
て
く
れ
竹
に
つ
け
て
お
こ
せ

た
れ
は

15　

わ
す
る
な
よ

く
と
い
ひ
し
は
く
れ
竹
の
ふ
し
を
へ
た
つ
る
数
に
そ
有
け
る

【
釈
文
】｢

幾
年
も
ゆ
め
ゆ
め
忘
れ
た
ま
ふ
な
」
と
言
ひ
置
き
て
、
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四よ

月つ
き

と
い
ふ
に
帰
り
て
、
呉
竹
に
つ
け
て
お
こ
せ
た
れ
ば
、

　
　

忘
る
な
よ
な
よ
と
言
ひ
し
は
呉
竹
の
節ふ

し

を
隔へ
だ

つ
る
数
に
ぞ
あ
り
け
る

【
語
釈
】

●
い
く
と
せ
も
―
「
い
く
と
せ
」
は
「
幾
歳
」。
何
年
先
ま
で
も
。
ず
っ
と
。
●
ゆ
め
く
わ
す
れ
た
ま
ふ
な
―
14
番
歌
詞
書
に
既
出
の
「
ゆ
め
わ
す
れ 

た
ま
ふ
な
」
の
「
ゆ
め
」
を
重
ね
て
禁
止
の
意
を
強
め
た
表
現
。
●
い
ひ
を
き
て
―
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
従
え
ば
「
い
ひ
お
き
て
」。「
い
ひ
お
く
」
は
、 

言
い
残
す
、
立
ち
去
る
際
な
ど
に
話
し
て
お
く
、
の
意
。
●
よ
つ
き
と
い
ふ
に
―
「
よ
つ
き
」
は
「
四
月
」。
四
か
月
。「
い
ふ
」
は
連
体
形
で
、
準
体
言
。 

｢

に
」
は
格
助
詞
で
、
こ
こ
で
は
時
間
を
表
す
。
総
じ
て
、
四
か
月
と
い
う
時
に
、
の
意
。
●
く
れ
竹
に
つ
け
て
―
「
く
れ
竹
」
は
、
中
国
か
ら
も
た
ら 

さ
れ
た
竹
、
の
意
。
ち
な
み
に
、
竹
に
節
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
竹
の
節
と
節
と
の
間
を
「
よ
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
和
歌
で
は
、「
呉
竹
（
く
れ
た
け
）
の
」 

の
形
で
、「
世
」
や
「
夜
」、
あ
る
い
は
「
う
き
ふ
し
」
や
「
ふ
し
」
に
掛
か
る
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
な
お
、
同
様
の
用
い
方
を
す
る
表
現
に
「
な 

よ
竹
の
」
が
あ
る
が
、
若
竹
の
な
よ
な
よ
と
し
た
、
ま
た
柔
ら
か
に
し
な
う
性
質
を
あ
ら
わ
す
「
な
よ
」
と
「
呉
竹
」
と
が
結
び
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
あ 

る
。「
つ
け
て
」
の
「
つ
け
」
は
、「
と
り
つ
け
る
。
あ
る
物
に
添
え
る
」
と
い
っ
た
意
の
「
付
く
」
の
連
用
形
だ
が
、
実
態
に
即
し
て
い
え
ば
、
竹
を
文ふ
み
つ
け
え
だ

付
枝

に
し
て
、
文ふ

み

を
竹
に
結
ん
で
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
●
お
こ
せ
た
れ
ば
―
５
番
歌
の
詞
書
に
あ
っ
た
「
お
こ
せ
た
る
」
が
、
そ
の
ま
ま
次
に
位
置
す
る 

歌
が
「
人
」
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
れ
は
逆
に
、
次
な
る
一
首
が
清
女
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
書
き
す
る
体
で
あ
る
。 

●
わ
す
る
な
よ
―
「
な
」
は
、
前
歌
・
当
歌
詞
書
に
既
出
の
、
禁
止
の
終
助
詞
、「
よ
」
は
、
い
わ
ゆ
る
念
押
し
の
間
投
助
詞
（
一
説
に
、
終
助
詞
）
で
あ 

る
。
●

く
と
い
ひ
し
は
―
「

く
」
の
重
畳
範
囲
が
不
分
明
で
あ
る
。
歌
意
か
ら
す
れ
ば
、
初
句
「
わ
す
る
な
よ
」
全
体
と
み
る
ほ
う
が
滑
ら
か
で
は 

あ
ろ
う
が
、
い
か
に
も
字
余
り
が
過
ぎ
、「
な
よ
」
の
み
と
み
れ
ば
、
音
数
律
は
調
う
け
れ
ど
も
、
歌
意
は
十
全
に
は
至
ら
ぬ
憾
み
が
遺
る
、
と
い
う
わ 

け
で
、
に
わ
か
に
は
判
じ
難
い
。
当
面
は
韻
律
の
整
調
を
優
先
し
て
、
男
の
言
い
置
い
て
い
っ
た
「
わ
す
る
な
よ
」
と
い
う
言
葉
の
、
そ
の
「
な
よ
」
と 

い
う
言
葉
尻
を
突
い
た
も
の
と
捉
え
て
お
き
た
い
。
と
も
あ
れ
、「
な
よ
」
が
「
く
れ
竹
」
を
導
く
恰
好
で
あ
る
。
●
ふ
し
を
へ
た
つ
る
数
―
「
ふ
し
」 

は
、「
節
」。
竹
の
空
洞
の
筒
を
区
切
る
、
こ
ぶ
の
よ
う
に
ふ
く
ら
ん
だ
部
分
。「
へ
た
つ
る
」
は
、「
へ
た
つ
」
の
連
体
形
。「
へ
た
つ
」
は
「
隔
つ
」。
二 

つ
の
も
の
の
中
間
に
境
目
を
置
く
こ
と
。
引
き
離
す
こ
と
。
か
の
『
竹
取
物
語
』
の
「
節
を
へ
だ
て
て
よ
ご
と
に
黄
金
あ
る
竹
を
…
」
か
ら
明
ら
か
に
知 

ら
れ
る
と
お
り
、
竹
の
節
と
節
と
を
分
け
隔
て
る
の
は
「
よ
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
「
ふ
し
を
へ
た
つ
る
数
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
「
よ
」
の
音
ヨ
を
経
て 

現
出
す
る
数
字
「
四
」
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
詞
書
の
「
よ
つ
き
」
と
繋
が
る
。
翻
っ
て
「
ふ
し
」
に
は
、
男
が
女
（
清
女
）
へ
の
お
と
な
い
を
果
た
さ 
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ず
、
そ
の
仲
を
遠
ざ
け
た
「
時
間
」
の
意
が
掛
か
っ
て
い
る
、
と
見
ら
れ
よ
う
。
●
有
け
る
―
「
け
る
」
は
、「
有
け
る
」
の
直
前
の
「
そ
」、
す
な
わ
ち 

係
助
詞
「
ぞ
」
の
結
び
で
、
連
体
形
。
い
わ
ゆ
る
発
見
・
気
づ
き
の
「
け
り
」
で
あ
る
。
な
お
、
結
句
を
同
じ
う
す
る
歌
に
、「
荒
磯
海
の
浜
の
ま
さ
ご 

と
頼
め
し
は
忘
る
る
こ
と
の
数
に
ぞ
あ
り
け
る
」（
古
今
・
巻
第
十
五
・
恋
歌
五
・
八
一
八
／
よ
み
人
知
ら
ず
）、「
海あ

ま人
舟
の
舳へ

に
繰く

り
積
め
る
網
の
目
は
つ 

ら
き
心
の
数
に
ぞ
あ
り
け
る
」（
夫
木
抄
・
巻
三
十
三
・
雑
十
五
・
一
五
八
二
九
／
よ
み
人
知
ら
ず
）
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
専
ら
数
量
の
多
さ
を
詠
ん
で 

い
る
の
に
対
し
、
当
歌
は
「
四
」
と
い
う
実
数
に
係
る
点
に
お
い
て
、
固
有
の
も
の
が
あ
ろ
う
。

【
通
釈
】｢

こ
れ
か
ら
何
年
先
ま
で
も
、
ぜ
っ
た
い
に
忘
れ
な
さ
る
な
よ
」
と
言
い
置
い
て
、
四
か
月
に
な
る
と
い
う
頃
に
戻
っ
て
き
て
、
呉
竹
に
結
ん
で 

手
紙
を
よ
こ
し
た
の
で
（
詠
ん
だ
歌
）、
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あ
な
た
が
「
忘
る
な
よ
」
な
ど
と
、
あ
ん
な
に
も
強
く
「
な
よ
」
と
い
う
言
葉
を
言
い
残
し
て
い
っ
た
の
は
、
な
よ

0

0

竹
に
ち
な
ん
で
、
節
と
節
と
を
隔

　

て
る
「
間よ

」
に
か
け
て
、
あ
な
た
と
私
と
の
仲
を
隔
て
る
「
四よ

」
月
と
い
う
期
間
を
示
す
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

【
補
説
】

　

対
手
に
皮
肉
を
放
つ
に
向
け
て
、
い
か
に
も
凝
っ
た
と
い
え
ば
凝
っ
た
一
首
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
対
手
の
言
葉
尻
を
捕
ら
え
て
の
、
こ
の
、
即
時 

的
で
あ
り
な
が
ら
も
理
詰
め
で
言
い
寄
り
言
い
放
つ
話
法
、
な
ど
と
言
え
ば
、
外
な
ら
ぬ 

『
枕
草
子
』
に
ま
さ
に
枚
挙
に
遑
な
き
事
象
と
し
て
、
今
さ 

ら
の
事
柄
に
属
そ
う
が
、
そ
れ
が
か
く
、
い
わ
ば
詠
法
に
ま
で
及
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
う
し
た
話
法
な
り
詠
法
な
り
が
、
夙
に
目
加
田
さ
く
を
が
指
摘
し
た
と
お
り［

注
］、
一
定
の
歌
人
圏
な
い
し
作
家
圏
、
あ
る
い
は
親
族
圏
の
な
か 

で
の
父
・
元
輔
の
日
常
の
会
話
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
歌
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
興
味
深
い
一
首
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

な
お
、
詞
書
に
お
け
る
表
現
の
類
似
性
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
指
し
示
さ
れ
た
状
況
の
類
同
性
に
鑑
み
て
、
前
歌
と
当
歌
と
の
連
繫
の
厳
存
は
疑
う
べ
く 

も
あ
る
ま
い
。

［
注
］「
清
少
納
言
の
教
養
の
源
泉
」（『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』）
第
42
巻
13
号
、
一
九
七
七
年
一
一
月
）。


