
高
松
短
期
大
学
紀
要
　
第
十
七
号
　
二
一
⊥
二
七
頁
（
一
九
八
七
）

伊
勢
日
記
私
注
ロ

ー
　
大
和
に
親
あ
る
人

聞
き
つ
け
て
け
．
り
）
　
（
れ
ど
・
）

（
り
け
）
　
（
と
て
、
こ
と
に
言

す
く
せ

・
・
・
・
・
・
・
さ
る
べ
き
宿
世
に
こ
そ
あ
・
ら
め
、

松
　
原
　
輝
　
美

お
は
み
や
す
ど
こ
ろ

み
つ
は
ね
　
　
　
や
ま

第

　

一

　

段

は
ぎ
り
け
り
。
た
だ
）
　
　
（
は
）
　
　
　
（
き
も
の
）
（
と
・
・
・
・
・
）

・
・
・
・
・
・
・
・
若
き
人
・
頼
み
が
た
く
・
・
ぞ
・
あ
る
や
と
ぞ
言
ひ
け

（
い
ず
れ
の
御
時
に
か
あ
り
け
む
）

（
ゆ
・
）

・
・
　
（
大
臣
に
）
　
（
と
ら
れ
）
　
　
　
　
（
も
・
・
）

寛
平
み
か
ど
の
御
時
・

・
、
大
御
息
所
と
聞
こ
え
け
る
御
局
に
、
大

る
、
年
経
る
ほ
ど
に
、
そ
の
時
の
大
将
の
婿
に
な
り
・
に
け
り
。
親
聞
き
て
、

（
う
）
　
　
・
・
・
・
（
な
ど

と和
に
親
あ
る
人
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
。
親
い
と
愛
し
く
し
て
、
な
べ
て
の
男
は
・

（
ヱ
そ
な
ど
言
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
）

さ
れ
ば
よ
と
恩
ひ
け
り
・
・
・
・
・
・
女
、
限
り
な
く
恥
づ
か
し
と
恩
ふ
ほ
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も
）
　
　
（
ざ
り
け
る
を
・
・
・
・
・
・
・
・
）
　
　
　
　
　
　
　
（
年
頃
・
・

み
や
す
ど
こ
ろ
お
ほ
ん
せ
う
と

・
あ
ほ
せ
じ
と
息
ひ
て
さ
ぶ
ら
は
せ
け
る
に
、
御
息
所
の
御
弟
、
い
と
ね
む

（
人
お
こ
せ
た
り
け
る
。
こ
の
女
）

ど
に
、
こ
の
男
の
も
と
よ
り
、
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
男
の
親
の
家
は

・
・
・
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
し
ば
し
は
さ
ら
に
聞
か
ざ
り
け
る
に
）

ご
ろ
に
言
ひ
わ
た
り
給
ふ
を
、
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
い
か
が

（
り
け
）
入
所
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
歌
を
な
む
）
　
（
た
り
け

五
条
わ
た
り
な
・
・
る
・
に
、
来
て
、
柿
の
紅
葉
に
か
く
・
・
書
き
つ
け
た

（
嘆
き
た
り
け
る
を
、
年
頃
経
に
け
れ
ば
、

あ
り
け
む
。
親
い
か
が
言
は
む
と
恩
へ
ど
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・



（
紅
葉
の
・
）に

し
き

一
、
人
住
ま
ず
荒
れ
た
る
宿
を
来
て
み
れ
ば
今
ぞ
木
の
葉
は
錦
織
り
け
る

（
見
て
）

・
・
女
、
い
と
心
憂
き
も
の
か
ら
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
け
れ
ば
、

（
ひ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
（
り
け
り
）

二
、
涙
さ
へ
時
雨
に
そ
へ
て
ふ
る
里
は
紅
葉
の
色
も
濃
さ
ぞ
ま
さ
れ
る
・

（
の
紅
葉
）
（
さ
し
）
（
な
む
）

と
書
き
て
、
ね
ず
み
も
ち
・
・
・
に
つ
け
て
・
・
や
り
け
る
。
な
が
月
ば
か
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●

り
の
こ
と
な
る
べ
し
。
男
も
見
て
、
限
り
な
く
め
で
け
り
。

【
通
解
】

『
伊
勢
集
』
冒
頭
の
物
語
的
部
分
　
－
　
所
謂
『
伊
勢
日
記
』
の
部
分
I
の
最

初
の
段
で
あ
る
。
本
文
は
、
二
つ
の
伝
本
を
併
記
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
通
解

の
口
語
訳
は
、
西
本
願
寺
本
系
統
の
本
文
で
付
け
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

宇
多
の
帝
の
御
時
代
に
、
大
御
息
所
と
申
し
上
げ
た
方
の
御
局
に
、
大
和
守
を

ひ
と

父
に
持
つ
女
性
が
お
仕
え
し
て
い
た
。

父
（
の
大
和
守
）
は
（
こ
の
娘
を
）
　
こ
の
上
も
な
く
か
わ
い
が
っ
て
、
あ
り
き

た
り
の
男
と
の
結
婚
は
決
し
て
許
す
ま
い
と
心
決
め
て
、
宮
仕
え
を
さ
せ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
が
、
（
そ
の
う
ち
に
）
御
主
人
の
弟
君
が
、
ひ
ど
く
心
を
砕
い
て
思

い
を
寄
せ
な
さ
る
日
が
続
い
て
、
（
二
人
の
間
に
）
さ
て
、
ど
う
い
う
経
緯
が
あ
っ

た
の
か
、
結
ば
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
（
そ
こ
で
）
親
が
、
ど
う
言
う
だ
ろ

う
と
女
は
、
安
ま
ら
ぬ
思
い
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
（
大
和
に
い
た
父
親
は
）
「
こ

う
な
っ
た
の
も
、
（
そ
な
た
に
）
天
与
の
運
命
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
」
（
と
慰
め

顔
に
言
う
の
で
あ
っ
た
。
）
（
た
だ
）
　
「
若
い
人
と
い
う
も
の
は
、
変
ら
ぬ
愛
情
を

頼
み
お
ゝ
す
こ
と
は
難
し
い
も
の
よ
」
と
、
そ
の
こ
と
ば
か
り
を
危
慎
し
て
い
た

の
だ
が
、
（
父
親
の
、
そ
の
不
安
は
現
実
と
な
っ
て
）
年
余
に
し
て
、
（
男
は
）
当

時
、
大
将
（
で
あ
っ
た
源
の
）
家
の
婿
に
迎
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
受
領
の
身
の
）
父
親
は
、
（
そ
れ
を
）
耳
に
し
て
、
案
じ
た
通
り
だ
っ
た
わ
い

と
嘆
く
の
で
あ
っ
た
。
女
は
、
（
父
親
に
対
し
て
、
ま
た
、
そ
れ
以
上
に
周
囲
の

思
惑
に
対
し
て
）
恥
か
し
さ
に
身
も
細
る
思
い
、
（
つ
い
に
は
、
父
親
の
里
邸
に

身
を
潜
め
る
の
で
あ
っ
た
。
）
（
と
こ
ろ
が
）
件
の
男
は
、
憶
面
も
な
く
、
五
条
の

辺
り
に
あ
る
女
の
親
の
家
に
や
っ
て
来
て
、
（
折
か
ら
色
ず
く
）
柿
の
紅
葉
に
歌

を
書
い
て
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

そ
な
た
も
、
そ
な
た
の
父
も
久
し
く
住
む
こ
と
の
な
か
っ
た
五
条
の
邸
は
、
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（
そ
な
た
を
追
う
て
、
今
）
訪
れ
て
み
れ
ば
、
折
か
ら
の
季
節
に
、
柿
の
葉

も
綿
を
織
り
な
す
よ
う
に
美
し
く
見
え
る
こ
と
で
あ
る
よ
。

女
は
、
（
そ
れ
を
見
て
）
辛
い
思
い
は
変
わ
ら
ぬ
も
の
、
、
（
季
節
に
託
し
た
）

情
趣
の
、
そ
の
あ
わ
れ
に
誘
わ
れ
る
気
持
は
押
え
難
く
て
、

涙
ま
で
が
時
雨
と
共
に
降
る
、
人
に
古
さ
れ
た
私
の
住
む
生
家
で
は
、
木

の
葉
の
紅
葉
も
（
私
の
流
す
血
の
涙
で
）
ひ
と
し
お
濃
い
色
に
な
っ
て
い
る

こ
と
で
す
よ
。

と
詠
ん
で
、
鼠
鏑
の
枝
に
つ
け
て
返
歌
を
贈
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
（
そ
れ
は
、
女

が
宮
仕
え
に
出
た
年
も
二
年
の
後
の
）
秋
の
こ
七
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
男
は
、

（
女
の
返
歌
を
）
見
て
、
む
や
み
と
感
心
を
す
る
の
で
あ
っ
た
。

【
注
解
】

○
寛
平
み
か
ど
の
御
時
　
第
5
9
代
の
芋
多
天
皇
（
八
八
七
年
・
2
1
歳
－
八
九

七
年
・
3
1
歳
在
位
）
の
御
時
代
の
こ
と
。
寛
平
（
八
八
九
年
1
八
九
八
年
）

は
、
5
9
代
芋
多
・
6
0
代
醍
醐
二
朝
の
年
号
で
あ
る
が
、
醍
醐
天
皇
在
位
の
寛
平
年

間
は
、
そ
の
九
年
の
七
月
十
三
日
か
ら
翌
十
年
の
四
月
二
十
五
日
ま
で
の
十
カ
月

足
ら
ず
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
宇
多
天
皇
在
位
の
寛
平
年
間
は
、
そ
の
元
年
か
ら

八
年
余
に
及
ん
で
い
る
。
ま
た
、
宇
多
天
皇
に
は
、
後
に
続
く
醍
醐
・
村
上
天
皇

の
御
記
と
合
わ
せ
て
、
『
三
代
御
記
』
と
称
さ
れ
る
『
宇
多
天
皇
御
記
』
な
る
も

の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
私
人
の
日
記
と
し
て
は
最
初
の
も
の
で
、
仁
和
三
年
（
八

八
七
）
十
一
月
十
七
日
、
天
皇
が
大
極
殿
で
即
位
し
た
そ
の
日
、
援
助
を
う
け
た

藤
原
基
経
の
第
に
赴
い
た
と
こ
ろ
か
ら
書
き
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
例
の
「
阿

衡
の
紛
議
」
に
よ
っ
て
基
経
と
の
間
が
悪
化
、
た
め
に
『
御
記
』
は
激
し
い
感
情

を
吐
露
す
る
文
章
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
『
寛
平
御
記
』

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宇
多
天
皇
に
は
、
寛
平
九
年
七
月
三
日
、
3
1
歳

の
時
の
譲
位
に
際
し
て
、
そ
の
子
醍
醐
天
皇
こ
と
敦
仁
親
王
に
与
え
た
、
帝
王
心
得

の
教
訓
書
『
寛
平
御
遺
戒
』
の
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
（
『
日
本
紀
略
』
）

み
や
す
と
こ
ろ

○
大
御
息
所
と
聞
こ
え
け
る
御
局
に
　
御
息
所
は
、
ミ
ヤ
ス
ミ
ド
コ
ロ
の
音
便
形

の
ミ
ヤ
ス
ン
ド
コ
ロ
の
「
ン
」
が
無
表
記
と
な
っ
た
も
の
で
、
天
皇
の
御
休
息
所

の
意
か
ら
、
天
皇
の
御
寝
に
侍
し
た
官
女
で
、
女
御
・
更
衣
、
そ
の
他
職
名
の
な

い
も
の
を
も
総
べ
て
敬
し
て
呼
ん
だ
。
「
御
子
生
れ
給
は
ぬ
御
息
所
た
ち
も
あ
ま

た
候
ひ
給
ふ
」
　
（
『
栄
花
』
月
宴
）
な
ど
の
用
例
に
徹
す
れ
ば
、
先
ず
、
尊
貴
に

侍
し
て
そ
の
寵
愛
を
受
け
た
も
の
を
言
い
、
必
ず
し
も
、
皇
子
女
を
生
ん
だ
も
の

に
は
限
ら
な
い
が
、
多
く
は
、
所
生
の
皇
子
女
を
持
つ
も
の
を
か
く
呼
ん
だ
よ
う

で
あ
る
。
温
子
の
場
合
で
言
え
ば
、
彼
女
は
1
7
歳
で
、
宇
多
天
皇
の
後
宮
に
入
っ

て
（
八
八
八
年
）
、
二
年
の
後
の
寛
平
二
年
（
八
九
〇
年
）
に
均
子
内
親
王
を
生

ん
で
い
る
。
ま
た
彼
女
は
、
寛
平
五
年
（
八
九
三
年
）
二
十
二
歳
の
時
、
藤
原
高

藤
の
娘
、
胤
子
腹
の
敦
仁
親
王
（
6
0
代
の
醍
醐
天
皇
）
が
東
宮
に
立
っ
た
時
、
祖

父
高
藤
が
卑
官
の
故
を
以
っ
て
、
そ
の
養
母
と
な
り
「
東
宮
の
女
御
」
と
も
称
さ

れ
た
ゆ
え
、
「
大
御
息
所
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
も
あ
ろ
う
。
な
お
、
胤
子
は
、
宇
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多
天
皇
と
の
間
に
敦
仁
親
王
（
八
八
五
－
九
三
〇
）
の
ほ
か
に
、
敦
慶
親
王

（
八
八
七
－
九
三
〇
、
こ
の
人
は
、
温
子
の
生
ん
だ
均
子
内
親
王
と
結
ば
れ
た

が
、
後
に
伊
勢
の
後
半
生
に
於
け
る
恋
人
と
な
り
、
二
人
の
問
に
は
、
歌
人
の
中

か
た

務
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
）
敦
固
親
王
と
皇
子
が
相
次
ぎ
、
基
経
更
に
は
時
平

の
、
そ
の
権
勢
の
足
が
か
り
と
な
り
な
が
ら
も
、
皇
女
よ
り
恵
ま
れ
な
か
っ
た
温

子
の
代
役
を
つ
と
め
た
こ
と
に
な
る
。
三
類
本
の
「
聞
こ
ゆ
る
」
は
、
既
に
過
去

に
於
い
て
継
起
し
た
こ
と
の
語
り
の
表
現
と
し
て
は
不
適
切
、
一
類
本
に
依
り
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
局
」
は
、
後
宮
な
ど
で
、
女
房
・
女
御
・
后
な
ど
の
居
所
、

居
室
を
言
う
。

や
ま
と

○
大
和
に
親
あ
る
人
さ
ぷ
ら
ひ
け
り
。
『
伊
勢
集
』
冒
頭
の
物
語
的
部
分
に
は
、

実
在
す
る
伊
勢
を
主
人
公
に
し
な
が
ら
も
、
史
実
を
曲
げ
て
、
物
語
と
し
て
の
想

を
構
え
た
虚
構
の
箇
所
も
多
い
の
で
、
こ
ゝ
も
「
主
人
公
は
大
和
を
里
に
し
て
宮
仕

え
に
出
て
い
た
」
と
一
般
的
に
解
し
て
い
1
と
こ
ろ
だ
と
思
う
が
、
な
お
、
『
伊

勢
集
』
の
家
集
と
し
て
の
実
録
性
を
考
え
て
、
「
大
和
守
藤
原
継
蔭
を
父
と
す
る

人
」
と
読
ん
で
置
く
。
い
っ
た
い
に
、
『
伊
勢
集
』
の
場
合
は
、
後
の
『
晴
蛤
日
記
』

に
み
る
よ
う
な
、
先
ず
作
品
の
主
題
が
先
に
あ
っ
て
、
こ
れ
に
虚
構
と
言
え
ば
言

え
る
文
学
的
な
手
法
が
奉
仕
し
て
ゆ
く
と
い
っ
た
、
そ
れ
程
に
語
手
の
主
体
性
が

強
い
訳
で
は
な
い
。
読
者
に
し
て
も
、
片
桐
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
閉
鎖
社
会

の
当
時
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
『
伊
勢
集
』
を
読
む
程
の
人
達
は
、
は
じ
め
か
ら
温

子
や
伊
勢
が
、
こ
の
作
品
の
主
要
人
物
で
あ
る
こ
と
は
承
知
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
、
に
「
大
御
息
所
」
と
言
い
「
大
和
に
親
あ
る
人
」
と
言
う
の
も
、
既
に
「
寛
平

み
か
ど
の
御
時
」
と
書
き
出
さ
れ
て
い
れ
ば
、
読
者
に
は
、
そ
の
人
物
に
つ
い
て

何
の
疑
義
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
脱
化
と
か
虚
構
と
か
言
う
以
前
の
、
伊

勢
の
人
物
造
型
に
向
か
お
う
と
す
る
語
手
が
、
そ
の
自
ら
の
主
観
に
溺
れ
る
こ
と

を
警
戒
す
る
、
客
観
化
の
姿
勢
の
現
わ
れ
と
み
て
お
き
た
い
。
伊
勢
の
父
、
継
蔭

は
、
寛
平
三
年
（
八
九
一
年
）
に
大
和
守
に
な
っ
て
い
る
が
、
伊
勢
の
、
温
子
の

許
へ
の
出
仕
の
時
点
（
寛
平
元
年
（
八
八
九
年
）
頃
）
で
は
、
伊
勢
守
の
任
に
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
伊
勢
の
女
房
名
（
候
名
）
は
、
『
和
今
和
歌
集
目
録
』
（
藤

原
仲
実
（
一
〇
五
七
－
1
二
一
八
の
人
）
の
著
）
に
言
う
如
く
、
「
（
継
蔭
）
為
一

伊
勢
守
】
之
比
口
男
伊
勢
一
欺
」
と
あ
る
の
に
従
っ
て
よ
か
ろ
う
。
「
さ
ぶ
ら
ふ
」

は
「
サ
モ
ラ
ヒ
」
の
転
で
、
じ
っ
と
そ
ば
で
見
守
り
待
機
す
る
意
。
（
身
分
の
高

い
人
の
）
身
辺
を
見
守
る
。
側
に
仕
え
る
の
意
。

○
親
い
と
愛
し
く
し
て
「
ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
、
わ
が
刺
咄
U
と

l
恩
ふ
む
す
め

を
、
仕
う
ま
つ
ら
せ
ぼ
や
と
願
ひ
」
（
『
源
氏
』
夕
顔
）
と
あ
る
。
そ
れ
は
、
い

ず
れ
の
父
親
に
し
て
も
、
父
親
と
し
て
娘
に
対
す
る
、
ど
う
仕
様
も
な
い
程
、
ま

た
、
何
を
し
て
や
っ
て
も
足
り
な
い
程
に
、
切
な
く
い
と
し
く
、
か
わ
い
く
て
な

ら
ぬ
気
持
を
言
い
、
理
由
表
示
の
「
て
」
を
介
し
て
下
の
「
な
べ
て
の
男
は
あ
は

せ
じ
」
の
決
意
に
表
裏
す
る
こ
と
ば
。
「
覿
し
く
す
」
は
、
そ
の
動
態
化
し
た
も

の
で
あ
る
。

○
な
べ
て
の
男
は
あ
は
せ
じ
「
な
べ
て
」
は
「
（
紫
上
の
）
御
裳
着
の
こ
と
、
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な
べ
て
な
ら
ぬ
さ
ま
に
お
ぼ
し
設
く
る
（
源
氏
の
）
御
用
意
な
ど
」
（
『
源
氏
』
英
）

と
あ
る
「
な
べ
て
な
ら
ず
」
　
（
普
通
で
は
な
い
。
な
み
な
み
で
な
い
）
　
の
否
定
を

落
し
た
表
現
で
「
普
通
あ
り
き
た
り
。
並
」
　
の
意
。
「
あ
は
す
」
は
「
よ
き
人
に

あ
は
せ
ん
と
恩
ひ
は
か
れ
ど
」
（
『
竹
取
』
）
な
ど
、
「
結
婚
さ
せ
る
」
　
の
意
で
あ
る
。

お
ほ
ん
せ
う
と

○
御
息
所
の
御
弟
　
「
せ
う
と
」
は
「
い
も
う
と
」
の
対
語
で
、
年
齢
の
上
下
に

関
係
な
く
、
姉
妹
か
ら
見
た
兄
弟
を
い
う
。
ま
た
、
兄
の
み
を
指
す
場
合
に
も

言
う
。
こ
1
は
、
温
子
の
異
母
兄
弟
の
う
ち
の
弟
で
あ
り
、
基
経
の
次
子
で
あ
る

藤
原
仲
平
の
こ
と
。
基
経
の
長
子
の
、
兄
の
時
平
の
こ
と
で
は
な
い
。
物
語
の
進

行
上
か
ら
言
う
と
、
こ
1
よ
り
や
1
後
に
な
る
が
、
前
掲
『
伊
勢
集
』
冒
頭
の
物

語
的
部
分
に
採
ら
れ
た
　
『
古
今
和
歌
集
』
所
収
歌
五
首
の
う
ち
、
『
伊
勢
集
』
と

直
接
の
承
接
関
係
を
想
定
し
得
る
7
8
0
番
の
歌
と
詞
書
、
即
ち
「
仲
平
の
朝
臣
あ
ひ

し
り
て
侍
り
け
る
を
、
離
れ
方
に
な
り
に
け
れ
ば
、
父
が
大
和
守
に
侍
り
け
る
許

へ
ま
か
る
と
て
詠
み
て
つ
か
は
し
け
る
　
伊
勢
三
輪
の
山
い
か
に
待
ち
み
ん
年
経

と
も
尋
ぬ
る
人
も
あ
ら
じ
と
恩
へ
ば
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
が
分
か
る
。
な
お
、

仲
平
が
伊
勢
に
懸
想
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
を
、
伊
勢
出
仕
の
寛
平
元
年
（
八

八
九
年
）
　
の
翌
年
頃
と
み
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
、
仲
平
は
元
服
を
し
て
1
6
歳
、
右

衛
門
佐
の
仕
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
伊
勢
は
1
4
歳
か
ら
柑
歳
頃
に
当
る
。
時
に
時

平
は
2
0
歳
。
温
子
は
1
9
歳
で
あ
る
。
な
お
、
秋
山
氏
に
よ
れ
ば
、
仲
平
の
元
服
は

殿
上
で
行
な
わ
れ
た
が
、
彼
は
そ
の
時
、
宇
多
天
皇
の
麗
筆
を
も
っ
て
正
五
位
下

の
位
記
を
賜
わ
り
、
ま
た
天
皇
の
御
手
を
も
っ
て
首
に
触
れ
ら
れ
る
と
い
う
光
栄

に
浴
し
た
由
が
『
日
本
紀
略
』
に
付
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
彼
は
、
仁
明
天
皇

さ
ね

皇
子
人
康
親
王
の
娘
の
腹
に
生
ま
れ
、
関
白
太
政
大
臣
の
次
男
と
し
て
、
四
歳
年

長
の
時
平
と
共
に
、
家
門
の
栄
光
を
担
い
つ
つ
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
若
君
達

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

○
い
と
ね
む
こ
ろ
に
言
ひ
わ
た
り
給
ふ
を
　
「
ね
む
ご
ろ
」
は
「
（
源
氏
は
）
い
と

t

　

°

　

°

　

＿

　

°

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

ま
め
や
か
に
ね
ん
ご
ろ
に
聞
え
給
ひ
て
、
さ
る
べ
き
折
々
は
　
（
斎
宮
の
方
に
）
渡

り
な
ど
し
給
ふ
」
（
『
源
氏
』
浮
標
）
と
「
ま
め
や
か
」
と
並
ん
で
使
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
　
「
真
心
を
も
っ
て
こ
ま
や
か
に
心
づ
か
い
す
る
さ
ま
」
を
言
う
。
「
言
ふ
」

は
、
声
を
出
し
、
言
葉
を
ロ
に
す
る
意
。
類
義
語
の
　
「
語
る
」
が
、
事
件
の
成
り

行
き
を
始
め
か
ら
終
り
ま
で
秩
序
だ
て
て
話
す
の
意
に
使
う
の
に
対
し
て
、
「
言

ふ
」
は
、
思
い
に
余
る
こ
と
を
卒
然
と
し
て
口
に
す
る
の
状
を
い
う
。
こ
1
は
、

仲
平
が
、
己
が
溢
れ
る
思
い
を
求
婚
の
言
葉
に
卒
然
と
し
て
言
う
た
の
で
あ
ろ
う
。

仲
平
の
、
伊
勢
に
対
す
る
求
婚
の
、
そ
の
始
め
は
、
真
心
か
ら
出
で
て
こ
ま
や
か

に
心
づ
か
い
す
る
初
心
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
彼
の
裏
切
り
は
、
共
に

初
心
だ
っ
た
伊
勢
に
と
っ
て
は
、
測
り
難
い
衝
撃
で
あ
っ
た
。
伊
勢
の
そ
の
初
心

を
語
っ
て
、
こ
の
後
に
続
く
、
「
三
類
本
」
　
の
　
「
し
ば
し
は
さ
ら
に
聞
か
ざ
り
け

る
に
」
は
生
か
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

○
い
か
が
あ
り
け
む
。
　
こ
こ
で
句
点
を
打
ち
、
二
人
の
間
に
継
起
し
た
で
あ
ろ

う
事
態
を
充
全
に
は
言
い
切
ら
な
い
で
、
言
い
止
め
た
た
ゆ
た
い
の
表
現
と
み
る
。

秋
山
氏
は
、
こ
1
は
「
年
経
る
ほ
ど
に
、
そ
の
時
の
大
将
の
婿
に
な
り
け
り
」
に
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続
く
文
脈
と
み
て
、
「
親
い
か
が
言
は
む
と
恩
へ
ど
‥
・
と
ぞ
言
ひ
け
る
」
を

挿
入
句
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
挿
入
句
は
、
主
文
脈
に
よ
っ
て
語

ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
補
足
説
明
と
も
い
う
べ
き
も
の
、
こ
こ
で
は
仲
平
の
熱

心
な
懸
想
を
受
け
入
れ
て
成
り
立
っ
た
仲
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
仲
平
が
大
将
に

婿
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
経
過
に
係
わ
っ
て
の
親
の
憂
慮
が
叙
述
さ
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
秋
山
氏
の
説
明
の
そ
の
事
に
先
立
っ
て
こ

の
詞
は
、
伊
勢
に
は
不
測
の
前
途
を
予
感
し
て
、
ひ
そ
か
に
危
倶
す
る
語
り
手
の

息
づ
か
い
が
、
既
に
聞
え
て
来
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

○
親
い
か
が
言
は
む
と
思
ヘ
ビ
　
「
な
べ
て
の
男
は
あ
は
せ
じ
」
と
心
決
め
、
そ

れ
を
口
に
も
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
父
親
の
気
持
ち
を
思
う
て
娘
は
心
落
ち
つ
か
ぬ

の
で
あ
る
。
だ
が
、
今
の
恋
は
娘
の
心
に
於
い
て
信
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、

三
類
本
の
「
嘆
き
た
り
け
る
」
は
表
現
に
於
い
て
過
ぎ
る
。
し
か
も
、
仲
平
は

「
な
べ
て
の
男
」
で
は
な
い
。
栄
光
あ
る
家
門
を
背
景
に
し
て
、
い
わ
ば
将
来
を

充
全
に
保
証
さ
れ
た
摂
関
家
の
御
曹
司
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
仲
平
と
伊
勢
と
の

仲
は
、
父
継
蔭
の
預
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
進
行
し
て
し
ま
っ
た
。
父
の
同
意
の
上

に
成
り
立
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
娘
は
心
落
ち
つ
か
ぬ
の
で
あ
る
。

す
く
せ

○
さ
る
べ
き
宿
世
に
こ
そ
あ
ら
め
、
若
き
人
頼
み
が
た
く
ぞ
あ
る
や
と
ぞ
言
ひ
け

る
　
「
か
か
る
君
（
こ
の
よ
う
に
立
派
な
ど
主
君
、
清
和
の
帝
）
に
仕
う
ま
つ
ら

で
、
耐
撃
た
な
く
悲
し
き
こ
と
」
（
『
伊
勢
』
駈
段
）
と
い
う
、
こ
れ
を
説
明

す
く
せ

し
て
、
「
宿
世
」
は
、
「
前
世
か
ら
の
宿
縁
」
と
言
い
「
こ
の
世
で
の
運
命
」
と

言
う
。
そ
れ
は
共
に
人
の
心
を
縛
っ
て
、
そ
の
意
志
を
越
え
る
不
可
抗
の
力
で
あ

る
。
「
こ
そ
あ
ら
め
」
は
「
こ
そ
あ
り
け
め
」
と
回
想
表
現
に
す
る
三
類
本
の
方

が
、
そ
の
宿
縁
を
既
定
の
不
可
抗
の
力
と
し
て
受
け
と
め
る
気
持
に
自
然
で
あ
る
。

「
け
め
」
の
あ
と
は
、
上
の
「
こ
そ
」
の
余
勢
が
及
ん
で
逆
態
接
続
の
文
脈
と
な
っ

て
、
次
の
、
不
安
に
揺
れ
る
詠
嘆
辞
を
伴
っ
た
父
親
の
危
惧
が
強
調
さ
れ
て
ゆ
く
。

自
ら
の
預
り
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
進
行
し
て
了
っ
た
二
人
の
仲
を
、
父
親
は
こ
れ

も
「
宿
世
」
、
不
可
抗
の
前
世
か
ら
の
宿
縁
と
あ
き
ら
め
て
い
る
。
だ
い
た
い

「
宿
世
」
と
し
て
事
態
を
受
認
す
る
の
は
、
期
待
に
反
す
る
場
合
で
あ
る
と
し
て
、

秋
山
氏
は
こ
ゝ
に
娘
の
伊
勢
の
出
仕
に
当
っ
て
、
も
し
か
し
て
帝
寵
に
あ
ず
か
る

や
も
知
れ
ぬ
と
い
う
父
継
蔭
の
期
待
が
あ
っ
た
こ
と
を
言
わ
れ
る
。
確
か
に
「
宿

世
」
は
、
そ
う
い
う
意
味
合
い
に
使
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

が
同
時
に
、
そ
の
反
証
例
も
ま
た
多
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
住
吉
の
神
の
し

る
べ
、
誠
に
か
の
人
（
明
石
上
）
も
世
に
な
べ
て
な
ら
ぬ
圃
（
こ
の
場
合
は
、

°
°
幸
運
と
い
う
程
の
意
味
合
い
で
あ
る
）
に
て
、
ひ
が
ひ
が
し
き
親
達
（
明
石
入
道

夫
婦
）
も
及
び
な
き
心
（
過
分
な
望
み
）
を
つ
か
ふ
に
ゃ
あ
り
け
む
」
（
『
源
氏
』

浮
標
）
な
ど
と
あ
る
。
稿
者
は
、
こ
ゝ
の
こ
の
詞
は
父
親
の
、
娘
に
対
す
る
労
わ

り
の
言
葉
だ
と
思
う
。
こ
う
い
う
場
合
に
使
わ
れ
る
「
宿
世
」
と
い
う
言
葉
は
、

°

不
測
の
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
事
能
冨
乗
り
切
っ
て
ゆ
く
意
志
の
営
為
に
於
け
る
て

ト
と
し
て
働
く
、
；
の
常
套
語
と
な
っ
て
い
た
と
思
う
。
例
え
ば
、
「
と
て
も

か
く
て
も
、
今
は
い
ふ
か
ひ
な
き
固
執
な

l
り
け
れ
ば
、
無
心
に
心
づ
き
な
く
て
や
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み
な
む
、
と
（
空
蝉
は
）
恩
ひ
果
て
た
り
。
（
『
源
氏
』
青
木
）
と
あ
る
。
今
は

し
が
な
い
受
領
の
妻
と
な
っ
て
身
分
の
定
ま
っ
て
い
る
空
蝉
は
、
源
氏
と
の
問
の

こ
と
は
、
所
詮
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
運
命
な
の
だ
と
思
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
今

の
揺
れ
動
く
心
を
静
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
を
言
っ
て
、
恩

わ
ぬ
状
況
に
動
揺
す
る
娘
の
心
を
父
は
労
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
文
脈
は
、
い

ま
不
測
の
事
態
の
渦
中
に
あ
る
娘
の
側
か
ら
読
ん
で
ゆ
く
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
、
父
親
の
気
持
に
強
く
あ
る
の
は
「
失
望
の
そ
の
こ
と
」
よ
り
も
、
「
若
き
人

は
頼
み
が
た
き
も
の
」
　
（
二
・
三
類
本
）
と
い
う
危
惧
で
あ
る
。
事
実
、
仲
平
は
、

い
ま
だ
思
慮
の
定
ま
ら
ぬ
十
六
・
七
歳
の
若
年
で
あ
っ
た
。

〇
年
経
る
ほ
ど
に
、
そ
の
時
の
大
将
の
婿
に
な
り
に
け
り
。
　
後
続
の
文
に
、
父

親
の
、
か
ね
て
予
想
さ
れ
た
慨
嘆
が
書
か
れ
て
い
る
、
そ
の
危
悦
が
的
中
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
仲
平
は
、
元
服
を
待
っ
て
、
大
将
家
に
婿
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
　
「
そ
の
時
の
大
将
」
と
あ
る
の
は
、
宇
多
天
皇
よ
り
五
代
前
の

5
5
代
文
徳
天
皇
の
皇
子
で
、
仁
寿
三
年
（
八
五
三
年
・
そ
れ
は
、
こ
の
時
よ
り
約

4
0
年
前
に
当
る
）
に
臣
籍
に
下
っ
た
一
世
源
氏
の
源
能
有
を
あ
て
る
の
が
通
説

に
な
っ
て
い
る
。
時
に
彼
は
、
関
白
太
政
大
臣
基
経
、
左
大
臣
源
融
、
右
大
臣
藤

ヽ
～
〟

原
良
世
に
つ
い
で
、
正
三
位
中
納
言
、
右
大
将
、
皇
太
子
侍
、
按
察
使
、
検
非
違

使
別
当
等
の
要
職
を
兼
ね
、
寛
平
三
年
（
八
九
一
年
）
　
に
基
経
が
死
殺
し
た
後
は
、

殊
に
頭
角
を
あ
ら
わ
し
て
朝
政
の
指
導
者
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
仲
平
と
能
有

の
娘
と
の
結
婚
に
つ
い
て
は
、
証
拠
と
な
る
史
科
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
が
、

こ
れ
は
二
人
の
間
に
子
が
恵
ま
れ
な
か
っ
た
か
、
或
は
、
そ
の
妻
が
早
世
し
た
た

め
か
も
知
れ
な
い
と
秋
山
氏
は
推
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
三
類
本
で
は
（
二
類

お
ほ
い
ま
う
ち
き
み

本
も
同
じ
）
　
こ
1
は
「
大
将
」
　
で
は
な
く
「
時
の
大
臣
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
片
桐
氏
は
、
こ
れ
を
文
字
ど
お
り
「
大
臣
」
と
と
れ
ば
、
こ
の
時
点
に

於
い
て
は
、
左
大
臣
源
融
、
右
大
臣
藤
原
良
世
の
二
人
が
考
え
ら
れ
る
が
、
1
6
歳

の
仲
平
の
妻
と
な
る
べ
き
娘
を
も
う
け
て
い
た
と
す
る
に
は
、
い
ず
れ
も
高
齢
に

過
ぎ
る
。
そ
こ
で
、
当
時
、
大
納
言
（
中
納
言
の
誤
り
か
。
稿
者
）
　
で
、
数
年
後

の
寛
平
八
年
（
八
九
六
年
）
　
に
右
大
臣
に
な
っ
た
源
能
有
を
あ
て
る
が
通
説
に
な

っ
て
い
る
。
作
者
の
誤
り
と
い
う
よ
り
も
、
男
の
正
妻
が
や
ん
ご
と
な
い
大
臣
の

娘
な
の
だ
と
言
い
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伊
勢
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
際
立
た
せ

よ
う
と
し
た
作
品
の
書
き
方
だ
と
患
う
、
と
言
う
解
釈
を
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

伊
勢
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
言
う
の
な
ら
、
男
の
正
妻
の
父
親
が
「
大
臣
」
　
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
そ
の
父
親
の
源
能
有
が
、
他
な
ら
ぬ
一

世
源
氏
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
－
　
そ
れ
は
、
『
伊
勢
集
』
の
読
者
に
は
周
知
の
事

実
で
あ
っ
た
ろ
う
　
ー
　
「
大
納
言
」
或
は
「
中
納
言
」
ま
た
或
は
そ
れ
と
同
位
の

「
大
将
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
事
情
に
於
い
て
は
、
少
し
も
変
わ
り
は
な
い
の
で

は
な
い
か
。
問
題
は
、
片
桐
氏
も
右
の
如
く
解
釈
さ
れ
る
、
そ
の
直
前
に
於
い
て

言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
言
っ
て
、
当
時
の
権
門
の
令
息
の

最
初
の
結
婚
は
、
権
門
の
姫
君
と
の
問
に
行
な
わ
れ
る
政
略
結
婚
が
普
通
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仲
平
が
能
有
に
婿
取
ら
れ
た
の
も
、
そ
こ
に
は
父
基
経

27



の
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
能
有
の
意
志
や
計
算
が
強
く
働
い
て
い
た
と
み
る

の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
権
門
の
子
女
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
家
門
の
問
の
互
い
に

計
算
さ
れ
た
契
約
に
基
づ
く
婚
姻
は
避
け
難
い
、
と
い
う
よ
り
そ
れ
が
極
め
て
自

然
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
と
、
秋
山
氏
も
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
伊
勢
も
ま
た
、

こ
の
計
算
ず
く
の
婚
姻
が
普
通
で
自
然
な
こ
と
と
目
さ
れ
て
い
た
時
代
の
趨
勢
か

ら
、
決
し
て
自
由
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
後
続
の
文
に
書

か
れ
て
い
る
父
親
の
慨
嘆
は
、
い
ま
だ
思
慮
の
定
ま
ら
ぬ
仲
平
の
、
若
年
に
起
因

か
な

す
る
危
幌
の
、
悪
し
く
も
的
中
し
た
こ
と
の
嘆
き
で
あ
る
と
共
に
、
「
い
と
愛
し

ま

な

む

す

め

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

じ

ゅ

う

り

ん

く
す
る
」
愛
娘
が
、
始
め
て
知
っ
た
そ
の
愛
を
、
手
も
な
く
揉
潤
さ
れ
て
嘆
く
父

親
の
、
一
受
領
と
し
て
の
嗟
嘆
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
嗟
嘆
は

同
時
に
恐
ら
く
、
一
受
領
の
娘
と
し
て
貴
族
社
会
の
秩
序
の
中
に
生
き
て
来
た
伊

勢
の
、
は
じ
め
て
の
自
覚
さ
れ
た
嘆
き
で
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
の
嘆
き
か

ら
解
放
さ
れ
て
、
自
由
に
、
女
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
、
そ
の
あ
り
よ
う
が
、
以

後
の
伊
勢
の
人
生
の
課
題
と
な
る
。
な
お
、
こ
1
が
「
そ
の
時
の
大
将
」
　
で
は
な

く
、
二
・
三
類
本
で
は
「
時
の
大
臣
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
二
段

に
出
る
、
三
と
四
番
歌
の
贈
答
「
三
輪
の
山
」
「
も
ろ
こ
し
の
」
　
の
項
で
考
え
る
。

○
女
、
限
り
な
く
恥
づ
か
し
と
思
ふ
ほ
ど
に
　
「
宮
（
女
三
宮
）
は
御
心
の
鬼
に
、

（
源
氏
に
）
見
え
奉
ら
む
も
瑚
刺
u
O
つ
つ
ま
し
く
お
ぼ
す
に
、
（
源
氏
が
宮
に
）

物
な
ど
聞
え
給
ふ
御
い
ら
へ
も
（
源
氏
に
）
聞
え
給
は
ね
ば
」
（
「
源
氏
」
若
葉
下
）

と
あ
る
「
心
の
鬼
」
は
、
人
目
を
忍
ぶ
恋
を
さ
と
ら
れ
な
い
か
と
恐
れ
る
場
合
に

使
っ
た
例
が
多
い
。
女
三
宮
は
、
柏
木
と
の
密
事
が
源
氏
の
覚
る
と
こ
ろ
と
な
り

は
し
な
い
か
と
、
我
が
「
御
心
の
鬼
」
に
脅
え
、
源
氏
の
前
で
は
、
「
恥
か
し
く
」

て
ま
と
も
に
目
も
合
わ
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
伊
勢
の
仲
平
と
の
恋
の
は
じ
め

は
、
誰
に
悍
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
心
情
に
於
い
て
は
、
温
子
に

も
顔
を
上
げ
ら
れ
な
い
よ
う
な
恥
か
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
が
、
仲
平

の
、
時
の
人
で
あ
る
大
将
家
に
婿
取
ら
れ
、
そ
の
華
や
か
な
話
柄
の
中
で
、
自
分

と
の
密
事
ま
で
も
が
、
事
実
以
上
に
誇
大
に
取
り
沙
汰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の
取
り
沙
汰
の
中
で
、
結
局
は
、
独
り
取
り
残
さ
れ
て
い
る
自
分
。
父
に
対
し
て
、

面
が
向
け
ら
れ
な
い
以
上
に
、
周
囲
の
人
に
対
す
る
思
惑
で
身
の
細
る
思
い
を
す

る
。
自
ら
の
恋
に
悼
む
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
だ
け
に
伊
勢
は
、
温
子
の
許
に
居
た
ゝ

ま
れ
ず
、
父
の
邸
に
帰
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

○
こ
の
男
の
も
と
よ
り
、
男
の
親
の
家
は
五
条
わ
た
り
な
る
に
、
来
て
　
そ
の
父

の
邸
は
五
条
の
あ
た
り
に
在
っ
た
。
こ
の
条
の
、
「
男
の
親
の
家
」
は
明
ら
か
に

「
女
の
親
の
家
」
の
誤
写
で
あ
る
。
二
類
本
で
は
「
こ
の
女
の
家
は
」
、
三
類
本

で
は
「
こ
の
女
の
親
は
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

「
こ
の
男
（
仲
平
）
　
の
も
と
よ
り
」
は
間
を
隔
て
1
、
仲
平
自
身
を
主
語
に
す
る

「
来
て
」
に
続
く
文
脈
で
あ
る
が
、
二
・
三
類
本
で
は
「
こ
の
男
の
も
と
よ
り
」

の
次
に
そ
れ
ぞ
れ
「
人
き
た
り
」
　
「
人
お
こ
せ
た
り
け
る
」
の
詞
が
あ
り
、
「
来

て
」
　
の
主
語
は
、
仲
平
の
意
を
体
し
て
来
訪
す
る
使
い
の
者
に
作
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
三
類
本
に
依
ら
れ
る
片
桐
氏
は
、
一
類
本
の
西
本
願
寺
本
は
、
後
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の
歌
の
「
人
住
ま
ず
荒
れ
た
る
宿
を
来
て
み
れ
ば
」
　
の
「
宿
」
を
、
こ
の
五
条
の

女
の
家
と
見
て
し
ま
っ
た
1
め
に
「
来
て
見
れ
ば
」
と
あ
る
以
上
、
「
人
お
こ
せ

た
り
け
る
」
で
は
お
か
し
い
と
考
え
て
、
み
ず
か
ら
が
や
っ
て
来
た
と
読
め
る
よ

う
に
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
類
本
で
も
「
こ
の
男
の
も
と
よ
り
人
き
た
り
」
と

あ
る
。
一
般
に
は
、
こ
の
「
人
住
ま
ず
荒
れ
た
る
宿
」
を
「
五
条
わ
た
り
な
り
け

る
」
　
「
女
の
親
」
　
の
家
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
大
和
に
親
あ
る
人
」
と

あ
る
ゆ
え
に
、
五
条
の
留
守
宅
は
「
人
住
ま
ず
荒
れ
た
る
宿
」
に
な
っ
て
い
た
の

だ
と
見
る
こ
と
も
一
見
出
来
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
は
女
が
ど
こ
に
い

た
の
か
分
か
ら
な
い
し
、
他
人
の
邸
宅
に
つ
い
て
「
人
住
ま
ず
荒
れ
た
る
宿
」
と

い
う
の
も
失
礼
す
ぎ
る
。
私
見
で
は
、
七
条
后
温
子
皇
后
に
仕
え
て
い
た
伊
勢
の

曹
司
と
見
た
い
。
後
に
あ
げ
る
2
6
番
（
一
類
本
で
は
2
7
番
・
稿
者
注
）
の
歌
の
左

注
「
今
は
身
を
心
う
が
り
て
、
元
の
宮
仕
へ
を
な
む
し
け
る
」
に
続
く
2
7
番
（
一

類
本
で
は
2
8
番
）
　
の
詞
書
に
「
こ
の
ほ
ど
の
曹
司
に
は
前
栽
な
ど
い
と
を
か
し
う

植
ゑ
て
な
む
住
み
け
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
女
房
の
曹
司
で
あ
る
。
仲
平
が
伊
勢

を
知
り
、
契
り
を
結
ん
だ
の
も
、
当
然
そ
こ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
周
囲
の
人
々
も
、

伊
勢
と
仲
平
と
の
関
係
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
こ

に
い
た
ゝ
ま
れ
な
く
な
っ
た
伊
勢
は
「
五
条
わ
た
り
な
る
」
父
の
留
守
宅
に
身
を

隠
し
た
の
で
あ
る
。
新
婚
早
々
の
仲
平
は
、
姉
の
后
を
訪
問
す
る
こ
と
に
か
こ
つ

け
て
伊
勢
の
曹
司
を
訪
ね
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
伊
勢
は
そ
こ
に
い
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
女
の
実
家
ま
で
、
自
身
で
や
っ
て
来
る
こ
と
は
、
新
し
い
妻
や
そ
の
父
親

た
ち
に
対
し
て
気
が
答
め
て
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
会
え
な
か
っ
た
ゆ
え
に

歌
を
詠
み
、
そ
の
歌
を
使
に
託
し
て
女
に
届
け
た
の
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
お
ら

れ
る
。
し
か
し
、
物
語
の
進
行
の
上
で
は
二
年
程
後
の
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、

仲
平
が
自
身
で
伊
勢
の
実
家
ま
で
訪
ね
て
来
る
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
を
再
訪
と
み

れ
ば
、
こ
1
は
最
初
の
訪
れ
と
み
て
、
や
は
り
、
「
来
て
」
　
の
主
語
は
、
仲
平
自

身
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
言
う
の
は
、
三
類
本
で
「
こ
の
男
の
も
と
よ
り
、

人
お
こ
せ
た
り
け
る
。
こ
の
女
の
親
は
五
条
わ
た
り
な
り
け
る
所
に
、
来
て
、
柿

の
紅
葉
に
歌
を
な
む
書
き
た
り
け
る
」
と
あ
る
の
を
、
「
こ
の
男
の
所
か
ら
使
の

人
を
よ
こ
し
て
来
た
。
こ
の
女
の
親
は
五
条
の
近
辺
に
家
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
や
っ
て
来
た
使
が
持
参
し
た
の
は
、
柿
の
紅
葉
に
歌
を
書
い
て
つ

け
た
も
の
で
あ
っ
た
良
と
片
桐
氏
は
口
語
訳
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
傍
線
部
の
訳

は
、
原
文
の
文
脈
か
ら
み
て
か
な
り
不
自
然
で
あ
る
。
氏
の
　
「
私
見
」
に
引
き
つ

け
過
ぎ
た
強
引
な
訳
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
。
原
文
を
虚
心
に
み
る
限
り
で
は
、

「
来
て
」
の
主
語
も
、
「
歌
を
な
む
書
き
た
り
け
る
」
の
主
語
も
共
に
使
い
の
者

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
は
稿
者
の
私
見
で
あ
る
が
、
こ
の
条
を
二
・
三
類
本
に

従
っ
て
読
む
の
で
あ
れ
ば
、
「
こ
の
男
の
も
と
よ
り
、
人
き
た
り
、
或
は
、
人
お

こ
せ
た
り
け
る
」
　
の
「
人
」
は
、
仲
平
に
歌
を
託
さ
れ
た
使
い
の
者
と
い
う
よ
り

も
、
仲
平
の
意
を
体
し
て
、
傷
心
の
伊
勢
を
見
舞
っ
た
、
温
子
付
き
の
侍
女
で
あ
っ

た
。
伊
勢
の
同
輩
に
先
ず
慰
問
さ
せ
て
お
い
た
上
で
、
或
は
、
伊
勢
の
実
家
を
、

「
こ
の
女
の
家
は
（
二
類
本
）
、
或
は
、
こ
の
女
の
親
は
（
三
類
本
）
五
条
わ
た
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0　0

り
な
り
け
る
所
」
と
確
認
し
た
上
で
、
仲
平
自
身
の
、
お
も
む
ろ
な
登
場
と
な
る
。

確
か
に
、
こ
ゝ
の
次
に
あ
る
仲
平
の
贈
歌
は
、
歌
の
贈
答
に
つ
け
る
に
は
、
当
時

と
し
て
は
か
な
り
に
異
質
な
、
柿
の
紅
葉
を
使
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
て
、
そ

°

　

°

の
よ
う
な
芝
居
が
か
っ
た
彼
の
挙
動
の
延
長
線
上
に
成
り
立
っ
た
風
の
歌
の
ふ
り

で
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
私
見
も
か
な
り
に
苦
し
い
。
こ
1
は
、
や
は
り
一
類
本
の

本
文
で
読
む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

○
柿
の
紅
葉
に
か
く
書
き
つ
け
た
り
。
こ
1
の
、
こ
の
条
の
次
に
あ
る
贈
答
は
、

『
後
撰
和
歌
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
に
次
ぐ
第
二
の
勅
撰
和

歌
集
で
あ
る
『
後
撰
和
歌
集
』
が
、
6
2
代
村
上
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
、
そ
の
撰

集
の
こ
と
を
開
始
し
た
の
は
、
伊
勢
投
（
天
慶
初
年
の
九
三
八
～
九
四
〇
年
頃
と

推
定
さ
れ
る
）
後
、
ま
も
な
く
の
天
暦
五
年
（
九
五
一
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
集
は
、
貴
族
の
日
常
生
活
に
於
け
る
歌
を
、
そ
の
主
要
な
撰
集
資
料
と
し
て
お

り
、
集
中
に
は
、
贈
答
歌
が
多
く
、
歌
物
語
的
要
素
の
強
い
内
容
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
後
撰
和
歌
集
』
所
収
の
伊
勢
の
歌
に
限
っ

て
言
え
ば
、
そ
こ
に
『
伊
勢
集
』
冒
頭
の
物
語
的
部
分
と
の
何
ら
か
の
係
わ
り
を

想
定
す
る
こ
と
は
、
充
分
可
能
で
あ
る
。
が
、
そ
の
『
後
撰
和
歌
集
』
の
冬
部
で

4
5
8
と
4
5
9
番
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
右
の
そ
の
贈
答
の
贈
歌
の
詞
書
は
、
「
住
ま
ぬ

家
に
ま
う
で
来
て
、
紅
葉
に
書
き
て
言
ひ
っ
か
は
し
け
る
　
枇
杷
左
大
巨
（
仲
平

の
こ
と
、
稿
者
）
」
と
な
っ
て
い
て
、
「
柿
」
の
語
は
見
え
な
い
。
こ
の
条
に
み
え

る
「
か
き
の
も
み
ぢ
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
か
。
二
類
本
の
群
書
類
従
本
系
統
の

中
で
も
、
最
も
古
い
書
写
で
あ
る
伝
飛
鳥
井
雅
子
筆
本
で
は
、
こ
ゝ
の
と
こ
ろ
は

か
き

「
増
の
紅
葉
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
垣
根
に
植
え
て
あ
っ
た
落
葉
樹
が
紅
葉
し

て
い
た
も
の
か
。
そ
れ
と
も
、
通
説
に
言
う
よ
う
に
「
柿
の
紅
葉
」
な
の
か
。
藤

岡
忠
美
氏
は
、
「
柿
紅
葉
」
説
を
支
持
強
化
す
る
多
く
の
文
献
資
料
を
提
示
し
て
、

平
安
後
期
あ
た
り
に
な
っ
て
和
歌
の
世
界
に
柿
紅
葉
が
登
場
し
、
こ
れ
を
賞
美
す

る
意
識
は
、
中
期
に
は
ま
だ
一
般
に
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
『
伊
勢

集
』
の
頃
に
既
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
、
と
言
っ
て
お
ら
れ

る
。
（
『
伊
勢
集
序
説
－
伊
勢
日
記
冒
頭
歌
覚
え
書
き
ー
』
神
戸
大
、
『
国
文
論

叢
』
　
昭
和
5
8
年
3
月
刊
）
　
し
か
し
、
稿
者
が
、
『
源
語
』
に
当
っ
て
拾
い
得
た

限
り
で
は
、
「
か
き
」
に
つ
い
て
の
名
詞
形
に
宛
て
得
る
も
の
は
、
熟
語
の
「
垣

穂
」
四
例
、
「
垣
根
」
十
七
例
の
は
か
に
は
、
例
え
ば
、
「
竹
編
め
る
か
き
（
垣
）

し
ゎ
た
し
て
」
　
（
須
磨
）
な
ど
六
例
、
す
べ
て
み
な
「
垣
」
で
あ
る
。
「
柿
」
は

見
当
ら
な
い
。
平
安
後
期
は
知
ら
ず
、
中
期
に
あ
っ
て
は
、
物
語
に
も
見
当
ら
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
や
よ
り
審
美
的
な
和
歌
の
世
界
で
は
「
柿
」
更
に
は

「
柿
紅
葉
」
を
賞
美
す
る
意
識
は
、
ま
だ
萌
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

ぅ
か
。
と
す
れ
ば
、
こ
ゝ
の
こ
の
条
に
あ
る
如
き
、
「
柿
紅
葉
」
に
歌
を
書
き
つ

け
て
贈
る
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
錦
」
と
見
立
て
ゝ
ゆ
く
仲
平
の
応
対
に
は
、
大
方

の
人
の
意
表
に
出
る
彼
の
芝
居
が
か
っ
た
計
算
が
働
い
て
い
た
と
言
え
そ
う
で
あ

る
。

O
「
人
住
ま
ず
荒
れ
た
る
宿
を
」
の
贈
歌
仲
平
が
、
「
人
住
ま
ず
荒
れ
た
る
宿
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・
・
・
」
と
歌
い
か
け
る
の
は
、
伊
勢
の
身
を
隠
す
五
条
の
家
の
柿
紅
葉
が
織
り

な
す
錦
の
如
き
美
景
に
目
を
奪
わ
れ
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
紅

葉
を
錦
と
見
た
て
る
歌
の
風
体
に
自
分
の
心
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

女
と
の
心
の
架
け
橋
が
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
と
秋
山
氏
は
言
わ
れ
る
。
ま
た
、

氏
は
、
仲
平
は
大
将
家
に
婿
取
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伊
勢
と
共
に
培
っ
て
来

た
二
人
の
愛
の
絆
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
痛
感
し
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な

が
ら
、
さ
れ
ば
と
て
、
と
言
う
よ
り
も
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
女
に
対
す

る
こ
の
裏
切
り
は
、
た
と
え
そ
れ
が
自
ら
の
意
志
を
越
え
て
、
高
飛
車
に
決
め

ら
れ
た
な
り
ゆ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
陳
弁
の
余
地
な
き
も
の
と
し
て
自
責
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
日
責
の
心
は
、
こ
れ
を
女
に
ど
う
説
明
し
て
、
許
し
を

請
う
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
日
常
的
な
千
万
言
を
も
っ
て
し
て
も
無
力
と

い
う
ほ
か
は
な
く
、
こ
こ
に
非
日
常
的
な
言
葉
で
あ
る
歌
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
歌
も
、
相
手
に
対
す
る
慰
撫
や
弁
明
で
は
、
却
っ
て
空
し
く
白
々
し

い
。
男
は
、
あ
え
て
わ
が
心
を
遮
断
し
て
、
た
だ
柿
紅
葉
の
美
を
称
賛
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
贈
歌
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
切
り
返
さ
れ
る
歌
を
誘
発
し
、
こ
ゝ

に
日
常
的
な
言
葉
に
よ
る
の
で
は
不
可
能
な
、
相
手
と
の
連
帯
を
得
た
い
た
め
で

あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
果
せ
る
か
な
、
「
い
と
心
憂
き
も
の
か
ら
あ
は
れ
に
お

ぼ
え
け
れ
ば
」
と
い
う
反
応
か
ら
、
伊
勢
の
歌
が
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
こ
の
男
女
は
、
歌
の
贈
答
に
よ
っ
て
向
き
合
う
こ
と
が
出
来
た
。
越
え
が
た
い

心
と
心
と
の
断
絶
を
克
服
し
て
、
歌
と
い
う
言
葉
で
つ
な
が
る
こ
と
が
出
来
た
の

で
あ
っ
た
、
と
も
氏
は
言
わ
れ
る
。
仲
平
の
計
算
は
図
に
当
っ
た
訳
で
あ
る
。

O
「
涙
さ
へ
時
雨
に
そ
へ
て
」
　
の
返
歌
　
前
述
し
た
通
り
、
仲
平
の
贈
歌
の
中
の

「
人
住
ま
ず
荒
れ
た
る
宿
」
を
の
「
宿
」
を
、
温
子
の
許
に
任
え
る
伊
勢
の
曹
司

と
み
る
片
桐
氏
は
、
そ
こ
か
ら
、
身
を
隠
し
て
い
る
伊
勢
の
上
を
思
っ
て
、
「
貴

女
が
住
ん
で
い
な
い
ゆ
え
に
手
入
れ
も
ゆ
き
届
か
ず
荒
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
庭
で

は
あ
る
が
、
こ
ゝ
に
来
て
見
る
と
、
今
、
紅
葉
が
錦
を
織
り
な
す
よ
う
な
す
ば
ら

し
さ
で
し
た
。
早
く
帰
っ
て
来
て
下
さ
い
」
と
、
伊
勢
を
慰
撫
す
る
仲
平
の
意
向

に
こ
の
歌
の
口
訳
を
つ
け
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
、
「
涙
さ
へ
」

の
伊
勢
の
返
歌
は
、
「
時
雨
」
の
は
か
に
私
の
涙
さ
え
降
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
古
さ
れ
た
私
が
住
む
の
に
通
わ
し
い
こ
の
家
の
方
が
、
そ
ち
ら
よ
り
も
紅
葉

の
色
の
濃
さ
は
ま
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
紅
葉
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
、
こ
ち

ら
の
方
が
色
は
濃
い
の
で
す
よ
と
答
え
た
の
で
あ
る
。
「
い
ろ
い
ろ
お
っ
し
ゃ
っ

て
も
、
こ
こ
ま
で
は
訪
ね
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
気
持
を
こ

め
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
た
。
仲
平
の
、
自
ら
の
裏
切
り
に
つ
い
て
の
弁

明
を
底
に
置
い
た
慰
撫
の
、
そ
の
言
葉
に
反
発
す
る
挑
み
の
歌
と
、
伊
勢
の
返
歌

を
み
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
秋
山
氏
は
、
時
雨
に
そ
え
て
、

わ
が
悲
涙
が
降
り
そ
そ
い
だ
た
め
に
、
故
里
の
紅
葉
の
濃
さ
が
ま
さ
る
と
い
う
発

想
は
、
い
ま
の
わ
が
境
地
を
全
身
的
に
訴
え
抗
議
し
て
い
る
体
で
あ
る
。
だ
が
、

抗
議
し
反
発
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
伊
勢
の
追
い
込
ま
れ
た
立
場
は
ど
う
変
わ

る
も
の
で
も
な
い
。
先
に
み
た
如
く
、
二
人
は
越
え
難
い
心
と
心
と
の
断
絶
を

31



克
服
し
て
、
歌
と
い
う
言
葉
で
つ
な
が
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
が
、
し

か
し
な
が
ら
、
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
顕
わ
に
な
る
の
が
、
こ
れ
ま

た
両
者
の
断
絶
で
あ
る
は
か
な
い
の
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
片
桐
氏

が
、
伊
勢
の
「
涙
さ
へ
」
の
歌
を
、
仲
平
の
慰
撫
の
言
葉
に
反
発
す
る
挑
み
心
を

詠
ん
だ
も
の
と
し
て
、
「
人
住
ま
ず
」
の
歌
と
同
次
元
で
捉
え
ら
れ
た
の
に
対
し

て
、
伊
勢
の
歌
は
、
こ
1
で
は
、
そ
の
こ
と
、
つ
ま
り
仲
平
に
対
す
る
抗
議
と
か

反
発
と
か
の
そ
の
こ
と
を
既
に
突
き
抜
け
て
、
そ
れ
は
自
立
す
る
「
自
己
目
的
的

な
営
為
」
な
の
で
あ
っ
た
、
と
秋
山
氏
は
結
論
さ
れ
る
。
こ
の
歌
が
男
を
ど
う
感
動

さ
せ
た
か
と
は
別
に
、
そ
こ
に
は
、
歌
を
詠
む
と
い
う
行
為
自
体
に
自
己
の
存
在

の
あ
り
よ
う
を
あ
か
す
は
か
な
い
歌
人
の
誕
生
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
言
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

○
ね
ず
み
も
ち
に
つ
け
て
や
り
け
る
。
　
「
ね
ず
み
も
ち
」
　
（
鼠
病
）
は
、
二
・

三
類
本
で
は
「
ね
ず
も
ち
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
和
名
抄
に
「
捜
、
漢
語
抄
言
、

ネ

ズ

ミ

モ

チ

ノ

キ

禰
須
美
毛
知
乃
岐
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
清
少
の
文
章
に
「
ね
ず
も
ち
の
木
、

人
な
み
な
み
に
な
る
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ど
、
葉
の
い
み
じ
う
こ
ま
か
に
ち
ひ
さ
き

が
を
か
し
き
な
り
」
（
『
枕
草
子
』
三
巻
本
、
第
3
8
段
「
花
の
木
な
ら
ぬ
は
」
の
段
）

や
ま
つ
げ

と
あ
る
。
「
葉
の
い
み
じ
う
小
さ
き
」
と
あ
れ
ば
、
杓
黄
楊
の
類
な
ら
ん
か
、
と

金
子
氏
は
言
っ
て
い
る
。
（
『
枕
草
子
評
釈
』
）
そ
れ
は
、
西
日
本
の
暖
地
に
自
生

し
、
庭
樹
や
生
垣
と
し
て
広
く
栽
植
さ
れ
る
モ
ク
セ
イ
科
の
常
緑
樹
で
あ
る
。
常

緑
樹
で
あ
る
か
ら
、
二
・
三
類
本
の
言
う
よ
う
に
、
紅
葉
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な

い
。
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
こ
う
し
た
矛
盾
す
る
異
文
が
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
に
つ
け
た
伊
勢
の
歌
が
そ
れ
を
要
求
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の

「
ね
ず
み
も
ち
」
に
は
容
易
に
納
得
し
難
い
も
の
が
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
の
は
秋

山
氏
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
「
ネ
ズ
ミ
」
と
い
う
名
か
ら
酒
落
て
「
人
な
み
な
み
に

な
る
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ど
」
と
清
少
は
言
っ
た
の
だ
ろ
う
（
池
田
亀
鑑
氏
『
全
講

枕
草
子
』
上
）
が
、
そ
の
人
並
み
に
、
他
の
木
と
同
列
に
扱
わ
れ
よ
う
も
な
い
、

こ
の
貧
相
な
木
が
場
末
の
雰
囲
気
を
表
象
し
、
『
源
語
』
の
夕
顔
の
巻
に
於
け
る

夕
顔
と
同
様
に
、
伊
勢
の
仲
平
と
の
身
分
差
を
表
象
す
る
役
割
を
果
し
て
い
る
、

と
言
わ
れ
た
の
は
渕
江
文
也
氏
で
あ
る
（
『
源
氏
物
語
の
美
質
』
）
が
、
大
国
の
国
司

で
あ
る
大
和
守
継
蔭
邸
と
夕
顔
の
宿
を
同
次
元
に
扱
う
の
は
い
か
が
な
も
の
か
、

と
片
桐
氏
は
言
わ
れ
る
。
そ
れ
に
、
そ
の
よ
う
な
、
伊
勢
に
仲
平
に
対
す
る
身
分

的
な
負
い
目
を
み
る
よ
う
な
解
釈
は
、
こ
の
木
に
つ
け
た
伊
勢
の
歌
が
、
そ
の
歌

の
内
容
と
し
て
持
つ
、
仲
平
へ
の
挑
み
心
（
片
桐
氏
）
や
、
或
は
、
そ
れ
以
上
の

次
元
の
精
神
的
営
為
（
秋
山
氏
）
で
あ
る
こ
と
と
容
易
に
つ
な
が
ら
な
い
。
ま
た

清
少
の
言
葉
に
、
「
葉
の
い
み
じ
う
こ
ま
か
に
ち
ひ
さ
き
」
と
あ
る
。
そ
れ
が
大

き
く
立
派
で
、
錦
に
見
ま
ち
が
う
よ
う
な
柿
の
葉
と
の
対
照
に
於
い
て
示
さ
れ
る

た
め
に
、
権
門
の
男
に
対
す
る
女
の
身
分
の
低
さ
が
、
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
人
並
以
下
で
萎
れ
て
い
く
よ
う
な
情
な
い
身
の

上
を
表
わ
し
た
も
の
と
で
も
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
、
と
藤
岡
氏
も
渕
江
氏
と
同

趣
旨
の
解
釈
を
示
さ
れ
な
が
ら
も
し
か
し
、
こ
れ
は
贈
答
歌
の
常
則
に
反
す
る
無
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理
な
解
釈
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
l

ど
自
身
の
仮
説
を
否
定
さ
れ
て
い
る
。
（
『
伊
勢

集
序
説
』
同
右
）
こ
の
歌
意
と
添
え
物
と
の
不
整
合
の
ゆ
え
に
、
こ
の
部
分
に
関

す
る
諸
注
の
困
惑
に
触
れ
な
が
ら
、
釈
然
と
は
し
な
い
の
だ
が
と
言
っ
て
、
秋
山

氏
が
提
示
さ
れ
る
ど
意
見
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
仲
平
の
歌
に
対
し
て
歌

を
も
っ
て
切
り
返
す
伊
勢
は
、
目
も
あ
や
な
る
柿
紅
葉
の
く
れ
な
い
に
対
し
て
、

「
ね
ず
み
も
ち
」
の
常
緑
を
突
き
つ
け
た
。
そ
こ
に
は
、
男
の
移
ろ
い
や
す
い
心

に
対
し
て
、
変
わ
ら
ぬ
節
操
を
生
き
る
女
の
心
が
主
張
さ
れ
て
い
る
、
と
み
て
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
屈
辱
に
耐
え
つ
ゝ
も
、
毅
然
た
る
姿
勢
を
、
伊
勢
は
こ

の
「
ね
ず
み
も
ち
」
に
こ
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
。

○
な
が
月
ば
か
り
の
こ
と
な
る
べ
し
。
「
今
ぞ
木
の
葉
は
錦
織
り
け
る
」
と
言

い
、
「
疾
さ
へ
時
雨
に
そ
へ
て
・
・
・
」
と
言
う
、
先
の
贈
答
を
、
そ
の
表
現
の

上
に
於
い
て
み
る
、
作
者
の
注
記
で
あ
る
。
こ
の
贈
答
の
交
わ
さ
れ
た
時
期
が
、

伊
勢
の
温
子
後
宮
へ
の
出
仕
の
翌
々
年
の
こ
と
1
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
寛
平
三
年

の
秋
、
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
八
九
一
年
十
月
七
日
か
ら
十
一
月
五
日
に
か
け
て
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

○
男
も
見
て
、
限
り
な
く
め
で
け
り
。
こ
ゝ
は
恐
ら
く
l

、
濃
い
紅
色
の
料
紙
に

書
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
伊
勢
の
歌
を
見
て
、
仲
平
が
、
す
ば
ら
し
い
と
感
嘆

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
が
し
か
し
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
「
女
君
（
中
君
）
の
お
前

に
出
で
来
て
、
（
匂
宮
の
事
を
）
い
み
じ
く
叫
で
｛

l
零
れ
ば
、
（
北
方
を
）
田
舎
び

た
る
と
思
し
て
、
（
女
君
は
）
笑
ひ
給
ふ
」
（
『
源
氏
』
東
屋
）
ま
た
、
「
さ
る
は

扇
の
色
も
心
お
き
つ
べ
き
閏
の
古
へ
を
ば
（
侍
従
は
）
知
ら
ね
ば
、
（
だ
が
実
は
、

薫
が
吟
じ
ら
れ
た
句
は
、
漢
の
成
帝
の
官
女
班
女
が
寵
衰
え
て
捨
て
ら
れ
た
事
を
、

白
扇
が
夏
珍
重
さ
れ
て
秋
風
に
捨
て
ら
れ
る
の
に
比
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
の

に
、
侍
従
は
そ
の
故
事
を
知
ら
ず
に
）
偏
へ
に
め

l
l
で
l
聞

l
ゆ
る
ぞ
、
お
く
れ
た
る
な

め
る
か
し
。
（
気
が
利
か
な
い
の
だ
ろ
う
）
」
（
『
源
氏
』
東
屋
）
な
ど
の
用
例
に

徹
し
て
分
か
る
通
り
、
「
め
づ
」
と
い
う
行
為
は
、
多
く
の
場
合
、
物
の
表
層
に

の
み
心
奪
わ
れ
て
、
真
実
の
事
情
を
悟
る
に
疎
い
心
利
か
ぬ
者
の
所
行
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
仲
平
の
、
伊
勢
の
歌
に
寄
せ
た
感
嘆
は
、
傷
心
の
中
に
も
、
人
の

心
を
ひ
ら
い
て
ゆ
く
、
和
歌
と
い
う
も
の
が
持
つ
言
葉
の
機
微
に
「
あ
は
れ
」
を

お
ぼ
え
て
ゆ
く
伊
勢
の
情
動
と
は
お
よ
そ
次
元
の
異
な
る
、
伊
勢
の
返
歌
の
、
そ

の
歌
意
の
表
層
を
の
み
み
る
浅
薄
な
理
解
よ
り
の
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
の
で

あ
る
。
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【
評
】「

大
御
息
所
と
聞
こ
え
け
る
御
局
に
、
大
和
に
親
あ
る
人
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
」
に

つ
い
て
、
「
大
御
息
所
」
　
「
大
和
に
親
あ
る
人
」
　
の
こ
と
は
、
既
に
　
「
注
解
」
　
の

項
で
触
れ
た
。
『
伊
勢
集
』
　
の
冒
頭
句
に
続
く
、
こ
の
一
条
は
、
「
大
和
に
親
あ

る
人
」
す
な
わ
ち
「
大
和
守
藤
原
継
蔭
を
父
と
す
る
人
」
伊
勢
が
、
「
大
御
息
所
」

藤
原
温
子
の
許
に
「
さ
ぶ
ら
っ
て
い
た
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

が
し
か
し
、
こ
の
　
「
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
」
は
、
伊
勢
が
温
子
つ
き
女
房
と
し
て
出



仕
し
て
い
た
、
と
単
純
に
解
す
べ
き
か
ど
う
か
、
論
議
の
わ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
、

と
秋
山
氏
は
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
氏
は
、
曽
沢
大
吉
氏
、
原
国
人
氏
、
特
に
は
、

加
納
重
文
民
ら
の
所
説
に
依
り
な
が
ら
、
「
基
経
は
、
伊
勢
の
父
継
蔭
が
伊
勢
守

で
あ
っ
た
仁
和
三
年
（
八
八
七
年
）
か
ら
寛
平
三
年
（
八
九
一
年
）
の
間
、
温
子

と
且
ぼ
同
年
の
伊
勢
を
出
仕
さ
せ
、
温
子
の
客
分
と
し
て
待
遇
し
た
。
そ
れ
は
伊

勢
が
、
た
だ
に
温
子
の
侍
女
と
い
う
の
で
な
く
、
伊
勢
が
ま
た
温
子
に
か
わ
り
得

る
、
摂
関
家
に
と
っ
て
は
、
第
二
の
温
子
こ
と
胤
子
－
胤
子
は
、
温
子
が
、
清

和
帝
や
光
孝
帝
の
後
宮
に
入
れ
た
姉
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
不
本
意
な
結
果
を
も

た
ら
し
た
場
合
で
も
、
温
子
の
代
役
を
演
じ
得
る
女
性
と
し
て
、
基
経
に
よ
っ
て

用
意
さ
れ
て
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
－
に
次
ぐ
第
三
の
温
子
と
も
言
う
べ
き
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」
と
い
う
加
納
氏
の
結
論
を
支
持
さ
れ
て
い
る
。

い
っ
た
い
伊
勢
の
家
系
は
、
お
よ
そ
受
領
階
級
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
の

な
か
で
祖
父
の
家
宗
は
、
蔵
人
頑
な
ど
の
要
職
を
経
て
従
三
位
参
議
に
列
し
、
ま

た
家
宗
の
妻
の
父
で
あ
る
藤
原
山
蔭
（
伊
勢
の
父
継
蔭
の
母
方
の
祖
父
）
は
、
従

三
位
中
納
言
と
な
っ
て
い
る
。
山
蔭
に
つ
い
て
は
『
大
鏡
』
の
「
藤
氏
物
語
」
に
、

吉
田
明
神
を
春
日
明
神
か
ら
分
社
し
た
記
事
が
あ
り
、
そ
の
祭
日
に
「
わ
が
御
族

に
、
帝
き
さ
い
の
宮
立
ち
た
ま
ふ
も
の
な
ら
ば
、
公
け
（
公
祭
＝
官
祭
）
に
な
さ

む
」
と
誓
願
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
山
蔭
と
縁
に
つ
な
が
る
継
蔭
が
、

わ
が
娘
を
「
后
が
ね
」
に
と
願
っ
た
と
て
不
思
議
で
は
な
い
、
と
す
る
原
国
人

氏
の
所
説
を
も
ま
た
、
秋
山
氏
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
加
納
氏
の
結
論

さ
れ
た
温
子
の
父
の
基
経
の
布
石
と
、
伊
勢
の
父
親
で
あ
る
継
蔭
の
願
望
と
が
、

期
せ
ず
し
て
一
致
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
継
蔭
に
、
母
方
の
祖
父
で
あ
る
山
蔭
の
気
概
を
受
け
て
、
娘
の
伊
勢

を
も
ま
た
「
后
が
ね
」
に
と
思
う
願
望
が
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
推
定
は
、
山
蔭
の

誓
願
が
実
現
し
て
い
て
こ
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、
折
角
の
継

た
わ
ど
と

蔭
の
願
望
も
、
過
分
の
戯
言
に
過
ぎ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
山
蔭
が
、
「
わ

が
御
旗
に
、
帝
き
さ
い
の
宮
」
を
と
祈
願
し
た
、
そ
の
「
帝
」
で
あ
る
一
条
天
皇

か
ね
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
L

が
、
懐
仁
親
王
と
し
て
、
彼
の
曽
孫
の
詮
子
の
子
と
し
て
生
ま
れ
て
来
る
の
は
漸

く
天
元
三
年
（
九
八
〇
年
）
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
彼
の
孫

娘
の
時
姫
腹
の
詮
子
が
、
兼
家
の
娘
と
し
て
円
融
天
皇
の
後
宮
に
入
っ
た
、
つ

ま
り
「
后
の
宮
」
と
な
っ
た
の
で
さ
え
、
や
っ
と
天
元
元
年
（
九
七
八
年
）
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
ず
れ
も
、
伊
勢
が
温
子
の
許
に
出
仕
し
た
年
と
推
定
さ

れ
る
寛
平
元
年
（
八
八
九
年
）
か
ら
算
定
し
て
、
一
世
紀
に
も
近
い
後
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
氏
の
所
説
に
は
、
史
実
の
時
間
を
計
算
に
入
れ
て
い
な
い

ゆ
え
の
弱
さ
が
あ
る
。

ぱ
い

ま
た
、
「
基
経
は
、
摂
関
家
の
権
勢
を
維
持
す
る
た
め
の
安
全
牌
の
一
つ
と
し

て
、
温
子
に
代
わ
り
得
る
存
在
と
し
て
、
伊
勢
を
出
仕
さ
せ
、
温
子
の
客
分
と
し

て
待
遇
し
た
」
と
結
論
す
る
加
納
氏
が
、
そ
の
結
論
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
た
の

は
『
勢
語
』
の
二
条
后
章
段
の
詞
章
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
二
条
の
后
の
物
語
に
於
け

る
、
「
む
か
し
、
東
の
五
条
に
、
大
后
の
宮
お
は
し
ま
し
け
る
、
西
の
対
に
、
住

－」34
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折
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35

か
た

敦
固
親
王

柔
子
内
親
王



む
人
あ
り
け
り
」
　
（
第
四
段
）
　
「
こ
れ
は
、
二
条
の
后
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
御

も
と
に
、
仕
う
ま
つ
る
や
う
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
け
る
を
」
　
（
第
六
段
）
な
ど
の
詞

章
で
あ
る
。
「
大
后
の
宮
」
と
は
冬
嗣
の
娘
で
、
仁
明
天
皇
の
女
御
と
な
り
文
徳

天
皇
の
母
と
な
っ
た
順
子
。
二
条
の
后
高
子
は
、
そ
の
順
子
の
住
む
東
五
条
第
の

「
西
の
対
に
、
住
む
人
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
二
条
の
后
の
、
い
と
こ
の
女
御
」

は
順
子
の
兄
良
房
の
娘
明
子
で
文
徳
天
皇
の
女
御
と
な
り
、
清
和
天
皇
の
母
と
な
っ

た
人
。
そ
の
明
子
の
も
と
に
高
子
が
「
仕
う
ま
つ
る
や
う
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
け
る
」

と
あ
る
の
が
、
注
意
さ
れ
る
と
、
加
納
氏
は
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
高
子
は
良
房

の
兄
長
良
の
娘
で
あ
る
が
、
良
房
の
養
女
と
な
っ
て
清
和
天
皇
の
女
御
と
な
り
、

陽
成
天
皇
の
母
と
な
っ
た
人
。
高
子
は
、
順
子
や
明
子
に
女
房
と
し
て
侍
し
た
の

で
は
な
く
、
い
わ
ば
彼
女
ら
と
同
居
す
る
客
分
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
温
子
の
も
と
に
、
伊
勢
も
ま
た
、
「
仕
う
ま
つ
る
や
う
に
て
」
同
居
し
た
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
加
納
氏
の
把
握
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
「
西
の
対
に
、
住
む
人
あ
り
け
り
」
或
は
、
「
御
も
と
に
、
仕
う
ま

っ
る
よ
う
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
け
る
」
と
い
う
の
と
、
「
御
局
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
」

と
い
う
の
と
は
、
本
質
的
に
違
う
。

「
あ
り
け
り
」
と
「
ゐ
た
ま
へ
り
け
る
」
と
は
敬
語
の
有
無
を
除
い
て
は
同
義

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
渡
辺
実
氏
が
傍
注
さ
れ
る
通
り
、
「
寄
寓
し
て
お
ら
れ
た
」

（
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
）
、
つ
ま
り
、
加
納
氏
の
言
わ
れ
る
、
順
子
や
明
子
の
許

に
「
客
分
と
し
て
同
居
し
て
お
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
修
飾
す

る
「
仕
う
ま
つ
や
う
に
て
」
は
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
が
、
本
義
通
り
の
「
侍
、
候
、
伺

ふ
良
サ
モ
ラ
ヒ
の
転
で
、
じ
っ
と
そ
ば
で
見
守
り
待
機
す
る
意
。
つ
ま
り
、
身
分

の
高
い
人
の
身
辺
を
見
守
る
。
側
に
仕
え
る
の
意
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
も

渡
辺
氏
の
傍
注
に
言
う
、
「
宮
仕
え
す
る
よ
う
な
格
好
で
」
と
い
う
形
だ
け
の
も

の
で
あ
る
。
高
子
は
「
后
が
ね
」
と
し
て
、
後
宮
に
入
る
時
を
控
え
て
、
順
子
や

明
子
の
許
で
、
そ
の
資
質
を
磨
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
女
房
と
し
て
出
仕
し
て
い

た
の
と
は
、
本
質
的
に
違
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
伊
勢
は
、
「
大
御
息
所
の
御
局

に
さ
ぶ
ら
っ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

そ
の
伊
勢
が
女
房
と
し
て
召
さ
れ
た
理
由
は
、
や
は
り
和
歌
の
才
の
す
ば
ら
し

さ
が
世
に
広
ま
っ
て
い
た
か
ら
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
女
房
と
し
て
の
彼

女
の
仕
事
は
、
女
御
と
な
っ
た
温
子
に
対
す
る
和
歌
の
指
南
役
な
い
し
は
お
相
手
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
、
と
片
桐
氏
は
言
わ
れ
る
。

秋
山
氏
も
、
右
に
述
べ
た
原
氏
や
加
納
氏
の
推
論
を
支
持
す
る
過
程
に
於
い
て
、

曽
沢
太
吉
氏
の
「
伊
勢
の
御
考
」
の
所
説
を
あ
げ
て
、
そ
の
温
子
の
扶
助
者
－

才
女
と
し
て
或
は
扶
育
係
と
し
て
の
伊
勢
の
出
仕
を
認
め
て
お
ら
れ
る
。

伊
勢
の
父
継
蔭
は
藤
原
冬
嗣
の
兄
真
夏
の
曽
孫
で
あ
る
（
右
系
図
参
照
）
が
、

真
夏
は
音
楽
の
才
を
も
っ
て
知
ら
れ
、
以
後
代
々
こ
の
家
系
は
文
章
道
に
深
い
か

ぼ
っ
か
い

か
わ
り
が
あ
っ
た
。
伊
勢
の
祖
父
家
宗
は
参
議
左
大
弁
と
な
っ
た
人
。
勘
海
客
を

こ
う
ろ
か
ん

鴻
膿
館
に
迎
え
た
ほ
ど
の
学
者
で
あ
る
。
継
蔭
の
同
母
兄
で
あ
る
、
伊
勢
の
伯
父
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弘
蔭
、
そ
の
子
繁
時
も
大
学
頭
と
な
っ
た
。
継
蔭
も
文
章
道
の
出
身
で
あ
り
、
こ

う
し
た
学
問
芸
道
の
家
に
生
い
立
っ
た
伊
勢
も
、
『
古
今
和
歌
集
』
や
家
集
所
収

の
歌
文
が
宮
仕
え
後
に
限
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
才
女
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た

と
い
う
理
由
で
温
子
の
許
へ
出
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
て
も
不
当
で
は
な

い
。
伊
勢
が
歌
人
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
管
絃
の
道
に
も
秀
で
て
い
た
と
い
う
こ
と

そ

う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

ん

そ

う

そ

う

し

ょ

う

け

ち

み

ゃ

く

は
、
挙
の
師
弟
関
係
を
系
図
の
か
た
ち
で
示
し
た
『
秦
等
相
承
血
脈
』
に
醍
醐
天

し

げ

あ

き

ら

　

　

は

く

が

さ

ん

み

　

　

さ

ね

よ

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

か

皇
を
受
け
て
重
明
親
王
、
博
雅
三
位
、
藤
原
実
頼
な
ど
名
流
と
相
並
び
、
娘
の
中

つ

か

さ

、

あ

つ

よ

し

　

　

　

　

　

や

す

た

だ

務
敦
慶
親
王
、
左
大
将
藤
原
保
忠
と
師
弟
の
関
係
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

す
く
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
伝
承
が
存
す
る
こ
と
は
、
伊
勢
の
管
絃
の
才
の
喧
伝

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
と
い
え
よ
う
。
伊
勢
の
、
温
子
の
扶
育
者
と
し
て
の

適
格
性
は
十
分
で
あ
る
、
と
秋
山
氏
は
言
わ
れ
る
。

そ
う
な
る
と
、
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
に
伊
勢
を
、
「
元
慶
元
年
（
八
七
七
年
）

－
　
天
慶
初
年
（
九
三
八
年
～
九
四
〇
年
）
頃
の
人
」
　
（
関
根
慶
子
氏
）
と
す
る

通
説
は
、
も
う
少
し
測
っ
て
伊
勢
の
そ
の
生
年
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
稿
者

は
、
片
桐
氏
が
、
伊
勢
の
生
年
を
想
定
さ
れ
て
、
温
子
と
同
じ
貞
観
十
四
年
（
八

七
二
年
）
頃
と
さ
れ
て
い
る
の
に
従
い
た
い
と
思
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
伊
勢
が
温

子
の
許
に
出
仕
す
る
よ
う
に
な
る
寛
平
元
年
（
八
八
九
年
）
頃
は
、
伊
勢
1
8
歳
位
、

そ
し
て
、
温
子
の
異
母
弟
仲
平
と
の
恋
に
破
綻
を
来
た
す
寛
平
三
年
（
八
九
一
年
）

頃
は
、
仲
平
1
7
歳
、
伊
勢
は
2
0
歳
位
と
な
り
、
仲
平
と
の
贈
答
で
み
せ
る
、
そ
の

成
熟
し
た
歌
の
詠
み
ぶ
り
も
、
通
説
に
よ
っ
て
算
定
す
る
1
5
歳
位
と
い
う
の
よ
り

は
、
遥
か
に
自
然
で
あ
る
。

か

ず

こ

温
子
は
、
も
と
も
と
清
和
天
皇
の
女
御
と
な
っ
た
姉
の
頼
子
、
佳
珠
子
と
、
後

す

ざ

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お

ん

し

に
醍
醐
天
皇
の
中
宮
と
な
っ
て
朱
雀
・
村
上
両
天
皇
の
母
と
な
っ
た
妹
穏
子
と
の
、

世
代
交
替
期
に
於
け
る
継
ぎ
役
と
で
も
い
う
べ
く
宇
多
後
宮
の
人
と
な
っ
た
。
そ

れ
だ
け
に
、
秀
で
た
女
房
が
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
、
ま
た
助
言
者
と
し
て
必
要
で
あ

り
、
こ
こ
に
才
秀
で
た
伊
勢
の
起
用
の
必
要
性
が
あ
っ
た
。
（
原
国
人
氏
『
伊
勢

御
の
出
仕
に
つ
い
て
』
）

そ
の
藤
氏
一
門
の
起
用
に
応
え
て
、
温
子
と
同
年
の
伊
勢
が
、
温
子
に
対
す
る

和
歌
の
、
或
は
、
管
絃
の
指
南
役
な
い
し
は
お
相
手
と
し
て
、
互
い
に
切
磋
す
る

お

は

み

や

す

ど

こ

ろ

　

　

　

　

み

つ

ぼ

ね

　

や

ま

と

日
常
が
あ
っ
た
、
と
こ
の
　
「
大
御
息
所
と
聞
こ
え
け
る
御
局
に
、
大
和
に
親
あ
る

人
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
」
を
解
し
て
置
く
。
（
未
完
）

37

付
記
　
本
稿
の
成
稿
に
当
っ
て
も
、
先
の
『
伊
勢
日
記
私
注
』
H
と
同
じ
く
、

秋
山
度
氏
の
御
作
『
伊
勢
』
　
（
集
英
社
、
昭
和
6
0
年
8
月
刊
）
及
び
、
片
桐
洋

一
氏
の
御
作
『
伊
勢
』
　
（
新
典
社
、
昭
和
6
0
年
8
月
刊
）
か
ら
、
多
く
の
ど
教

示
と
ど
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。


