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は
じ
め
に

女
三
宮
の
降
嫁
を
朱
雀
院
が
思
案
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
第
二

部
の
物
語
は
、
不
義
の
子
の
誕
生
、
柏
木
の
死
、
女
三
宮
の
出
家
と

い
う
結
末
を
迎
え
、
光
源
氏
の
後
半
生
に
暗
い
影
を
落
と
し
た
。
女

三
宮
の
持
仏
眼
供
養
を
描
く
鈴
虫
巻
と
紫
の
上
の
死
を
描
く
御
法
巻

の
間
に
配
さ
れ
た
夕
霧
巻
は
、
大
筋
の
流
れ
か
ら
は
外
れ
て
、
夕
霧

が
起
こ
し
た
恋
愛
騒
動
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
夕
霧
巻
に
つ
い

て
は
、
早
く
に
藤
村
潔
氏
が
﹁
物
語
の
結
末
に
あ
た
っ
て
作
者
の
補

足
し
た
物
語
﹂
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が)

1
(

、
伊
藤
博
氏
が
疑
義
を
呈

す
通
り)

2
(

、
夕
霧
巻
を
後
か
ら
補
入
し
た
と
見
る
論
者
は
少
な
く
、

挿
話
的
な
巻
が
何
故
こ
こ
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら

考
え
ら
れ
て
き
た
。
宇
治
十
帖
の
先
蹤
や
予
告
と
見
る
の
が
、
藤
村

潔
氏
や
石
田
穣
二
氏)

3
(

で
あ
る
。
一
方
で
、
第
二
部
で
描
か
れ
た
女

の
﹁
宿
世
﹂
を
夕
霧
巻
が
相
対
化
す
る
と
い
う
論
や)

4
(

、
第
二
部
の

光
源
氏
の
物
語
そ
の
も
の
を
、
夕
霧
の
物
語
が
相
対
化
す
る
と
見
る

論
も
多
く)

5
(

、
夕
霧
巻
は
第
二
部
と
の
繋
が
り
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

巻
そ
の
も
の
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
注
目
が
集
ま
る
一
方
で
、
表

現
や
引
用
に
つ
い
て
も
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
和
歌
的
な
表
現

に
注
目
し
た
の
が
、
小
町
谷
照
彦
氏)

6
(

や
上
坂
信
男
氏)

7
(

、
植
田
恭
代

氏)
8
(

で
あ
る
。
他
に
も
、
落
葉
宮
の
﹁
名
﹂
に
関
す
る
論)

9
(

や
﹃
竹
取

物
語
﹄
引
用
に
関
す
る
論)
10
(

も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
朱
雀
院

皇
女
で
あ
る
落
葉
宮
を
夕
霧
が
得
た
政
治
的
な
意
味
は
重
く
、
早
く

に
史
上
の
皇
女
の
降
嫁
の
実
態
か
ら
落
葉
宮
を
論
じ
た
後
藤
祥
子

氏)
11
(

の
ほ
か
、
加
藤
昌
嘉
氏)
12
(

、
久
下
裕
利
氏)
13
(

の
論
が
あ
る
。
先
行
研

究
で
は
、
皇
女
落
葉
宮
の
獲
得
の
意
義
に
注
目
が
集
ま
っ
て
き
た

﹃
源
氏
物
語
﹄
夕
霧
巻
に
お
け
る
皇
統
と
藤
原
氏
の
対
立
構
造

―
方
法
と
し
て
の
人
物
呼
称
・
邸
第
呼
称
―

宮　

内　

理　

伽
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が
、
落
葉
宮
を
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
反
面
、
雲
居
雁
が
た
だ

一
人
の
正
妻
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。

雲
居
雁
は
藤
原
氏
太
政
大
臣
家
の
娘
で
あ
り
、﹁
三
条
の
北
の
方
﹂

（
若
菜
上
⑶
二
六
八
頁
）
と
し
て
夕
霧
の
生
活
基
盤
を
支
え
て
き
た
。

夕
霧
が
落
葉
宮
に
接
近
し
た
こ
と
は
﹁
大
殿
﹂
太
政
大
臣
家
の
強
い

反
発
を
招
き
、
夕
霧
を
め
ぐ
る
皇
統
と
藤
原
氏
の
対
立
を
決
定
的
な

も
の
と
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
夕
霧
巻
を
皇
統
と
藤
原
氏
の
対
立
か

ら
読
み
解
く
た
め
、
雲
居
雁
﹁
三
条
殿
﹂
呼
称
、
落
葉
宮
﹁
一
条
の

宮
﹂
呼
称
な
ど
の
人
物
呼
称
・
邸
第
呼
称
を
分
析
の
対
象
と
す
る
。

な
お
、﹁
三
条
殿
﹂﹁
一
条
の
宮
﹂
な
ど
の
呼
称
は
、
邸
を
示
す
呼
称

と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
住
む
人
物
の
呼
称
と
し
て
も
用
い
ら

れ
る
た
め
、
人
物
呼
称
・
邸
第
呼
称
（
も
し
く
は
呼
称
）
と
本
稿
で

は
表
記
す
る
。

何
故
人
物
呼
称
・
邸
第
呼
称
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
背

景
に
、
夕
霧
巻
の
特
徴
的
な
場
面
展
開
が
あ
る
。﹁
ま
め
人
﹂（
夕
霧

⑷
八
九
頁
）
夕
霧
が
﹁
一
条
の
宮
﹂（
同
）
落
葉
宮
に
心
惹
か
れ
る
と

い
う
叙
述
か
ら
始
ま
る
夕
霧
巻
は
、
夕
霧
が
落
葉
宮
と
雲
居
雁
の
邸

を
往
還
し
な
が
ら
、
落
葉
宮
と
の
関
係
を
強
引
に
進
め
て
い
く
こ
と

で
、
場
面
が
展
開
し
て
い
く
。
雲
居
雁
の
﹁
三
条
殿
﹂、
落
葉
宮
の

﹁
一
条
の
宮
﹂
と
い
う
人
物
呼
称
・
邸
第
呼
称
は
、
場
面
が
移
り
変

わ
る
際
に
冒
頭
に
置
か
れ
る
こ
と
で
、
場
面
展
開
を
読
者
に
明
示
す

る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
藤
裏

葉
巻
で
の
結
婚
以
降
、
夕
霧
と
﹁
三
条
殿
﹂
で
同
居
し
て
き
た
正
妻

雲
居
雁
に
と
っ
て
、
次
第
に
夕
霧
が
﹁
一
条
の
宮
﹂
に
﹁
住
み
つ
き

顔
﹂（
一
三
九
頁
）﹁
見
馴
れ
顔
﹂（
一
五
一
頁
）
を
す
る
よ
う
に
な
る

こ
と
は
、
許
し
が
た
い
事
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
正
妻
と
同

居
す
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
平
安
時
代
中
期
の
婚
姻
の
実
態
を
よ

く
反
映
し
て
い
る)
14
(

。
邸
の
問
題
は
、
雲
居
雁
・
夕
霧
・
落
葉
宮
の

三
者
の
関
係
性
を
読
み
解
く
上
で
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
物

語
は
邸
に
関
す
る
叙
述
を
巧
み
に
操
り
な
が
ら
夕
霧
を
め
ぐ
る
皇
統

と
藤
原
氏
の
女
君
の
対
立
を
描
き
出
し
て
い
く
。﹁
三
条
殿
﹂﹁
一
条

の
宮
﹂
と
い
う
対
比
的
な
呼
称
は
、
夕
霧
巻
の
皇
統
と
藤
原
氏
の
対

立
構
造
の
言
わ
ば
形
象
化
で
あ
り
、
本
稿
は
呼
称
に
注
目
す
る
こ
と

で
、
夕
霧
巻
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
つ
留
意
し
て
お
き
た
い
の
が
、﹁
三
条
殿
﹂﹁
一
条
の
宮
﹂
な
ど

の
人
物
呼
称
・
邸
第
呼
称
に
つ
い
て
は
、
そ
の
用
例
が
人
物
呼
称
か

邸
第
呼
称
か
明
確
に
判
別
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
一
例
と
し
て
、
落
葉
宮
の
﹁
一
条
の
宮
﹂
呼
称
を
取
り
上
げ
た

い
。
落
葉
宮
を
示
す
﹁
一
条
の
宮
﹂
と
い
う
呼
称
が
物
語
で
最
初
に

用
い
ら
れ
る
の
は
、
夕
霧
と
落
葉
宮
の
交
流
が
始
ま
る
柏
木
巻
で
あ

る
。
そ
の
端
緒
は
、
死
の
床
に
就
い
た
柏
木
が
、
親
友
で
あ
る
夕
霧

に
対
し
﹁
︙
一
条
に
も
の
し
給
宮
（
=
落
葉
の
宮
）、
事
に
触
れ
て
と
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ぶ
ら
ひ
き
こ
え
給
へ
﹂（
柏
木
⑷
二
五
頁
）
と
依
頼
し
た
こ
と
で
あ
る
。

夕
霧
巻
以
前
に
見
ら
れ
る
全
六
例
の
う
ち
、
そ
の
初
例
は
、﹁
一
条
の

宮
に
は
、
ま
し
て
お
ぼ
つ
か
な
く
て
、
別
れ
給
に
し
う
ら
み
さ
へ
添

ひ
て
、
日
ご
ろ
経
る
ま
ゝ
に
、
︙
﹂（
三
二
頁
）
で
あ
る
。﹁
お
ぼ
つ

か
な
﹂
く
思
う
の
は
落
葉
宮
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
﹁
一

条
の
宮
﹂
は
落
葉
宮
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
後
に
続
く
﹁
一

条
の
宮
に
ま
う
で
た
ま
へ
る
あ
り
さ
ま
な
ど
聞
こ
え
給
。﹂（
三
七
頁
）

﹁
か
の
一
条
の
宮
に
も
、
常
に
と
ぶ
ら
ひ
聞
こ
え
給
。﹂（
三
九
頁
）

﹁
か
の
一
条
の
宮
を
も
、
こ
の
程
の
御
心
ざ
し
深
く
と
ぶ
ら
ひ
き
こ

え
給
ふ
。﹂（
横
笛
⑷
四
八
頁
）
の
三
例
に
つ
い
て
は
、﹁
一
条
の
宮
﹂

が
邸
第
な
の
か
落
葉
宮
な
の
か
、
そ
れ
と
も
一
条
御
息
所
や
女
房
た

ち
も
含
む
一
条
の
宮
全
体
な
の
か
明
確
に
判
別
し
難
い
。﹁
一
条
の

宮
﹂
な
ど
の
邸
第
の
名
に
因
む
呼
称
に
は
、
邸
第
だ
け
で
な
く
、
女

主
人
、
邸
に
住
む
家
の
構
成
員
、
女
房
集
団
ま
で
含
意
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
、
夕
霧
の
主
た
る
目
的
は
落
葉
宮
で
あ
る
。

柏
木
の
遺
言
は
一
条
の
宮
を
頻
繁
に
訪
問
す
る
こ
と
の
建
前
に
過
ぎ

ず
、
丁
重
に
﹁
ま
う
づ
﹂﹁
と
ぶ
ら
ふ
﹂
こ
と
を
し
な
が
ら
、
落
葉

宮
へ
接
近
す
る
隙
を
窺
っ
て
い
る
。
人
物
呼
称
と
邸
第
呼
称
は
明
確

に
弁
別
し
難
い
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
あ
わ
い
に
こ
そ
意
味
が

あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
近
年
邸
第
呼
称
は
注
目
さ
れ
、
櫛
井
亜

依
氏)
15
(

や
飯
田
実
花
氏)
16
(

に
よ
っ
て
、
六
条
院
の
﹁
大
殿
﹂
呼
称
、
二

条
院
の
﹁
院
﹂
呼
称
、
女
三
宮
の
﹁
三
条
の
宮
﹂
呼
称
に
関
す
る
論

な
ど
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
稿
者
も
邸
第
呼
称
に
関
す
る
論
を
提
出

し
て
い
る
が
（
以
下
前
稿
と
称
す)
17
(

）、
こ
う
し
た
論
で
は
、
人
物
呼
称

と
邸
第
呼
称
を
明
確
に
区
別
し
て
き
た
。
本
稿
は
人
物
・
邸
第
の
双

方
を
含
意
す
る
呼
称
の
表
現
性
に
留
意
し
、
人
物
呼
称
・
邸
第
呼
称

の
双
方
に
つ
い
て
包
括
的
に
論
じ
て
い
く
。

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
本
文
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）

か
ら
引
用
す
る
。
ま
た
、
桐
壺
巻
か
ら
幻
巻
ま
で
を
正
編
と
し
、
桐

壺
巻
か
ら
藤
裏
葉
巻
ま
で
を
第
一
部
、
若
菜
上
巻
か
ら
幻
巻
ま
で
を

第
二
部
、
匂
宮
巻
か
ら
夢
浮
橋
巻
ま
で
を
第
三
部
と
称
す
る
。
ま

た
、
頭
中
将
な
ど
の
官
職
に
よ
っ
て
呼
称
が
変
化
す
る
作
中
人
物

は
、
便
宜
上
最
も
一
般
的
な
呼
称
に
統
一
し
、
必
要
に
応
じ
て
付
記

す
る
。一

、
夕
霧
巻
に
お
け
る
﹁
三
条
殿
﹂
と
﹁
一
条
の
宮
﹂

本
節
で
は
、
夕
霧
巻
に
お
け
る
﹁
三
条
殿
﹂
雲
居
雁
と
﹁
一
条
の

宮
﹂
落
葉
宮
の
対
立
を
呼
称
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
く
。
ま

ず
、
本
稿
の
前
提
と
し
て
夕
霧
巻
に
見
ら
れ
る
呼
称
に
つ
い
て
概
観

し
た
い
。
以
下
は
作
中
人
物
ご
と
の
夕
霧
巻
に
お
け
る
呼
称
で
あ

る
。

夕
霧　
　
　
（
人
物
） 

大
将
、
大
将
殿
、
君
、
を
と
こ
、
殿
、
大
将
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の
君
、
を
と
こ
君

雲
居
の
雁　
（
人
物
） 

北
の
方
、
女
君
、
本
妻
、
女
、
上
、
三
条
の

姫
君
、
姫
君
、
三
条
の
君
、
母
君
、
三
条
殿
、

大
殿
の
君

　
　
　
　
　
　
（
邸
）
三
条
殿
、
殿

落
葉
の
宮　
（
人
物
） 
一
条
の
宮
、
御
子
、
宮
、
御
子
の
君
、
女

　
　
　
　
　
　
（
邸
）
一
条
の
宮
、
宮

頭
中
将　
　
（
人
物
） 

大
殿
、
父
お
と
ど
、
お
と
ど
、
殿
、
致
仕
の

大
殿

　
　
　
　
　
　
（
邸
）
大
殿

光
源
氏　
　
（
人
物
）
六
条
の
院
、
院

　
　
　
　
　
　
（
邸
）
六
条
の
院

雲
居
雁
、
落
葉
宮
、
頭
中
将
（
致
仕
大
臣
）、
光
源
氏
の
四
者
に
お
い

て
、
邸
と
人
物
に
対
し
て
同
一
の
呼
称
を
用
い
て
い
る
。
夕
霧
の
父

光
源
氏
は
皇
統
、
雲
居
雁
の
父
頭
中
将
は
藤
原
氏
で
あ
り
、
こ
こ
に

も
皇
統
と
藤
原
氏
の
両
者
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
第
一
節
で
は

﹁
三
条
殿
﹂
と
﹁
一
条
の
宮
﹂
を
論
じ
る
が
、
第
二
節
で
は
、
頭
中

将
﹁
大
殿
﹂
と
光
源
氏
﹁
六
条
の
院
﹂
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と

に
す
る
。

夕
霧
巻
を
論
じ
る
前
に
、
夕
霧
が
落
葉
宮
に
初
め
て
そ
の
意
中
を

打
ち
明
け
る
横
笛
巻
の
想
夫
恋
の
合
奏
の
場
面
を
見
て
お
き
た
い
。

こ
の
場
面
の
冒
頭
は
、

秋
の
夕
の
も
の
あ
は
れ
な
る
に
、
一
条
の
宮
を
思
ひ
や
り
き

こ
え
給
で
、
渡
り
給
へ
り
、
︙ 

（
横
笛
⑷
五
三
頁
）

と
、
夕
霧
が
秋
の
夕
べ
に
﹁
一
条
の
宮
﹂
を
訪
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ

て
い
る
。
訪
問
が
突
然
で
あ
っ
た
の
か
、
落
葉
宮
は
琴
を
仕
舞
う
こ

と
が
出
来
な
い
ま
ま
、
夕
霧
を
﹁
南
の
廂
﹂（
同
）
ま
で
引
き
入
れ

た
。
通
常
、
男
が
意
中
の
女
を
訪
問
し
た
際
に
は
、
廂
よ
り
も
外
側

に
あ
る
簀
子
に
座
を
設
け
る
。
正
式
な
客
人
を
出
迎
え
る
ハ
レ
の
場

で
あ
る
寝
殿
の
南
の
廂
の
間
に
座
を
設
け
る
こ
と
は
、
落
葉
宮
側
が

夕
霧
を
客
と
し
て
丁
重
に
も
て
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

が
、
夕
霧
は
図
ら
ず
も
御
簾
の
内
側
か
ら
漏
れ
出
る
﹁
端
つ
方
に
な

り
け
る
人
（
=
落
葉
宮
）
の
い
ざ
り
入
り
つ
る
け
は
ひ
﹂﹁
衣
の
を
と

な
ひ
﹂﹁
大
方
の
匂
ひ
﹂（
同
）
を
は
っ
き
り
と
感
じ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
一
条
の
宮
の
風
雅
な
様
子
に
、
夕
霧
は
﹁
わ
が
御
殿
の
明
け
暮

れ
人
し
げ
く
て
物
さ
は
が
し
く
、
幼
き
君
た
ち
な
ど
す
だ
き
あ
わ
て

給
ふ
に
な
ら
ひ
給
て
、
い
と
し
づ
か
に
物
あ
は
れ
也
。﹂（
同
）
と

﹁
わ
が
御
殿
﹂（
傍
線
部
）
三
条
殿
の
乱
雑
な
雰
囲
気
を
思
い
出
す
。

三
条
殿
に
は
雲
居
雁
と
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
暮
ら
し
て
お
り
、
家

庭
的
な
匂
い
の
強
い
空
間
で
あ
っ
た
。
夕
霧
は
﹁
し
づ
か
﹂
で
﹁
物

あ
は
れ
﹂
な
一
条
の
宮
と
﹁
人
し
げ
く
﹂﹁
物
さ
は
が
し
﹂
き
三
条

殿
を
比
較
し
、
優
美
な
雰
囲
気
を
湛
え
る
一
条
の
宮
に
強
く
心
が
引
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き
寄
せ
ら
れ
る
。
想
夫
恋
の
合
奏
の
後
、
三
条
殿
に
帰
宅
し
た
夕
霧

は
、
邸
の
乱
雑
な
様
子
に
﹁
有
つ
る
所
（
=
一
条
の
宮
）
の
あ
り
さ

ま
思
ひ
合
は
す
る
に
、
多
く
変
は
り
た
り
﹂（
五
八
頁
）
と
ま
た
二
つ

の
邸
を
比
較
し
て
い
る
の
だ
が
、
二
つ
の
邸
の
描
写
の
対
比
に
、
夕

霧
の
心
の
揺
ら
ぎ
が
繊
細
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

夕
霧
の
恋
物
語
で
は
﹁
一
条
の
宮
﹂
と
﹁
わ
が
御
殿
﹂
の
二
つ
の

邸
の
描
写
の
対
比
が
、
こ
の
一
連
の
物
語
を
彩
る
一
つ
の
表
現
方
法

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
家
庭
的
な
三
条
殿
で
暮
ら
す
夕
霧
に
と

っ
て
、
風
雅
な
一
条
の
宮
は
別
世
界
で
あ
っ
た
。
夕
霧
巻
が
﹁
ま
め

人
の
名
を
取
り
て
さ
か
し
が
り
給
大
将
、
こ
の
一
条
の
宮
の
御
あ

り
さ
ま
を
な
を
あ
ら
ま
ほ
し
と
心
に
と
ゞ
め
て
、
︙
﹂（
夕
霧
⑷
八
九

頁
）
と
始
ま
る
の
も
、
幼
少
期
か
ら
多
く
の
時
間
を
三
条
殿
で
過
ご

し
て
き
た
夕
霧
が
、﹁
三
条
殿
﹂
と
い
う
邸
を
離
れ
て
﹁
一
条
の
宮
﹂

と
い
う
別
の
邸
に
住
む
女
君
を
求
め
て
い
る
と
い
う
心
の
位
相
が
象

徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
夕
霧
巻
よ
り
も
前
の
横
笛
巻
で

は
、
夕
霧
は
雲
居
雁
が
住
む
三
条
殿
の
こ
と
を
﹁
わ
が
御
殿
﹂（
五

三
頁
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
あ
く
ま
で
夕
霧
の

本
邸
は
三
条
殿
で
あ
る
。
若
菜
下
巻
で
は
同
様
に
、
雲
居
雁
の
こ
と

を
﹁
わ
が
北
の
方
﹂（
⑶
三
四
七
頁
）
と
呼
ん
で
い
る
。
夕
霧
の
邸
は

三
条
殿
で
あ
り
、
そ
こ
に
住
む
雲
居
雁
が
正
妻
で
あ
る
こ
と
は
揺
る

が
な
い
。
世
の
中
の
人
も
ま
た
雲
居
雁
を
﹁
三
条
の
北
の
方
﹂（
若

菜
上
⑶
二
六
八
頁
）
と
呼
ん
で
お
り
、
夕
霧
か
ら
も
世
間
か
ら
も
雲

居
雁
が
夕
霧
の
正
妻
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
呼
称

か
ら
う
か
が
え
る
。

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
夕
霧
巻
に
お
け
る
﹁
一
条
の
宮
﹂（
三

例
）﹁
三
条
殿
﹂（
四
例
）
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

以
下
に
順
に
掲
げ
る
。

①
ま
め
人
の
名
を
取
り
て
さ
か
し
が
り
給
大
将
（
=
夕
霧
）、
こ

の
一
条
の
宮
の
御
あ
り
さ
ま
を
な
を
あ
ら
ま
ほ
し
と
心
に

と
ゞ
め
て
、
︙ 

（
夕
霧
⑷
八
九
頁
）

②
大
将
殿
（
=
夕
霧
）
は
、
こ
の
昼
つ
方
、
三
条
殿
に
お
は
し

に
け
る
、
︙ 

（
一
一
一
頁
）

③
道
す
が
ら
も
、
あ
は
れ
な
る
空
を
な
が
め
て
、
十
三
日
の
月

の
い
と
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
ぬ
れ
ば
、
小
倉
の
山
も
た
ど
る

ま
じ
う
お
は
す
る
に
、
一
条
の
宮
は
道
な
り
け
り
。

 

（
一
三
〇
頁
）

④
殿
（
=
夕
霧
）
は
（
一
条
の
宮
の
）
東
の
対
の
南
を
も
て
を
、

Ａ
わ
が
御
方
を
仮
に
し
つ
ら
ひ
て
、
Ｂ
住
み
つ
き
顔
に
お
は

す
。
三
条
殿
に
は
、
人
ゝ
、﹁
に
は
か
に
あ
さ
ま
し
う
も
な
り

給
ひ
ぬ
る
か
な
。
い
つ
の
ほ
ど
に
あ
り
し
事
ぞ
﹂
と
お
ど
ろ
き

け
り
。 

（
一
三
九
頁
）

⑤
六
条
院
に
ぞ
お
は
し
て
や
す
ら
ひ
給
ふ
。
東
の
上
（
=
花
散
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里
）、﹁
一
条
の
宮
渡
し
た
て
ま
つ
り
給
へ
る
こ
と
と
、
か
の

大
殿
わ
た
り
な
ど
に
聞
こ
ゆ
る
、
い
か
な
る
御
こ
と
に
か
は
﹂

と
、
い
と
お
ほ
ど
か
に
の
給
ふ
。 

（
一
四
一
頁
）

⑥
（
夕
霧
ガ
）
か
く
せ
め
て
も
見
馴
れ
顔
に
つ
く
り
給
ふ
ほ
ど
、

三
条
殿
（
=
雲
居
雁
）、
限
り
な
め
り
と
、
さ
し
も
や
は
と
こ

そ
か
つ
は
頼
み
つ
れ
、
ま
め
人
の
心
変
は
る
は
な
ご
り
な
く
な

む
と
聞
き
し
は
ま
こ
と
な
り
け
り
と
、
世
を
こ
ゝ
ろ
み
つ
る
心

ち
し
て
、
︙ 

（
一
五
一
頁
）

⑦
（
夕
霧
ハ
）
三
条
殿
に
渡
り
給
へ
れ
ば
、
君
た
ち
も
か
た
へ

は
と
ま
り
給
へ
れ
ば
、
︙ 

（
同
）

①
は
夕
霧
巻
の
冒
頭
で
あ
る
。﹁
一
条
の
宮
﹂
落
葉
宮
に
強
く
心
惹

か
れ
る
夕
霧
は
、
一
条
御
息
所
の
療
養
の
た
め
小
野
の
山
荘
に
移
っ

た
落
葉
宮
の
も
と
を
訪
れ
、
強
引
に
宮
に
迫
っ
た
。
宮
は
拒
み
通
し

た
が
、
二
人
が
一
夜
を
共
に
し
た
と
い
う
事
実
は
出
入
り
す
る
律
師

に
よ
っ
て
、
宮
の
母
一
条
御
息
所
が
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
煩
悶
し

た
御
息
所
は
夕
霧
の
誠
意
を
質
す
文
を
贈
る
。
折
し
も
、
夕
霧
は

﹁
三
条
殿
﹂（
②
）
に
帰
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
御
息
所
か
ら

の
文
は
雲
居
雁
に
奪
わ
れ
、
そ
の
日
夕
霧
は
落
葉
宮
の
も
と
を
訪
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
一
件
は
結
果
と
し
て
御
息
所
の
死
を
招

く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
緊
迫
し
た
場
面
の
冒
頭
で
﹁
三
条
殿
﹂
と

い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
背
景
に
は
、
夕
霧
が
ど
ち
ら
の
邸
に
滞
在

し
て
い
る
の
か
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。﹁
三
条
殿
﹂

と
い
う
呼
称
の
初
例
は
、
藤
裏
葉
巻
で
雲
居
雁
と
夕
霧
の
結
婚
が
許

さ
れ
た
際
に
、
か
つ
て
の
左
大
臣
邸
に
居
を
構
え
た
こ
と
を
叙
述
す

る
﹁
御
い
き
お
ひ
ま
さ
り
て
、
か
ゝ
る
御
住
ま
ひ
も
と
こ
ろ
せ
け
れ

ば
、
三
条
殿
に
わ
た
り
給
ぬ
。﹂（
⑶
一
九
三
~
四
頁
）
と
い
う
一
文

で
あ
る
が
、
こ
の
用
例
以
降
﹁
三
条
殿
﹂
と
い
う
呼
称
は
正
編
に
お

い
て
夕
霧
巻
の
み
し
か
見
ら
れ
な
い
。
藤
裏
葉
巻
以
降
物
語
に
長
く

登
場
し
な
か
っ
た
﹁
三
条
殿
﹂
と
い
う
呼
称
は
、
落
葉
宮
の
居
場
所

と
異
な
る
邸
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
た
め
に
、
再
び
必
要
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

③
は
御
息
所
の
死
後
小
野
の
山
荘
を
訪
れ
た
帰
り
道
、﹁
一
条
の

宮
﹂
の
前
を
夕
霧
が
通
り
か
か
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
後
、
夕
霧
が

一
条
の
宮
を
改
築
し
住
み
つ
く
よ
う
に
な
る
。
④
は
、
宮
の
東
の
対

に
﹁
住
み
つ
き
顔
﹂（
傍
線
部
Ｂ
）
を
し
て
い
る
夕
霧
に
対
し
、﹁
三
条

殿
﹂
側
の
人
間
は
仰
天
す
る
と
い
う
叙
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
、﹁
三
条

殿
﹂
と
明
示
さ
れ
る
の
だ
が
、
夕
霧
が
三
条
殿
か
ら
一
条
の
宮
へ
と

移
っ
た
こ
と
の
裏
返
し
と
し
て
、
雲
居
雁
の
邸
が
﹁
三
条
殿
﹂
と
し

て
前
景
化
す
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
三
条
殿
は
も
は
や
﹁
わ

が
御
殿
﹂
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
条
の
宮
の
方
が
﹁
わ
が
御
方
﹂

（
傍
線
部
Ａ
）
と
な
っ
た
。﹁
わ
が
﹂
が
ど
ち
ら
に
つ
く
か
と
い
う
小

さ
な
違
い
に
、
夕
霧
の
意
識
の
変
化
が
表
れ
て
い
る
。
⑤
は
夕
霧
の
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養
母
花
散
里
の
発
話
で
あ
る
が
、
花
散
里
が
落
葉
宮
を
﹁
一
条
の

宮
﹂
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
呼
称
が
落
葉
宮
の
社
会
的
な

立
場
を
表
す
呼
称
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
こ
ま
で
夕
霧
を
拒
み
通
し
て
き
た
落
葉
宮
で
あ
っ
た
が
、
つ
い

に
一
条
の
宮
の
塗
籠
の
中
で
契
る
と
、
夕
霧
は
邸
の
主
人
と
し
て
振

る
舞
う
よ
う
に
な
っ
た
。
⑥
は
、
一
条
の
宮
に
﹁
見
馴
れ
顔
﹂（
傍

線
部
）
を
す
る
夕
霧
を
見
て
、
雲
居
の
雁
が
﹁
限
り
な
め
り
﹂
と
夫

婦
関
係
の
破
綻
を
悟
る
叙
述
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
が
、
夕
霧
と

落
葉
宮
の
関
係
が
後
戻
り
で
き
な
い
段
階
ま
で
進
む
と
、
初
め
て
雲

居
雁
そ
の
人
が
邸
の
名
を
用
い
て
﹁
三
条
殿
﹂
と
呼
ば
れ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
の
用
例
以
降
、
第
三
部
に
か
け
て
雲
居
雁
は
﹁
三
条

殿
﹂（
匂
宮
⑷
二
一
四
頁
、
竹
河
⑷
二
五
四
頁
）
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
。

こ
こ
で
考
え
た
い
の
が
、
女
君
を
邸
第
の
名
で
呼
ぶ
と
き
、
ど
の

よ
う
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、﹃
小

右
記
﹄
寛
仁
二
年
（
1018
）
十
二
月
十
六
日
条
で
は
、
藤
原
道
長
の
二

人
の
妻
源
倫
子
と
源
明
子
を
﹁
北
の
方
（
=
倫
子
）
幷
に
高
松
殿
（
=

明
子
）
等
、
捧
物
有
り
。﹂
と
呼
び
分
け
、
明
子
を
邸
第
の
名
で
呼

ん
で
い
る
。
早
く
に
梅
村
恵
子
氏
は
、
倫
子
腹
の
男
子
と
明
子
腹
の

男
子
の
官
位
の
昇
進
を
比
較
し
、
左
大
臣
源
雅
信
の
娘
倫
子
が
嫡
妻

で
あ
り
、
源
高
明
の
娘
明
子
は
妾
妻
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
て
い

る)
18
(

。
平
安
時
代
の
婚
姻
研
究
に
つ
い
て
は
、
ど
の
段
階
か
ら
嫡
妻

が
定
ま
る
の
か
、
新
た
な
妻
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
離
婚
は
必
ず
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
な
ど
の
点
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が

提
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
藤
原
道
長
の
二
人
の
妻
に
明
確
な
差

が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
、﹃
小
右
記
﹄
長
和
元
年
（
1012
）
六

月
二
十
九
日
条
で
は
﹁
高
松
殿
︿
左
府
（
=
道
長
）
の
妾
妻
。
陽
明

門
。﹀﹂
と
、
明
子
を
明
確
に
﹁
妾
妻
﹂
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
、﹃
小
右

記
﹄
で
は
、
嫡
妻
倫
子
が
﹁
北
の
方
﹂、
妾
妻
明
子
が
﹁
高
松
殿
﹂

と
邸
第
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
呼
び
分
け
は
、
先

学
に
お
い
て
す
で
に
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
例
え
ば
福
長
進
氏
は
、

﹃
大
鏡
﹄
は
倫
子
と
源
明
子
を
と
も
に
﹁
北
の
方
﹂
と
よ
ん
で

い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
生
子
の
処
遇
の
違
い
や
明
子
が

﹁
高
松
上
﹂
と
も
っ
ぱ
ら
邸
宅
名
を
冠
し
て
呼
称
さ
れ
る
こ
と
、

何
よ
り
も
﹃
小
右
記
﹄
に
明
子
は
﹁
妾
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
重
く
、
倫
子
は
嫡
妻
、
明
子
は
妾
妻
で
あ
っ
た
。

と
す
る)
19
(

。
私
に
、﹃
栄
花
物
語
﹄﹃
大
鏡
﹄
に
お
け
る
倫
子
と
明
子
の

呼
び
分
け
を
調
査
す
る
と
、
例
え
ば
、﹃
栄
花
物
語
﹄
で
は
﹁
高
松
殿

（
=
明
子
）
の
御
腹
の
巌
君
は
納
蘇
利
舞
ひ
た
ま
ふ
。
殿
の
上
（
=
倫

子
）
の
御
腹
の
田
鶴
君
陵
王
舞
ひ
た
ま
ふ
。﹂（
巻
七
と
り
べ
野
①
三
四

一
~
二
頁
）)
20
(

、﹃
大
鏡
﹄
で
は
﹁
か
か
れ
ば
、
こ
の
北
の
政
所
（
=
倫
子
）

の
御
栄
え
き
は
め
さ
せ
た
ま
へ
り
。
︙
ま
た
、
高
松
殿
の
上
（
=
明
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子
）
と
申
す
も
、
源
氏
に
て
お
は
し
ま
す
﹂（
二
九
九
~
三
〇
一
頁
）

と
、
倫
子
を
﹁
殿
の
上
﹂﹁
北
の
政
所
﹂、
明
子
を
﹁
高
松
殿
﹂﹁
高

松
殿
の
上
﹂
と
呼
び
分
け
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
呼
称
に
は
、
道
長

が
終
生
倫
子
と
同
居
し
、
高
松
殿
に
住
む
明
子
の
も
と
へ
通
っ
て
い

た
と
い
う
婚
姻
形
態
が
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
道
長
に
と
っ
て

倫
子
の
土
御
門
第
が
本
邸
で
あ
り
、
明
子
の
高
松
殿
は
別
邸
で
あ
っ

た
。
別
の
場
所
に
住
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
邸
第
の
名
で
呼
ぶ
必
要

が
あ
る
の
で
あ
る
。

再
び
物
語
に
立
ち
返
っ
て
み
た
い
。
夕
霧
が
﹁
一
条
の
宮
﹂
に

﹁
見
馴
れ
顔
﹂（
傍
線
部
）
を
し
た
と
い
う
叙
述
の
中
で
雲
居
雁
が

﹁
三
条
殿
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
は
、﹁
一
条
の
宮
﹂
落
葉
宮
が
夕
霧
の
も

う
一
人
の
妻
と
な
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
。﹁
三
条
殿
﹂
は
、
一
つ

の
邸
を
示
す
呼
称
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
を
見
れ
ば
、﹁
高
松
殿
﹂
明
子

と
同
じ
よ
う
に
、
男
君
が
通
う
複
数
の
邸
の
一
つ
で
し
か
な
い
。

﹁
一
条
の
宮
﹂
と
い
う
新
し
い
妻
の
出
現
に
よ
っ
て
、
雲
居
雁
は

﹁
三
条
殿
﹂
と
い
う
通
い
所
の
一
つ
に
相
対
的
に
転
じ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
⑥
以
前
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
﹁
三
条
の

北
の
方
﹂（
若
菜
上
⑶
二
六
八
頁
）﹁
わ
が
北
の
方
﹂（
若
菜
下
⑶
三
四
七

頁
）
な
ど
の
﹁
北
の
方
﹂
系
の
呼
称
で
、
雲
居
雁
が
呼
ば
れ
る
こ
と

が
少
な
く
な
る
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
鵜
飼
祐
江

氏
が
、
雲
居
雁
の
呼
称
が
、﹁
北
の
方
﹂
な
ど
︽
夫
に
因
む
呼
称
︾
か

ら
﹁
三
条
﹂
を
冠
す
る
︽
邸
名
呼
称
︾
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
が)
21
(

、
よ
り
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
夕
霧
の
正
妻
と
し
て

﹁
北
の
方
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
雲
居
雁
は
、﹁
一
条
の
宮
﹂
落
葉
の
宮

の
出
現
に
よ
っ
て
、﹁
三
条
殿
﹂
と
い
う
相
対
的
な
妻
の
立
場
へ
と
転

じ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
、﹁
一
条
の
宮
﹂
と
﹁
三
条
殿
﹂
と
い
う
二
つ
の
呼
称
に
つ
い

て
論
じ
て
き
た
。
落
葉
宮
の
﹁
一
条
の
宮
﹂
と
い
う
呼
称
に
は
、
妻

が
住
む
邸
と
は
異
な
る
邸
に
住
む
女
君
に
心
惹
か
れ
る
夕
霧
の
心
の

位
相
が
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
﹁
一
条
の
宮
﹂
と
い
う
呼
称
と
対
比

さ
れ
る
形
で
物
語
に
せ
り
出
し
て
き
た
﹁
三
条
殿
﹂
と
い
う
呼
称

は
、
夕
霧
が
﹁
一
条
の
宮
﹂
に
住
み
つ
く
よ
う
に
な
る
と
雲
居
雁
の

人
物
呼
称
へ
と
転
じ
る
の
だ
が
、
雲
居
雁
が
﹁
三
条
殿
﹂
と
邸
の
名

で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
君
が
通
う
一
つ
の
邸
で
し
か
な
い

こ
と
が
明
白
に
な
る
と
い
う
仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
夕
霧
巻
は
藤
原
氏
出
身
の
雲
居
雁
が
皇
統
の
落
葉
宮
の
出

現
に
よ
っ
て
﹁
三
条
殿
﹂
と
い
う
相
対
的
な
妻
の
立
場
へ
と
転
じ
る

物
語
な
の
で
は
な
い
か
。
書
き
手
は
、
人
物
呼
称
と
邸
第
呼
称
の
あ

わ
い
を
描
き
分
け
な
が
ら
、
呼
称
に
雲
居
雁
の
位
置
づ
け
の
変
化
を

託
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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二
、
夕
霧
の
新
し
い
﹁
家
﹂
の
確
立

　
　
　

―
左
大
臣
家
・
頭
中
将
家
か
ら
の
脱
却
―

第
一
節
で
は
雲
居
雁
の
﹁
三
条
殿
﹂
呼
称
を
﹁
一
条
の
宮
﹂
落
葉

宮
と
の
関
係
性
か
ら
読
み
解
い
て
き
た
が
、
新
た
な
妻
の
出
現
に
よ

っ
て
相
対
的
な
妻
の
立
場
に
転
じ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
妻
の
立
場

が
呼
称
に
表
れ
る
こ
と
は
、
第
二
部
に
お
け
る
紫
の
上
の
﹁
対
の

上
﹂
呼
称
を
想
起
さ
せ
る
。
紫
の
上
に
つ
い
て
は
、﹁
女
君
﹂﹁
姫
君
﹂

﹁
若
君
﹂﹁
対
の
姫
君
﹂﹁
対
の
上
﹂﹁
二
条
の
君
﹂
な
ど
、
多
く
の
呼

称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が)
22
(

、
そ
の
中
で
も
、﹃
源
氏
物
語
﹄
に
し
か

用
例
が
見
ら
れ
な
い
﹁
対
の
上
﹂
と
い
う
呼
称
は
、
紫
の
上
の
妻
と

し
て
の
地
位
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
玉
上
琢
彌
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
た
後)
23
(

、
多
く
の
論
者
が
こ
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
き
た)
24
(

。
と
い

う
の
も
、
正
妻
は
主
に
寝
殿
に
居
所
を
構
え
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る)
25
(

。
木
村
佳
織
氏
な
ど
の
反
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
も
の
の)
26
(

、

女
三
宮
と
い
う
高
貴
な
妻
の
出
現
に
よ
っ
て
よ
り
相
対
的
な
立
場
に

置
か
れ
た
紫
の
上
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
﹁
対
の
上
﹂
呼
称
の
意

義
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
夕
霧
巻
は
、
第
二
部
の
女
三
宮
の
降
嫁
を
め
ぐ
る
物
語

と
そ
の
構
図
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
多
く
論
じ
ら
れ
て
い

る
通
り
で
あ
る)
27
(

。
す
な
わ
ち
、
新
た
な
妻
の
出
現
が
前
妻
を
苦
し

め
る
と
い
う
構
図
に
お
い
て
、
落
葉
宮
―
夕
霧
―
雲
居
の
雁
の
関
係

は
女
三
宮
―
光
源
氏
―
紫
の
上
の
関
係
に
類
似
し
て
お
り
、﹁
六
条
院

の
深
刻
な
パ
ロ
デ
ィ
﹂)
28
(

、﹁
夕
霧
・
雲
居
雁
を
源
氏
・
紫
の
上
の
姿
の

陰
画
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
﹂)
29
(

な
ど
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

﹁
後
妻
打
ち
﹂
の
話
型
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
後
妻
と
前
妻
の
対
立
は
、

若
菜
上
巻
か
ら
夕
霧
巻
に
か
け
て
人
物
を
代
え
て
描
か
れ
て
い
る
重

要
な
問
題
で
あ
り
、
そ
う
し
た
構
図
を
背
景
と
し
て
、
紫
の
上
の

﹁
対
の
上
﹂
呼
称
や
雲
居
雁
の
﹁
三
条
殿
﹂
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

物
語
は
第
二
部
の
女
三
宮
を
め
ぐ
る
構
図
を
人
物
を
入
れ
換
え
て

再
び
夕
霧
巻
で
描
き
出
し
て
い
く
の
だ
が
、
苦
悩
を
内
に
込
め
る
紫

の
上
に
対
し
、
雲
居
雁
は
夫
の
心
変
わ
り
に
不
満
を
ぶ
つ
け
、
つ
い

に
は
子
ど
も
を
連
れ
て
三
条
殿
か
ら
出
て
い
く
と
い
う
違
い
が
見
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
雲
居
雁
の
率
直
な
行
動
は
夕
霧
巻
全
体
に
戯
画
的

な
趣
き
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
雲
居
雁
が
夫
の
行
動
を
咎
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
父
頭
中
将
（
致
仕
大
臣
）
の
存
在
が
大
き
い

だ
ろ
う
。
幼
い
頃
か
ら
光
源
氏
の
も
と
で
養
育
さ
れ
た
紫
の
上
と
は

異
な
り
、
雲
居
雁
は
政
界
の
重
鎮
頭
中
将
（
致
仕
大
臣
）
の
娘
で
あ

り
、
夕
霧
は
頭
中
将
家
の
婿
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
夕
霧

巻
で
は
前
妻
の
﹁
家
﹂
と
し
て
頭
中
将
家
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
頭

中
将
家
の
干
渉
は
夕
霧
の
恋
愛
騒
動
を
﹁
家
﹂
の
問
題
へ
と
変
え
て
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い
る
。
夕
霧
巻
が
第
二
部
の
女
三
宮
の
物
語
の
筋
書
き
を
な
ぞ
る
一

方
で
、
そ
れ
と
は
異
な
る
こ
の
巻
独
自
の
世
界
も
描
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
二
節
で
は
夕
霧
巻
を
﹁
家
﹂
と
い
う
観
点
か

ら
捉
え
直
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
雲
居
雁
の
父
頭
中
将
（
致
仕
大
臣
）
の
動
向
に
つ
い
て
見

て
い
く
。
頭
中
将
は
、
柏
木
の
妻
で
あ
っ
た
落
葉
の
宮
に
と
っ
て
は

義
父
、
夕
霧
に
と
っ
て
は
舅
で
あ
り
伯
父
に
あ
た
り
、
娘
婿
夕
霧
と

落
葉
の
宮
の
関
係
に
強
い
不
快
感
を
示
す
。
落
葉
宮
は
﹁
大
殿
な

ど
の
聞
き
思
ひ
給
は
む
事
よ
、
な
べ
て
の
世
の
譏
り
を
ば
さ
ら
に
も

い
は
ず
、
院
に
も
い
か
に
聞
こ
し
め
し
思
ほ
さ
れ
ん
、
︙
﹂（
夕
霧

⑷
一
〇
〇
頁
）、
一
条
御
息
所
は
﹁
あ
な
い
み
じ
や
、
大
殿
の
わ
た

り
に
思
ひ
の
た
ま
は
む
こ
と
、
と
思
ひ
し
み
給
。﹂（
一
一
〇
頁
）、
花

散
里
は
﹁
東
の
上
（
=
花
散
里
）、﹁
一
条
の
宮
渡
し
た
て
ま
つ
り
給

へ
る
こ
と
と
、
か
の
大
殿
わ
た
り
な
ど
に
聞
こ
ゆ
る
、
い
か
な
る

御
こ
と
に
か
は
﹂
と
、
い
と
お
ほ
ど
か
に
の
給
ふ
。﹂（
一
四
一
頁
）

と
、
こ
の
一
連
の
事
件
に
関
係
す
る
女
性
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
﹁
大

殿
﹂
で
あ
る
頭
中
将
の
意
向
に
注
意
を
傾
け
て
い
る
。
こ
の
﹁
大

殿
﹂
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
は
、
陳
斐
寧
氏
が
、
摂
政
・
関
白
・
准

摂
政
・
内
覧
に
就
く
朝
廷
の
執
政
者
を
表
す
﹁
大
殿
﹂
が
、
桐
壺
朝

で
は
左
大
臣
、
朱
雀
朝
で
は
右
大
臣
、
冷
泉
朝
で
は
主
に
光
源
氏
に

用
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
御
代
の
執
政
者
を
明
確
に
し
て
い

る
と
論
じ
た
通
り)
30
(

、
そ
の
御
代
の
第
一
の
人
を
指
す
と
見
ら
れ
る
。

頭
中
将
の
﹁
大
殿
﹂
と
い
う
呼
称
か
ら
、
権
力
者
と
し
て
こ
の
問
題

に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

し
か
し
、
牧
野
裕
子
氏
が
指
摘
す
る
通
り)
31
(

、
各
御
代
に
た
だ
一

人
だ
け
﹁
大
殿
﹂
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
最
た

る
例
が
、
光
源
氏
と
頭
中
将
で
あ
る
。
光
源
氏
は
絵
合
巻
以
降
、
頭

中
将
（
内
大
臣
）
は
常
夏
巻
以
降
﹁
大
殿
﹂
と
呼
ば
れ
、
第
二
部
世

界
で
は
光
源
氏
と
頭
中
将
と
い
う
二
人
の
﹁
大
殿
﹂
が
存
在
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
夕
霧
巻
で
は
光
源
氏
や
そ
の
邸
を
﹁
大
殿
﹂

と
呼
ぶ
用
例
は
見
ら
れ
ず
、
代
わ
っ
て
頭
中
将
や
そ
の
邸
が
﹁
大

殿
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
光
源
氏
は
﹁
六
条
の
院
﹂﹁
院
﹂
と
呼
ば

れ
、
夕
霧
に
訓
戒
す
る
な
ど
の
父
親
ら
し
い
姿
を
見
せ
る
も
の
の
、

あ
く
ま
で
端
役
的
に
登
場
す
る
に
留
ま
る
。
こ
の
巻
の
中
で
、﹁
大

殿
﹂
と
し
て
常
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
が
、
雲
居
雁
・
夕
霧
・
落
葉

宮
と
そ
れ
ぞ
れ
密
接
な
関
係
に
あ
る
頭
中
将
で
あ
る
。

こ
の
呼
称
の
呼
び
分
け
に
は
、
大
筋
の
流
れ
か
ら
外
れ
て
夕
霧
が

皇
女
を
得
る
と
い
う
物
語
を
描
く
夕
霧
巻
の
内
部
の
論
理
が
働
い
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
頭
中
将
父
左
大
臣
に
は
桐
壺
帝

同
腹
の
姉
妹
で
あ
る
大
宮
が
降
嫁
し
て
お
り
、
左
大
臣
家
は
后
腹
の

内
親
王
が
降
嫁
し
た
と
い
う
家
の
歴
史
を
背
負
っ
て
い
る
。
そ
の
中

で
も
皇
女
降
嫁
に
執
念
を
燃
や
す
柏
木
は
、
女
三
宮
の
婿
選
び
で
は
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光
源
氏
に
敗
北
し
た
が
、
落
葉
宮
が
降
嫁
し
、
内
親
王
を
得
る
こ
と

が
で
き
た
。
落
葉
宮
降
嫁
に
は
、
致
仕
し
て
も
な
お
政
界
に
隠
然
と

力
を
持
つ
頭
中
将
の
意
向
が
強
く
働
い
た
だ
ろ
う)
32
(

。
臣
下
た
る
藤

原
氏
に
と
っ
て
、
内
親
王
を
得
る
こ
と
は
格
別
な
意
味
が
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
落
葉
宮
に
夕
霧
が
接
近
す
る
と
な
る
と
、

頭
中
将
家
の
大
切
な
人
物
を
失
い
か
ね
な
い
。
落
葉
宮
と
夕
霧
の
醜

聞
は
、
頭
中
将
家
を
揺
る
が
す
由
々
し
き
事
態
で
あ
り
、
第
一
の
執

政
者
を
示
す
﹁
大
殿
﹂
と
い
う
呼
称
が
、
夕
霧
巻
で
は
頭
中
将
や
そ

の
邸
を
示
す
呼
称
と
し
て
せ
り
出
し
て
く
る
の
は
、
こ
こ
に
頭
中
将

家
の
家
と
し
て
の
危
機
感
が
表
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
頭
中

将
や
そ
の
家
が
夕
霧
巻
で
﹁
大
殿
﹂
と
呼
ば
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
ま

で
﹁
大
殿
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
光
源
氏
が
﹁
六
条
の

院
﹂﹁
院
﹂
と
し
て
後
退
す
る
の
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
く

ま
で
傍
観
者
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
夕
霧
巻
と
い
う
巻
の
中

で
は
、
光
源
氏
は
﹁
六
条
の
院
﹂﹁
院
﹂
と
し
て
、
頭
中
将
は
﹁
大

殿
﹂
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
皇
統
と
藤
原
氏
の
構
図
が

隠
さ
れ
て
い
る
。

嫡
男
柏
木
の
妻
で
あ
る
落
葉
宮
を
夕
霧
に
奪
わ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
左
大
臣
邸
を
伝
領
し
た
雲
居
雁
を
粗
略
に
扱
わ
れ
た
こ
と
も
、

頭
中
将
家
に
と
っ
て
は
許
し
難
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
頭
中
将
の
娘
と

し
て
は
、
冷
泉
帝
后
妃
弘
徽
殿
女
御
や
近
江
の
君
、
光
源
氏
の
養
女

玉
鬘
が
登
場
し
て
い
る
が
、
娘
た
ち
の
中
で
婿
を
迎
え
邸
を
伝
領
し

た
の
は
雲
居
雁
だ
け
で
あ
り
、
雲
居
雁
に
邸
を
受
け
継
ぎ
家
を
繫
栄

さ
せ
て
い
く
役
割
が
担
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
雲

居
雁
が
住
む
﹁
三
条
殿
﹂
は
左
大
臣
・
大
宮
・
葵
の
上
が
住
ん
だ
邸

で
あ
り
、
こ
こ
に
は
左
大
臣
家
の
家
の
記
憶
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
雲
居
雁
が
夕
霧
の
正
妻
か
ら
相
対
的
な
妻
の
立
場
へ
と
転
じ
た
こ

と
は
、
頭
中
将
家
に
と
っ
て
看
過
で
き
な
い
事
態
で
あ
る
。

し
か
し
、
夕
霧
に
と
っ
て
は
、
頭
中
将
家
の
影
響
下
を
離
れ
る
絶

好
の
機
会
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ま
で
夕
霧
は
頭
中
将
家
の
婿
と

し
て
、
藤
原
氏
の
影
響
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
旧
左
大
臣
邸
で
あ
る

三
条
殿
を
受
け
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、
母
葵
の
上
を
通
じ
て
左
大
臣

家
の
家
の
系
譜
に
連
な
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
の
三

条
殿
を
離
れ
落
葉
宮
が
住
む
一
条
の
宮
に
居
を
移
し
た
と
い
う
こ
と

は
、
夕
霧
が
藤
原
氏
の
影
響
下
か
ら
の
離
脱
を
志
向
し
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
夕
霧
は
光
源
氏
の
嫡
男
で
あ
り
、
皇
統
に
連
な
る
人

物
で
あ
る
が
、
物
語
は
こ
う
し
た
形
で
夕
霧
を
藤
原
氏
の
系
譜
か
ら

引
き
離
し
て
い
く
。
夕
霧
巻
は
雲
居
雁
と
の
夫
婦
関
係
の
行
方
を
語

ら
ず
に
幕
を
閉
じ
る
が
、
終
わ
り
に
近
づ
い
て
き
た
正
編
の
物
語

は
、
最
後
に
夕
霧
と
い
う
次
の
世
代
の
政
治
家
を
め
ぐ
る
皇
統
と
藤

原
氏
の
対
立
を
描
き
出
す
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
夕
霧
巻
と
い
う
挿
話

的
な
巻
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
第
二
部
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の
女
三
宮
を
め
ぐ
る
物
語
の
構
図
を
再
び
描
き
な
が
ら
、
そ
こ
に
新

し
く
皇
統
と
藤
原
氏
の
﹁
家
﹂
の
問
題
を
加
え
る
こ
と
で
、
女
三
宮

の
物
語
と
は
異
な
る
物
語
を
紡
い
で
い
く
。
夕
霧
巻
で
用
い
ら
れ
る

﹁
三
条
殿
﹂﹁
一
条
の
宮
﹂﹁
大
殿
﹂﹁
六
条
の
院
﹂
と
い
う
人
物
呼
称

・
邸
第
呼
称
は
、
皇
統
と
藤
原
氏
の
対
立
構
造
を
形
象
化
す
る
も
の

で
あ
り
、
書
き
手
は
呼
称
を
巧
み
に
操
り
な
が
ら
夕
霧
巻
独
自
の
世

界
を
描
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

三
、
皇
統
と
藤
原
氏
の
二
人
の
妻

　
　
　

―
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
源
正
頼
と
の
比
較
―

以
上
、
人
物
呼
称
・
邸
第
呼
称
か
ら
、
夕
霧
巻
を
読
み
解
い
て
き

た
。
読
者
は
第
三
部
の
一
番
最
初
の
巻
匂
宮
巻
に
お
い
て
、
夕
霧
巻

の
顛
末
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
六
条
院
ノ
）
丑
寅
の
町
に
、
か
の
一
条
の
宮
を
渡
し
た
て
ま

つ
り
給
て
な
む
、
三
条
殿
と
、
夜
ご
と
に
十
五
日
づ
つ
、
う

る
は
し
う
通
ひ
す
み
給
け
る
。 

（
⑷
二
一
四
頁
）

二
人
の
妻
の
も
と
に
十
五
日
ず
つ
通
う
と
い
う
﹁
ま
め
人
﹂
夕
霧
ら

し
い
が
決
着
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、﹁
一
条
の
宮
﹂
落
葉
宮
と

﹁
三
条
殿
﹂
雲
居
雁
が
、
夕
霧
の
二
人
の
妻
と
し
て
明
確
に
対
比
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
夕
霧
の
二
人
の
妻
を
そ
れ
ぞ
れ
﹁
一
条
の

宮
﹂（
匂
宮
⑷
二
二
三
頁
）
と
﹁
三
条
殿
﹂（
竹
河
⑷
二
五
四
頁
）
と
呼

ぶ
例
が
見
ら
れ
る
。
第
三
部
に
お
い
て
、
物
語
が
夕
霧
の
二
人
の
妻

に
邸
第
の
名
に
因
む
対
比
的
な
呼
称
を
用
い
る
の
は
、
夕
霧
が
﹁
十

五
日
づ
つ
﹂（
傍
線
部
）
二
人
の
妻
の
も
と
へ
等
し
く
通
っ
て
い
る
た

め
で
あ
ろ
う
。
均
衡
し
た
力
関
係
の
中
で
収
ま
っ
た
二
人
の
女
君
の

位
置
づ
け
を
、
対
照
的
な
呼
称
を
用
い
て
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
人
の
妻
に
十
五
日
ず
つ
通
う
と
い
う
設
定
は
、
先
学
が
指
摘
す

る
通
り)
33
(

、﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
源
正
頼
の
二
人
の
妻
か
ら
生
ま
れ
て

い
る
だ
ろ
う
。
藤
原
の
君
の
巻
で
は
、
源
正
頼
は
﹁
時
の
太
政
大
臣

の
、
一
人
娘
﹂（
六
七
頁
）
と
﹁
時
の
帝
の
御
妹
、
女
一
の
皇
女
﹂

（
同
）
の
二
人
と
結
婚
し
た
。
正
頼
は
二
人
の
妻
と
と
も
に
大
宮
が

伝
領
し
た
三
条
院
に
住
み
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
数
多
く
の
子
女
が
誕
生

し
た
。
ヒ
ロ
イ
ン
あ
て
宮
が
大
宮
腹
で
あ
る
こ
と
か
ら
大
宮
の
方
が

や
や
優
位
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
楼
の
上
上
巻
で
は
、﹁
左
の

お
と
ど
は
、
宮
、
大
殿
、
い
と
う
る
は
し
く
こ
そ
、
十
五
夜
づ
つ
お

は
し
つ
つ
﹂（
八
四
五
頁
）
と
あ
り
、
正
頼
が
﹁
十
五
夜
づ
つ
﹂
等
し

く
通
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。﹃
源
氏
物
語
﹄
は
﹃
う
つ

ほ
物
語
﹄
に
着
想
を
得
て
、
夕
霧
巻
の
恋
愛
騒
動
を
穏
当
な
と
こ
ろ

に
収
め
た
の
で
あ
る
。

匂
宮
巻
で
明
か
さ
れ
た
こ
の
決
着
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
な
実
態

と
比
較
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
律
令
制
の
法
的
な
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規
定
を
重
視
し
平
安
時
代
の
婚
姻
形
態
を
一
夫
一
妻
多
妾
制
で
あ
る

と
論
じ
た
工
藤
重
矩
氏
は
、
夕
霧
が
雲
居
雁
と
離
婚
し
な
い
限
り
落

葉
宮
は
妾
に
過
ぎ
ず
、
十
五
日
ず
つ
通
う
と
い
っ
た
措
置
も
﹁
夕
霧

の
気
持
の
問
題
﹂
と
論
じ
て
い
る)
34
(

。
一
方
で
、
増
田
繫
夫
氏
は
﹁
二

人
の
妻
に
等
し
く
通
う
こ
と
は
、
そ
の
二
人
が
妻
と
し
て
等
し
い
地

位
に
あ
る
こ
と
を
示
す
何
よ
り
の
確
証
な
の
で
あ
る
﹂
と
工
藤
氏
に

反
論
し
て
い
る)
35
(

。
し
か
し
、﹁
十
五
日
づ
つ
﹂
通
う
と
い
う
設
定
そ

の
も
の
が
、
現
実
を
越
え
た
物
語
的
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か)
36
(

。

男
に
自
ら
の
も
と
だ
け
に
通
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
願
う
の
は
女
の
普

通
の
願
望
で
あ
る
。﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
作
者
藤
原
道
綱
母
は
、﹁
さ
ら

に
、
身
に
は
、﹃
三
十
日
三
十
夜
は
わ
が
も
と
に
﹄
と
言
は
む
﹂（
中

巻
・
一
六
九
頁
）
と
﹁
三
十
日
三
十
夜
﹂
自
ら
の
も
と
へ
通
っ
て
き

て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
楼
の
上
上
巻
で
は
、

﹁
十
五
夜
づ
つ
﹂
二
人
の
妻
に
通
う
源
正
頼
に
対
し
、
藤
原
兼
雅
は

﹁
殿
は
、
一
月
を
、
二
十
五
日
は
こ
な
た
（
=
俊
蔭
娘
）、
今
五
夜
を

は
宮
の
御
方
、
こ
の
対
な
ど
に
は
通
ひ
た
ま
う
﹂（
八
四
四
頁
）
と
、

俊
蔭
娘
の
も
と
へ
﹁
二
十
五
日
﹂
通
う
と
設
定
す
る
こ
と
で
、
兼
雅

の
俊
蔭
娘
へ
の
深
い
愛
を
印
象
づ
け
る
。
十
五
日
ず
つ
通
う
と
い
う

の
は
、
男
を
独
占
し
た
い
、
あ
る
い
は
ほ
か
の
女
よ
り
も
優
位
に
立

ち
た
い
と
い
う
女
の
願
望
に
収
拾
を
つ
け
る
た
め
の
、
最
も
現
実
的

な
手
段
の
一
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
的
な
手
段
で
あ
る
か
ら
と

言
っ
て
、
現
実
に
そ
の
手
段
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
言
え
ば
、

そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
事
実
、﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
で
は
、
兼
雅
の
息
子

仲
忠
が
俊
蔭
娘
へ
の
偏
愛
を
諫
め
て
、﹁
こ
な
た
に
十
日
、
宮
の
御
方

に
十
日
、
今
十
日
を
三
所
に
お
は
し
ま
さ
せ
む
﹂（
八
四
四
頁
）
と
十

日
ず
つ
等
し
く
通
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
二
人
の
女
君
の
も
と

へ
月
に
﹁
十
五
日
づ
つ
﹂
と
表
現
が
現
実
を
越
え
た
象
徴
的
な
も
の

で
あ
り
、
均
衡
状
態
に
収
ま
っ
た
二
人
の
妻
の
存
在
は
多
分
に
物
語

的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

何
故
こ
の
よ
う
な
二
人
の
妻
の
処
遇
の
仕
方
を
描
く
の
だ
ろ
う

か
。
そ
の
背
景
に
、
内
親
王
と
太
政
大
臣
の
娘
と
い
う
至
高
の
血
筋

を
引
く
二
人
の
女
君
を
妻
に
持
つ
と
い
う
現
実
を
超
え
た
結
婚
の
あ

り
方
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
い
。

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
源
正
頼
の
妻
と
な
っ
た
大
宮
は
﹁
時
の
帝
の
御

妹
、
女
一
の
皇
女
と
聞
こ
ゆ
る
、
后
腹
に
お
は
し
ま
す
﹂（
六
七
頁
）

と
あ
り
、
后
腹
の
女
一
の
宮
な
が
ら
、
父
帝
の
許
し
の
も
と
正
頼
に

降
嫁
し
た
。
平
安
時
代
の
皇
女
の
結
婚
に
つ
い
て
は
、
今
井
源
衛

氏)
37
(

、
後
藤
祥
子
氏)
38
(

が
早
く
に
論
じ
、
今
井
久
代
氏
が
、
皇
女
の
結

婚
に
は
父
帝
裁
可
の
も
と
降
嫁
す
る
裁
可
婚
と
、
密
か
に
通
じ
先
に

既
成
事
実
を
作
っ
て
し
ま
う
私
通
婚
の
二
つ
の
形
態
が
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る)
39
(

。
今
井
氏
が
父
帝
裁
可
の
も
と
降
嫁
す
る
初

例
は
、
三
条
天
皇
皇
女
諟
子
内
親
王
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
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の
こ
と
か
ら
、
父
帝
裁
可
の
も
と
皇
女
が
降
嫁
す
る
と
い
う
設
定
は

物
語
の
方
が
現
実
よ
り
も
先
行
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

ば
か
り
か
、
大
宮
は
后
腹
の
第
一
皇
女
で
あ
り
、
皇
女
の
中
で
も
最

も
格
の
高
い
人
物
で
あ
る
。
后
腹
の
第
一
皇
女
が
父
帝
裁
可
の
も
と

降
嫁
す
る
と
い
う
異
例
さ
は
、
他
の
物
語
作
品
に
お
い
て
も
類
例
が

見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る)
40
(

。
そ
の
上
、
物
語
は
大
宮

と
の
婚
姻
よ
り
も
前
に
正
頼
が
﹁
時
の
太
政
大
臣
の
、
一
人
娘
﹂

（
六
七
頁
）
で
あ
る
大
殿
の
上
と
結
婚
し
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
結

果
、
正
頼
は
大
宮
を
通
じ
て
皇
統
と
、
大
殿
の
上
を
通
じ
て
藤
原
氏

と
密
接
な
関
係
を
築
い
て
い
く
。
内
親
王
と
太
政
大
臣
の
娘
の
二
人

の
妻
を
持
つ
と
い
う
結
婚
の
あ
り
方
は
、
正
頼
の
卓
越
性
を
示
す
だ

け
で
な
く
、
正
頼
を
皇
統
と
藤
原
氏
双
方
に
繋
が
り
の
あ
る
特
別
な

権
勢
家
に
押
し
上
げ
て
い
る
。

正
頼
の
結
婚
に
照
ら
せ
ば
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
夕
霧
の
二
人
の
妻
も

皇
統
と
藤
原
氏
と
い
う
対
比
的
な
血
筋
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
雲
居
雁
は
太
政
大
臣
を
務
め
た
頭
中
将
（
致
仕
大
臣
）
の
娘
で

あ
り
、
藤
原
氏
出
身
で
あ
る
。
か
つ
て
父
頭
中
将
（
太
政
大
臣
）
が

雲
居
雁
を
﹁
わ
が
や
ど
の
藤
の
色
こ
き
た
そ
か
れ
に
た
づ
ね
や
は
こ

ぬ
春
の
な
ご
り
を
﹂（
藤
裏
葉
⑶
一
七
八
頁
）
と
藤
の
花
に
喩
え
た
こ

と
は
、
そ
の
出
自
を
象
徴
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
落
葉
宮
は

朱
雀
院
の
第
二
皇
女
、
皇
統
の
人
物
で
あ
る
。
女
三
宮
に
比
べ
そ
の

血
筋
は
劣
る
も
の
の
、
国
譲
が
行
わ
れ
た
若
菜
下
巻
以
降
は
当
代
の

帝
の
異
母
姉
妹
で
あ
る
。
光
源
氏
は
落
葉
宮
に
つ
い
て
﹁
か
の
御
子

こ
そ
は
、
こ
こ
に
物
し
給
入
道
の
宮
（
=
女
三
宮
）
よ
り
、
さ
し
つ

ぎ
に
は
ら
う
た
う
し
た
ま
ひ
け
れ
。﹂（
夕
霧
⑷
一
三
四
頁
）
と
話
し
て

お
り
、
女
三
宮
の
次
に
重
ん
じ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
夕
霧
は
落
葉

宮
を
通
し
て
皇
統
と
、
雲
居
雁
を
通
し
て
藤
原
氏
と
密
接
な
関
係
を

築
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

史
上
、
桓
武
朝
か
ら
一
条
朝
ま
で
の
間
で
、
内
親
王
と
太
政
大
臣

の
娘
双
方
を
妻
に
持
っ
た
男
性
貴
族
は
い
な
い)
41
(

。
内
親
王
と
太
政

大
臣
の
娘
を
妻
に
し
、
皇
統
と
藤
原
氏
双
方
に
繋
が
る
こ
と
で
権
力

獲
得
を
企
図
す
る
こ
と
は
、
現
実
世
界
を
超
越
し
た
物
語
的
な
設
定

で
あ
り
、
源
氏
で
あ
る
源
正
頼
や
夕
霧
を
藤
原
氏
を
圧
倒
す
る
政
治

家
へ
と
押
し
上
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
十
五
日
ず
つ
二
人
の
妻
に
通

う
と
い
う
設
定
を
源
正
頼
や
夕
霧
に
付
与
す
る
必
要
性
が
生
ま
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
二
人
の
妻
双
方
が
政
権
獲
得
に
欠
か
せ
な
い

存
在
で
あ
り
、﹁
十
五
日
づ
つ
﹂﹁
十
五
夜
づ
つ
﹂
と
い
う
象
徴
的
な

表
現
に
よ
っ
て
そ
の
均
衡
状
態
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

再
び
呼
称
の
問
題
に
立
ち
返
れ
ば
、﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
で
は
大
宮
が

﹁
大
宮
﹂、
太
政
大
臣
の
娘
が
﹁
大
殿
の
上
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多

い
。
源
正
頼
と
二
人
の
妻
は
三
条
院
に
同
居
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

邸
の
名
を
用
い
ず
に
﹁
大
宮
﹂
と
﹁
大
殿
の
上
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
だ
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が
、﹁
宮
﹂
と
﹁
殿
﹂
を
用
い
て
皇
統
と
藤
原
氏
の
出
自
を
象
徴
す
る

か
の
よ
う
な
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
三
部
で
も
同
様
に
、
落

葉
宮
が
﹁
一
条
の
宮
﹂、
雲
居
雁
が
﹁
三
条
殿
﹂
と
、﹁
宮
﹂
と
﹁
殿
﹂

と
立
場
を
対
比
し
て
呼
ば
れ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
正
頼
の
妻

た
ち
と
は
異
な
り
、
夕
霧
の
二
人
の
妻
は
別
々
の
邸
に
住
ん
で
い
る

た
め
に
、
邸
第
呼
称
が
そ
の
女
君
自
身
を
指
す
呼
称
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
の
だ
が
、
皇
統
の
妻
と
藤
原
氏
の
妻
と
い
う
対
照
的
な
血

筋
を
引
く
人
物
の
対
比
に
呼
応
す
る
形
で
、
夕
霧
巻
で
見
ら
れ
た

﹁
一
条
の
宮
﹂
と
﹁
三
条
殿
﹂
と
い
う
﹁
宮
﹂
と
﹁
殿
﹂
の
対
比
的

な
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
第
三
節
で
は
匂
宮
巻
の
叙
述
と
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
源
正
頼

を
比
較
し
、
第
三
部
世
界
で
の
落
葉
宮
と
雲
居
雁
に
つ
い
て
考
察
し

て
き
た
。
内
親
王
と
太
政
大
臣
の
娘
の
二
人
を
妻
に
す
る
と
い
う
異

例
の
結
婚
を
し
た
源
正
頼
や
夕
霧
は
、
妻
を
通
し
て
皇
統
と
藤
原
氏

の
双
方
に
繋
が
り
を
持
ち
、
権
勢
家
へ
と
昇
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
、

六
条
院
世
界
を
作
り
上
げ
た
父
光
源
氏
や
右
大
臣
家
の
婿
と
な
っ
た

舅
頭
中
将
と
は
異
な
る
、
夕
霧
の
新
し
い
家
の
創
出
で
あ
ろ
う
。
夫

の
権
力
獲
得
を
支
え
る
二
人
の
妻
は
均
衡
状
態
で
な
く
て
は
な
ら

ず
、
従
っ
て
﹁
十
五
日
づ
つ
﹂
邸
に
通
う
と
い
う
表
現
や
﹁
一
条
の

宮
﹂﹁
三
条
殿
﹂
と
い
う
対
比
的
な
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第

三
部
世
界
は
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
源
正
頼
に
着
想
を
得
て
、
夕
霧
巻

で
描
い
た
夕
霧
を
め
ぐ
る
皇
統
と
藤
原
氏
の
対
立
構
造
を
、
表
面
的

な
均
衡
状
態
へ
と
落
と
し
込
ん
だ
。
第
三
部
の
物
語
は
夕
霧
と
い
う

皇
統
と
藤
原
氏
双
方
に
繋
が
り
を
持
つ
政
治
家
を
作
り
上
げ
た
上

で
、
皇
統
の
光
源
氏
の
息
子
と
し
て
表
面
上
は
扱
わ
れ
な
が
ら
、
そ

の
実
藤
原
氏
の
血
を
引
く
薫
と
い
う
人
物
を
物
語
の
中
心
と
し
て
据

え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、﹁
一
条
の
宮
﹂﹁
三
条
殿
﹂
な
ど
の
人
物
呼
称
・
邸
第
呼
称

の
表
現
性
に
注
目
し
、
夕
霧
巻
で
描
か
れ
る
藤
原
氏
と
皇
統
の
対
立

構
造
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。﹁
一
条
の
宮
﹂
落
葉
宮
を
夕
霧
が
得

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
反
面
正
妻
雲
居
雁
は
﹁
三
条
殿
﹂
と
い
う

相
対
的
な
妻
の
立
場
へ
と
転
じ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
夕
霧
巻
は
、

女
三
宮
の
出
現
に
よ
っ
て
、
紫
の
上
が
﹁
対
の
上
﹂
と
呼
ば
れ
る
第

二
部
の
物
語
を
、
皇
女
落
葉
宮
と
藤
原
氏
太
政
大
臣
の
娘
雲
居
雁
と

い
う
二
人
の
女
君
に
託
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
女

三
宮
の
物
語
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
後
ろ
盾
が
弱

い
紫
の
上
と
は
異
な
り
、
雲
居
雁
は
太
政
大
臣
家
の
娘
で
あ
り
、
父

頭
中
将
は
﹁
大
殿
﹂
と
し
て
こ
の
問
題
に
関
与
す
る
か
ら
で
あ
る
。

夕
霧
巻
は
こ
の
騒
動
の
顛
末
を
語
ら
な
い
が
、
第
三
部
の
物
語
は
夕

霧
を
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
源
正
頼
の
よ
う
な
皇
統
と
藤
原
氏
双
方
に
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繋
が
り
を
持
つ
特
別
な
権
勢
家
へ
と
変
貌
さ
せ
る
。
物
語
は
太
政
大

臣
へ
と
昇
る
こ
と
が
予
告
さ
れ
て
い
る
夕
霧
に
、
六
条
院
を
造
営
し

た
父
光
源
氏
と
は
異
な
る
権
力
獲
得
の
道
筋
を
用
意
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
夕
霧
は
藤
原
氏
で
あ
る
頭
中
将
家
の
婿
と
い
う
立
場
か
ら
脱
却

し
、
皇
統
と
藤
原
氏
の
二
人
の
妻
の
並
置
と
い
う
新
た
な
﹁
家
﹂
を

創
出
す
る
の
で
あ
る
。

夕
霧
巻
に
は
、﹁
三
条
殿
﹂﹁
一
条
の
宮
﹂﹁
大
殿
﹂﹁
六
条
の
院
﹂

な
ど
の
人
物
呼
称
・
邸
第
呼
称
が
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
、
夕
霧
巻
が
藤
原
氏
と
皇
統
の
思
惑
が
複
雑
に
絡
み
合
う
巻
だ

か
ら
で
は
な
い
か
。﹁
一
条
の
宮
﹂
の
出
現
に
よ
っ
て
、
雲
居
雁
は

﹁
三
条
殿
﹂
と
い
う
相
対
的
な
妻
の
座
へ
と
転
じ
る
。
頭
中
将
家
は

﹁
大
殿
﹂
と
し
て
こ
の
問
題
に
関
与
す
る
一
方
で
、
光
源
氏
は
﹁
六

条
の
院
﹂
と
い
う
脇
役
に
徹
す
る
。
こ
う
し
た
呼
称
に
は
、
皇
統
と

藤
原
氏
の
家
同
士
の
対
立
の
構
図
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
書

き
手
は
皇
統
と
藤
原
氏
の
対
立
構
造
を
描
き
出
す
一
つ
の
方
法
と
し

て
、
人
物
呼
称
・
邸
第
呼
称
を
巧
み
に
操
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
人

物
呼
称
・
邸
第
呼
称
の
方
法
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で

は
、
本
稿
は
前
稿
で
提
唱
し
た
﹁
邸
第
呼
称
論
﹂
を
構
築
す
る
一
つ

の
試
み
で
も
あ
る
。

︻
注
︼

（
1
）
藤
村
潔
﹁
宇
治
十
帖
の
予
告
﹂（﹃
源
氏
物
語
の
構
造
﹄
桜
楓
社
、
一

九
六
六
年
、
一
九
六
四
年
初
出
）

（
2
）
伊
藤
博
﹁
夕
霧
物
語
の
位
相
﹂（﹃
源
氏
物
語
の
原
点
﹄
明
治
書
院
、

一
九
八
〇
年
、
一
九
六
九
年
初
出
）

（
3
）
石
田
穣
二
﹁
夕
霧
の
巻
に
つ
い
て
﹂（﹃
源
氏
物
語
論
集
﹄
桜
楓
社
、

一
九
七
一
年
、
一
九
六
六
年
初
出
）

（
4
）
森
藤
侃
子
﹁
女
の
宿
世
―
雲
居
の
雁
と
落
葉
の
宮
﹂（
秋
山
虔
・
木
村

正
中
・
清
水
好
子
編
﹃
講
座
源
氏
物
語
の
世
界　

第
七
集
﹄
有
斐
閣
、

一
九
八
三
年
）

（
5
）
室
伏
信
助
﹁
夕
霧
物
語
を
読
む
﹂（﹃
王
朝
物
語
史
の
研
究
﹄
角
川
書

店
、
一
九
九
五
年
、
一
九
八
六
年
初
出
）、
阿
部
好
臣
﹁
夕
霧
の
恋
―

シ
ス
テ
ム
破
壊
の
視
座
﹂（﹃
物
語
文
学
組
成
論
Ⅰ
―
源
氏
物
語
﹄
笠

間
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
一
九
八
七
年
初
出
）、
小
嶋
菜
温
子
﹁﹁
ぬ

り
ご
め
﹂
の
落
葉
宮
―
︿
家
な
き
子
﹀
夕
霧
と
、
タ
ブ
ー
の
不
在
﹂

（﹃
源
氏
物
語
の
性
と
生
誕
―
王
朝
文
化
史
論
﹄
立
教
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
四
年
、
一
九
九
三
年
初
出
）、
鈴
木
日
出
男
﹁
柏
木
と
夕
霧
﹂

（﹃
光
源
氏
の
世
界
﹄
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
一
九
九
四
年
）、
高
木

和
子
﹁
夕
霧
物
語
か
ら
光
源
氏
物
語
へ
﹂（﹃
源
氏
物
語
の
思
考
﹄
風

間
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
一
九
九
六
年
初
出
）
な
ど

（
6
）
小
町
谷
照
彦
﹁
夕
霧
の
造
型
と
和
歌
―
落
葉
の
宮
物
語
を
め
ぐ
っ
て
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―
﹂（﹃
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

四
年
、
一
九
七
四
年
初
出
）

（
7
）
上
坂
信
男
﹁
小
野
の
霧
・
宇
治
の
霧
﹂（﹃
源
氏
物
語
―
そ
の
心
象
序

説
―
﹄
笠
間
書
院
、
一
九
七
四
年
、
一
九
六
八
年
初
出
）、﹁
和
歌
と
自

然
―
夕
霧
巻
の
方
法
﹂（
秋
山
虔
・
木
村
正
中
・
清
水
好
子
編
﹃
講
座

源
氏
物
語
の
世
界　

第
七
集
﹄
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）

（
8
）
植
田
恭
代
﹁
浸
透
す
る
﹁
引
歌
﹂
―
﹃
源
氏
物
語
﹄
夕
霧
巻
﹁
霧
の

籬
﹂
か
ら
﹂（
松
井
健
児
編
﹃
日
本
文
学
研
究
論
文
集
成
６
―
源
氏
物

語
―
）﹄
若
草
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一
九
九
五
年
初
出
）

（
9
）
岩
原
真
代
﹁
落
葉
宮
の
浮
名
と
社
会
環
境
﹂（﹃
源
氏
物
語
の
住
環
境

―
物
語
越
境
論
の
視
界
﹄
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
〇
六
年

初
出
）、
阿
部
哲
也
﹁
夕
霧
巻
試
論
―
﹁
名
﹂
の
輻
輳
す
る
物
語
―
﹂

（﹃
東
京
大
学
国
文
学
論
集
﹄
一
五
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）

（
10
）
諸
岡
重
明
﹁
翁
の
な
に
が
し
守
り
け
ん
や
う
に
│
﹃
竹
取
﹄
引
用
に

み
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
夕
霧
巻
の
一
条
御
息
所
と
落
葉
宮
の
物
語
│
﹂

（﹃
立
教
大
学
日
本
文
学
﹄
八
四
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
）、
井
野
葉
子

﹁
夕
霧
巻
に
お
け
る
竹
取
引
用
﹂（﹃
源
氏
物
語　

宇
治
の
言
の
葉
﹄
森

話
社
、
二
〇
一
一
年
、
二
〇
〇
一
年
初
出
）

（
11
）
後
藤
祥
子
﹁
皇
女
の
結
婚
―
落
葉
宮
の
場
合
﹂（﹃
源
氏
物
語
の
史
的

空
間
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
、
一
九
八
三
年
初
出
）

（
12
）
加
藤
昌
嘉
﹁
源
氏
物
語
夕
霧
巻
の
機
構
（
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
―
致
仕
大

臣
一
族
と
夕
霧
勢
力
圏
﹂（﹃
古
代
中
世
文
学
論
考　

第
４
集
﹄
新
典

社
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
13
）
久
下
裕
利
﹁
夕
霧
巻
と
宇
治
十
帖
―
落
葉
の
宮
獲
得
の
要
因
―
﹂（﹃
源

氏
物
語
の
記
憶
―
時
代
と
の
交
差
﹄
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
七
年
、

二
〇
一
一
年
初
出
）

（
14
）
平
安
時
代
の
婚
姻
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る
高
群
逸
枝
氏
は
、
妻
問
婚

か
ら
や
が
て
同
居
婚
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（﹃
招
婿
婚
の

研
究
﹄
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
五
三
年
）。
高
群
説
は
修
正
さ

れ
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
婚
姻
研
究
に
お
い
て
居
住
形
態
と
い
う
観
点

を
持
ち
込
ん
だ
意
義
は
大
き
い
。

（
15
）
櫛
井
亜
依
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
二
条
東
院
か
ら
六
条
院
の
階
梯
―
邸
第
と

人
物
の
据
え
直
し
―
﹂（﹃
文
化
学
年
報
﹄
五
九
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）、

﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
六
条
院
に
お
け
る
家
と
系
図
―
邸
第
呼
称
﹁
大
殿
﹂

に
着
目
し
て
―
﹂（﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
七
七
、
二
〇
一
二
年
十
二
月
）、

﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
少
女
巻
に
お
け
る
六
条
院
造
営
の
意
義
―
﹁
ふ
る
宮
﹂

と
い
う
表
現
を
め
ぐ
っ
て
―
﹂（﹃
文
化
学
年
報
﹄
六
〇
、
二
〇
一
一

年
三
月
）

（
16
）
飯
田
実
花
﹁
光
源
氏
所
有
邸
第
に
お
け
る
﹁
院
﹂
呼
称　
﹃
源
氏
物
語
﹄

の
邸
第
呼
称
法
則
﹂（﹃
詞
林
﹄
七
〇
、
二
〇
二
一
年
十
一
月
）、﹁
女
三

宮
の
﹁
三
条
宮
﹂
―
邸
第
呼
称
の
も
つ
意
味
―
﹂（﹃
中
古
文
学
﹄
一

一
一
、
二
〇
二
三
年
五
月
）



－18－

（
17
）
拙
稿
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
邸
第
呼
称
の
方
法
意
識
―
左
・
右
大
臣
家
と
頭

中
将
家
を
中
心
に
―
﹂（﹃
中
古
文
学
﹄
一
一
一
、
二
〇
二
三
年
五
月
）

（
18
）
梅
村
恵
子
﹁
摂
関
期
の
正
妻
﹂（
青
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念
会
﹃
日
本

古
代
の
政
治
と
文
化
﹄
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）。
氏
は
、
多
妻

の
中
に
た
だ
一
人
の
優
越
し
た
地
位
に
い
る
正
妻
が
い
る
こ
と
を
、

母
親
の
違
い
に
よ
る
子
女
の
位
階
昇
進
の
差
か
ら
論
じ
て
い
る
。

（
19
）
福
長
進
執
筆
条
﹁
源
倫
子
﹂（
大
津
透
・
池
田
尚
隆
編
﹃
藤
原
道
長
事

典
―
御
堂
関
白
記
か
ら
み
る
貴
族
社
会
―
﹄
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一

七
年
）

（
20
）﹃
栄
花
物
語
﹄
に
お
け
る
源
倫
子
と
源
明
子
の
呼
称
を
調
査
し
た
園
明

美
氏
に
よ
れ
ば
、
長
徳
元
年
（
995
）
道
長
に
内
覧
の
宣
旨
を
下
さ
れ

た
の
を
境
に
、
倫
子
は
﹁
土
御
門
の
上
﹂﹁
土
御
門
の
姫
君
﹂
か
ら

﹁
殿
の
上
﹂﹁
上
﹂
へ
、
明
子
は
﹁
宮
の
御
方
﹂
か
ら
﹁
高
松
﹂﹁
高
松

殿
の
上
﹂
へ
と
呼
称
が
変
化
す
る
（﹃
王
朝
摂
関
期
の
﹁
妻
﹂
た
ち
―

平
安
貴
族
の
愛
と
結
婚
﹄
新
典
社
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
21
）
鵜
飼
祐
江
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
の
妻
妾
の
呼
称
―
光
源
氏
の
妻
妾
の
呼
称

の
独
自
性
―
﹂（﹃
日
本
文
学
﹄
六
二
―
一
二
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
）

（
22
）
正
編
に
お
け
る
代
表
的
な
紫
の
上
の
呼
称
を
私
に
調
査
し
た
。
な
お
、

（　

）
内
は
、
そ
れ
ぞ
れ
初
出
・
用
例
数
を
示
す
。

　

 　

若
草
（
若
紫
巻
、
二
例
）　

初
草
（
若
紫
巻
、
一
例
）　

　

 　

紫
の
君
（
末
摘
花
巻
、
一
例
）　

対
の
姫
君
（
葵
巻
、
四
例
）　

　

 　

二
条
の
君
（
葵
巻
、
三
例
）　

二
条
院
の
姫
君
（
須
磨
巻
、
一
例
）

　

 　

二
条
の
上
（
蓬
生
巻
、
二
例
）　

　

 　

対
の
上
（
蓬
生
巻
、
二
七
例
う
ち
若
菜
上
巻
以
降
二
〇
例
）

　

 　

対
の
方
（
若
菜
下
巻
、
一
例
）　

上
（
薄
雲
巻
、
三
五
例
）

 　
　

殿
の
上
（
玉
鬘
巻
、
二
例
）　

春
の
お
と
ど
（
初
音
巻
、
一
例
）

　

 　

春
の
上
（
胡
蝶
巻
、
三
例
）　

南
の
お
と
ど
（
初
音
巻
、
三
例
）

　

 　

南
の
上
（
野
分
巻
）　

紫
の
上
（
蛍
巻
、
十
二
例
）

　

 　

大
殿
の
北
の
方
（
真
木
柱
巻
、
二
例
）　

　

 　

二
条
の
院
の
上
（
若
菜
下
巻
、
一
例
）

（
23
）
玉
上
琢
彌
﹃
源
氏
物
語
評
釈
﹄（
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
）

（
24
）
森
藤
侃
子
﹁
紫
上
は
光
源
氏
の
正
妻
か
﹂（﹃
人
文
学
報
﹄
九
六
、
一

九
七
三
年
三
月
）、
田
中
恭
子
﹁
源
氏
物
語
の
人
物
造
型
に
お
け
る
呼

称
の
意
義
﹂（﹃
関
根
慶
子
教
授
退
官
記
念　

寝
覚
物
語
対
校
・
平
安

文
学
論
集
﹄
風
間
書
房
、
一
九
七
五
年
）、
河
村
幸
枝
﹁﹃
梅
枝
﹄﹃
藤

裏
葉
﹄
巻
に
お
け
る
紫
の
上
の
呼
称
に
つ
い
て
﹂（﹃
解
釈
﹄
三
九
―

七
、
一
九
九
三
年
七
月
）、
木
村
佳
織
﹁
紫
上
の
妻
と
し
て
の
地
位
―

呼
称
と
寝
殿
居
住
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―
﹂﹃
中
古
文
学
﹄
五
二
、
一

九
九
三
年
十
一
月
）、
工
藤
重
矩
﹁
若
菜
巻
以
降
の
紫
上
の
妻
と
し
て

の
立
場
﹂（﹃
平
安
朝
の
結
婚
制
度
と
文
学
﹄
風
間
書
房
、
一
九
九
四

年
）、
高
木
和
子
﹁
結
婚
制
度
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
論
理
―
光
源
氏
と

紫
の
上
の
関
係
の
独
自
性
﹂（﹃
源
氏
物
語
の
思
考
﹄
風
間
書
房
、
二
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〇
〇
二
年
、
二
〇
〇
二
年
初
出
）、
工
藤
重
矩
﹁
紫
の
上
に
対
す
る
呼

称
―
﹁
対
の
上
﹂
の
用
法
―
﹂（﹃
源
氏
物
語
の
婚
姻
と
和
歌
解
釈
﹄

風
間
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
〇
二
年
初
出
）、
鵜
飼
祐
江
﹁﹁
対

の
上
﹂
と
い
う
呼
称
―
特
異
な
呼
称
の
描
く
も
の
﹂（﹃
中
古
文
学
﹄

八
五
、
二
〇
一
〇
年
六
月
）、
青
島
麻
子
﹁﹁
対
﹂
の
女
君
―
多
妻
の

視
座
と
﹁
対
の
上
﹂
を
め
ぐ
っ
て
―
﹂（﹃
源
氏
物
語　

虚
構
の
婚
姻
﹄

武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど

（
25
）﹃
河
海
抄
﹄
松
風
巻
に
﹁
寝
殿
は
妻
室
の
居
所
也
﹂
と
い
う
注
が
あ
る

（
玉
上
琢
彌
編
﹃
紫
明
抄
・
河
海
抄
﹄
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）。

（
26
）
木
村
（
24
）
論
文

（
27
）
注
（
５
）
に
同
じ

（
28
）
日
向
一
雅
﹁
宿
世
の
物
語
の
構
造
│
父
と
子
│
﹂（﹃
源
氏
物
語
の
主

題
―
﹁
家
﹂
の
遺
志
と
宿
世
の
物
語
の
構
造
﹄
桜
楓
社
、
一
九
八
三

年
、
一
九
七
九
年
初
出
）

（
29
）
田
坂
憲
二
﹁
夕
霧
巻
の
構
造
に
つ
い
て
―
夕
霧
=
雲
居
雁
の
側
面
か

ら
―
﹂（﹃
源
氏
物
語
の
人
物
と
構
想
﹄
和
泉
書
院
、
一
九
九
三
年
、

一
九
八
三
年
初
出
）

（
30
）
陳
斐
寧
﹁﹁
大
殿
﹂
と
し
て
の
光
源
氏
―
執
政
者
へ
の
方
法
を
め
ぐ
っ

て
―
﹂（﹃
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
﹄
四
〇
、
二
〇
〇
六
年
一
月
）

（
31
）
牧
野
裕
子
﹁
青
表
紙
本
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
二
条
右
大
臣
と
朱

雀
朝
―
河
内
本
本
文
と
の
﹁
大
殿
﹂
呼
称
の
異
同
か
ら
―
﹂（
横
井
孝

・
久
下
裕
利
編
﹃
源
氏
物
語
の
新
研
究
―
本
文
と
表
現
を
考
え
る
﹄

新
典
社
、
二
〇
〇
八
年
）

（
32
）
田
坂
憲
二
﹁
頭
中
将
の
後
半
生
―
源
氏
物
語
の
政
治
と
人
間
―
﹂（﹃
源

氏
物
語
の
人
物
と
構
想
﹄
和
泉
書
院
、
一
九
九
三
年
、
一
九
九
二
年

初
出
）

（
33
）
例
え
ば
、﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄（
小
学
館
）
頭
注
で
も
夕
霧
と

源
正
頼
の
類
似
を
指
摘
す
る
。

（
34
）
工
藤
重
矩
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
と
一
夫
一
妻
制
﹂（﹃
平
安
朝
の
結
婚
制
度

と
文
学
﹄
風
間
書
房
、
一
九
九
四
年
）

（
35
）
増
田
繫
夫
﹁
紫
上
の
妻
と
し
て
の
地
位
﹂（
森
一
郎
・
岩
佐
美
代
子
・

坂
本
共
展
編
﹃
源
氏
物
語
の
展
望　

第
一
輯
﹄
三
弥
井
書
店
、
二
〇

〇
七
年
）

（
36
）
工
藤
重
矩
﹁
源
正
頼
の
二
人
の
北
の
方
﹂（
注
34
同
書
）

（
37
）
今
井
源
衛
﹁
女
三
宮
の
降
嫁
﹂（﹃
源
氏
物
語
の
研
究
﹄
未
来
社
、
一

九
六
二
年
、
一
九
五
五
年
初
出
）

（
38
）
後
藤
（
11
）
論
文

（
39
）
今
井
久
代
﹁
皇
女
の
結
婚
―
女
三
宮
降
嫁
の
呼
び
さ
ま
す
も
の
―
﹂

（﹃
源
氏
物
語
構
造
論
―
作
中
人
物
の
動
態
を
め
ぐ
っ
て
﹄
風
間
書
房
、

二
〇
〇
一
年
、
一
九
八
九
年
初
出
）

（
40
）
勝
亦
志
織
﹁
平
安
王
朝
文
学
に
お
け
る
︿
皇
女
﹀﹂（﹃
物
語
の
︿
皇
女
﹀

―
も
う
ひ
と
つ
の
王
朝
物
語
史
―
﹄
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
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（
41
）
桓
武
朝
か
ら
一
条
朝
に
か
け
て
臣
下
に
降
嫁
し
た
内
親
王
は
史
料
で

確
認
さ
れ
る
限
り
十
一
人
（
今
井
（
37
）
論
文
、
後
藤
（
11
）
論
文
、

今
井
（
39
）
論
文
参
照
。
ま
た
す
で
に
拙
稿
﹁
女
三
宮
の
裳
着
―
朱

雀
院
柏
梁
殿
と
い
う
場
に
注
目
し
て
―
﹂（﹃
東
京
大
学
国
文
学
論
集
﹄

一
八
、
二
〇
二
三
年
三
月
）
で
皇
女
の
降
嫁
に
つ
い
て
私
に
調
査
し

て
い
る
）。
そ
の
う
ち
夫
に
他
の
妻
が
い
た
の
は
、
宇
多
天
皇
皇
女
源

順
子
（
夫
は
藤
原
忠
平
）、
醍
醐
天
皇
皇
女
勤
子
内
親
王
（
夫
は
藤
原

師
輔
）、
醍
醐
天
皇
皇
女
雅
子
内
親
王
（
夫
は
藤
原
師
輔
）、
醍
醐
天

皇
皇
女
康
子
内
親
王
（
夫
は
藤
原
師
輔
）、
醍
醐
天
皇
皇
女
靖
子
内
親

王
（
夫
は
藤
原
師
氏
）、
村
上
天
皇
皇
女
保
子
内
親
王
（
夫
は
藤
原
兼

家
）、
村
上
天
皇
皇
女
盛
子
内
親
王
（
夫
は
藤
原
顕
光
）
の
七
人
と
見

ら
れ
る
。
全
て
の
場
合
に
お
い
て
、
夫
に
ほ
か
に
妻
が
い
た
と
し
て

も
受
領
階
級
の
娘
で
あ
り
、
公
卿
の
娘
で
あ
る
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

＊
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）、﹃
う
つ
ほ
物

語
﹄
は
室
城
秀
之
校
注
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄（
桜
楓
社
、
一
九
九
五
年
）

に
依
る
。

（
付
記
） 

本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
費
（
Ｄ
Ｃ
２
）
に
よ

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


