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一　

問
題
の
所
在

源
氏
と
藤
壺
の
密
通
に
よ
っ
て
、
不
義
の
子
冷
泉
が
出
生
し
、
後

に
即
位
す
る
。冷
泉
は
両
親
の
罪
か
ら
生
れ
た
子
で
あ
り
、他
の
人
々

の
目
を
欺
い
て
皇
位
を
得
る
。
源
氏
と
藤
壺
と
が
犯
し
た
罪
と
関
わ

っ
て
、
冷
泉
に
も
背
負
う
べ
き
罪
の
存
す
る
こ
と
が
作
中
で
明
か
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
現
代
的
な
理
解
で
は
い
さ
さ
か
了
承
し
が
た
い
こ

と
で
、
冷
泉
が
主
体
的
な
意
志
を
も
っ
て
何
ら
か
の
咎
や
過
ち
を
犯

し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
罪
と
さ
れ
う

る
の
か
も
物
語
中
で
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

作
中
に
は
冷
泉
に
関
わ
る
「
罪
」
の
語
が
以
下
の
五
例
見
え
る
。

そ
の
う
ち
の
三
例
は
薄
雲
巻
に
集
中
し
て
お
り
、
こ
れ
を
一
つ
の
も

の
と
み
な
し
、
便
宜
的
に
（
１
）
～
（
３
）
の
三
つ
に
分
類
し
た
。

以
下
、
引
用
す
る
。

（
１
）
わ
が
身
を
な
き
に
な
し
て
も
春
宮
の
御
世
を
た
ひ
ら
か

に
お
は
し
ま
さ
ば
と
の
み
思
し
つ
つ
、
御
行
ひ
た
ゆ
み
な
く
勤

め
さ
せ
た
ま
ふ
。
人
知
れ
ず
あ
や
ふ
く
ゆ
ゆ
し
う
思
ひ
聞
こ
え

さ
せ
た
ま
ふ
こ
と
し
あ
れ
ば
、
我
に
そ
の
罪
軽
め
て
ゆ
る
し
た

ま
へ
と
仏
を
念
じ
聞
こ
え
た
ま
ふ
に
、よ
ろ
づ
を
慰
め
た
ま
ふ
。

 

（
賢
木
②
一
三
八
）

（
１
）
の
例
は
、
賢
木
巻
に
お
け
る
出
家
し
た
後
の
藤
壺
の
心
内
描

写
で
あ
る
。
藤
壺
は
、
自
分
の
身
が
犠
牲
に
な
っ
て
も
、
冷
泉
治
世

が
平
穏
で
あ
れ
ば
と
願
う
。「
人
知
れ
ず
あ
や
ふ
く
ゆ
ゆ
し
う
」
と

あ
る
の
は
、
こ
の
物
語
に
よ
く
見
ら
れ
る
朧
化
表
現
で
、
密
通
の
こ

と
、
冷
泉
の
父
親
が
本
当
は
桐
壺
帝
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
そ
の
罪
」
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
の

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
冷
泉
帝
の
罪
に
つ
い
て

井
内　

健
太
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は
冷
泉
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
即
位
以
前
に
、
既
に
冷
泉
の
罪
が
物

語
中
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
２
―
Ａ
）（
僧
都
）「
い
と
奏
し
が
た
く
、
か
へ
り
て
は
罪
に
も

や
ま
か
り
当
た
ら
む
と
思
ひ
た
ま
へ
憚
る
方
多
か
れ
ど
、
知
ろ

し
め
さ
ぬ
に
罪
重
く
て
、
︙
︙
」（
薄
雲
②
四
四
九
～
五
〇
）

（
２
―
Ｂ
）（
僧
都
）「
何
の
罪
と
も
知
ろ
し
め
さ
ぬ
が
恐
ろ
し
き

に
よ
り
、
思
ひ
た
ま
へ
消
ち
て
し
こ
と
を
、
さ
ら
に
心
よ
り
出

だ
し
は
べ
り
ぬ
る
こ
と
」
と
、
︙
︙
（
同
四
五
二
）

（
２
―
Ａ
）、（
２
―
Ｂ
）
は
、
太
政
大
臣
の
薨
去
、
天
変
の
勃
発
、
藤
壺

崩
御
と
い
っ
た
事
件
が
立
て
続
け
に
起
こ
っ
た
後
、
藤
壺
に
も
仕
え

た
「
世
に
か
し
こ
き
聖
」
で
あ
る
夜
居
の
僧
都
が
、
冷
泉
に
秘
密
を

奏
上
す
る
際
の
弁
で
あ
る
。
奏
上
す
る
こ
と
が
僧
都
自
身
の
罪
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
冷
泉
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
た
め
に
「
罪
」
が

重
い
と
い
う
。
こ
こ
で
の
冷
泉
の
罪
は
、「
知
ら
な
い
」
こ
と
の
問
題

性
が
強
調
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

（
２
―
Ｃ
）（
王
命
婦
）「
か
け
て
も
聞
こ
し
め
さ
む
こ
と
を
い
み

じ
き
こ
と
に
思
し
め
し
て
、
か
つ
は
、
罪
得
る
こ
と
に
や
と
、

上
の
御
た
め
を
な
ほ
思
し
め
し
嘆
き
た
り
し
」
と
︙
︙

 

（
同
四
五
七
～
八
）

僧
都
が
冷
泉
に
対
し
て
語
っ
た
罪
が
（
２
―
Ｃ
）
で
は
源
氏
と
王
命

婦
の
間
で
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
冷
泉
が
自
ら
の
出
生
の
秘

密
に
つ
い
て
知
ら
な
い
た
め
に
「
罪
」
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
と
い

う
。
自
身
の
出
生
の
秘
密
を
知
っ
た
冷
泉
は
、
源
氏
へ
の
譲
位
を
実

行
し
よ
う
と
す
る
も
、
源
氏
の
固
辞
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
依
然
と
し
て
退
位
も
、
譲
位
も
行
わ
れ
ず
、
結
果
的
に
冷

泉
と
源
氏
と
の
関
係
は
以
前
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
天
変
地
異
は
や

が
て
終
息
す
る
。
こ
の
僧
都
の
密
奏
周
辺
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
冷

泉
の
罪
と
天
変
と
の
関
わ
り
を
含
め
て
、
後
に
改
め
て
考
察
す
る
。

薄
雲
巻
以
降
で
は
、
冷
泉
の
罪
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
罪
の

問
題
は
落
着
し
た
か
に
み
え
た
。
し
か
し
、
第
二
部
に
至
っ
て
再
び

掘
り
起
こ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
３
）
六
条
院
は
、
お
り
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
る
冷
泉
院
の
御
嗣
お
は

し
ま
さ
ぬ
を
飽
か
ず
御
心
の
中
に
思
す
。
同
じ
筋
な
れ
ど
、
思

ひ
悩
ま
し
き
御
事
な
う
て
過
ぐ
し
た
ま
へ
る
ば
か
り
に
、
罪
は

隠
れ
て
、
末
の
世
ま
で
は
え
伝
ふ
ま
じ
か
り
け
る
御
宿
世
、
口

惜
し
く
さ
う
ざ
う
し
く
思
せ
ど
、
︙
︙

 

（
若
菜
下
④
一
六
五
～
一
六
六
）

右
は
、
冷
泉
譲
位
に
当
た
っ
て
の
源
氏
の
感
慨
で
、
冷
泉
に
後
継
が

生
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
明
石
の
女
御
が
産
ん
だ
新
東

宮
は
自
分
の
血
統
で
あ
る
が
、
冷
泉
側
の
血
が
前
世
か
ら
の
因
縁
に

よ
っ
て
途
絶
え
た
こ
と
が
残
念
だ
と
い
う
。
冷
泉
の
治
世
は
平
穏
無

事
に
過
ぎ
去
り
、「
罪
は
隠
れ
て
」
い
た
。
こ
の
「
罪
」
は
、
密
通
の
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こ
と
を
指
し
て
お
り
、
本
来
は
源
氏
が
犯
し
た
罪
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、「
源
氏
の
罪
が
不
問
に
付
さ
れ
た
と
胸
を
な
で
お
ろ
す
と
と

も
に
、
冷
泉
院
に
子
が
な
く
、
皇
統
が
断
絶
し
た
と
嘆
き
、
そ
の
さ

し
か
え
の
関
係
を
宿
世
と
考
え
る⎠

1
⎝

」、「「
罪
」
は
冷
泉
院
自
身
の
出
生

に
か
か
わ
る
罪
。
そ
の
罪
の
た
め
に
後
継
ぎ
が
な
い
と
い
う
考
え

方⎠
2
⎝

」
と
い
っ
た
理
解
に
立
っ
た
時
、
冷
泉
に
皇
位
を
継
ぐ
べ
き
子
が

生
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
隠
れ
た
罪
の
報
い
で
あ
り
、
冷
泉
自
身
も

ま
た
そ
の
罪
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

右
で
確
認
し
た
冷
泉
の
（
１
）
～
（
３
）
の
罪
の
う
ち
、
そ
の
主

と
な
る
も
の
は
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
ま
た
冷
泉
自
身
に
よ
っ
て
自
覚

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
２
）
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、（
１
）、（
３
）
の
罪

も
そ
れ
に
な
ん
ら
か
の
形
で
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は

（
２
）
の
罪
を
中
心
と
し
た
検
討
を
通
し
て
、
冷
泉
の
罪
の
内
容
を

明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

二　

先
行
研
究
概
観

多
屋
頼
俊
氏
は
、（
２
）
の
罪
に
つ
い
て
、「「
宿
世
」
の
観
念
に
よ

る
と
、
父
に
わ
父
と
し
て
の
応
報
が
あ
る
が
、
子
に
わ
子
と
し
て
、

そ
の
よ
う
な
人
お
父
と
し
て
生
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
因
縁

お
、
自
分
が
有
つ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
責
任
わ
免
れ
な
い
。

そ
し
て
「
孝
」
の
思
想
か
ら
観
る
と
、
父
お
父
と
し
て
待
遇
し
な
い

の
わ
不
孝
の
最
大
な
も
の
で
あ
つ
て
、
最
も
重
い
罪
で
あ
つ
た
の
で

あ
る
」
と
し
、（
３
）
に
つ
い
て
は
、「
冷
泉
院
が
源
氏
お
父
と
し
て
生

れ
て
来
ら
れ
た
冷
泉
院
自
身
の
宿
世
の
罪
で
あ
る
」（
原
文
マ
マ
）
と

述
べ
る⎠

3
⎝

。
こ
こ
で
は
、
冷
泉
自
身
の
前
世
か
ら
の
因
縁
に
よ
る
罪
、

つ
ま
り
「
宿
世
の
罪
」
と
、子
が
親
に
対
し
て
孝
を
尽
く
さ
な
い
罪
、

「
不
孝
の
罪
」
と
の
二
つ
を
冷
泉
が
背
負
う
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ

て
い
る
。

柳
井
滋
氏
は
、こ
の
「
不
孝
の
罪
」
に
つ
い
て
詳
述
し
て
お
り
、「
冷

泉
院
は
、父
を
知
ら
な
い
罪
と
父
を
父
と
し
て
処
遇
し
な
い
と
い
う
、

二
重
の
罪
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り⎠

4
⎝

、
二

種
の
「
不
孝
の
罪
」
を
想
定
し
て
い
る
。「
父
を
知
ら
な
い
罪
」
は
、

冷
泉
の
弁
に
「
心
に
知
ら
で
過
ぎ
な
ま
し
か
ば
、
後
の
世
ま
で
の
咎

め
あ
る
べ
か
り
け
る
こ
と
を
」（
薄
雲
②
四
五
二
）
と
あ
っ
た
他
に
、

薫
が
老
女
房
の
弁
に
、
実
の
父
親
を
知
ら
さ
れ
た
際
に
も
、「
か
か
る

対
面
な
く
は
、
罪
重
き
身
に
て
過
ぎ
ぬ
べ
か
り
け
る
こ
と
」（
橋
姫

⑤
一
六
三
）
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
帝
に
あ
ら
ず
と
も
一
般
的
に
忌
む

べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、「
父
を
父
と
し
て
処
遇
し
な
い

罪
」
が
あ
っ
た
た
め
に
、
冷
泉
は
、
源
氏
に
対
し
て
父
子
の
礼
を
尽

く
す
手
段
を
苦
慮
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
柳
井
氏
は
、（
３
）
の

罪
を
「
宿
世
の
罪
」
と
す
る
多
屋
氏
の
説
を
踏
襲
し
、「
子
が
親
の
罪

を
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
、
源
氏
物
語
で
は
、
冷
泉
院
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も
薫
も
、
そ
し
て
明
石
入
道
も
、
罪
を
負
っ
て
男
子
を
持
た
ぬ
身
な

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
親
の
責
任
を
子
が
負
う
と
い
う

こ
と
を
説
明
す
る
論
理
を
、
大
鏡
な
ど
と
は
違
っ
て
、
宿
世
の
観
念

に
求
め
て
い
る
の
が
源
氏
物
語
で
あ
る
」
と
し
、「
男
女
が
罪
を
犯
し

て
結
び
つ
く
原
因
を
誕
生
す
る
子
の
宿
世
に
求
め
て
い
る
わ
け
で
、

子
は
そ
の
宿
世
に
よ
っ
て
罪
の
子
で
あ
る
」
と
い
う
。「
よ
ろ
づ
の

こ
と
、
親
の
御
世
よ
り
は
じ
ま
る
に
こ
そ
は
べ
る
な
れ
」（
薄
雲
②
四

五
二
）
と
い
う
夜
居
の
僧
都
の
科
白
も
「
子
が
親
の
罪
を
引
き
継
ぐ
」

こ
と
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
柳
井
氏
の
理
解
は
い
さ
さ
か

特
殊
な
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
宿
世
に
よ
っ
て
親
の
罪
の
因
果
を
子

に
求
め
る
と
い
っ
た
通
念
が
当
時
存
し
た
か
ど
う
か
、
次
節
で
検
討

を
試
み
た
い
。

斎
藤
暁
子
氏
は
、（
１
）
で
既
に
冷
泉
の
罪
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
実
父
を
臣
下
と
し
て
仕
え
さ
せ
て
い
る
「
不
孝
の
罪
」
へ
の

限
定
を
避
け
、「
宿
世
の
罪
」
と
、「
桐
壺
院
を
欺
き
、
世
を
欺
き
東
宮

の
地
位
に
い
る
こ
と
」、
本
来
あ
る
べ
き
で
は
な
い
皇
祚
に
あ
る
と

い
う
罪
か
ら
、
実
父
へ
の
不
孝
の
罪
が
派
生
す
る
と
い
う
理
解
を
示

し
て
い
る⎠

5
⎝

。
斎
藤
氏
が
、
新
た
に
「
皇
祚
の
罪
」
を
想
定
し
た
点
は

重
要
で
あ
っ
た
が
、
氏
が
否
定
し
よ
う
と
す
る
「
不
孝
の
罪
」
に
お

い
て
は
、「
実
の
父
親
を
知
ら
な
い
」
罪
が
軽
視
、
な
い
し
無
視
さ
れ

て
い
る
よ
う
だ
。「
不
孝
の
罪
」
を
「
父
を
臣
下
と
す
る
罪
」
に
限

定
す
る
な
ら
ば
、
氏
の
い
う
よ
う
に
即
位
前
の
（
１
）
の
時
点
で
語

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
が
、「
父
を
知
ら
な
い
罪
」
な
ら
ば
出

生
の
時
点
か
ら
冷
泉
は
背
負
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
よ
う
な
「
不
孝
の
罪
」
が
ど
れ
ほ
ど
重
大
な
も
の
と
し
て
認
め

う
る
か
が
問
題
と
な
る
。

右
以
外
に
も
「
父
帝
を
あ
ざ
む
い
た
罪⎠

6
⎝

」
な
ど
を
挙
げ
る
説
も
あ

る
が
、主
要
な
も
の
は
右
で
確
認
し
た
「
宿
世
の
罪
」、「
不
孝
の
罪
」、

「
皇
祚
の
罪
」
の
三
つ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
か
へ
の
限
定
を

避
け
て
、
複
合
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
次
節
で
は
柳

井
氏
の
説
く
「
宿
世
の
罪
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

三　

 

柳
井
説
の
検
討 

―
―
親
の
罪
を
引
き
継
ぐ
宿
世
に
つ
い
て

は
た
し
て
、柳
井
氏
の
い
う
「
子
が
親
の
罪
を
引
き
継
ぐ
」
こ
と
、

そ
し
て
、「
親
の
罪
を
子
の
宿
世
に
求
め
る
こ
と
」
と
い
っ
た
理
解
は

可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
後
の
研
究
で
も
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
柳
井
氏

が
「
親
の
罪
を
子
が
引
き
継
ぐ
」
例
と
し
て
挙
げ
る
も
の
は
、
以
下

の
四
例
で
あ
る
。

（
Ⅰ
）（
源
氏
）「
か
の
（
明
石
入
道
の
）
先
祖
の
大
臣
は
、
い
と
賢

く
あ
り
が
た
き
心
ざ
し
を
尽
く
し
て
朝
廷
に
仕
う
ま
つ
り
た
ま
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ひ
け
る
ほ
ど
に
、
も
の
の
違
ひ
目
あ
り
て
、
そ
の
報
い
に
か
く

末
は
な
き
な
り
な
ど
人
は
言
ふ
め
り
し
を
、
女
子
の
方
に
つ
け

た
れ
ど
、
か
く
て
い
と
嗣
な
し
と
い
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ぬ
も
、

そ
こ
ら
の
行
ひ
の
験
に
こ
そ
は
あ
ら
め
」
な
ど
、
︙
︙

 

（
若
菜
上
④
一
二
八
）

（
Ⅰ
）
で
は
、
柳
井
氏
は
「
も
の
の
違
ひ
目
」
を
な
ん
ら
か
の
罪
と

想
定
し
て
い
る
よ
う
で
、
明
石
入
道
が
先
祖
の
罪
を
受
け
継
い
で
、

「
罪
を
負
っ
て
男
子
を
持
た
ぬ
身
」で
あ
る
と
し
て
い
る
。「
違
ひ
目
」

は
、確
か
に
源
氏
の
須
磨
流
謫
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

罪
や
罰
を
意
味
し
う
る
が
、
絵
合
巻
で
、
朱
雀
院
に
と
っ
て
秋
好
中

宮
の
入
内
が
「
か
か
る
違
ひ
目
」（
絵
合
②
三
七
〇
）
と
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、本
来
は
「
不
本
意
な
こ
と
」
く
ら
い
の
意
味
の
語
で
あ
る
。

こ
の
場
面
で
『
河
海
抄
』
が
、
藤
原
忠
文
が
藤
原
実
頼
の
子
孫
に
祟

っ
た
逸
話
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、「
違
ひ
目
」
は
恨
み
を
買
っ
た
こ

と
で
、
子
孫
が
衰
え
た
の
は
怨
霊
に
よ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
怨
霊
が
子
孫
ま
で
祟
る
と
い
う
の
は
、
葵
上
に
も
の
の
け
が
と

り
憑
い
た
時
に
、「
親
の
御
方
に
つ
け
つ
つ
伝
は
り
た
る
も
の
」（
葵

②
三
二
）
な
ど
と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
一
般
的
に
信
じ
ら
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
罪
の
継
承
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る

し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
源
氏
も
、
そ
し
て
冷
泉
自
身
も
何
者
か
の

祟
り
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
柳
井
氏
は
以
下
の
よ
う
に
史
実
に
も
例
を
見
出
し
て
い

る
。（

Ⅱ
）（
藤
原
良
相
の
）
男
子
は
、
大
納
言
常
行
卿
と
聞
こ
え
し
。

御
子
二
人
お
は
せ
し
も
、
五
位
に
て
典
薬
助
、
主
殿
頭
な
ど
言

ひ
て
、
い
と
あ
さ
く
て
や
み
た
ま
ひ
に
き
。
か
く
ば
か
り
末
栄

え
た
ま
ひ
け
る
中
納
言
殿（
長
良
）を
、や
へ
や
へ
の
御
弟
に
て
、

越
え
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
御
あ
や
ま
ち
に
や
、
と
こ
そ
お

ぼ
え
は
べ
れ
。（『
大
鏡
』
六
七
～
六
八
）

（
Ⅱ
）
で
は
、
藤
原
良
相
が
兄
長
良
よ
り
出
世
し
た
た
め
に
、
長
良

の
子
孫
が
繁
栄
し
た
の
と
対
照
的
に
、
子
孫
達
が
栄
え
な
か
っ
た
と

い
う
。『
大
鏡
』
の
良
房
伝
で
は
、
良
房
も
ま
た
、
兄
長
良
の
先
を

越
し
た
た
め
に
、
子
孫
達
が
栄
達
し
な
か
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
。
兄
に
先
ん
じ
て
栄
進
す
る
こ
と
を
「
あ
や
ま
ち
」
と
し
て
い
る

が
、
こ
れ
を
罪
と
い
え
る
か
ど
う
か
。
ま
た
、
こ
の
「
あ
や
ま
ち
」

が
子
孫
没
落
の
業
因
と
な
っ
た
と
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。

（
Ⅲ
）
あ
さ
ま
し
き
悪
事
を
申
し
行
ひ
た
ま
へ
り
し
罪
に
よ
り
、

こ
の
お
と
ど
（
時
平
）
の
御
末
は
お
は
せ
ぬ
な
り
。

 

（『
大
鏡
』
八
八
）

（
Ⅲ
）
は
、
藤
原
時
平
の
子
孫
が
栄
え
な
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
記

事
で
、「
あ
さ
ま
し
き
悪
事
」
は
道
真
に
対
す
る
讒
言
、呪
詛
を
指
す
。

こ
こ
で
時
平
の
行
為
は
「
罪
」
と
い
う
語
で
表
さ
れ
て
い
る
が
、
時
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平
に
対
す
る
報
い
や
罪
に
対
す
る
罰
と
い
う
よ
り
は
、
道
真
の
怨
霊

に
よ
る
祟
り
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
「
子

が
罪
を
継
承
し
た
」
と
は
言
い
難
い
。

（
Ⅳ
）
但
此
皇
子
故
皇
后
宮
外
戚
高
氏
之
先
、
依
斎
宮
事
為
其

後
胤
之
者
、
皆
以
不
和
也
、
今
為
皇
子
非
無
所
怖
、
能
可
被
祈

謝
太
神
宮
也

但
し
此
の
皇
子
（
敦
康
親
王
）、
故
皇
后
宮
（
藤
原
定
子
）
の
外

戚
高
氏
の
先
（
高
階
師
尚
）、
斎
宮
（
恬
子
内
親
王
）
の
事
、
其

の
後
胤
の
者
た
る
に
依
り
て
、
皆
、
以
て
和
せ
ざ
る
な
り
。
今
、

皇
子
の
為
に
怖
る
る
所
無
き
に
非
ず
、
能
く
大
神
宮
に
祈
り
謝

せ
ら
る
べ
き
な
り
。 

（『
権
記
』
寛
弘
八
・
五
・
二
七⎠

7
⎝

）

（
Ⅳ
）
は
、
一
条
天
皇
譲
位
に
あ
た
っ
て
の
行
成
の
進
言
の
一
節
で
あ

る
。
行
成
は
、
敦
康
親
王
が
密
通
の
子
高
階
師
尚
の
血
を
ひ
く
と
し

て
、
立
太
子
に
あ
た
っ
て
の
懸
念
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
敦
康
の
出

自
の
問
題
を
取
り
沙
汰
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
敦
康
が
罪
を
背
負
う

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、「
親
の
罪
を
子
の
宿
世
に
求
め
る
こ
と
」
の
例
と
し
て
、
柳

井
氏
は
『
源
氏
物
語
』
作
中
の
次
の
三
例
を
挙
げ
る
。

目
の
前
に
見
え
ぬ
あ
な
た
の
こ
と
は
、
お
ぼ
つ
か
な
く
こ
そ
思

ひ
わ
た
り
つ
れ
、
さ
ら
ば
、
か
か
る
頼
み
あ
り
て
、
あ
な
が
ち

に
は
望
み
し
な
り
け
り
、
横
さ
ま
に
い
み
じ
き
目
を
見
、
漂
ひ

し
も
、
こ
の
人
ひ
と
り
の
た
め
に
こ
そ
あ
り
け
れ
、
い
か
な
る

願
を
か
心
に
起
こ
し
け
む
、
と
ゆ
か
し
け
れ
ば
、
心
の
中
に
拝

み
て
と
り
た
ま
ひ
つ
。 

（
若
菜
上
④
一
二
八
～
一
二
九
）

須
磨
・
明
石
時
代
に
つ
い
て
の
源
氏
の
回
想
で
あ
る
が
、
柳
井
氏
が

こ
こ
か
ら
明
石
姫
君
の
誕
生
の
た
め
に
、
源
氏
の
須
磨
流
謫
が
あ
っ

た
と
い
う
論
理
を
導
き
出
し
て
い
る
の
は
、「
こ
の
人
」
が
明
石
女
御

を
指
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
の
「
こ
の
人
」
は
、『
新
全
集
』
の
頭
注
が
『
湖
月
抄
』
傍
注

の
「
入
道
を
い
ふ
也⎠

8
⎝

」
を
引
き
、「
前
に
「
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
さ
る
べ

き
人
の
御
た
め
と
こ
そ
お
ぼ
え
は
べ
れ
」
と
あ
っ
た
の
と
同
趣
旨
」

と
し
て
い
る⎠

9
⎝

の
が
正
し
く
、
明
石
入
道
を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
明
石
入
道
の
願
に
よ
っ
て
、
自
分
は
明
石
に
導
か
れ
た
の
だ
と

い
う
源
氏
の
感
慨
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
た
と
え
明
石
女
御
の
誕
生

の
た
め
の
流
謫
だ
と
源
氏
が
考
え
た
に
せ
よ
、
密
通
の
罪
の
責
任
を

明
石
女
御
に
転
嫁
す
る
も
の
で
は
な
い
。

若
君
（
薫
）
の
御
事
を
さ
ぞ
と
思
ひ
た
り
し
も
、
げ
に
か
か
る

べ
き
契
り
に
て
や
思
ひ
の
外
に
心
憂
き
こ
と
も
あ
り
け
む
と
思

し
よ
る
に
、さ
ま
ざ
ま
も
の
心
細
う
て
う
ち
泣
か
れ
た
ま
ひ
ぬ
。

 

（
柏
木
④
三
一
九
）

女
三
宮
が
柏
木
の
死
を
悼
む
描
写
で
、
柳
井
氏
は
、「
か
か
る
べ
き
契

り
」
を
薫
の
宿
世
と
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、『
湖
月
抄
』
の
傍
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注
に
「
か
や
う
に
御
子
生
れ
給
ふ
べ
き
柏
木
と
の
宿
縁
に
て
逢
そ
め

し
に
や
と
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
薫
も
関
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、

柏
木
と
女
三
宮
と
の
前
世
か
ら
の
宿
縁
が
中
心
で
あ
り
、
ま
た
、
二

人
の
密
通
の
罪
を
薫
が
受
け
継
い
だ
と
ま
で
考
え
る
に
は
飛
躍
が
あ

る
。

月
日
に
そ
へ
て
、
こ
の
君
（
薫
）
の
う
つ
く
し
う
、
ゆ
ゆ
し
き

ま
で
生
ひ
ま
さ
り
た
ま
ふ
に
、
ま
こ
と
に
、
こ
の
う
き
ふ
し
み

な
思
し
忘
れ
ぬ
べ
し
。
こ
の
人
の
出
で
も
の
し
た
ま
ふ
べ
き
契

り
に
て
、さ
る
思
ひ
の
外
の
こ
と
も
あ
る
に
こ
そ
は
あ
り
け
め
、

の
が
れ
が
た
か
な
る
わ
ざ
ぞ
か
し
、
と
す
こ
し
は
思
し
な
ほ
さ

る
。 
（
横
笛
④
三
五
一
）

右
の
源
氏
の
薫
に
対
す
る
思
い
が
述
べ
ら
れ
る
場
面
で
は
、
確
か
に

薫
が
生
ま
れ
る
べ
き
「
契
り
」
に
よ
っ
て
、
柏
木
と
女
三
宮
の
密
通

の
よ
う
な
思
い
が
け
な
い
こ
と
は
起
こ
っ
た
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
、
柏
木
と
女
三
宮
に
対
す
る
恨
み
を
薫

へ
の
愛
情
に
よ
っ
て
慰
め
よ
う
と
す
る
た
め
の
一
種
の
方
便
で
あ

り
、
や
は
り
、
薫
に
密
通
の
罪
の
責
任
を
負
わ
せ
た
と
ま
で
は
い
え

ま
い
。
薫
は
冷
泉
と
同
じ
く
不
義
の
子
で
あ
り
、
柏
木
の
罪
を
宿
命

と
し
て
背
負
う
と
さ
れ
る⎠

₁₀
⎝

こ
と
も
あ
っ
て
、
な
お
検
討
の
余
地
を
残

す
が
、
天
変
地
異
や
近
親
者
の
死
、
皇
位
継
承
の
断
絶
と
い
っ
た
報

い
を
受
け
た
冷
泉
の
「
罪
」
と
は
一
応
区
別
し
て
お
く
。
後
述
の
よ

う
に
、
こ
の
点
で
は
朱
雀
帝
の
在
り
方
と
近
し
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
柳
井
論
文
の
掲
げ
る
例
は
、「
子
が
親
の
罪
を
引

き
継
ぎ
、
親
の
罪
の
責
任
が
子
の
宿
世
に
求
め
ら
れ
る
」
と
い
う
こ

と
を
い
う
た
め
の
傍
証
と
す
る
に
は
や
や
心
細
い
。
宿
世
に
関
す
る

か
か
る
通
念
が
当
時
一
般
に
認
め
ら
れ
た
と
す
る
に
は
さ
ら
な
る
調

査
を
俟
ち
た
い
の
で
あ
る
。

四　

僧
都
の
密
奏
に
つ
い
て

第
一
節
で
確
認
し
た
薄
雲
巻
で
の
冷
泉
の
「
罪
」
に
つ
い
て
、
夜

居
の
僧
都
の
密
奏
周
辺
の
叙
述
を
本
節
で
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
と

す
る
。
改
め
て
本
文
を
長
く
引
用
し
て
お
こ
う
。

（
僧
都
）「
い
と
奏
し
が
た
く
、
か
へ
り
て
は
罪
に
も
や
ま
か
り

当
た
ら
む
と
思
ひ
た
ま
へ
憚
る
方
多
か
れ
ど
、
知
ろ
し
め
さ
ぬ

に
罪
重
く
て
、天
の
眼
恐
ろ
し
く
思
ひ
た
ま
へ
ら
る
る
こ
と
を
、

心
に
む
せ
び
つ
つ
命
終
は
り
は
べ
り
な
ば
、
何
の
益
か
は
は
べ

ら
む
。
仏
も
心
ぎ
た
な
し
と
や
思
し
め
さ
む
」
と
ば
か
り
奏
し

さ
し
て
、え
う
ち
出
で
ぬ
こ
と
あ
り
。（
薄
雲
②
四
四
九
～
四
五
〇
）

冷
泉
に
秘
密
を
告
げ
る
こ
と
は
自
身
の
罪
に
も
な
り
う
る
と
し
、
僧

都
は
全
て
を
告
白
す
る
こ
と
を
躊
躇
う
。
し
か
し
、
冷
泉
が
知
ら
な

い
ま
ま
に
し
て
お
く
の
も
罪
が
重
く
、「
天
の
眼
」を
恐
れ
る
と
い
う
。

こ
の
「
天
の
眼
」
は
仏
語
の
「
天
眼
」
で
あ
る
と
さ
れ⎠

₁₁
⎝

、「
五
眼
」（
肉
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眼
・
天
眼
・
慧
眼
・
法
眼
・
仏
眼
）
の
一
つ
で
一
切
を
見
通
す
こ
と
の

で
き
る
天
趣
の
眼
を
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
語
の
用
例
を
説
話
等
に

求
め
る
と
「
行
基
大
徳
放
天
眼
視
女
人
頭
塗
猪
油
而
呵
嘖
縁
（
行
基

大
徳
の
天
眼
を
放
ち
女
人
の
頭
に
猪
の
油
を
塗
れ
る
を
視
て
呵
嘖
せ
し
縁
）」

（『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
二
十
九
）、「
又
中
夜
ニ
至
テ
、天
眼
ヲ
得
給
ツ
」

（『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
一
・
菩
薩
樹
下
成
道
語
第
七⎠

₁₂
⎝

）、「
婢
天
ニ
生
テ
、

天
眼
ヲ
以
テ
我
ガ
旧
キ
身
ヲ
見
テ
、
即
チ
五
百
ノ
天
子
ヲ
引
将
、
香

花
ヲ
以
テ
其
寒
林
ノ
中
ニ
下
リ
至
テ
、
香
ヲ
焼
キ
花
ヲ
散
シ
テ
尸
骸

ヲ
供
養
ス
」（『
同
』
巻
第
二
・
婢
依
迦
旃
延
教
化
生
天
報
恩
語
第
七
）、「
此

ノ
人
ハ
天
眼
第
一
ノ
御
弟
子
也
。
三
千
大
世
界
ヲ
見
ル
事
、
掌
ヲ
見

ル
ガ
如
シ
」（『
同
』
巻
第
二
・
阿
那
律
得
天
眼
語
第
十
九
）
と
い
っ
た
よ

う
に
、仏
教
者
が
悟
り
な
ど
に
よ
っ
て
超
人
的
な
能
力
を
備
え
る「
天

眼
通
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。『
源
氏
物
語
』

中
で
の
「
天
の
眼
」
は
文
字
通
り
天
が
空
か
ら
見
透
か
し
て
い
る
こ

と
を
恐
れ
る
表
現
で
あ
り
、
柏
木
が
女
三
宮
と
の
密
通
の
露
見
を
恐

れ
る
場
面
に
、

か
か
る
こ
と
は
、
あ
り
経
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
け
し
き
に
て
も

漏
り
出
づ
る
や
う
も
や
と
思
ひ
し
だ
に
い
と
つ
つ
ま
し
く
、
空

に
目
つ
き
た
る
や
う
に
お
ぼ
え
し
を
、
ま
し
て
、
さ
ば
か
り
違

ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
し
こ
と
ど
も
を
見
た
ま
ひ
て
け
む
、
恥
づ

か
し
く
、
か
た
じ
け
な
く
、
か
た
は
ら
い
た
き
に
、
朝
夕
涼
み

も
な
き
こ
ろ
な
れ
ど
、
身
も
凍
む
る
心
地
し
て
、
言
は
む
方
な

く
お
ぼ
ゆ
。 

（
若
菜
下
④
二
五
七
～
二
五
八
）

と
あ
る
の
と
同
種
の
表
現
で
あ
る⎠

₁₃
⎝

。
天
に
対
し
て
は
秘
密
を
隠
す
こ

と
が
出
来
ず
、
咎
め
を
得
る
こ
と
を
僧
都
は
恐
れ
て
い
る
。
後
に
見

る
よ
う
に
僧
都
の
弁
に
は
「
仏
天
の
告
げ
」
と
い
う
語
も
見
ら
れ
る

が
、
こ
こ
で
、
僧
都
の
恐
懼
の
対
象
と
し
て
「
天
」
の
語
が
見
え
る

の
は
興
味
深
い
。「
天
眼
」「
仏
天
」
は
と
も
に
仏
語
で
あ
る
が
、
後

述
の
よ
う
に
、
帝
の
咎
に
対
し
て
天
が
災
異
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う

の
は
儒
教
的
発
想
で
あ
り
、
仏
道
者
で
あ
る
僧
都
が
儒
教
的
罪
を
恐

れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る⎠

₁₄
⎝

。

僧
都
の
密
奏
の
前
の
段
に
は

そ
の
年
、
お
ほ
か
た
世
の
中
騒
が
し
く
て
、
公
ざ
ま
に
物
の
さ

と
し
し
げ
く
、
の
ど
か
な
ら
で
、
天
つ
空
に
も
、
例
に
違
へ
る

月
日
星
の
光
見
え
、
雲
の
た
た
ず
ま
ひ
あ
り
と
の
み
世
の
人
お

ど
ろ
く
こ
と
多
く
て
、
道
々
の
勘
文
ど
も
奉
れ
る
に
も
、
あ
や

し
く
世
に
な
べ
て
な
ら
ぬ
こ
と
ど
も
ま
じ
り
た
り
。
内
大
臣
の

み
な
む
、
御
心
の
中
に
わ
づ
ら
は
し
く
思
し
し
る
こ
と
あ
り
け

る
。 

（
薄
雲
②
四
四
三
）

と
あ
り
、天
候
の
異
変
を
始
め
と
し
た
「
物
の
さ
と
し
」
が
あ
っ
た
。

源
氏
だ
け
に
思
い
当
た
る
節
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
夜
居
の
僧
都
も

こ
の
天
変
地
異
と
冷
泉
出
生
の
秘
密
と
の
連
関
に
つ
い
て
気
付
い
て
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い
た
。「

こ
れ
は
来
し
方
行
く
先
の
大
事
と
は
べ
る
こ
と
を
、
過
ぎ
お

は
し
ま
し
に
し
院
、
后
の
宮
、
た
だ
今
世
を
ま
つ
り
ご
ち
た
ま

ふ
大
臣
の
御
た
め
、
す
べ
て
か
へ
り
て
よ
か
ら
ぬ
こ
と
に
や
漏

り
出
で
は
べ
ら
む
。
か
か
る
老
法
師
の
身
に
は
、
た
と
ひ
愁
へ

は
べ
り
と
も
何
の
悔
か
は
べ
ら
む
。
仏
天
の
告
げ
あ
る
に
よ
り

て
奏
し
は
べ
る
な
り
。
わ
が
君
孕
ま
れ
お
は
し
ま
し
た
り
し
時

よ
り
、
故
宮
深
く
思
し
嘆
く
こ
と
あ
り
て
、
御
祈
祷
仕
う
ま
つ

ら
せ
た
ま
ふ
ゆ
ゑ
な
む
は
べ
り
し
、
く
は
し
く
は
法
師
の
心
に

え
さ
と
り
は
べ
ら
ず
。
事
の
違
ひ
目
あ
り
て
、
大
臣
横
さ
ま
の

罪
に
当
た
り
た
ま
ひ
し
と
き
、
い
よ
い
よ
怖
ぢ
思
し
め
し
て
、

重
ね
て
御
祈
禱
ど
も
う
け
た
ま
は
り
は
べ
り
し
を
、
︙
︙
そ
の

う
け
た
ま
は
り
し
さ
ま
」
と
て
、
く
は
し
く
奏
す
る
︙
︙

 

（
同
四
五
〇
～
四
五
一
）

右
は
、先
の
夜
居
の
僧
都
の
科
白
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
い
よ
い
よ
、

僧
都
の
密
奏
は
そ
の
核
心
に
触
れ
る
。
冷
泉
に
告
げ
な
い
ま
ま
内
密

に
し
て
お
く
と
、
今
は
亡
き
桐
壺
や
藤
壺
、
そ
し
て
源
氏
に
と
っ
て

か
え
っ
て
よ
く
な
い
噂
を
漏
れ
聞
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。「
仏

天
」
は
「
仏
の
こ
と
」
と
も
「
仏
や
も
ろ
も
ろ
の
神
の
こ
と
」
と
も

さ
れ
る⎠

₁₅
⎝

。「
仏
天
の
告
げ
」
は
、
古
注
で
は
僧
の
言
い
な
し
（「
わ
さ

と
か
や
う
に
申
な
し
給
ふ
也
」『
細
流
抄
』）
と
も
、
虚
言
で
は
な
く
奇
瑞

が
あ
っ
た
（「
奇
瑞
有
へ
し
と
み
る
方
よ
ろ
し
か
る
へ
し
」『
孟
津
抄
』
私
説
）

と
も
さ
れ
て
い
る⎠

₁₆
⎝

。『
新
全
集
』
も
こ
の
よ
う
な
古
注
の
説
を
承
け

て
「「
天
変
の
さ
と
し
」
と
は
別
途
の
啓
示
」
と
あ
え
て
注
し
て
い

る
が
、
賀
茂
真
淵
『
源
氏
物
語
新
釈
』
が
「
既
に
見
え
た
り
、
日
月

星
雲
の
様
を
う
ら
な
ひ
て
知
べ
け
れ
ば
即
か
く
い
ふ
へ
し⎠

₁₇
⎝

」
と
い
う

よ
う
に
、
前
に
あ
っ
た
「
物
の
さ
と
し
」
と
同
一
の
も
の
と
と
ら
え

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
僧
都
の
言
葉
に
儒
教
的
「
天
」
概
念
の
混

入
を
認
め
る
な
ら
、
こ
こ
で
の
「
仏
天
」
に
も
、
罪
を
抱
え
る
帝
に

対
し
て
災
異
を
も
た
ら
す
「
天
」
の
存
在
を
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

僧
都
の
語
り
に
よ
っ
て
、
藤
壺
が
冷
泉
を
身
籠
っ
て
以
来
、
即
位

に
至
る
ま
で
、僧
都
に
祈
祷
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。

源
氏
の
須
磨
流
謫
の
際
は
、
冷
泉
即
位
実
現
が
危
ぶ
ま
れ
る
時
期
で

あ
っ
た
た
め
、
特
に
念
入
り
に
祈
祷
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。
先
に
見

た
藤
壺
の
祈
り
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
祈
祷
に
も
冷
泉
の
罪

に
対
す
る
滅
罪
の
意
味
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
物

語
の
叙
述
で
は
藤
壺
と
冷
泉
と
の
間
に
源
氏
が
関
係
し
て
い
る
こ
と

が
ほ
の
め
か
さ
れ
る
の
み
で
、
肝
心
の
秘
密
に
つ
い
て
僧
都
が
ど
の

よ
う
に
冷
泉
に
伝
え
た
の
か
は
、「
う
け
た
ま
は
り
し
さ
ま
」
以
下
の

内
容
と
し
て
語
り
の
埒
外
に
置
か
れ
て
い
る
。
冷
泉
は
こ
の
こ
と
を

知
ら
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
な
ら
「
後
の
世
ま
で
の
咎
め
」（
同
四
五
二
）

が
あ
る
は
ず
だ
と
い
い
、
僧
都
も
、
こ
の
こ
と
を
知
ら
せ
う
る
人
物
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は
自
分
と
王
命
婦
よ
り
他
に
無
い
こ
と
が
恐
ろ
し
い
と
い
う
。

天
変
頻
り
に
さ
と
し
、
世
の
中
静
か
な
ら
ぬ
は
こ
の
け
な
り
。

い
と
き
な
く
も
の
の
心
知
ろ
し
め
す
ま
じ
か
り
つ
る
ほ
ど
こ
そ

は
べ
り
つ
れ
、
や
う
や
う
御
齢
足
り
お
は
し
ま
し
て
、
何
ご
と

も
わ
き
ま
へ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
時
に
い
た
り
て
咎
を
も
示
す
な

り
。 

（
同
四
五
二
）

そ
し
て
、
分
別
も
つ
か
な
い
時
分
は
、
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
が
、

冷
泉
が
物
事
を
理
解
す
る
の
に
十
分
な
年
齢
に
な
っ
た
た
め
に
、「
天

変
」
が
「
咎
」
と
し
て
表
れ
た
の
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
僧
都
は
「
よ

ろ
づ
の
こ
と
、
親
の
御
世
よ
り
は
じ
ま
る
に
こ
そ
は
べ
る
な
れ
。
何

の
罪
と
も
知
ろ
し
め
さ
ぬ
が
恐
ろ
し
き
に
よ
り
、
思
ひ
た
ま
へ
消
ち

て
し
こ
と
を
、
さ
ら
に
心
よ
り
出
だ
し
は
べ
り
ぬ
る
こ
と
」（
同
）

と
い
い
、
密
奏
は
終
了
す
る
。
冷
泉
が
自
分
の
罪
を
「
知
ら
な
い
」

こ
と
が
恐
懼
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
い
う
僧
都
の
弁
は
こ
こ
で
も
繰

り
返
さ
れ
る
が
、帝
が
「
何
ご
と
も
わ
き
ま
へ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
時
」

に
な
っ
て
、
自
ら
の
罪
を
知
る
べ
き
だ
と
い
う
論
理
か
ら
は
、
冷
泉

が
現
に
示
し
て
い
る
態
度
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、「
宿
世
の
罪
」
や
「
皇
祚
の
罪
」
な
ど
よ
り
も
、
親
で
あ
る

源
氏
に
対
し
て
孝
を
尽
く
さ
な
い
「
不
孝
の
罪
」
と
み
る
の
が
相
応

し
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
は
為
政
者
と
し
て
の
徳
に
関
わ
る
問

題
で
あ
り
、
故
に
天
変
が
生
じ
る
と
い
う
儒
教
的
性
格
を
備
え
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
後
の
冷
泉
の
対
応
か
ら
も
確
認
で
き

よ
う
。さ

き
ざ
き
の
か
か
る
こ
と
の
例
は
あ
り
け
り
や
と
聞
か
む
、
と

ぞ
思
せ
ど
、
さ
ら
に
つ
い
で
も
な
け
れ
ば
、
い
よ
い
よ
御
学
問

を
せ
さ
せ
た
ま
ひ
つ
つ
さ
ま
ざ
ま
の
書
ど
も
を
御
覧
ず
る
に
、

唐
土
に
は
、
顕
れ
て
も
忍
び
て
も
乱
り
が
は
し
き
こ
と
い
と
多

か
り
け
り
。
日
本
に
は
、
さ
ら
に
御
覧
じ
う
る
と
こ
ろ
な
し
。

た
と
ひ
あ
ら
む
に
て
も
、
か
や
う
に
忍
び
た
ら
む
こ
と
を
ば
、

い
か
で
か
伝
へ
知
る
や
う
の
あ
ら
む
と
す
る
。 

（
同
四
五
五
）

冷
泉
は
、
自
ら
の
よ
う
な
例
を
和
漢
の
史
上
に
探
し
、「
学
問⎠

₁₈
⎝

」
に
よ

っ
て
解
決
を
試
み
る
。
当
時
の
天
変
地
異
の
対
処
法
と
し
て
は
、『
仁

王
般
若
経
』を
講
ず
る
臨
時
の
仁
王
会
を
催
す
と
い
う
手
段
が
あ
り
、

明
石
巻
の
天
変
で
も
「
仁
王
会
な
ど
」（
②
二
二
四
）
が
行
わ
れ
た
と

あ
っ
た
よ
う
に
、
薄
雲
巻
で
も
催
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
ま
た
、

「
道
々
の
勘
文
ど
も
奉
れ
る
」
と
あ
っ
た
の
は
陰
陽
師
な
ど
の
助
力

を
得
て
い
る
と
お
ぼ
し
く
、
何
ら
か
の
呪
術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
と
み
て
よ
い
が
、
結
果
的
に
天
変
を
解
消
さ
せ
た
の
は
冷
泉
が
源

氏
へ
の
孝
を
尽
く
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
一
方
で
譲
位
を
ほ
の
め
か
す
冷
泉
に
対
す
る
光
源
氏
の
以

下
の
諫
言
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

世
の
静
か
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
政
の
直
く
ゆ
が
め
る
に



－73－

も
よ
り
は
べ
ら
ず
。
さ
か
し
き
世
に
し
も
な
む
よ
か
ら
ぬ
こ
と

ど
も
は
べ
り
け
る
。
聖
の
帝
の
世
に
横
さ
ま
の
乱
れ
出
で
来
る

こ
と
、
唐
土
に
も
は
べ
り
け
る
。
わ
が
国
に
も
さ
な
む
は
べ
り

け
る
。 

（
薄
雲
②
四
五
四
）

こ
こ
で
源
氏
は
天
変
地
異
が
帝
の
政
治
と
関
係
し
な
い
こ
と
を
説

く
。『
河
海
抄
』
が
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
上
を
引
き
、
堯
や
湯
な
ど

の
聖
帝
の
時
代
に
も
水
害
や
旱
と
い
っ
た
災
異
が
生
じ
、
日
本
に
お

い
て
も
醍
醐
帝
の
聖
代
に
菅
原
道
真
の
左
遷
事
件
の
生
じ
た
こ
と
を

注
し
て
い
る
。
漢
代
に
お
い
て
も
、
天
子
の
失
政
に
天
が
災
異
を
も

た
ら
す
と
い
う
災
異
説
に
は
、
そ
の
発
生
と
と
も
に
、『
論
衡
』
を
記

し
た
王
充
な
ど
に
よ
る
合
理
性
に
欠
け
る
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た

が
、
こ
こ
で
の
源
氏
の
主
張
も
そ
の
よ
う
な
思
想
史
上
の
論
争
を
淵

源
に
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、そ
の
よ
う
な
所
に
遡
ら
ず
と
も
、『
権
記
』

に
一
条
天
皇
の
治
世
に
落
雷
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
今
当
二
斯

時
一
、
災
異
鋒
起
。
暗
愚
之
人
不
レ
知
二
理
運
之
災
一
。
堯
水
湯
旱
難
レ

免
。（
今
、
斯
の
時
に
当
た
り
、
災
異
、
鋒
起
す
。
暗
愚
の
人
、
理
運
の
災

を
知
ら
ず
。
堯
水
・
湯
旱
、
免
れ
難
し
。）」（
長
保
二
年
六
月
二
十
日
条
）

と
述
べ
て
い
る⎠

₁₉
⎝

の
は
同
趣
旨
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、『
源
氏
物

語
』
は
思
想
教
条
を
説
い
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
特
定
の
思
想
に

傾
く
も
の
で
は
な
く
、
物
語
の
展
開
に
応
じ
て
こ
れ
を
利
用
す
る
の

み
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
天
人
相
関
の
災
異
観
を
相
対
化
す
る
視
点
が

用
意
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
物
語
内
部
の
論
理
と
し
て
は
、
冷

泉
の
不
孝
の
罪
と
そ
の
償
い
と
が
天
変
の
発
生
と
解
消
と
を
も
た
ら

す
と
い
う
構
図
で
あ
っ
た
。

五　

天
皇
に
よ
る
不
孝
の
罪

儒
教
の
主
要
な
経
典
の
一
つ
で
あ
る
『
孝
経
』
は
、「
辜
不
孝
よ
り

大
な
る
は
莫
し
」
と
し
て
「
不
孝
の
罪
」
の
重
さ
を
説
い
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、「
孝
優
劣
章
」（
今
文
系
『
孝
経
』
で
は
聖
治
章
）
で
は
、「
不

レ
愛
二
其
親
一
、
而
愛
二
他
人
一
者
、
謂
二
之
悖
徳
一
。
不
レ
敬
二
其
親
一
、

而
敬
二
他
人
一
者
、
謂
二
之
悖
禮
一
（
其
の
親
を
愛
せ
ず
し
て
他
人
の
親
を

愛
す
る
こ
と
、
之
を
悖
徳
と
謂
ふ
。
其
の
親
を
敬
せ
ず
し
て
他
人
を
敬
す
る

こ
と
、
之
を
悖
礼
と
謂
ふ⎠

₂₀
⎝

）」
と
あ
る
。
ま
た
、
天
子
に
よ
る
「
不
孝

の
罪
」が
重
大
な
報
い
を
及
ぼ
す
こ
と
も
説
か
れ
て
い
て
、「
孝
治
章
」

に
お
い
て
、「
是
以
天
下
和
平
、
災
害
不
レ
生
、
禍
乱
不
レ
作
。
故
明

王
之
以
レ
孝
治
二
天
下
一
也
如
レ
此
（
是
を
以
て
天
下
和
平
し
、
災
害
生
ぜ

ず
、
禍
乱
作
ら
ず
。
故
に
明
王
の
孝
を
以
て
天
下
を
治
む
る
や
此
く
の
ご
と

し
）」 

と
し
て
、
王
の
孝
に
よ
る
徳
治
と
、
天
災
・
反
乱
と
の
連
関

が
説
か
れ
て
い
る
。
す
で
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
平
安
期
に
お
い

て
天
皇
た
ち
の
読
書
始
の
際
に
、『
孝
経
』『
御
注
孝
経
』
が
主
に
教

科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
孝
思
想
が
天
皇
の
倫
理

観
形
成
の
基
盤
に
な
っ
て
い
た⎠

₂₁
⎝

。
冷
泉
に
と
っ
て
、
源
氏
が
実
の
父
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親
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
桐
壺
帝
を
父
と
し
て
敬
愛
す
る
こ
と

は
、
徳
、
礼
に
悖
る
行
い
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
薄
雲
巻
で
の
天
変

地
異
も
、
冷
泉
の
「
不
孝
の
罪
」
に
対
す
る
天
譴
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
不
孝
の
罪
」
に
つ
い
て
は
、
田
中
徳
定
氏
が

平
安
朝
物
語
と
儒
教
の
関
わ
り
か
ら
、
特
に
孝
思
想
の
受
容
を
体
系

的
に
論
じ
て
い
る⎠

₂₂
⎝

。
田
中
氏
は
、
平
安
期
に
お
い
て
、
儒
教
が
仏
教

と
一
体
化
す
る
形
で
、
祖
先
祭
祀
な
ど
の
よ
う
に
宗
教
的
に
受
容
さ

れ
た
と
し
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
そ
の
影
響
を
考
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
儒
教
が
人
々
の
生
活
思
想
に
浸
透
し
、
倫
理
道
徳
と
し
て

よ
り
も
、
信
仰
と
し
て
の
側
面
が
強
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
不
孝

に
関
し
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
報
い
を
得
る
よ
う
な
仏
教
的
罪
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る
。
作
中
に
お
い
て
も
「
不
孝
な
る
は
、

仏
の
道
に
も
い
み
じ
く
こ
そ
言
ひ
た
れ
」（
蛍
③
二
一
四
）
と
い
わ
れ

て
お
り
、
薄
雲
巻
で
仏
教
を
信
奉
す
る
僧
都
が
儒
教
的
倫
理
で
「
不

孝
の
罪
」
を
重
大
視
す
る
こ
と
に
は
何
ら
問
題
が
な
い
。

冷
泉
は
、
実
父
へ
の
孝
を
尽
く
す
た
め
や
が
て
源
氏
へ
の
譲
位
と

い
う
選
択
肢
に
辿
り
着
く
が
、そ
れ
は
実
現
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

田
中
氏
の
論
に
も
指
摘
が
あ
る
通
り
、
源
氏
が
譲
位
を
固
辞
す
る
論

理
に
も
孝
思
想
が
看
取
さ
れ
た
。

（
源
氏
）「
故
院
の
御
心
ざ
し
、
あ
ま
た
の
皇
子
た
ち
の
御
中
に

と
り
わ
き
て
思
し
め
し
な
が
ら
、
位
を
譲
ら
せ
た
ま
は
む
こ
と

を
思
し
め
し
寄
ら
ず
な
り
に
け
り
。
何
か
、
そ
の
御
心
あ
ら
た

め
て
、
及
ば
ぬ
際
に
は
上
り
は
べ
ら
む
。
た
だ
、
も
と
の
御
掟

の
ま
ま
に
、
朝
廷
に
仕
う
ま
つ
り
て
、
い
ま
す
こ
し
の
齢
重
な

り
は
べ
り
な
ば
、
の
ど
か
な
る
行
ひ
に
籠
も
り
は
べ
り
な
む
と

思
ひ
た
ま
ふ
る
」
と
、
︙
︙ 

（
薄
雲
②
四
五
六
）

桐
壺
院
の
意
志
を
継
い
で
、
皇
位
を
望
ま
ず
、
朝
廷
の
補
佐
を
行
う

こ
と
が
源
氏
に
と
っ
て
、父
に
対
す
る
孝
を
尽
く
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
一
方
で
冷
泉
の
力
に
よ
る
形
で
源
氏
の
栄
華
を
影
で

支
え
な
が
ら
、
そ
の
増
長
を
抑
制
す
る
も
の
と
し
て
孝
思
想
の
論
理

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
実
に
巧
み
で
あ
る
。
冷
泉
は
、「
物
語
に

お
け
る
冷
泉
帝
の
存
在
意
義
が
、
主
体
的
に
物
語
の
展
開
を
切
り
開

い
て
い
く
と
い
う
面
よ
り
は
、
位
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
父
光
源

氏
の
栄
華
を
支
え
る
と
い
う
機
能
的
な
側
面
に
偏
っ
て
い
る⎠

₂₃
⎝

」
と
評

さ
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
行
動
が
孝
思
想
の
論
理
に
よ
っ
て

裏
付
け
さ
れ
る
こ
と
で
、
物
語
で
の
ご
都
合
主
義
的
役
割
を
脱
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
須
磨
・
明
石
巻
で
生
じ
る
天
変
に
つ
い
て
も
、
朱
雀
帝
に

よ
る
「
不
孝
の
罪
」
へ
の
咎
め
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
朱
雀
帝

と
冷
泉
の
罪
と
天
変
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
類
似
す
る
部
分
が
大
き

い
の
で
、
以
下
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う⎠

₂₄
⎝

。
朱
雀
帝
の
罪
は
、
源
氏
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の
須
磨
流
謫
の
後
、
朱
雀
帝
の
苦
悩
と
し
て
繰
り
返
し
登
場
す
る
。

源
氏
の
不
在
を
寂
し
く
思
う
と
同
時
に
、
次
の
よ
う
な
嘆
き
を
漏
ら

し
て
い
る
。

（
朱
雀
帝
）「
院
の
思
し
の
た
ま
は
せ
し
御
心
を
違
へ
つ
る
か
な
。

罪
得
ら
む
か
し
」
と
て
涙
ぐ
ま
せ
た
ま
ふ
に
、
え
念
じ
た
ま
は

ず
。 

（
須
磨
②
一
九
七
）

「
院
の
思
し
の
た
ま
は
せ
し
御
心
」
と
は
、
桐
壺
院
の
遺
言
を
指
し

て
お
り
、こ
こ
で
の
「
罪
」
は
親
の
遺
言
に
背
く
不
孝
の
罪
で
あ
る
。

院
は
崩
御
に
際
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
遺
誡
を
朱
雀
帝
に
対
し
て
残

し
て
い
た
。

次
に
は
大
将
の
御
事
、（
桐
壺
院
）「
は
べ
り
つ
る
世
に
変
わ
ら

ず
、
大
小
の
こ
と
を
隔
て
ず
何
ご
と
も
御
後
見
と
思
せ
。
齢
の

ほ
ど
よ
り
は
、
世
を
ま
つ
り
ご
た
む
に
も
、
を
さ
を
さ
憚
り
あ

る
ま
じ
う
な
む
見
た
ま
ふ
る
。
か
な
ら
ず
世
の
中
た
も
つ
べ
き

相
あ
る
人
な
り
。
さ
る
に
よ
り
て
、
わ
づ
ら
は
し
さ
に
、
親
王

に
も
な
さ
ず
、
た
だ
人
に
て
、
朝
廷
の
御
後
見
を
せ
さ
せ
む
と

思
ひ
た
ま
へ
し
な
り
。
そ
の
心
違
へ
さ
せ
た
ま
ふ
な
」
と
、
あ

は
れ
な
る
御
遺
言
ど
も
多
か
り
け
れ
ど
、
女
の
ま
ね
ぶ
べ
き
こ

と
に
し
あ
ら
ね
ば
、
こ
の
片
は
し
だ
に
か
た
は
ら
い
た
し
。

 

（
賢
木
②
九
五
～
九
六
）

こ
の
遺
言
は
、語
り
手
が
「
女
が
政
治
の
こ
と
を
語
る
べ
き
で
な
い
」

と
い
う
通
念
に
背
い
て
で
も
語
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
物
語
の

展
開
の
重
要
な
一
部
分
で
あ
る
が
、
桐
壺
院
は
、
源
氏
を
朝
廷
の
後

見
と
し
て
、
国
家
の
補
佐
を
さ
せ
る
こ
と
を
言
い
置
い
て
い
た
。
朱

雀
帝
に
と
っ
て
不
本
意
な
状
態
が
続
く
が
、
弘
徽
殿
大
后
の
強
硬
な

態
度
に
従
う
よ
り
ほ
か
な
い
状
況
が
続
く
。
そ
の
後
、光
源
氏
の「
八

百
よ
ろ
づ
神
も
あ
は
れ
と
思
ふ
ら
む
犯
せ
る
罪
の
そ
れ
と
な
け
れ

ば
」
の
歌
を
契
機
に
、
須
磨
で
暴
風
雨
が
生
じ
、
都
で
も
風
雨
、
落

雷
と
い
っ
た
天
変
が
起
こ
る
。
源
氏
の
も
と
に
も
現
れ
た
故
桐
壺
院

の
霊
が
朱
雀
帝
の
夢
枕
に
立
ち
、「
源
氏
の
御
事
」
を
語
る
。
院
の
霊

に
睨
ま
れ
た
朱
雀
帝
は
眼
病
を
患
い
、
や
が
て
太
政
大
臣
の
死
、
弘

徽
殿
大
后
の
病
と
立
て
続
き
に
災
異
が
起
こ
る
。
朱
雀
帝
は
、
源
氏

に
対
す
る
処
遇
の
「
報
い
」
を
思
う
。

（
朱
雀
帝
）「
な
ほ
こ
の
源
氏
の
君
、
ま
こ
と
に
犯
し
な
き
に
て

か
く
沈
む
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
こ
の
報
い
あ
り
な
ん
と
な
む
お

ぼ
え
は
べ
る
。
い
ま
は
な
ほ
も
と
の
位
を
も
賜
ひ
て
む
」
と
た

び
た
び
思
し
の
た
ま
ふ
を
︙
︙ 

（
明
石
②
二
五
二
）

そ
の
後
も
し
ば
ら
く
、
弘
徽
殿
大
后
の
態
度
は
軟
化
し
な
い
が
、
朱

雀
帝
の
眼
病
や
弘
徽
殿
大
后
の
病
、
天
変
が
相
変
わ
ら
ず
続
い
た
こ

と
か
ら
、
よ
う
や
く
朱
雀
帝
は
、
冷
泉
の
後
見
と
な
る
源
氏
の
召
還

を
決
定
す
る
。

こ
の
朱
雀
帝
の
「
報
い
」
へ
の
恐
れ
に
つ
い
て
、
後
藤
祥
子
氏
ら
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は
、
醍
醐
天
皇
堕
地
獄
説
話
に
結
び
つ
け
る
理
解
を
示
し
て
い
る⎠

₂₅
⎝

。

こ
れ
は
、『
扶
桑
略
記
』
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
三
月
条
所
引
の
『
道

賢
上
人
冥
途
記
』
に
み
え
る
記
事
で
、
失
神
し
て
一
時
的
に
他
界
を

彷
徨
う
道
賢
上
人
（
日
蔵
）
が
、
金
峰
山
の
浄
土
と
地
獄
を
巡
り
、

菅
原
道
真
や
醍
醐
天
皇
と
会
遇
す
る
伝
説
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
伝

説
の
成
立
年
代
が
『
源
氏
物
語
』
に
先
立
つ
と
い
う
確
た
る
証
拠
は

な
い
も
の
の
、『
道
賢
上
人
冥
途
記
』
の
異
本
と
も
い
え
る
『
北
野
文

叢
』
所
収
の
『
日
蔵
夢
記
』
は
一
〇
世
紀
ご
ろ
の
成
立
と
い
う
説
も

有
力
視
さ
れ
て
い
る⎠

₂₆
⎝

。
こ
の
伝
説
に
つ
い
て
、
醍
醐
帝
の
堕
地
獄
の

因
は
道
真
の
怨
霊
に
よ
る
も
の
と
す
る
の
み
で
は
な
く
、
す
で
に
指

摘⎠
₂₇
⎝

の
通
り
、醍
醐
帝
に
よ
る
「
不
孝
の
罪
」
が
看
取
さ
れ
う
る
の
で
、

確
認
し
よ
う
。

王
見
二
仏
子
一
。
相
招
曰
。
我
是
日
本
金
剛
覚
大
王
之
子
也
。

而
今
受
二
此
鉄
窟
之
苦
一
。
彼
太
政
天
神
以
二
怨
心
一
焼
二
滅
仏 

法
一
。
損
二
害
衆
生
一
。
其
所
レ
作
悪
報
。
惣
来
二
我
所
一
。
我
為
二

其
怨
心
之
根
元
一
故
。今
受
二
此
苦
一
也
。太
政
天
者
。菅
臣
是
也
。

此
臣
宿
世
福
力
。
故
成
二
大
威
徳
之
天
一
。
我
父
法
王
令
二
険
路

歩
行
心
神
困
苦
一
。
其
罪
一
也
。
予
居
二
高
殿
一
。
令
下
聖
父
坐
二

下
地
一
焦
心
落
涙
上
。
其
罪
二
也
。
賢
臣
无
レ
辜
。
誤
流
。
其
罪

三
也
。
久
貧
二
国
位
一
。
得
レ
怨
滅
レ
法
。
其
罪
四
也
。
令
三
自
怨

敵
害
二
他
衆
生
一
。
其
罪
五
也
。
是
為
レ
本
。
余
罪
枝
葉
無
量
也
。

受
レ
苦
無
レ
休
。
苦
哉
悲
哉
。
汝
如
二
我
辞
一
。
可
レ
奏
二
主
上
一
。

我
身
辛
苦
早
可
二
救
済
一
云
々
。
又
摂
政
大
臣
可
レ
告
下
為
二
我
抜

苦
一
。
起
中
一
万
卒
塔
婆⎠

₂₈
⎝

上
。

こ
こ
で
、
地
獄
の
醍
醐
天
皇
は
、
自
ら
が
犯
し
た
五
つ
の
罪
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
。
道
真
が
左
遷
さ
れ
た
後
、
道
真
を
弁
護
し
に
来

た
父
宇
多
上
皇
に
険
し
い
路
を
歩
か
せ
て
、心
神
を
困
苦
さ
せ
た
罪
、

自
分
は
高
殿
に
居
な
が
ら
父
を
地
面
に
座
ら
せ
て
、
悲
し
ま
せ
た
罪

の
二
つ
は
、
父
に
対
す
る
不
孝
の
罪
で
あ
る
。
宇
多
上
皇
は
譲
位
に

際
し
て
、『
寛
平
御
遺
誡
』
を
記
し
て
、
道
真
を
信
任
す
る
旨
を
伝
え

て
い
た
。
父
院
の
命
に
背
い
て
無
実
の
臣
下
を
左
遷
さ
せ
た
罪
と
い

っ
た
点
で
は
朱
雀
帝
と
関
わ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
、
残
り
の

罪
は
、
賢
臣
を
罪
が
な
い
の
に
誤
っ
て
流
罪
に
処
し
た
罪
、
そ
の
恨

み
を
買
っ
て
天
災
を
引
き
起
こ
し
、
国
土
や
人
民
を
疲
弊
さ
せ
た
罪

で
あ
る
。
こ
の
伝
説
か
ら
も
「
不
孝
の
罪
」
の
重
い
こ
と
が
確
認
さ

れ
う
る
。

ま
た
、朱
雀
帝
に
お
い
て
も
帝
の
失
政
に
伴
う
天
変
は
、帝
の
「
直

し
」
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
薄
雲
巻
で
冷
泉
の
退
位
や
源
氏
へ
の

譲
位
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
変
が
終
息
し
た
こ

と
に
つ
い
て
、
深
沢
三
千
男
氏
が
「
実
質
的
王
権
」
が
源
氏
に
譲
渡

さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
示
さ
れ
た⎠

₂₉
⎝

。
あ
る
時
期
に
広
く

支
持
を
集
め
た
見
解
で
あ
る
も
の
の
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
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る
。
深
沢
氏
が
問
題
を
冷
泉
の
「
心
の
持
ち
方
」
に
求
め
た
の
は
よ

い
と
し
て
、
そ
れ
を
源
氏
へ
の
「
服
従
」
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、

実
の
親
へ
の
孝
の
実
践
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
問
題
は
王

権
の
帰
趨
で
は
な
く
、
天
子
と
し
て
の
徳
、
儒
教
的
倫
理
を
冷
泉
が

備
え
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

六　

結
び

最
後
に
、
第
一
節
で
み
た
（
１
）
～
（
３
）
の
「
罪
」
に
つ
い
て

物
語
の
展
開
と
の
関
わ
り
を
確
認
し
な
が
ら
概
括
し
て
お
こ
う
。

（
１
）
で
藤
壺
に
よ
っ
て
「
罪
」
と
さ
れ
る
の
は
実
の
父
を
知
ら

な
い
不
孝
の
罪
か
、
周
囲
を
欺
い
て
春
宮
の
地
位
に
あ
り
、
い
ず
れ

は
帝
位
を
得
る
皇
祚
の
罪
な
の
か
、
い
ず
れ
と
も
決
し
難
い
。
こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
は
、「
わ
が
身
を
な
き
に
な
し
て
も
︙
︙
」（
前
掲
）

と
仏
に
祈
り
な
が
ら
勤
行
生
活
を
送
る
藤
壺
と
同
じ
思
い
（「
惜
し
げ

な
き
身
は
亡
き
に
な
し
て
も
、
宮
の
御
世
だ
に
事
な
く
お
は
し
ま
さ
ば
」（
須

磨
②
一
七
九
））
で
源
氏
も
ま
た
須
磨
へ
と
下
向
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ

る
。
二
人
は
弘
徽
殿
大
后
・
朱
雀
帝
へ
の
敵
対
勢
力
と
し
て
政
治
的

共
同
関
係
に
あ
る
の
み
で
な
く
、
冷
泉
の
罪
と
そ
の
償
い
に
よ
っ
て

も
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
の
「
罪
」
に
つ
い
て
は
、
不
孝
の
罪
と
し
て
の
性
格
が
大

き
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
罪
の
報
い
の
よ
う
な
形
で
太
政
大
臣

と
藤
壺
は
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
薄
雲
巻
で
は
源
氏
と
冷
泉

の
関
係
に
変
化
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
冷
泉
の
「
孝
」
が
藤
裏
葉
巻

で
源
氏
に
准
太
上
天
皇
の
地
位
を
も
た
ら
す
と
い
う
形
で
結
実
す

る
。（

３
）
の
「
罪
」
は
、
そ
の
報
い
と
し
て
冷
泉
皇
統
の
断
絶
が
あ

っ
た
と
み
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
皇
祚
の
罪
の
問
題
が
浮
上

し
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
冷
泉
の
血
筋
が
皇
統
に
組
み
込

め
な
い
一
方
で
、
明
石
女
御
の
産
ん
だ
子
が
春
宮
に
立
坊
す
る
に
及

ん
で
、
明
石
入
道
方
の
血
筋
が
皇
統
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
。
論
の
性

急
さ
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
冷
泉
の
罪
の
報
い
が
第
二
部
以
降
の
六

条
院
世
界
の
再
編
の
一
部
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。以

上
の
よ
う
に
、
冷
泉
の
罪
は
そ
の
内
容
に
曖
昧
さ
を
保
ち
な
が

ら
、
物
語
の
展
開
に
緊
密
に
嵌
め
込
ま
れ
る
形
で
語
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
た
。

※ 
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
諸
作
品
本
文
の
引
用
は
、
注
記
の
な
い

限
り
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
り
、
巻
名
と

頁
数
を
記
し
た
。
本
文
中
で
取
り
上
げ
た
『
河
海
抄
』
は
玉
上
琢

弥
編
『
紫
明
抄
河
海
抄
』（
角
川
書
店
）
を
参
照
し
て
い
る
。
な
お
、

私
に
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
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︻
注
︼

（
1
）
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
頭
注
。

（
2
）
岩
波
書
店
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
注
。

（
3
）
多
屋
頼
俊
「
源
氏
物
語
お
構
成
す
る
基
礎
的
思
想
」（『
源
氏
物
語
の

思
想
』
法
蔵
館
、
一
九
五
二
所
収
）

（
4
）
柳
井
滋
「
冷
泉
院
の
罪
」（『
リ
ポ
ー
ト
笠
間
』
第
九
号
、
一
九
七
三
）

（
5
）
斎
藤
暁
子
氏
「
薄
雲
巻
に
お
け
る
冷
泉
帝
の
罪
を
め
ぐ
っ
て
」（『
源

氏
物
語
と
和
歌　

研
究
と
資
料
Ⅱ　

古
代
文
学
論
叢
第
八
輯
』
武
蔵

野
書
院
、
一
九
八
二
所
収
）

（
6
）
國
枝
久
美
子
「
冷
泉
帝
と
そ
の
背
景
」（『
国
文
鶴
見
』
一
九
八
三
・

一
二
）

（
7
）引
用
は
増
補
史
料
大
成
刊
行
会『
増
補
史
料
大
成　

権
記
』（
臨
川
書
店
、

一
九
六
五
）
に
よ
る
。
な
お
、
引
用
文
中
、「
不
和
」
に
つ
い
て
、『
大

日
本
史
料
』
は
「
不
知
」
と
し
「
不
参
宮
」
の
誤
り
か
と
す
る
。

（
8
）『
湖
月
抄
』
の
引
用
は
全
て
有
川
武
彦
校
訂
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
増
注
』

（
講
談
社
、
一
九
八
二
）
に
よ
る
。

（
9
）
た
だ
し
、『
新
全
集
』
の
訳
で
は
、「
こ
の
人
ひ
と
り
の
た
め
」
が
「
こ

の
人
一
人
が
お
生
れ
に
な
る
た
め
」
と
な
っ
て
い
る
。
本
文
で
敬
語

が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
厳
密
な
訳
と
は
い
え
な
い
。

（
10
）
藤
井
貞
和
「
王
権
・
救
済
・
沈
黙
―
宇
治
十
帖
論
の
断
章
」（『
源
氏

物
語
の
始
原
と
現
在
―
付
バ
リ
ケ
ー
ド
の
中
の
源
氏
物
語
』
岩
波
書

店
、
二
〇
一
〇
所
収
、
初
出
は
一
九
七
二
）、
日
向
一
雅
「
闇
の
中
の

薫
―
宿
世
の
物
語
の
構
造
―
」（『
源
氏
物
語
の
主
題　
「
家
」
の
意
志

と
宿
世
の
物
語
の
構
造
』
桜
楓
社
、
一
九
八
三
所
収
、
初
出
は
一
九

七
九
）
等
参
照
。

（
11
）『
新
全
集
』
の
底
本
で
あ
る
大
島
本
の
表
記
は
「
天
け
ん
」
で
あ
る
が
、

青
表
紙
系
諸
本
に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）
引
用
は
今
野
達
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

今
昔
物
語
集
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
九
）
に
よ
る
。

（
13
）
増
田
繁
夫
『
源
氏
物
語
の
人
々
の
思
想
・
倫
理
』（
和
泉
書
院
、
二
〇

一
〇
）、
古
屋
明
子
「『
源
氏
物
語
』
の
天
譴
思
想
に
つ
い
て
」（『
学

芸
国
語
国
文
学
』
二
〇
〇
五
・
三
）、
佐
藤
信
一
「「
空
に
目
つ
き
た

る
や
う
に
お
ぼ
え
し
を
」
論
―
菅
原
道
真
「
清
風
戒
レ
寒
賦
」
を
手
掛

か
り
に
し
て
―
」（
高
橋
亨
編『︿
紫
式
部
﹀と
王
朝
文
芸
の
表
現
史
』（
森

話
社
、
二
〇
一
二
）
等
参
照
。

（
14
）
前
掲
注
（
3
）
多
屋
書
が
早
く
こ
こ
に
『
源
氏
物
語
』
へ
の
儒
教
の

影
響
を
認
め
て
い
る
。

（
15
）
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
等
参
照
。

（
16
）『
細
流
抄
』、『
孟
津
抄
』
の
引
用
は
伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』

（
桜
楓
社
）
に
よ
る
。

（
17
）
引
用
は
久
松
潜
一
監
修
『
賀
茂
真
淵
全
集
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
）

に
よ
る
。
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（
18
）
冷
泉
帝
の
「
学
問
」
が
「
孝
」
の
実
践
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

田
中
隆
昭
「
光
源
氏
に
お
け
る
孝
と
不
孝
―
『
史
記
』
と
の
か
か
わ

り
か
ら
―
」（『
交
流
す
る
平
安
朝
文
学
』
勉
誠
社
、
二
〇
〇
四
所
収
、

初
出
は
一
九
九
五
）、
中
西
紀
子
「
冷
泉
帝
の
「
御
学
問
」
―
罪
あ
る

父
へ
の
「
孝
」
の
か
た
ち
―
」（『
王
朝
文
学
研
究
誌
』
一
九
九
六
・

〇
三
）
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
19
）
藤
原
克
己
「『
権
記
』
を
中
心
に
」（
山
中
裕
編
『
古
記
録
と
日
記
』

思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
）
で
こ
の
記
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
20
）
引
用
は
栗
原
圭
介
『
新
釈
漢
文
大
系
三
五　

孝
経
』（
明
治
書
院
、
一

九
八
六
）
に
よ
る
。
一
部
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
21
）田
中
徳
定『
孝
思
想
の
受
容
と
古
代
中
世
文
学
』（
新
典
社
、二
〇
〇
七
）、

新
間
一
美
「
平
安
朝
の
通
過
儀
礼
と
漢
詩
―
書
始
に
お
け
る
孝
経
を

中
心
に
―
」（
小
嶋
菜
温
子
編
『
王
朝
文
学
と
通
過
儀
礼
』
竹
林
舎
、

二
〇
〇
七
所
収
）
等
、
諸
氏
に
論
が
あ
る
。

（
22
）
前
掲
注
（
21
）
田
中
書
。
な
お
、
平
安
朝
文
学
に
み
ら
れ
る
孝
思
想

の
影
響
に
関
し
て
は
、
近
時
、
趙
秀
全
氏
、
森
あ
か
ね
氏
ら
に
諸
論

が
あ
り
、
学
ぶ
と
こ
ろ
大
な
る
を
付
言
す
る
。

（
23
）
土
方
洋
一
「
空
虚
な
る
主
体
・
冷
泉
院
」（
森
一
郎
編
『
源
氏
物
語
作

中
人
物
論
集
』
勉
誠
社
、
一
九
九
三
所
収
）

（
24
）
須
磨
・
明
石
巻
の
天
変
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
予
定
で
あ

る
。

（
25
）
後
藤
祥
子
「
帝
都
召
還
の
論
理
」（『
源
氏
物
語
の
史
的
空
間
』
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
）
等
。

（
26
）
加
畠
吉
春
「『
日
蔵
夢
記
』
解
題
と
諸
問
題
」（『
ア
ジ
ア
遊
学　

２
２
』

二
〇
〇
〇
・
一
二
）
等
参
照
。『
源
氏
物
語
』
と
『
日
蔵
夢
記
』
と
の

関
連
に
つ
い
て
は
、
田
中
隆
昭
「
道
真
と
天
神
信
仰
―
『
日
蔵
夢
記
』

と
『
源
氏
物
語
』
―
」（『
交
流
す
る
平
安
朝
文
学
』
勉
誠
社
、
二
〇

〇
四
所
収
）、
袴
田
光
康
「
桐
壺
帝
堕
地
獄
説
と
『
日
蔵
夢
記
』
―
延

喜
王
堕
地
獄
説
話
と
︿
聖
君
﹀
の
論
理
―
」（『
源
氏
物
語
の
史
的
回

路
―
皇
統
回
帰
の
物
語
と
宇
多
天
皇
の
時
代
―
』
お
う
ふ
う
、
二
〇

〇
九
所
収
）
等
に
論
が
あ
る
。

（
27
）
前
掲
注
（
18
）
田
中
隆
昭
論
や
前
掲
注
（
21
）
田
中
徳
定
書
等
。

（
28
）
黒
板
勝
美
編
輯
『
新
訂
増
補　

国
史
大
系　

第
十
二
巻　

扶
桑
略
記

・
帝
王
編
年
記
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
）
に
よ
る
。
ま
た
、
引

用
に
際
し
て
字
体
等
を
一
部
改
め
た
。

（
29
）
深
沢
三
千
男
「
光
源
氏
と
冷
泉
院
―
秘
事
奏
上
」（『
講
座
源
氏
物
語

の
世
界　

第
四
集
』
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
所
収
）


