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一

　

ま
こ
と
や
、
う
ち
の
お
と
ゞ
の
う
へ
の
も
て
あ
つ
か
ひ
給
帥
の
宮
の
う
へ
も
、
此
中
宮
と
お
な
じ
ほ
ど
に
、
た
ゞ
な
ら
ぬ
さ
ま
に
わ

づ
ら
ひ
給
し
か
ば
、
北
の
か
た
、
い
か
に
せ
ん
と
い
と
な
み
給
し
ほ
ど
に
、
中
宮
よ
り
は
い
ま
す
こ
し
さ
き
だ
ち
て
、
い
と
き
ら
〳
〵

し
げ
に
て
、
二
所
つ
ゞ
き
て
い
で
給
へ
り
し
を
、
北
の
か
た
は
あ
さ
ま
し
と
お
ぼ
し
な
が
ら
、
お
と
ゞ
に
も
宮
に
も
か
く
し
聞
え
て
、

あ
に
君
を
ば
、
い
そ
ぎ
中
納
言
の
め
の
と
の
も
と
へ
わ
た
し
聞
え
給
て
、
お
と
ゝ
君
ば
か
り
を
、
誰
に
も
み
せ
さ
せ
給
へ
り
し
を
、
宮
、

い
か
に
し
て
か
聞
給
け
ん
、
ほ
の
心
え
給
て
、
あ
な
が
ち
に
ふ
か
ゝ
ら
ざ
り
し
御
心
ざ
し
は
、
こ
よ
な
く
思
ひ
う
と
め
〈
マ
マ
〉給

つ
ゝ
、
物
う

く
の
み
も
て
な
し
聞
え
給
ふ
。�

（
夏　

五
一
ペ
ー
ジ（

1
（

（

　

鎌
倉
時
代
中
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る（

2
（

『
苔
の
衣
』
の
一
場
面
、
右
大
臣
（
引
用
部
分
で
は
内
大
臣
（
の
妻
・
東
院
の
上
の
養
女
が
、
帥

宮
と
の
間
に
も
う
け
た
双
子
を
出
産
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
時
の
読
者
は
右
の
文
章
を
読
ん
だ
と
き
、
少
な
か
ら
ぬ
衝
撃
を
受
け
た
に
違

い
な
い
。
双
子
は
日
本
の
歴
史
の
中
で
長
ら
く
嫌
忌
さ
れ
て
い
た
存
在
で
あ
り（

（
（

、『
苔
の
衣
』
で
も
義
理
の
祖
母
に
あ
た
る
東
院
の
上
や
実

『
苔
の
衣
』
の
人
物
誤
写
考

─
双
子
の
「
あ
に
君
」
と
「
お
と
ゝ
君
」

─
松

村

美

咲
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父
の
帥
宮
に
疎
ま
れ
て
い
る
。
民
俗
的
な
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
影
響
し
た
の
か
、
古
典
文
学
で
双
子
を
目
に
す
る
機
会
は
少
な
く
、
中
世
以
前

の
物
語
で
は
『
苔
の
衣
』
と
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
の
成
立
と
言
わ
れ
る
『
木
幡
の
時
雨
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い（

（
（

。
先
の
双
子
出
産
は
現
存
す

る
物
語
文
学
の
中
で
は
嚆
矢
の
も
の
で
あ
り
、
稀
有
な
場
面
な
の
で
あ
る
。

　
『
苔
の
衣
』
の
「
双
子
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
不
思
議
な
点
が
あ
る
。
前
掲
の
場
面
で
は
、
双
子
は
「
あ
に
君
」「
お
と
ゝ
君
」
と
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
男
子
で
あ
る
。『
苔
の
衣
』
の
伝
本
は
前
田
家
本
系
統
と
穂
久
邇
文
庫
本
系
統
に
分
類
さ
れ
る
が
、前
田
家
本
に
は
「
あ
に
き
み
」

（
夏　

一
九
オ
一
～
二
行
（「
お
と
ゝ
君
」（
同
三
行（

（
（

（、
穂
久
邇
文
庫
本
に
は
「
あ
に
君
」「
お
と
ゝ
君
」（
一
〇
三
ペ
ー
ジ
一
行（

（
（

（
と
記
さ
れ

て
お
り
、
当
該
箇
所
の
双
子
は
「
あ
に
」「
お
と
ゝ
」
と
諸
本
み
な
男
子
で
一
致
し
て
い
る（

（
（

。
し
か
し
、
誕
生
の
場
面
以
降
は
女
子
の
設
定

で
話
が
進
む
。「
お
と
ゝ
君
」
は
二
回
し
か
登
場
せ
ず
、
主
要
人
物
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
一
回
目
は
前
掲
の
誕
生
の
場
面
で
、
二

回
目
が
母
・
帥
宮
の
上
が
東
院
の
上
の
奸
計
の
失
敗
に
よ
っ
て
盗
ま
れ
た
後
、
不
憫
に
思
っ
た
父
の
帥
宮
に
引
き
取
ら
れ
る
次
の
場
面
で
あ

る
。（

帥
の
宮
は
（
わ
か
宮
の
お
わ
す
る
を
み
給
へ
ば
、
い
と
よ
く
母
君
に
似
給
ふ
も
、
さ
す
が
あ
わ
れ
に
お
ぼ
さ
る
ゝ
。
さ
し
も
心
か
ろ

き
か
た
に
は
み
え
ざ
り
し
物
を
、
心
お
さ
な
き
人
の
し
い
で
た
る
に
こ
そ
と
、
い
と
お
し
く
お
ぼ
す
。
さ
や
う
の
所
に
を
き
て
、
人
の

も
と
に
な
さ
ん
も
い
か
に
ぞ
や
お
ぼ
さ
れ
て
、
わ
か
み
や
を
ば
、
や
が
て
御
車
に
の
せ
奉
り
て
、
か
へ
り
給
ぬ
。（
夏　

六
九
ペ
ー
ジ
（

呼
称
が
「
わ
か
宮
（
わ
か
み
や
（」
と
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
情
報
量
が
少
な
い
た
め
、
女
子
と
断
定
は
で
き
な
い
。
一
方
、「
あ
に
君
」

は
夏
・
秋
・
冬
の
巻
に
登
場
し
、
特
に
冬
巻
で
は
ヒ
ロ
イ
ン
格
の
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
作
中
で
は
「
少
納
言
の
め
の
と
が
も
と

へ
か
く
し
給
ひ
し
女
君（

（
（

」（
秋　

七
九
ペ
ー
ジ
（、「
人
し
れ
ぬ
姫
君
」（
冬　

一
二
七
ペ
ー
ジ
（
な
ど
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
人
生
は
波
乱

万
丈
で
あ
る
。
双
子
で
あ
っ
た
た
め
に
生
後
す
ぐ
他
所
に
隠
さ
れ
、
後
に
帥
宮
の
上
に
引
き
取
ら
れ
る
が
、
母
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
、
大

叔
母
の
対
の
君
な
ど
に
養
育
さ
れ
て
式
部
卿
宮
家
で
暮
ら
す
。
そ
の
う
ち
式
部
卿
宮
の
娘
・
弟
姫
君
の
婿
で
あ
る
兵
部
卿
宮
に
愛
さ
れ
て
懐



2（ 『苔の衣』の人物誤写考

妊
す
る
が
、
弟
姫
君
の
母
親
・
式
部
卿
宮
の
上
の
怒
り
を
買
っ
て
し
ま
う
。
い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
た
「
あ
に
君
」
は
尼
姿
に
な
っ
て
住
吉

に
移
り
、
無
事
に
男
児
を
出
産
す
る
も
の
の
、
ま
も
な
く
亡
く
な
る
。
呼
称
か
ら
も
物
語
の
内
容
か
ら
も
、「
あ
に
君
」
が
初
回
以
外
女
性

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
つ
ま
り
、『
苔
の
衣
』
の
双
子
は
男
子
と
し
て
誕
生
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
の
展
開
で
は
女
子
に
な
っ
て
お
り
、

性
別
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
今
井
源
衛
氏
は
、

こ
の
人
物
（
稿
者
注
：
双
子
の
「
あ
に
君
」（
は
冬
巻
の
女
主
人
公
と
も
言
え
る
重
要
人
物
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う

な
間
違
い
が
最
後
ま
で
訂
正
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
、
い
か
に
も
不
審
で
あ
る
。�

（
解
題　

三
二
一
ペ
ー
ジ（

（
（

（

と
述
べ
て
お
り
、「
作
者
の
思
い
違
い
か
。」（
夏　

注
五　

一
二
二
ペ
ー
ジ（
（1
（

（
と
見
て
い
る
。
ま
た
、
小
田
切
文
洋
氏
は
、

男
女
の
矛
盾
が
、
単
な
る
作
者
の
不
手
際
に
よ
る
の
か
（
伝
来
の
誤
写
は
考
え
に
く
い
（、
物
語
後
半
の
男
主
人
公
と
の
関
係
で
の
、

女
の
双
子
へ
の
設
定
の
変
更
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
姉
君
の
不
運
が
双
子
の
生
い
立
ち
に
あ
る
と
の
理
解
は
押
さ
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。�

（
六
三
ペ
ー
ジ（

（（
（

（

と
述
べ
て
お
り
、
最
初
に
男
子
と
さ
れ
た
双
子
が
途
中
か
ら
女
子
に
な
る
原
因
に
つ
い
て
は
不
明
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ど
ち
ら
の
指
摘
に
も
疑
問
が
残
る
。
先
に
も
述
べ
た
が
、「
あ
に
君
」
は
双
子
と
い
う
珍
し
い
境
遇
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
物

語
の
展
開
に
お
い
て
も
欠
か
せ
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
端
役
な
ら
と
も
か
く
以
後
も
活
躍
す
る
重
要
人
物
が
初
登
場
す
る
場
面

で
、
作
者
が
そ
の
性
別
を
間
違
え
る
だ
ろ
う
か
。
常
識
的
に
は
考
え
に
く
い
。
さ
ら
に
、
小
田
切
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
作
者
が
意
図
的
に

途
中
で
男
女
を
入
れ
替
え
た
と
し
て
も
、
男
子
と
し
て
い
る
の
は
一
度
だ
け
で
、
手
間
の
か
か
る
こ
と
で
も
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
放

置
し
て
お
く
可
能
性
は
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
未
だ
納
得
の
い
く
解
決
策
は
見
出
せ
て
お
ら
ず
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
余
地
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
夏
巻
の
初
登
場
の
場
面
に
お
け
る
双
子
の
性
別
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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二

　

前
章
で
引
用
し
た
今
井
氏
と
小
田
切
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
過
失
・
故
意
に
関
わ
ら
ず
、
作
者
が
双
子
の
男
女
を
取
り
替
え
る
可
能
性
は

あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
『
苔
の
衣
』
は
、
女
三
代
の
物
語
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り（
（1
（

、
二
つ
の
系
譜
に
分
か
れ
る
。
一
つ
が
西
院
の
上
─
西
院
の
姫
君

─
中
宮
と
い
う
西
院
の
上
の
系
譜
で
、
も
う
一
つ
が
東
院
の
上
─
帥
宮
の
上
─
双
子
の
「
あ
に
君
」
と
い
う
東
院
の
上
の
系
譜
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
系
譜
を
縦
に
見
る
と
、
西
院
の
上
側
に
は
直
系
の
血
縁
関
係
が
あ
る
が
、
東
院
の
上
側
は
み
な
血
が
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
の
、
東

院
の
上
と
帥
宮
の
上
は
継
母
・
継
子
、
帥
宮
の
上
と
双
子
の
「
あ
に
君
」
は
実
の
親
子
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
西
院
の
上

の
系
譜
は
三
代
目
で
中
宮
の
位
に
就
い
て
栄
華
を
得
て
い
る
が
、
東
院
の
上
の
系
譜
は
不
遇
な
ま
ま
終
わ
る
。
こ
の
よ
う
に
双
方
の
系
譜
は

縦
の
関
係
に
お
い
て
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

今
度
は
二
系
譜
を
横
の
観
点
か
ら
見
て
み
よ
う
。
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
め
て
、
世
代
ご
と
に
今
一
度
整
理
す
る
。
一

代
目
は
、
右
大
臣
の
二
人
の
妻
・
西
院
の
上
と
東
院
の
上
で
あ
る
。
西
院
の
上
は
、
宮
家
出
身
で
、
父
が
亡
く
な
り
母
と
さ
み
し
く
暮
ら
し

て
い
た
と
こ
ろ
に
右
大
臣
が
通
う
よ
う
に
な
る
。
穏
や
か
で
か
わ
い
ら
し
い
性
格
で
、
夫
に
愛
さ
れ
て
二
男
一
女
に
恵
ま
れ
る
が
、
早
く
に

亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
て
東
院
の
上
は
、
右
大
臣
の
兄
・
内
大
臣
の
三
女
で
、
右
大
臣
が
三
位
の
中
将
で
あ
っ
た
と
き
か
ら
の

妻
で
あ
る
が
、
そ
の
僻
ん
だ
性
格
ゆ
え
に
夫
と
は
不
仲
で
子
も
授
か
ら
な
い
。
名
前
も
境
遇
も
対
比
的
な
二
人
の
姿
が
見
て
取
れ
る
。
二
代

目
は
西
院
の
姫
君
と
帥
宮
の
上
で
あ
る
。
西
院
の
姫
君
は
右
大
臣
と
西
院
の
上
の
長
女
で
あ
り
、
母
と
同
じ
く
夫
の
右
大
将
に
愛
さ
れ
て
一

男
一
女
を
生
む
が
、
早
世
す
る
。
一
方
、
帥
宮
の
上
は
式
部
卿
宮
の
娘
だ
が
、
叔
母
の
東
院
の
上
に
養
女
と
し
て
育
て
ら
れ
る
。
は
じ
め
は

夫
の
帥
宮
と
の
関
係
も
良
好
だ
っ
た
が
、
双
子
を
出
産
し
た
こ
と
で
疎
遠
に
な
り
、
最
後
は
人
違
い
で
盗
ま
れ
た
こ
と
を
気
に
病
ん
で
死
ん
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で
し
ま
う
。
ど
ち
ら
も
境
遇
や
夫
と
の
関
係
が
対
照
的
に
な
っ
て
い
る
。
三
代
目
は
中
宮
と
双
子
の
「
あ
に
君
」
で
あ
る
。
中
宮
は
右
大
将

と
西
院
の
姫
君
の
娘
で
、
入
内
す
る
も
の
の
、
帝
の
弟
の
兵
部
卿
宮
に
横
恋
慕
さ
れ
て
そ
の
子
を
生
む
。
双
子
の
「
あ
に
君
」
は
中
宮
に
似

通
っ
て
い
る
た
め
に
兵
部
卿
宮
か
ら
愛
さ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
居
場
所
を
失
い
住
吉
へ
移
っ
て
亡
く
な
る
。
二
人
は
と
も
に
兵
部
卿
宮
に

愛
さ
れ
て
男
児
を
生
む
が
、
中
宮
が
自
身
の
力
で
は
兵
部
卿
宮
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
双
子
の
「
あ
に
君
」
は
自
ら
住
吉
に
逃
れ

て
宮
と
の
関
係
を
断
つ
。
出
自
や
生
死
、兵
部
卿
宮
と
の
関
係
の
対
処
が
正
反
対
で
あ
る
。
系
譜
は
横
の
関
係
に
お
い
て
も
対
比
構
造
に
な
っ

て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、『
苔
の
衣
』
で
は
、
西
院
の
上
の
系
譜
と
東
院
の
上
の
系
譜
が
縦
横
ど
ち
ら
か
ら
見
て
も
対
照
的
に
描
か
れ
て

お
り
、
こ
の
構
想
は
春
巻
か
ら
冬
巻
ま
で
物
語
を
一
貫
し
て
い
る
。
作
者
は
二
つ
の
系
譜
を
「
女
」
の
系
譜
と
し
て
構
成
し
て
い
る
た
め
、

三
代
目
の
重
要
人
物
と
し
て
組
み
込
む
と
き
に
双
子
は
必
然
的
に
女
性
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
物
語
取
り
か
ら
も
作
者
が
双
子
を
女
子
の
設
定
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
苔
の
衣
』
は
、『
狭
衣
物
語
』
や
『
住
吉
物
語
』
の

影
響
を
受
け
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（
（1
（

。『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
主
人
公
の
狭
衣
が
幼
な
じ
み
の
源
氏
の
宮
に
思
い
を
寄
せ
る
も
の
の
受

け
入
れ
ら
れ
ず
、
偶
然
に
見
出
し
た
飛
鳥
井
の
女
君
を
愛
す
る
よ
う
に
な
る
。
女
君
は
乳
母
の
策
略
に
よ
っ
て
筑
紫
へ
下
る
こ
と
に
な
り
、

狭
衣
の
子
ど
も
を
お
な
か
に
宿
し
た
ま
ま
入
水
未
遂
し
て
出
産
後
に
出
家
す
る
。『
苔
の
衣
』
冬
巻
は
こ
の
趣
向
を
踏
襲
し
て
い
る
。
兵
部

卿
宮
は
幼
い
頃
か
ら
と
も
に
育
っ
た
右
大
将
の
姫
君
に
恋
心
を
抱
く
が
、
姫
君
は
兵
部
卿
宮
の
兄
の
も
と
へ
入
内
し
て
し
ま
う
。
兵
部
卿
宮

は
中
宮
に
似
た
双
子
の
「
あ
に
君
」
を
愛
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
兵
部
卿
宮
の
子
ど
も
を
身
ご
も
っ
た
ま
ま
隠
棲
し
子
を
産
ん
だ
後
に
出
家

す
る
。

　

他
に
も
、
飛
鳥
井
の
女
君
と
双
子
の
「
あ
に
君
」
に
は
影
響
関
係
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
二
人
の
境
遇
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
飛
鳥
井
の

女
君
はこ

の
女
は
、
帥
中
納
言
と
い
ひ
し
人
の
女
な
り
け
り
。
親
た
ち
は
み
な
失
せ
に
け
れ
ば
、
乳
母
の
、
主
計
頭
と
い
ふ
者
の
妻
に
て
、
な
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ま
頼
り
あ
る
が
、
思
ひ
か
し
づ
き
て
、
年
頃
過
し
け
る
を
、
そ
の
男
失
せ
て
後
は
、
い
と
わ
り
な
き
あ
り
さ
ま
に
て
あ
り
け
れ
ば
、（
後

略
（。�

（
巻
一　

八
五
ペ
ー
ジ（

（1
（

（

と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
父
母
を
失
っ
た
後
は
乳
母
夫
婦
が
後
見
し
て
い
た
が
、
乳
母
の
夫
が
亡
く
な
る
と
生
活
が
貧
窮
し
た
と
あ
る
。
双
子

の
「
あ
に
君
」
に
つ
い
て
は
、

人
し
れ
ぬ
姫
君
は
、
お
ひ
生
歟
い
生
給
ふ
ま
ゝ
に
い
と
う
つ
く
し
き
を
、
か
な
し
き
物
に
し
た
ま
ひ
し
か
ど
、
心
や
す
く
見
を
き
給
ふ
事
も
な

く
て
、
う
せ
給
ひ
し
か
ば
、
少
納
言
の
め
の
と
、
な
く
〳
〵
む
か
へ
と
り
て
、
わ
た
く
し
も
の
に
思
ひ
か
し
づ
き
つ
ゝ
、
い
か
に
せ
ま

し
と
思
ふ
に
、
故
内
の
お
と
ゞ
の
お
と
り
ば
ら
の
姫
君
を
、
式
部
の
（
御
脱
カ
（

宮
の
う
へ
に
、
た
ひ
の
君
と
て
つ
け
聞
え
給
ひ
つ
る
は
、
古
母
う

へ
に
は
お
ば
に
お
は
す
る
ぞ
か
し
、（
後
略
（。�

（
冬　

一
二
七
ペ
ー
ジ
（

と
記
さ
れ
て
お
り
、
飛
鳥
井
の
女
君
と
同
じ
く
両
親
を
亡
く
し
て
乳
母
に
育
て
ら
れ
、
後
に
対
の
君
に
引
き
取
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
の
女
君
も

両
親
亡
き
後
は
乳
母
に
養
育
さ
れ
、
強
固
な
後
ろ
盾
を
持
た
ず
不
遇
な
状
況
に
あ
る
点
が
一
致
し
て
い
る
。

　

次
に
、
女
君
が
男
君
の
夢
枕
に
立
つ
場
面
だ
が
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
、

（
狭
衣
は
（
例
の
夜
深
う
帰
り
た
ま
ひ
て
、
少
し
う
ち
ま
ど
ろ
み
た
ま
へ
る
夢
に
、
こ
の
君
（
飛
鳥
井
の
女
君
（
か
た
は
ら
に
あ
る
、

と
思
し
く
て
、
腹
の
例
な
ら
ず
ふ
く
ら
か
な
る
を
、「
こ
は
い
か
な
る
ぞ
。
か
か
る
こ
と
の
あ
り
け
る
を
、
今
ま
で
な
ど
か
知
ら
せ
た

ま
は
ざ
り
け
る
。
か
ば
か
り
の
契
り
の
ほ
ど
を
、
常
は
あ
さ
は
か
に
思
ひ
た
ま
ひ
つ
る
こ
そ
」
と
言
へ
ば
、
常
よ
り
も
も
の
心
細
げ
に
て
、

　
　

行
方
な
く
身
こ
そ
な
り
な
め
こ
の
世
を
ば
跡
な
き
水
を
尋
ね
て
も
見
よ�

（
巻
一　

一
二
三
ペ
ー
ジ
（

と
あ
り
、
飛
鳥
井
の
女
君
が
狭
衣
の
夢
に
現
れ
、
子
を
尋
ね
て
く
れ
と
頼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
『
苔
の
衣
』
の
次
の
場
面
に
似
て
い
る
。

（
兵
部
卿
宮
が
（
ふ
く
る
ま
で
う
ち
ま
ど
ろ
ま
れ
給
は
ぬ
あ
か
つ
き
に
、夢
と
も
な
く
、あ
り
し
女
君
（
双
子
「
あ
に
君
」（
の
、う
つ
ゝ

に
て
見
給
ひ
し
に
も
か
は
ら
ず
、
い
と
物
お
も
は
し
げ
な
る
さ
ま
に
て
、
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「
あ
か
で
の
み
あ
ふ
せ
た
え
に
し
か
な
しさ
歟き
に
わ
た
り
川
に
て
君
を
ま
つ
か
な

物
は
か
な
げ
に
て
お
ひ
た
ち
給
ふ
人
の
ゆ
く
ゑ
、
か
な
ら
ず
待
と
り
給
へ
」
と
て
、
い
み
じ
う
な
く
に
、（
後
略
（。

�

（
冬　

一
六
一
ペ
ー
ジ
（

子
ど
も
を
懐
妊
中
に
男
君
と
生
き
別
れ
、
夢
の
中
で
そ
の
遺
児
の
存
在
を
知
ら
せ
る
点
が
同
じ
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
二
人
の
女
君
に
は

共
通
点
が
見
ら
れ
る
た
め
、
双
子
「
あ
に
君
」
は
飛
鳥
井
の
女
君
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
式
部
卿
宮
の
上
か
ら
疎
ま

れ
て
双
子
の
「
あ
に
君
」
が
住
吉
へ
逃
れ
る
と
い
う
趣
向
は
、『
住
吉
物
語
』
で
継
母
の
奸
計
を
知
っ
た
主
人
公
の
姫
君
が
住
吉
の
尼
君
を

訪
ね
て
流
離
す
る
点
を
模
倣
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
双
子
の
「
あ
に
君
」
は
飛
鳥
井
の
女
君
や
住
吉
の
姫
君
と
い
う
女
性
に
な
ぞ
ら
え

て
形
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
作
者
は
今
問
題
と
し
て
い
る
双
子
を
男
で
は
な
く
女
と
し
て
構
想
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　
『
苔
の
衣
』
の
作
者
に
は
物
語
執
筆
の
初
期
の
段
階
か
ら
、
西
院
の
上
系
と
東
院
の
上
系
の
女
三
代
の
系
譜
を
対
照
的
に
描
く
と
い
う
構

想
が
あ
り
、
誕
生
の
場
面
か
ら
双
子
は
女
子
の
設
定
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
作
者
が
双
子
を
男
子
に
「
思
い
違
い
」
す
る
こ
と

も
、
途
中
で
男
子
を
女
子
の
設
定
に
変
更
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
双
子
を
男
子
に
し
た
の
は
作
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三

　

で
は
、
双
子
を
男
子
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
一
体
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
作
者
」
で
は
な
く
「
書
写
者
」
で
あ
る
可
能
性
は
な
い
だ
ろ

う
か
。『
苔
の
衣
』
の
双
子
の
問
題
は
、
書
写
者
が
「
お
と
ゝ
君
」
の
性
別
を
誤
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

辞
書
の
記
述
を
あ
ら
た
め
る
ま
で
も
な
く
、「
お
と
と
」
は
、「
お
と
ひ
と
（
弟
人
（」
が
音
便
化
し
た
「
お
と
う
と
」
が
転
じ
た
言
葉
で
、

性
別
に
か
か
わ
ら
ず
年
下
の
き
ょ
う
だ
い
を
指
す
語
で
あ
っ
た
。『
苔
の
衣
』
に
は
、
双
子
誕
生
の
場
面
を
除
く
と
三
つ
の
用
例
が
あ
る
。

①　

此
頃
権
大
納
言
と
き
こ
ゆ
る
は
、
故
先
帝
の
御
お
と
う
と
、
一
世
の
源
氏
と
き
こ
え
し
二
郎
、
大
将
の
御
お
と
ゝ
ぞ
か
し
。
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（
春　

五
ペ
ー
ジ
（

「
お
と
ゝ
」
は
「
権
大
納
言
」
と
い
う
官
職
名
や
、
一
世
の
源
氏
の
「
二
郎
」
つ
ま
り
次
男
で
あ
る
点
か
ら
、
男
性
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ

の
「
お
と
ゝ
」
は
後
の
右
大
臣
の
こ
と
で
あ
る
。

②　

古
中
つ
か
さ
の
宮
の
ひ
め
君
二
所
も
ち
給
ひ
た
り
け
る
、（
中
略
（
お
と
ゝ
宮
は
、
か
た
ち
な
ど
も
い
ま
す
こ
し
ら
う
た
き
さ
ま
に

も
の
し
給
け
れ
ば
、
父
宮
も
哀
に
か
な
し
き
も
の
に
あ
つ
か
ひ
き
こ
え
給
ひ
し
が
、（
後
略
（。�

（
春　

五
ペ
ー
ジ
（

「
お
と
ゝ
宮
」
は
故
中
務
宮
の
「
ひ
め
君
」
す
な
わ
ち
娘
で
あ
り
、
女
性
だ
と
わ
か
る
。

③　

少
将
は
ま
だ
し
き
に
、
あ
く
ま
で
し
づ
ま
り
て
み
え
給
ふ
を
、
お
と
ゝ
君
は
ほ
こ
り
か
に
あ
い
ぎ
や
う
づ
き
て
み
え
給
へ
ば
、
御
門
、

春
宮
な
ど
も
、
お
か
し
き
も
て
あ
そ
び
ぐ
さ
に
お
ぼ
し
け
る
。�

（
春　

六
ペ
ー
ジ
（

「
お
と
ゝ
君
」
は
直
前
に
「
次
郎
は
七
つ
に
な
り
給
ふ
。
わ
ら
は
殿
上
な
ど
し
給
。」（
春　

六
ペ
ー
ジ
（
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
次
男
で
あ

る
こ
と
や
童
殿
上
し
て
い
る
と
い
う
情
報
か
ら
男
子
で
あ
る
と
わ
か
る
。
つ
ま
り
、「
お
と
ゝ
」
は
①
と
③
で
は
男
性
、
②
で
は
女
性
を
示

し
て
お
り
、『
苔
の
衣
』
で
も
男
女
双
方
に
年
下
の
弟
妹
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
『
苔
の
衣
』
に
限
ら
ず
、
鎌
倉
・
室
町
の
物
語
全
体
で
も
「
お
と
と
（
を
と
と
（」
は
男
女
に
関
係
な
く
使
わ
れ
て
い
る
。
全
部
で
五
十
一

の
用
例
が
見
ら
れ
た
が
、「
年
下
」
の
意
の
用
例
を
除
く
と
、
男
性
が
二
十
三
例
、
女
性
が
二
十
五
例
で
あ
っ
た（
（1
（

。
男
を
指
す
場
合
と
女
を

指
す
場
合
、
用
例
数
は
拮
抗
し
て
い
る
た
め
、
男
女
双
方
に
用
い
ら
れ
た
語
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
作
者
が
双
子
の
「
お
と
ゝ

君
」
を
初
登
場
の
場
面
か
ら
女
児
と
設
定
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
得
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
時
代
が
下
っ
て
近
世
に
な
る
と
、「
お
と
と
」
は
弟
妹
の
中
で
も
年
下
の
男
の
み
を
指
す
よ
う
に
な
る（
（1
（

。
現
在
「
お
と
う
と
」

を
年
下
の
男
き
ょ
う
だ
い
の
意
味
で
し
か
用
い
な
い
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
現
存
す
る
『
苔
の
衣
』
は
、
古
典
文
庫
の
底
本
の
室
町

中
期
頃
の
写
と
さ
れ
る
穂
久
邇
文
庫
本
以
外
は
近
世
の
書
写
と
さ
れ
て
お
り
、書
写
者
が
「
お
と
ゝ
君
」
と
あ
る
本
文
を
男
と
捉
え
て
し
ま
っ
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た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。

　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
お
と
と
み
や
【
弟
宮
】」
の
項
目
に
は
、「
お
と
と
み
や
は
か
た
ち
な
ど
も
い
ま
少
ら
う
た
き
さ
ま
に
も
の
し

給
ひ
け
れ
ば
」
と
、
先
に
挙
げ
た
『
苔
の
衣
』
の
用
例
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
語
句
の
意
味
を
「
弟
に
あ
た
る
皇
子
。
お
と
う
と
み
や
。」

と
説
明
し
て
お
り
、
こ
の
用
例
の
「
お
と
と
み
や
」
を
年
下
の
男
き
ょ
う
だ
い
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
よ
う
だ（
（1
（

。
し
か
し
、
用
例
の
「
お
と

と
み
や
」
は
西
院
の
上
の
こ
と
で
あ
る
。
西
院
の
上
は
、
中
務
宮
の
娘
で
あ
り
、
右
大
臣
と
結
婚
し
て
三
人
の
子
を
産
ん
で
い
る
た
め
、
こ

の
「
お
と
と
み
や
」
が
女
性
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
現
代
の
我
々
は
「
お
と
う
と
」
と
聞
く
と
年
下
の
男
き
ょ
う
だ
い
を
思
い
浮
か
べ

る
が
、
辞
書
の
執
筆
者
は
そ
の
現
代
の
「
常
識
」
で
捉
え
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
間
違
い
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。『
苔
の
衣
』
で

双
子
の
「
お
と
ゝ
君
」
が
男
子
に
勘
違
い
さ
れ
た
の
も
、
こ
れ
と
同
様
、
書
写
者
が
近
世
の
語
感
に
影
響
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

さ
ら
に
、
双
子
出
産
の
直
前
に
男
児
誕
生
の
場
面
が
あ
る
た
め
に
、「
お
と
ゝ
君
」
を
男
子
に
誤
解
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
三
条

帝
に
入
内
し
た
藤
壺
中
宮
は
、
第
一
皇
子
の
東
宮
に
続
い
て
第
二
皇
子
を
出
産
す
る
。

八
月
十
よ
日
、
中
宮
御
け
し
き
あ
れ
ば
、
内
、
春
宮
の
御
つ
か
ひ
雨
の
あ
し
よ
り
け
に
し
げ
き
を
、「
め
で
た
き
御
さ
い
は
ひ
」
と
、

世
人
い
ひ
お
も
へ
り
。
日
ご
ろ
な
や
み
給
へ
る
ほ
ど
よ
り
、
い
と
い
た
く
も
わ
づ
ら
ひ
給
は
で
、
ま
た
お
と
こ
み
こ
に
て
さ
し
い
で
給

へ
る
御
ひ
か
り
を
、
た
れ
も
〳
〵
い
か
で
か
を
ろ
か
に
お
ぼ
さ
ん
。�

（
夏　

五
〇
ペ
ー
ジ
（

書
写
者
は
、
こ
の
男
児
の
出
産
が
脳
裏
に
残
っ
て
い
る
状
態
で
直
後
に
続
く
双
子
誕
生
の
場
面
を
写
し
た
た
め
に
、「
お
と
ゝ
君
」
を
「
弟
」、

す
な
わ
ち
男
子
と
思
い
誤
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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『
苔
の
衣
』
の
書
写
者
は
、
年
下
な
ら
ば
男
女
両
方
の
意
味
を
持
つ
「
お
と
ゝ
君
」
を
男
子
と
思
い
込
ん
だ
こ
と
で
、
も
う
一
つ
過
ち
を

犯
し
て
し
ま
う
。
双
子
の
片
割
れ
も
男
子
だ
と
の
誤
解
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
生
物
学
的
に
は
、
双
子
は
一
卵
性
・
二
卵
性
が
あ
る
か
ら
、
同

性
ど
う
し
と
は
限
ら
な
い
。
男
男
・
女
女
に
加
え
男
女
の
組
み
合
わ
せ
も
あ
り
得
る（
（1
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
古
典
文
学
で
は
、
双
子
は
同
じ
性

別
の
者
と
し
て
描
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
は
「
后
、
二
男
を
生
み
た
ま
ふ
。
第
一
を
大
碓
皇
子
と
曰
し
、
第
二
を
小
碓
尊

と
曰
す
。（
中
略
（
其
の
大
碓
皇
子
・
小
碓
尊
は
、
一
日
に
同
じ
胞
に
し
て
双
に
生
れ
ま
す
。」（
巻
第
七
・
景
行
天
皇
紀　

三
四
一
～

三
四
二
ペ
ー
ジ（
11
（

（
と
あ
り
、
男
男
の
組
の
双
子
が
生
ま
れ
て
い
る
。『
木
幡
の
時
雨
』
に
は
二
組
の
双
子
が
登
場
す
る
が
、「
い
と
う
つ
く
し

き
お
と
こ
御
子
む
ま
れ
い
で
給
へ
り
。（
中
略
（
又
お
な
じ
さ
ま
の
ち
ご
む
ま
れ
い
で
給
へ
り
。」（
二
〇
五
ペ
ー
ジ
（
と
あ
る
よ
う
に
男
子

ど
う
し
、「
い
と
う
つ
く
し
き
姫
君
む
ま
れ
い
で
給
へ
り
。
又
さ
し
つ
ゞ
き
同
御
か
ほ
に
て
さ
し
い
で
給
ふ
。」（
二
〇
八
ペ
ー
ジ
（
と
あ
る

よ
う
に
女
子
ど
う
し
に
な
っ
て
お
り
、
異
性
の
組
み
合
わ
せ
の
双
子
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
双
子
は
同
性
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と

す
る
と
、『
苔
の
衣
』
の
書
写
者
が
双
子
の
「
お
と
ゝ
君
」
を
男
だ
と
思
い
込
め
ば
、
必
然
的
に
も
う
一
人
も
男
だ
と
理
解
し
て
し
ま
っ
た

と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

　

誕
生
の
場
面
で
本
来
女
子
で
あ
っ
た
双
子
が
男
子
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
は
、「
お
と
ゝ
」
を
「
弟
」、
す
な
わ
ち
男
だ
と
認
識
し
、
双

子
の
一
方
ま
で
も
「
兄
」
と
思
い
込
ん
だ
が
た
め
に
起
こ
っ
た
誤
写
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
お
と
ゝ
君
」
を
男
子
と
完
全
に
信
じ

切
っ
て
い
る
書
写
者
が
、
本
来
「
あ
ね
君
」
と
記
し
て
あ
っ
た
部
分
を
「
あ
に
君
」
と
解
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
原
文
「
あ
ね
君
」
を
「
あ

に
君
」
と
し
て
写
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。「
に
（
尓
（」
と
「
ね
（
年
（」
は
し
ば
し
ば
字
形
類
似
に
よ
る

誤
写
が
起
こ
る
文
字
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
古
典
の
批
判
的
處
置
に
關
す
る
硏
究（
1（
（

』
の
一
覧
に
も
文
字
交
替
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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『
苔
の
衣
』
の
善
本
と
さ
れ
る
前
田
家
本
の
複
製
を
検
す
れ
ば
、「
あ
に
」「
あ
ね
」
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。（〈　

〉
内
は
字
母
（

①
「
あ
に
〈
安
仁
〉
き
み
」　
（
春　

一
オ
八
行
（

②
「
あ
に
〈
安
丹
〉
き
み
」　
（
春　

三
オ
一
〇
行
（

③
「
あ
に
〈
安
耳
〉
君
」　　
（
夏　

八
オ
九
行
（�

④
「
あ
に
〈
安
丹
〉
き
み
」　
（
夏　

一
九
オ
一
～
二
行
（

⑤
「
あ
に
〈
安
尓
〉」　　
　
　
（
冬　

八
オ
五
行
（

⑥
「
あ
ね
〈
安
年
〉
宮
」　　
（
春　

一
ウ
六
行
（

⑦
「
あ
ね
〈
安
禰
〉」　　
　
　
（
冬　

四
八
オ
四
行
（

「
あ
」
は
す
べ
て
「
安
」
を
字
母
と
す
る
字
で
、「
に
」
に
は
「
仁
、
丹
、
耳
、
尓
」、「
ね
」
に
は
「
年
、
禰
」
を
字
母
と
す
る
仮
名
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
⑤
〈
安
尓
〉
⑥
〈
安
年
〉
の
よ
う
に
誤
写
の
起
こ
り
や
す
い
「
尓
」
と
「
年
」
を
字
母
と
す
る
例
が
あ
る
た
め
、「
ね
（
年
（」

を
「
に
（
尓
（」
と
見
誤
り
、「
あ
ね
」
を
「
あ
に
」
と
写
し
間
違
え
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。「
誤
写
」
こ
そ
が
、
双
子
の
「
あ
ね
君
」

が
「
あ
に
君
」
と
男
子
に
な
っ
た
理
由
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

五

　

双
子
の
性
別
が
間
違
え
ら
れ
た
背
景
に
は
、
双
子
が
誕
生
し
た
ば
か
り
の
場
面
で
あ
っ
た
こ
と
も
大
い
に
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
物
語

を
読
む
と
き
に
は
、「
元
服
」
や
「
裳
着
」
な
ど
の
通
過
儀
礼
や
官
職
名
な
ど
か
ら
、人
物
の
性
別
を
認
識
す
る
。
以
下
に
『
苔
の
衣
』
の
「
あ

に
」
と
「
あ
ね
」
の
用
例
を
挙
げ
、
男
女
を
特
定
で
き
る
か
ど
う
か
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
、「
あ
に
」
に
つ
い
て
四
例
挙
げ
る
。

①　
（
右
大
臣
は
（
人
ざ
ま
な
ど
も
ゆ
へ
〳
〵
し
く
お
は
す
れ
ば
、
世
の
人
も
あ
に
君
の
大
将
よ
り
は
、
今
す
こ
し
思
ひ
ま
し
聞
え
給
。
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（
春　

五
ペ
ー
ジ
（

「
あ
に
君
」
は
「
大
将
」
と
い
う
官
職
名
に
よ
り
男
性
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

②　

か
く
て
と
し
ご
ろ
に
な
り
給
ぬ
れ
ば
、
あ
に
君
九
に
な
り
給
ふ
。
こ
の
二
月
に
げ
ん
ぶ
く
し
給
ひ
て
、
少
将
と
聞
ゆ
。

（
春　

六
ペ
ー
ジ
（

こ
の
「
あ
に
君
」
は
「
元
服
」
し
「
少
将
」
と
な
っ
た
と
い
う
情
報
か
ら
男
性
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。

③　

あ
に
君
に
は（
11
（

、
つ
ね
に
た
い
め
ん
な
ど
も
ま
れ
〳
〵
な
れ
ば
に
や
、（
西
院
の
姫
君
は
（
い
と
つ
ゝ
ま
し
げ
に
て
、
木
ち
や
う
に
ま

ぎ
れ
つ
ゝ
、
か
た
は
ら
に
ふ
し
給
へ
る
。�

（
夏　

四
五
ペ
ー
ジ
（

こ
の
場
面
は
次
兄
が
妹
で
あ
る
西
院
の
姫
君
の
も
と
に
帝
の
文
を
持
っ
て
行
く
場
面
で
あ
る
。
次
兄
が
長
兄
の
「
あ
に
君
」
に
比
べ
て
、
西

院
の
姫
君
を
あ
ま
り
訪
れ
な
い
た
め
に
、
姫
君
は
恥
ず
か
し
げ
に
し
て
い
る
。
右
大
将
が
西
院
の
姫
君
の
長
兄
で
あ
る
中
納
言
を
訪
ね
る
場

面
で
は
、「
内
の
お
と
ゞ
の
宰
相
（
中
納
言
（
い
ざ
な
ひ
物
せ
ん
と
て
、
忍
び
て
斎
〈
マ
マ
〉院
へ
わ
た
り
給
へ
れ
ば
、
東
の
院
に
お
わ
す
る
よ
し
き

こ
ゆ
る
人
あ
れ
ば
、（
後
略
（。」（
春　

三
八
ペ
ー
ジ
（
と
あ
る
。
こ
の
と
き
西
院
の
姫
君
は
東
院
の
上
に
引
き
取
ら
れ
て
い
る
た
め
、
長
兄

が
「
東
の
院
」
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
妹
の
姫
君
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
長
兄
は
妹
の
西
院
の
姫
君
に
よ
く

会
っ
て
い
る（
11
（

。
そ
の
姫
君
と
親
し
い
長
兄
の
官
職
が
「
宰
相
」
で
あ
る
の
で
、
③
の
「
あ
に
君
」
は
男
性
で
あ
る
と
わ
か
る
。

④　

こ
の
あ
し
せ
ん
は
、
母
う
へ
の
御
は
ら
に
、
中
つ
か
さ
の
み
や
の
う
へ
に
て
物
し
給
し
人
は
、
古
お
と
ゞ
の
あ
に
の
、
帥
の
大
納
言

に
て
う
せ
給
ひ
し
人
の
御
む
す
め
ぞ
か
し
、
か
の
御
せ
う
と
に
て（
11
（

、
が
く
も
ん
の
か
た
な
ど
も
め
で
た
く
い
は
れ
給
ひ
し
に
、
に
は
か

に
だ
う
し
ん
を
お
こ
し
て
、
ふ
か
き
谷
そ
こ
に
こ
も
り
ゐ
給
ひ
つ
る
を
、
し
る
人
な
か
り
け
り
。�

（
冬　

一
二
八
ペ
ー
ジ
（

右
大
将
は
、
妻
の
西
院
の
姫
君
の
死
を
嘆
い
て
入
山
出
家
す
る
。
阿
私
仙
は
、
僧
侶
と
な
っ
た
右
大
将
の
師
匠
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
あ
に
」

は
、
阿
私
仙
の
父
・
帥
大
納
言
の
こ
と
だ
が
、「
帥
大
納
言
」
と
い
う
官
職
名
か
ら
男
性
だ
と
判
断
で
き
る
。
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次
に
、「
あ
ね
」
に
つ
い
て
二
例
挙
げ
る
。

⑤　

古
中
つ
か
さ
の
宮
の
ひ
め
君
二
所
も
ち
給
ひ
た
り
け
る
、
あ
ね
宮
は
、
い
ま
だ
お
さ
な
く
よ
り
斎
宮
に
ゐ
た
ま
へ
り
し
が
、
今
は
関

白
殿
の
北
の
か
た
に
て
、
な
ら
ぶ
人
な
く
て
お
は
す
。�

（
春　

五
ペ
ー
ジ
（

「
あ
ね
宮
」
は
「
ひ
め
君
」「
斎
宮
」
と
い
う
情
報
に
よ
り
女
性
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

⑥　

む
か
し
の
少
納
言
の
め
の
と
が
あ
ね
の
、
す
み
よ
し
な
る
所
に
世
を
そ
む
き
て
ゐ
た
る
が
も
と
へ
、
小
大
夫
な
ど
が
と
き
〴
〵
物
い

ひ
か
は
す
を
見
を
き
給
ひ
て
、（
後
略
（。�

（
冬　

一
四
七
ペ
ー
ジ
（

こ
の
「
あ
ね
」
は
、
双
子
の
姉
君
を
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
引
き
取
っ
て
い
た
少
納
言
の
乳
母
の
姉
で
あ
る
。「
か
く
て
、
と
く
す
み
よ
し
へ
お

は
し
つ
き
ぬ
れ
ば
、（
中
略
（
有
し
あ
ま
君
は
ま
ち
よ
ろ
こ
び
つ
ゝ
」（
冬　

一
五
四
ペ
ー
ジ
（
と
、
尼
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
女

性
だ
と
わ
か
る
。

　

い
ず
れ
の
「
あ
に
」「
あ
ね
」
も
、
付
加
さ
れ
る
様
々
な
情
報
か
ら
性
別
を
特
定
で
き
る
。「
お
と
ゝ
」
に
つ
い
て
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
男
女
ど
ち
ら
で
あ
る
か
は
、
前
後
の
記
述
か
ら
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
双
子
の
誕
生
場
面
で
は
、

生
ま
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
た
め
、事
前
に
そ
の
性
別
を
確
定
で
き
る
情
報
が
何
も
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
書
写
者
は
い
き
な
り「
あ

ね
君
」「
お
と
ゝ
君
」
に
遭
遇
す
る
の
で
あ
り
、
判
断
を
求
め
ら
れ
る
。
双
子
の
性
別
を
取
り
違
え
る
条
件
が
揃
っ
て
い
た
場
面
と
も
言
え
、

書
写
者
が
「
お
と
ゝ
」
→
弟
（
男
（
→
「
あ
ね
」
→
双
子
の
「
あ
に
」
の
連
想
で
誤
写
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。

六

　
『
苔
の
衣
』
で
誕
生
の
場
面
の
み
双
子
が
男
子
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
は
、
従
来
作
者
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、『
苔

の
衣
』
が
西
院
の
上
系
と
東
院
の
上
系
の
二
つ
の
「
女
」
三
代
の
物
語
で
あ
り
、『
狭
衣
物
語
』
の
飛
鳥
井
の
女
君
や
『
住
吉
物
語
』
の
姫



（（

君
に
重
ね
て
双
子
の
姉
君
を
造
型
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
作
者
は
初
め
か
ら
双
子
を
女
子
の
設
定
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
作
者
が
思
い
違
い
や
構
想
の
変
更
に
よ
り
双
子
の
性
別
を
入
れ
替
え
た
と
は
考
え
に
く
い
。
じ
つ
は
、
こ
の
問
題
を
引
き
起
こ
し

た
の
は
、
作
者
で
は
な
く
書
写
者
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。「
お
と
ゝ
君
」
を
「
弟
」
つ
ま
り
男
子
と
思
い
込
ん
だ
こ
と
で
、

双
子
の
片
割
れ
ま
で
も
男
子
と
誤
解
し
て
し
ま
い
、
本
来
「
あ
ね
」
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
字
体
の
類
似
も
相
俟
っ
て
「
あ
に
」
と
誤
写
し

て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
書
写
者
の
勘
違
い
が
矛
盾
を
生
ん
で
い
た
。
思
い
違
い
と
い
う
作
者
の
汚
名
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

注（
1
（　
『
苔
の
衣
』
の
引
用
は
、
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
第
三
巻
（
笠
間
書
院　

一
九
九
〇
年
（
に
拠
り
、
巻
名
、
ペ
ー
ジ
を
記
し
た
。
必
要
に
応

じ
て
傍
線
を
付
し
、（　

（
で
人
物
名
を
補
っ
た
。
原
文
の
意
味
の
通
じ
な
い
箇
所
に
は
、
私
に
〈
マ
マ
〉
と
付
し
た
。
な
お
、
便
宜
上
、

巻
名
は
「
春
夏
秋
冬
」
で
示
し
、
人
物
名
は
最
終
官
職
名
を
用
い
た
。
以
下
、
同
じ
。

（
2
（　
『
苔
の
衣
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、『
無
名
草
子
』
に
そ
の
名
が
見
え
ず
、
作
中
の
和
歌
二
首
が
『
風
葉
和
歌
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
一
二
〇
〇
年
頃
か
ら
文
永
八
年
（
一
二
七
一
（
と
さ
れ
る
。
こ
の
成
立
論
は
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
二
巻
（
岩
波

書
店　

一
九
八
四
年
（、
大
槻
修
・
神
野
藤
昭
夫
編
『
中
世
王
朝
物
語
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』（
世
界
思
想
社　

一
九
九
七
年
（、『
中
世
王
朝

物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』（
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
二
年
（
等
に
拠
る
。
な
お
、
今
井
源
衛
校
訂
・
訳
『
苔
の
衣
』（
中
世
王
朝
物
語
全
集
（　

笠
間
書
院　

一
九
九
六
年
（
の
解
題
で
は
、
春
巻
の
作
中
歌

　
　
　
　

か
ひ
あ
り
と
鳴
く
鹿
の
音
の
こ
と
な
ら
ば
な
ほ
帰
り
こ
ん
逢
坂
の
関

　
　

が
、『
続
古
今
和
歌
集
』
の
巻
第
九
・
離
別
歌
・
八
三
九
番
歌
・
前
大
納
言
為
家
の

　
　
　
　

か
へ
り
こ
ん
ま
た
逢
坂
と
頼
め
ど
も
別
れ
は
鳥
の
音
ぞ
な
か
れ
ぬ
る

　
　

を
引
い
て
い
る
と
し
て
、
成
立
の
上
限
を
文
永
二
年
（
一
二
六
五
（
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
中
世
王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』
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で
は
、
為
家
歌
を
引
歌
と
認
定
す
る
こ
と
に
慎
重
な
姿
勢
を
と
っ
て
お
り
、
今
井
氏
の
説
に
は
従
っ
て
い
な
い
。

（
（
（　

双
子
を
忌
む
慣
習
は
中
世
に
既
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
の
成
立
と
さ
れ
る
『
木
幡
の
時
雨
』
に
は
、「
三
君
、
御
は
ら

も
こ
ち
た
く
も
の
し
給
へ
ば
、「
こ
れ
や
二
子
と
い
ふ
物
な
ら
ん
」
と
、
人
ゞ
も
な
げ
く
に
、（
後
略
（。」（
二
〇
七
ペ
ー
ジ
（
と
あ
り
、
懐

妊
中
の
女
君
の
お
な
か
が
ひ
ど
く
大
き
い
た
め
、周
囲
が
双
子
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
嘆
く
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
木
幡
の
時
雨
』

の
引
用
は
、
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
第
巻
三
（
笠
間
書
院　

一
九
九
〇
年
（
に
拠
り
、
ペ
ー
ジ
を
記
し
た
。
本
文
中
の
『
木
幡
の
時
雨
』
の
引

用
も
同
じ
。
近
世
の
記
録
や
随
筆
に
も
双
子
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
（
に
刊
行
さ
れ
た
谷
秦
山
著
『
俗
説
贅
辨

続
編
』
下
の
「
双フ
タ
ゴ
ウ
ミ
ミ
ツ
ゴ
ウ
ム
ノ

生
三
生
辨
」
に
は
「
世
俗
一
産
に
子
二
人
う
ミ
又
三
子
う
む
事
あ
り
。
是
を
見
に
く
き
事
と
し
て
い
ミ
か
く
し
或
其
子
を

殺
し
す
つ
る
事
あ
り
。
又
産
婦
是
に
お
ど
ろ
き
て
血ケ
ツ

暈ウ
ン

し
て
死
す
る
者
あ
り
。」（
太
田
素
子
編
『
近
世
日
本

マ
ビ
キ
慣
行
史
料
集
成
』
六
〇
五
ペ
ー

ジ　

刀
水
書
房　

一
九
九
七
年
（
と
記
さ
れ
て
お
り
、
時
に
殺
害
さ
れ
る
ほ
ど
に
双
子
が
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
（
（　

安
達
敬
子
氏
は
「
擬
古
物
語
と
源
氏
物
語

─
『
苔
の
衣
』・『
木
幡
の
時
雨
』
の
場
合

─
」（
源
氏
物
語
研
究
集
成
第
十
四
巻　

風
間

書
房　

二
〇
〇
〇
年
六
月
（
の
注
四
に
お
い
て
、『
苔
の
衣
』
と
『
木
幡
の
時
雨
』
の
関
わ
り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

双
子
の
登
場
の
他
に
も
『
苔
の
衣
』
に
は
、『
木
幡
の
時
雨
』
と
類
似
す
る
場
面
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
本
文
中
に
引
用
し
た
、

失
踪
し
た
姫
君
が
夢
中
に
子
供
の
父
に
訴
え
か
け
る
と
こ
ろ
は
『
苔
の
衣
』
に
も
同
様
の
場
面
が
存
在
す
る
。（
中
略
（

　

ま
た
、『
木
幡
の
時
雨
』、
中
の
君
が
双
子
の
若
宮
た
ち
を
手
放
す
場
面
で
の
詠
歌
、�

　

雲
居
に
て
枝
を
並
べ
ん
姫
小
松
け
ふ
は
泣
く
泣
く
引
き
分
か
る
と
も�

男
児
に
「
姫
小
松
」
は
や
や
不
審
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
『
苔
の
衣
』
巻
三
に
、
母
を
亡
く
し
た
姫
君
が
伯
母
中
宮
に
引
き
取
ら
れ
る
際

の
中
宮
と
父
右
大
将
の
贈
答

　

植
ゑ
置
き
し
人
は
な
く
と
も
姫
小
松
今
は
雲
居
に
生
ひ
上
ら
な
ん

　

姫
小
松
引
く
人
な
く
と
雲
居
ま
で
生
ひ
上
ら
な
ん
こ
と
を
し
ぞ
思
ふ

　
　

を
踏
ま
え
る
と
考
え
れ
ば
説
明
で
き
よ
う
。『
木
幡
の
時
雨
』
が
『
苔
の
衣
』
を
参
照
し
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

安
達
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、『
木
幡
の
時
雨
』
に
は
『
苔
の
衣
』
を
模
し
た
場
面
・
要
素
が
見
ら
れ
る
。「
双
子
」
と
い
う
趣
向
も
『
苔
の
衣
』



（（

の
影
響
に
よ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
（
（　

前
田
家
本
の
引
用
は
、
複
製
『
尊
經
閣
叢
刊
巳
卯
歲
配
本
』（
育
德
財
團　

一
九
三
九
年
（
に
拠
り
、
巻
名
、
丁
、
行
を
記
し
た
。
以
下
、

同
じ
。

（
（
（　

引
用
は
、
久
曽
神
昇
校
定
『
苔
の
衣
』
上
巻
（
古
典
文
庫
第
（1
冊　

一
九
五
四
年
（
に
拠
り
、
ペ
ー
ジ
、
行
を
記
し
た
。

（
（
（　

前
田
家
本
以
外
の
前
田
家
本
系
統
の
伝
本
を
確
認
す
る
と
、
東
京
教
育
大
学
本
で
は
「
あ
に
君
」（
夏　

一
三
ウ
八
行
（「
お
と
ゝ
君
」（
同

九
行
（、
国
会
図
書
館
二
冊
本
に
は
「
あ
に
き
み
」（
一　

五
七
オ
二
行
（「
お
と
ゝ
君
」（
同
三
行
（
と
記
さ
れ
て
い
る
。
穂
久
邇
文
庫
本
以

外
の
穂
久
邇
文
庫
本
系
統
の
伝
本
を
見
て
み
る
と
、
龍
門
文
庫
本
で
は
「
あ
に
君
」（
上　

五
八
オ
四
行
～
五
行
（「
お
と
ゝ
君
」（
同
六
行
（、

盛
岡
市
中
央
公
民
館
本
で
は
「
あ
に
き
み
」（
夏　

一
五
ウ
九
行
（「
お
と
ゝ
君
」（
同
一
六
オ
一
行
（、宮
内
庁
書
陵
部
二
冊
本
で
は
「
兄
き
み
」

（
二　

一
一
ウ
一
二
行
（「
を
と
ゝ
君
」（
同
一
四
行
（
と
な
っ
て
い
る
。
引
用
は
、
東
京
教
育
大
学
本
、
盛
岡
市
中
央
公
民
館
本
、
宮
内
庁

書
陵
部
二
冊
本
は
国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
国
会
図
書
館
二
冊
本
は
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
、
龍
門
文
庫
本
は
阪
本
龍
門
文
庫
善
本
電
子
画
像
集
で
公
開
さ
れ
て
い
る
画
像
資
料
に
拠
り
、
巻
名
、
巻
数
、
丁
、
行
を
記
し
た
。

な
お
、前
田
家
本
系
統
の
伊
達
市
開
拓
記
念
館
本
を
底
本
と
す
る
前
掲
注（
2
（中
世
王
朝
物
語
全
集
（
で
は
、「
あ
に
君
」
に
は
「
兄
君
」、「
お

と
ゝ
君
」
に
は
「
弟
君
」
と
漢
字
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
双
子
が
男
児
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
明
ら
か
な
表
記
に
な
っ
て
い
る
。

（
（
（　

双
子
誕
生
の
場
面
で
は
、「
あ
に
君
」
を
隠
し
た
の
は
「
中
納
言
の
め
の
と
」
の
所
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
「
中
納
言
の
め
の
と
」

は
「
少
納
言
の
め
の
と
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
矛
盾
が
あ
る
。「
中
」
と
「
少
」
は
誤
写
が
起
き
や
す
い
字
で
あ
る
た
め
、
誤
写
の
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。
今
井
源
衛
氏
も
誤
写
を
想
定
し
て
い
る
が
、「
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
作
者
の
ミ
ス
と
認
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。」（『
王
朝
末
期

物
語
論
』
第
五
章
「『
苔
の
衣
』
論
」
二
三
〇
ペ
ー
ジ　

桜
楓
社　

一
九
八
六
年
（
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
示

さ
れ
て
い
な
い
。

（
（
（　

引
用
は
、
前
掲
注（
2
（中
世
王
朝
物
語
全
集
（
に
拠
り
、
ペ
ー
ジ
を
記
し
た
。

（
10
（　

引
用
は
、
前
掲
注（
2
（中
世
王
朝
物
語
全
集
（
に
拠
り
、
巻
名
、
注
番
号
、
ペ
ー
ジ
を
記
し
た
。

（
11
（　

引
用
は
、小
田
切
文
洋
「
物
語
文
学
に
お
け
る
双
子
譚
的
要
素
の
展
開　
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
な
ど
」（「
國
文
學　

解
釈
と
教
材
の
研
究
」



（（ 『苔の衣』の人物誤写考

第
四
十
三
巻
五
号　

一
九
九
八
年
四
月
（
に
拠
り
、
ペ
ー
ジ
を
記
し
た
。
な
お
、
小
田
切
氏
が
「
伝
来
の
誤
写
は
考
え
に
く
い
」
と
し
て
い

る
根
拠
に
つ
い
て
は
氏
の
論
文
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
12
（　

女
三
代
の
物
語
に
つ
い
て
は
、
神
野
藤
昭
夫
氏
が
「
三
代
の
物
語
が
、
じ
つ
は
右
大
臣
と
西
院
の
上
の
娘
が
、
右
大
将
の
妻
で
あ
り
、
右

大
将
夫
妻
の
む
す
め
が
東
宮
女
御
で
あ
る
と
い
う
、
女
系
三
代
の
物
語
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。（「
鎌
倉
時
代
の
物
語　
『
苔

の
衣
』
の
方
法
と
特
質
」
一
六
二
ペ
ー
ジ
（『
日
本
文
学
講
座
（　

物
語
・
小
説
Ｉ
』　

大
修
館
書
店　

一
九
八
七
年
（（
足
立
繭
子
氏
は
、

母
系
三
代
の
物
語
と
し
て
西
院
の
上

─
西
院
の
姫
君

─
中
宮
の
系
譜
を
本
系
の
物
語
と
し
、
帥
宮
の
上
、
弘
徽
殿
の
女
御
腹
の
姫
宮
、

双
子
の
「
あ
に
君
」
を
傍
系
の
物
語
に
位
置
づ
け
て
い
る
。（「『
苔
の
衣
』
論

─
母
系
物
語
と
し
て
の
意
味

─
」（『
年
刊
日
本
の
文
学
』

第
三
集　

有
精
堂
出
版　

一
九
九
四
年
（（
大
西
美
穂
氏
は
、
西
院
の
上
系
（
西
院
の
上

─
西
院
の
姫
君

─
中
宮
（
を
主
流
、
東
院
の

上
系
（
東
院
の
上

─
帥
宮
の
上

─
双
子
の
「
あ
に
君
」（
を
傍
流
と
見
て
、母
系
三
代
の
物
語
と
双
子
の
趣
向
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、「
双

子
出
産
は
そ
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
効
果
的
に
用
い
る
こ
と
で
、
二
つ
の
母
系
物
語
を
よ
り
対
照
的
に
描
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。」
と

述
べ
て
い
る
。（「
中
世
王
朝
物
語
『
苔
の
衣
』・
双
子
出
産
と
い
う
趣
向
を
め
ぐ
っ
て
」
六
〇
ペ
ー
ジ
（「
日
本
文
藝
學
」
第
三
十
四
号　

一
九
九
八
年
三
月
（（

（
1（
（　
『
狭
衣
物
語
』
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
坂
井
壽
夫
「「
苔
の
衣
」
に
於
け
る
前
代
文
學
の
影
響

─
狹
衣
源
氏
の
影
響
を
中
心
と
し
て

─
」

（『
古
典
文
學
の
探
究
』　

成
武
堂　

一
九
四
三
年
（、
加
藤
奈
保
子
「『
苔
の
衣
』
の
人
物
形
成

─
『
狭
衣
物
語
』
摂
取
の
方
法

─
」（「
大

妻
国
文
」
第
三
十
号　

一
九
九
九
年
三
月
（、『
住
吉
物
語
』
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
桑
原
博
史
『
中
世
物
語
研
究
─
住
吉
物
語
論
攷
─
』
第

一
章
第
三
節
「
中
世
物
語
に
お
け
る
住
吉
物
語
の
位
置
」（
二
玄
社　

一
九
六
七
年
（
を
主
に
参
照
し
た
。

（
1（
（　
『
狭
衣
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
2（
（
小
学
館　

一
九
九
九
年
（
に
拠
り
、
巻
数
、
ペ
ー
ジ
を
記
し
た
。
必
要
に
応

じ
て
（　

（
で
人
物
名
を
補
い
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
以
下
、
同
じ
。

（
1（
（　

鎌
倉
時
代
物
語
集
成
に
所
収
さ
れ
て
い
る
『
あ
き
ぎ
り
』『
あ
ま
の
か
る
も
』『
石
清
水
物
語
』『
い
は
で
し
の
ぶ
』『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』

『
苔
の
衣
』『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』『
小
夜
衣
』『
雫
に
濁
る
』『
と
り
か
へ
ば
や
』『
松
浦
宮
物
語
』『
む
ぐ
ら
の
宿
』『
無
名
草
子
』『
夢
の

通
い
路
物
語
』『
夜
寝
覚
物
語
』『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』『
豊
明
絵
草
子
』
に
用
例
が
見
ら
れ
た
。



（（

（
1（
（　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
第
二
巻
に
は
、「
お
と
う
と
」
の
項
目
の
語
誌
に
、「
⑷
現
代
の
よ
う
に
兄
弟
の
う
ち
年
下
の
も
の
を
指
す

よ
う
に
な
る
の
は
江
戸
時
代
か
ら
で
あ
る
が
、（
後
略
（。」
と
い
う
注
記
が
あ
る
。

（
1（
（　

室
町
中
期
の
書
写
と
さ
れ
る
穂
久
邇
文
庫
本
で
も
、
双
子
は
「
あ
に
君
」「
お
と
ゝ
君
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
中
世
で
は
「
お
と
と
」

は
男
女
双
方
に
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
、「
お
と
ゝ
」
を
常
識
と
し
て
「
弟
」
に
捉
え
た
と
断
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、「
お
と
と
」
が
男

女
兼
用
の
語
で
あ
る
以
上
、「
お
と
ゝ
君
」
を
「
弟
」
と
認
識
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

（
1（
（　

引
用
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
第
二
巻
（
小
学
館　

二
〇
〇
一
年
（
に
拠
る
。
引
用
し
た
用
例
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
一
版
、

第
二
版
と
も
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
第
一
版
第
三
巻
は
一
九
七
三
年
に
、
第
二
版
第
二
巻
は
二
〇
〇
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
一
九
九
六
年
に

は
中
世
王
朝
物
語
全
集
（
『
苔
の
衣
』
が
出
版
さ
れ
、「
妹
宮
」
と
い
う
漢
字
表
記
や
「
妹
宮
は
ご
器
量
な
ど
も
そ
れ
以
上
に
可
愛
ら
し
い

様
子
で
い
ら
し
た
か
ら
、」（
八
ペ
ー
ジ
（
と
い
う
訳
に
よ
り
、
用
例
の
「
お
と
と
み
や
」
は
女
性
で
あ
る
こ
と
が
周
知
さ
れ
た
。
し
か
し
、

第
二
版
で
も
「
お
と
と
み
や
」
は
「
弟
に
あ
た
る
皇
子
」
と
第
一
版
と
同
じ
説
明
が
さ
れ
て
お
り
、
第
二
版
に
は
中
世
王
朝
物
語
全
集
（
の

内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

（
1（
（　

一
卵
性
双
生
児
を
妊
娠
す
る
頻
度
は
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
卵
性
双
生
児
を
妊
娠
す
る
頻
度
は
人
種
に
よ
り
異
な
る
が
、
自
然
妊
娠
の

場
合
日
本
で
は
〇
・
二
～
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
不
妊
治
療
の
影
響
な
ど
に
よ
り
二
卵
性
の
出
産
率

が
一
卵
性
を
上
回
っ
た
が
、
自
然
妊
娠
で
は
二
卵
性
よ
り
も
一
卵
性
の
ほ
う
が
多
い
。
一
卵
性
を
出
産
す
る
頻
度
は
現
代
で
も
ほ
ぼ
一
定
で

あ
る
。
中
世
に
お
い
て
も
二
卵
性
よ
り
は
一
卵
性
が
生
ま
れ
る
確
率
の
方
が
高
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
古
典
文
学
に
お
い
て
双
子
が
一
卵

性
で
あ
る
こ
と
に
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。（
医
療
情
報
科
学
研
究
所
編
『
病
気
が
み
え
るV

ol.10　

産
科
』
第
四
版
「
多

胎
妊
娠
」　

メ
デ
ィ
ッ
ク
メ
デ
ィ
ア　

二
〇
一
八
年
（

（
20
（　
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
2
（
小
学
館　

一
九
九
四
年
（
に
拠
り
、
巻
数
、
天
皇
名
、
ペ
ー
ジ
を
記
し
た
。

ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

（
21
（　

池
田
亀
鑑
『
古
典
の
批
判
的
處
置
に
關
す
る
硏
究
』（
岩
波
書
店　

一
九
四
一
年
（
第
二
部
第
十
五
章
「
日
本
古
典
作
品
に
於
け
る
本
文

轉
化
の
諸
類
型
と
そ
の
實
例
」
参
照
。
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（
22
（　

前
掲
注（
2
（中
世
王
朝
物
語
全
集
（
で
は
、「
兄
君
よ
り
は
」
と
な
っ
て
い
る
。
次
兄
に
比
べ
て
長
兄
の
方
が
妹
の
西
院
の
姫
君
に
よ
く

対
面
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
わ
か
る
た
め
、「
あ
に
君
よ
り
」
と
い
う
表
現
の
方
が
適
切
か
。

（
2（
（　

妹
君
が
長
兄
、
次
兄
の
片
方
と
仲
が
よ
く
、
も
う
一
方
と
は
仲
が
悪
い
と
い
う
例
は
『
夜
の
寝
覚
』
に
も
見
ら
れ
る
。

宰
相
中
将
、
お
ほ
か
た
の
人
が
ら
も
兄
君
よ
り
は
な
つ
か
し
く
、
情
あ
く
ま
で
あ
る
と
こ
ろ
つ
き
て
、
幼
く
よ
り
、
こ
の
御
方
に
、
あ

は
れ
な
る
も
の
に
と
り
わ
き
心
寄
せ
、
こ
の
御
事
を
ば
、「
身
に
代
へ
て
も
、
い
か
に
て
」
と
お
ぼ
し
た
る
に
、（
後
略
（。

�

（
巻
一　

一
一
一
ペ
ー
ジ
（

　
　

と
あ
る
よ
う
に
、
妹
の
中
の
君
は
長
兄
の
左
衛
門
督
よ
り
も
次
兄
の
宰
相
中
将
と
仲
が
よ
い
。
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
2（
（
小

学
館　

一
九
九
六
年
（
に
拠
り
、
巻
数
、
ペ
ー
ジ
を
記
し
た
。
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

（
2（
（　

阿
私
仙
に
関
わ
る
系
図
は
解
釈
が
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
阿
私
仙
の
妹
が
嫁
い
だ
中
務
宮
を
誰
と
捉
え
る
か
に
よ
り
変
っ
て
く
る
。
前
掲
注

（
2
（『
中
世
王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』
で
は
中
務
宮
を
西
院
の
上
の
父
と
同
人
物
と
解
釈
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
阿
私
仙
の
妹
は
西
院

の
上
の
母
、
阿
私
仙
は
西
院
の
上
の
伯
父
と
な
る
。
一
方
、
中
世
王
朝
物
語
全
集
（
の
よ
う
に
、
中
務
宮
を
西
院
の
上
の
父
と
は
別
人
と
捉

え
た
場
合
、
阿
私
仙
は
東
院
の
上
、
右
大
臣
の
従
兄
妹
と
な
る
。




