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一

　
『
英
草
紙
』
は
、
寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
刊
、
都
賀
庭
鐘
に
よ
る
読
本
で
、

中
国
白
話
小
説
を
翻
案
し
、
読
本
の
様
式
を
確
立
し
た
作
品
と
し
て
文
学
史
上

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
う
ち
、「
後
醍
醐
の
帝
三
た
び
藤
房
の
諫
を
折
く
話
」（
以
下
「
後
醍
醐
」）

は
、
後
醍
醐
帝
の
臣
下
で
あ
る
万
里
小
路
藤
房
が
、
後
醍
醐
帝
に
三
回
諫
言
す

る
も
そ
の
諫
言
を
す
べ
て
退
け
ら
れ
、
つ
い
に
帝
の
も
と
を
去
る
と
い
う
話
で

あ
る
。
本
編
は
、
中
村
幸
彦
氏
に
よ
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
以
下
「
新

編
全
集
」）
の
頭
注
に
あ
る
よ
う
に
、「
背
景
を
『
太
平
記
』
に
と
っ
て
、
中
国

白
話
小
説
集
『
警
世
通
言
』
の
一
編
「
王
安
石
三
難
蘇
学
士
」
を
翻
案
し
た
」（１
）

作
品
で
あ
る
。
原
話
の
「
王
安
石
三
難
蘇
学
士
」（
以
下
「
王
安
石
」）
は
、
蘇

東
坡
が
自
身
の
浅
学
、
驕
慢
を
三
度
に
わ
た
っ
て
師
で
あ
る
王
安
石
に
叱
咤
、

教
導
さ
れ
る
話
で
あ
る
。
一
編
中
に
三
回
の
問
答
が
設
定
さ
れ
る
と
い
う
点

で
、「
後
醍
醐
」
の
構
成
は
「
王
安
石
」
の
そ
れ
を
確
か
に
な
ぞ
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。

　

三
回
の
問
答
と
い
う
構
成
を
「
王
安
石
」
に
借
り
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
う
え
で
、
で
は
、「
後
醍
醐
」
の
内
部
に
お
い
て
、
そ
の
構
成
は
ど
の
よ
う

に
機
能
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
後
醍
醐
」
に
お
け
る
三
回
の
問
答
の
内
実

に
ふ
み
こ
ん
だ
見
解
に
、
木
越
治
氏
「
小
説
の
革
新
」（２
）

が
あ
る
。

　
　

�

こ
の
き
わ
め
て
知
的
要
素
の
濃
い
三
つ
の
話
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い

て
、
後
醍
醐
帝
お
よ
び
藤
房
の
性
格
の
変
化
が
明
確
に
提
示
さ
れ
対
比
さ

れ
て
い
る
（
中
略
）
藤
房
に
即
し
て
い
え
ば
、
早
ト
チ
リ
と
い
う
し
か
な

い
第
一
難
を
経
て
、
帝
と
対
等
に
議
論
す
る
段
階
の
第
二
難
、
さ
ら
に
帝

の
博
識
に
か
く
れ
た
傲
慢
と
お
ご
り
に
憤
る
第
三
難
と
い
う
ふ
う
に
、
議

論
の
あ
り
方
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
の
変
化
が
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

木
越
氏
は
、「
議
論
の
あ
り
方
を
変
え
る
」
こ
と
で
後
醍
醐
帝
・
万
里
小
路

藤
房
の
「
性
格
の
変
化
」
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
強
調
す
る
。
木
越
氏
に

よ
れ
ば
、「
早
ト
チ
リ
」
と
い
う
藤
房
の
圧
倒
的
劣
勢
に
始
ま
っ
た
二
人
の
問

答
は
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
趣
を
変
え
、
藤
房
は
最
終
的
に
帝
の
「
か
く
れ
た

傲
慢
と
お
ご
り
に
憤
る
」
と
い
う
姿
勢
を
示
す
に
至
る
と
い
う
。

　

一
方
、
稲
田
篤
信
氏
「
演
義
の
主
題
―
都
賀
庭
鐘
『
英
草
紙
』
考
―
」（３
）

は
、

『
英
草
紙
』
は
名
分
論
の
意
識
の
も
と
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と
述
べ
る
。

「
後
醍
醐
」
に
つ
い
て
も
諸
資
料
を
参
観
し
、
実
在
の
藤
房
伝
に
忠
臣
と
し
て

の
像
と
隠
逸
者
と
し
て
の
像
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、『
英
草
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紙
』「
後
醍
醐
」
の
藤
房
は
、「
臣
下
の
立
場
か
ら
、
君
が
ふ
さ
わ
し
く
な
け
れ

ば
、
諫
め
、
容
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
す
な
わ
ち
去
る
、
の
名
分
論
中
の
人
物
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

　

以
上
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
本
論
文
で
は
、『
英
草
紙
』「
後
醍
醐
」

の
構
成
と
主
題
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
絡
み
あ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

を
問
題
視
し
た
い
。
ま
ず
は
、
三
回
に
わ
た
る
議
論
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ

と
か
ら
始
め
よ
う
。

　
　
　
　
　
二

　
「
後
醍
醐
」
の
第
一
話
に
お
い
て
、
建
武
の
新
政
が
始
ま
る
中
、
藤
房
は
帝

に
速
水
下
野
守
を
紹
介
す
る
。

　
　

�

此
の
時
速
水
下
野
守
と
い
ふ
も
の
、（
中
略
）
万
里
小
路
藤
房
卿
に
つ
い

て
、
天
気
を
窺
ひ
し
に
、
速
水
が
幸
に
や
あ
り
け
ん
、
何
事
に
や
叡
慮
う

る
は
し
き
折
か
ら
に
て
、
不
便
に
思
し
召
さ
れ
、
一
ヶ
の
荘
を
宛
て
行
は

れ
、
一
首
の
古
歌
を
賜
ふ
。

　
　
　
　

�

あ
づ
ま
路
に
あ
り
と
い
ふ
な
る
逃
水
の
に
げ
か
く
れ
て
も
世
を
過
す

か
な

　
　

�

藤
房
此
の
歌
を
見
て
、
博
識
の
人
な
れ
ど
も
、
い
か
が
し
た
り
し
や
、
此

の
歌
を
知
り
給
は
で
、
是
古
歌
な
る
と
は
思
ひ
も
よ
ら
ず
、
帝
の
新
製
の

歌
な
り
と
思
ひ
、「
逃
水
の
こ
と
ば
ふ
し
ん
は
れ
ず
。
か
れ
が
姓
を
咏
み

入
れ
ら
れ
し
と
は
見
え
た
れ
ど
も
、
逃
水
と
い
ふ
つ
づ
き
い
か
な
ら
ん
。

其
の
上
速
水
の
速
の
字
に
、
逃
ぐ
る
の
意
な
し
」
と
、
難
じ
た
り
け
れ

ば
、
帝
大
に
御
気
色
損
じ
、
次
の
日
藤
房
を
召
し
て
、「
東
の
歌
枕
見
て

こ
よ
」
と
、
追
ひ
や
り
給
ふ
。

　

こ
の
場
面
で
、
藤
房
は
、「
速
水
」
の
「
水
」
に
言
い
掛
け
て
「
逃
水
」
と

い
う
語
を
帝
が
造
っ
た
の
だ
と
勘
違
い
し
、
帝
に
諫
言
す
る
。
そ
の
藤
房
の
諫

言
に
よ
っ
て
機
嫌
を
悪
く
し
た
帝
は
、
藤
房
を
東
国
に
左
遷
す
る
。
東
国
に
着

い
た
藤
房
は
、
現
地
の
田
夫
の
話
を
聞
い
て
逃
水
が
歌
枕
で
あ
る
こ
と
を
知

り
、
自
ら
の
不
明
を
恥
じ
、
都
に
帰
っ
て
帝
に
謝
罪
す
る
。

　
　

�

藤
房
こ
こ
に
お
い
て
、
主
上
の
速
水
に
賜
は
り
し
歌
は
古
歌
に
て
、
逃
水

は
古
き
歌
名
所
な
る
こ
と
を
、
は
じ
め
て
悟
り
、（
中
略
）
咏
林
の
し
げ

き
、
い
ま
だ
我
が
覚
え
ざ
る
名
歌
多
か
る
べ
し
と
、
自
ら
①

眼
の
狭
き
こ

と
を
恥
ぢ
て
、「
歌
ま
く
ら
見
よ
」
と
の
叡
慮
も
、
こ
れ
を
お
も
ひ
知
ら

し
め
ん
た
め
な
る
べ
し
と
、（
中
略
）
内
に
参
り
て
、
其
の
過
を
悔
う
る

に
、
主
上
も
か
れ
に
思
ひ
し
ら
し
め
ん
為
な
れ
ば
、
今
は
と
て
免
さ
れ
に

け
り
。

　

帝
が
藤
房
を
東
国
に
左
遷
し
た
の
は
、
藤
房
に
傍
線
部
①
「
眼
の
狭
き
こ

と
」
を
思
い
し
ら
し
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
一
話
に
お
い
て
は
、
原
話

の
白
話
に
お
け
る
王
安
石
と
蘇
東
坡
の
関
係
に
同
じ
く
、
帝
が
藤
房
に
教
授
す

る
姿
が
見
え
る
。

　

続
く
第
二
話
は
、
藤
房
が
東
国
か
ら
都
に
帰
っ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

る
。

　
　

�　

藤
房
か
へ
り
登
る
時
、
大
内
裏
す
で
に
造
営
を
は
じ
む
。
藤
房
こ
れ
を

諫
め
奉
ら
ん
と
す
れ
ど
も
、
事
已
に
と
ど
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
の
み

な
ら
ず
、
帝
此
の
時
太
平
に
志
怠
り
給
ひ
、
馬
場
殿
を
建
て
て
逸
遊
度
な

く
、
女
謁
盛
ん
に
行
は
れ
、
朝
野
怨
を
含
む
も
の
甚
だ
多
し
。
近
比
仏
教

を
信
じ
給
ひ
、
僧
徒
ま
た
禁
宮
に
出
入
す
る
も
の
す
く
な
か
ら
ず
。
上
の

好
む
こ
と
は
下
倣
ふ
な
ら
は
せ
な
れ
ば
、
士
民
と
も
に
僧
を
信
用
し
、
村

落
の
小
院
ま
で
も
、
説
法
壇
を
設
け
て
法
を
説
く
。
後
は
心
重
か
ら
ぬ
僧
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徒
多
く
な
り
て
、
男
女
の
席
乱
れ
が
は
し
く
、
よ
か
ら
ぬ
風
俗
多
か
り
け

れ
ば
、
藤
房
諫
を
奉
り
て
、
異
国
・
本
朝
と
も
に
仏
教
に
淫
し
て
、
国
危

か
り
し
故
事
を
説
き
出
だ
し
、
詞
を
つ
く
さ
れ
し

　

藤
房
は
、
大
内
裏
・
馬
場
殿
を
建
設
し
て
遊
興
に
ふ
け
り
、
廉
子
を
寵
愛
し
、

廉
子
の
政
治
へ
の
口
出
し
を
許
す
帝
の
姿
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
。
ま
た
、
帝

が
仏
教
を
信
仰
し
た
こ
と
か
ら
、
僧
徒
が
宮
中
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
る
。

一
般
大
衆
で
も
宮
中
に
な
ら
っ
て
仏
教
が
流
行
し
、
問
題
の
あ
る
僧
徒
も
増

え
、
国
の
風
紀
が
乱
れ
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
い
っ
た
情
勢
を
受
け
て
、
藤
房
は
仏
教
を
過
度
に
信
仰
し
て
国
が
滅
び

た
故
事
を
用
い
て
帝
を
諫
め
よ
う
と
す
る
。
帝
は
こ
れ
に
弁
舌
巧
み
に
反
論
す

る
。

　
　

�「
梁
武
帝
の
仏
に
淫
し
て
、
民
膏
を
費
し
、
国
の
衰
と
な
り
し
は
、
仏
法

に
か
ぎ
ら
ず
、
淫
す
る
時
は
皆
害
あ
り
。
仏
法
も
国
の
害
に
な
る
程
寄
依

せ
ね
ば
、
障
有
る
ま
じ
き
こ
と
ぞ
か
し
。（
中
略
）
儞
が
心
の
底
は
、
天

下
の
人
を
皆
学
者
に
も
し
て
、
理
に
明
ら
か
な
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
な
ら

ん
。
左
あ
る
時
は
、
恐
ら
く
は
僧
徒
の
外
に
、
不
耕
し
て
喰
ふ
も
の
多
く

な
り
て
、
其
の
中
に
は
学
問
の
理
を
仮
り
て
非
を
か
ざ
る
も
の
、
或
は
公

の
事
に
つ
け
て
、
管
見
の
議
論
を
な
し
、
人
民
の
心
を
迷
は
す
や
か
ら
出

で
来
り
、
彼
に
も
此
に
も
理
屈
行
は
れ
て
、
政
道
の
害
と
な
れ
ば
、（
中

略
）
天
下
の
上
に
立
つ
も
の
は
、
民
百
姓
を
怜
俐
発
明
に
あ
ら
し
め
ん
と

思
ふ
事
は
さ
ら
さ
ら
な
し
。
偏
に
律
儀
に
し
て
国
法
を
奉
じ
、
小
善
と
い

へ
ど
も
為
す
べ
き
人
柄
に
あ
ら
せ
度
く
思
ふ
ば
か
り
な
り
。
今
の
俗
僧
の

説
く
所
は
、
民
百
姓
の
悪
発
明
に
の
み
な
り
行
く
を
、
愚
な
る
か
た
に
引

き
も
ど
す
一
助
と
も
な
る
べ
し
。
儞
、
今
す
こ
し
く
心
を
高
う
し
て
見
る

べ
し
」
と
、
②

綸
言
の
弁
ず
る
所
、
謂
な
き
に
あ
ら
ね
ば
、
藤
房
却
而
主

上
に
説
き
得
ら
れ
、
閉
口
し
て
朝
を
退
き
ぬ
。

　

帝
は
藤
房
の
諫
め
に
対
し
て
、
民
衆
が
朝
廷
の
行
う
政
治
に
従
順
に
な
っ

て
、
政
治
が
し
や
す
く
な
る
の
だ
と
、
俗
僧
の
存
在
価
値
を
弁
じ
る
。
こ
の
反

論
を
受
け
た
藤
房
は
、
傍
線
部
②
「
綸
言
の
弁
ず
る
所
、
謂
な
き
に
あ
ら
ね

ば
、
藤
房
却
而
主
上
に
説
き
得
ら
れ
、
閉
口
し
て
朝
を
退
き
ぬ
」
と
そ
の
場
を

退
い
た
。
第
二
話
に
お
い
て
も
、
藤
房
に
は
、
帝
の
言
葉
を
聞
き
入
れ
る
姿
勢

が
う
か
が
え
る
。

　
　
　
　
　
三

　

第
三
話
は
、
天
馬
を
め
ぐ
る
話
で
あ
る
。
日
本
で
の
天
馬
出
現
の
吉
凶
を
帝

が
周
囲
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
誰
も
が
吉
事
と
答
え
た
。
帝
は
藤
房
に
も
同
様
に

吉
凶
を
尋
ね
る
が
、
藤
房
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

　
　

�「
天
馬
の
本
朝
に
来
れ
る
、
其
の
例
な
け
れ
ば
、
善
悪
は
勘
へ
が
た
し
。

然
れ
ど
も
、
此
の
馬
吉
事
の
用
に
は
立
つ
ま
じ
き
か
。
漢
の
文
帝
の
時
、

千
里
の
馬
を
献
ず
。
文
帝
是
を
受
け
ず
、
帝
王
、
吉
に
行
け
ば
日
に
三
十

里
、
凶
に
行
け
ば
五
十
里
、
鸞
輿
前
に
有
り
、
属
車
後
に
在
り
、
わ
れ
独

り
千
里
の
駿
馬
に
乗
ず
と
も
、
従
者
な
く
し
て
、
帝
王
何
国
に
か
ゆ
か
ん

や
、
と
宣
ひ
け
る
と
な
り
。
周
穆
、
八
駿
に
駕
し
て
遠
遊
を
好
み
、
明
堂

の
礼
に
怠
り
し
は
、
周
の
世
の
衰
ふ
る
は
じ
め
な
り
。
③

今
大
乱
の
後
、

民
費
え
人
苦
み
て
、
天
下
い
ま
だ
安
か
ら
ざ
る
に
、
人
主
の
誤
を
正
す
べ

き
執
政
も
な
く
、
群
臣
言
に
阿
つ
て
、
国
の
危
き
こ
と
を
申
さ
ず
、
大
内

裏
を
造
り
、
馬
場
殿
を
建
て
、
民
に
課
役
を
か
け
、
宸
襟
を
休
め
奉
り
し

功
臣
を
賞
じ
給
へ
ど
も
、
恩
賞
其
の
功
に
あ
た
ら
ず
、
忠
功
空
し
く
怨
を

含
む
も
の
多
し
。
④

他
日
天
下
に
不
慮
の
事
あ
ら
ん
時
、
天
子
此
の
竜
馬
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に
駕
し
て
、
南
山
・
北
嶺
に
避
け
給
ふ
と
も
、
群
臣
は
従
ふ
こ
と
あ
た
は

ず
、
只
遠
国
に
急
を
告
ぐ
る
時
、
用
ふ
る
所
あ
ら
ん
の
み
」
と
、
⑤

是
を

よ
き
次
と
し
て
、
諫
め
ら
れ
け
れ
ば
、

　

藤
房
は
千
里
を
駆
け
る
馬
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
馬
に
つ
い
て
い
け
る
臣
下
が

い
な
け
れ
ば
用
を
な
さ
な
い
と
言
っ
た
と
い
う
漢
文
帝
の
故
事
や
、
八
匹
の
駿

馬
に
乗
っ
て
遠
遊
す
る
の
を
好
ん
だ
結
果
、
滅
亡
に
い
た
っ
た
周
穆
王
の
故
事

を
引
く
。
藤
房
は
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
故
事
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
戦
後
の
今
、
民

衆
は
苦
し
ん
で
お
り
、
ま
だ
太
平
の
世
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
に
、
帝
に
お
も

ね
る
臣
下
ば
か
り
で
、
民
衆
に
朝
廷
へ
の
怨
み
を
持
つ
者
は
多
い
、
と
切
り
こ

む
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
天
下
に
不
慮
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
帝
が
こ
の
天

馬
に
乗
っ
て
逃
げ
た
と
し
て
も
、
誰
も
随
行
で
き
ず
、
天
馬
は
た
だ
遠
国
に
危

急
を
知
ら
せ
る
早
馬
と
し
て
の
用
に
し
か
使
え
な
い
。
藤
房
の
諫
言
は
、
帝
の

政
治
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
厳
し
さ
を
含
ん
で
い
た
。

　

そ
の
藤
房
の
諫
め
に
対
す
る
帝
の
反
論
、
及
び
、
藤
房
と
帝
の
応
酬
の
場
面

を
以
下
に
掲
げ
る
。

　
　

�「（
前
略
）
今
此
の
一
馬
、
か
の
八
駿
の
能
を
兼
ね
た
り
と
も
、
朕
い
か

ん
ぞ
是
を
遠
遊
の
為
に
用
ひ
て
、
朝
政
を
誤
ら
ん
や
。
名
剣
と
い
へ
ど

も
、
敵
を
斬
り
身
を
殺
す
の
吉
凶
た
が
ひ
あ
り
。
皆
其
の
用
ふ
る
人
の
禍

福
善
悪
に
依
る
も
の
な
り
。
儞
の
狭
き
量
を
以
て
、
天
下
を
概
す
る
こ
と

な
か
れ
。
む
か
し
魏
の
任
城
王
曹
彰
、
駿
馬
を
愛
し
て
愛
妾
と
換
へ
た

り
。
後
世
美
談
と
し
て
、
楽
府
に
製
し
て
是
を
も
て
は
や
す
。
⑥

武
を
重

ん
ず
る
も
の
は
、
馬
を
愛
す
べ
し
。
今
の
時
馬
を
愛
す
る
は
、
武
を
わ
す

れ
ざ
る
の
時
に
当
れ
り
」。
藤
房
常
に
、
主
上
の
准
后
の
美
色
に
迷
う
て
、

政
に
害
あ
る
こ
と
を
悪
め
ば
、
帝
の
言
に
応
じ
て
云
ふ
、「
主
上
よ
く
愛

妃
を
馬
に
換
ふ
る
こ
と
を
得
る
や
。
馬
に
追
風
千
里
の
能
あ
り
、
美
女
に

沈
魚
落
鴈
の
容
あ
り
、
恐
ら
く
は
君
二
ツ
な
が
ら
棄
つ
る
こ
と
あ
た
は
ざ

ら
ん
こ
と
を
」。
帝
、
⑦

藤
房
に
心
病
を
言
ひ
当
て
ら
れ
、
心
に
深
く
恥
ぢ

て
、
此
の
時
只
博
識
を
以
て
、
是
を
圧
さ
ん
と
欲
し
、「
儞
、
沈
魚
落
鴈

の
四
字
の
出
づ
る
所
を
知
る
や
」。
藤
房
言
す
、「
沈
魚
落
鴈
の
字
は
、
唐

の
宋
之
問
が
浣
紗
篇
ニ
云
ふ
、（
中
略
）
美
人
は
魚
鳥
も
是
に
感
ず
る
を

云
へ
り
」。
帝
大
に
笑
ひ
て
宣
ふ
、「
儞
知
ら
ず
、
沈
魚
落
鴈
を
美
人
の
佳

称
と
す
る
は
、
元
是
誤
な
る
事
を
。
此
の
詞
、
漆
園
氏
の
語
に
出
で
て
、

毛
嬙
・
麗
姫
は
人
の
悦
ぶ
美
人
な
れ
ど
も
、
魚
は
人
の
け
は
ひ
だ
に
す
れ

ば
深
く
か
く
れ
、
鳥
も
人
だ
に
近
よ
れ
ば
高
く
飛
ん
で
去
る
。
人
は
愛
す

れ
ど
も
、
魚
鳥
は
其
の
捨
別
な
き
こ
と
を
い
へ
る
詞
な
り
。
後
世
転
じ
誤

り
て
、
美
人
の
称
と
す
。
儞
故
事
を
引
き
て
、
朕
を
動
さ
ん
と
な
ら
ば
、

今
暫
く
窓
の
下
に
年
を
積
む
べ
し
（
中
略
）」

　

帝
は
天
馬
の
存
在
が
吉
と
出
る
か
凶
と
出
る
か
は
そ
の
使
い
手
次
第
で
あ
る

と
し
、
曹
彰
が
駿
馬
を
得
る
た
め
に
自
身
の
妾
と
交
換
し
た
故
事
を
用
い
て
、

馬
を
大
事
に
す
る
こ
と
は
武
を
大
事
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
藤
房
の
諫
言
に
反

論
す
る
。
藤
房
は
、
馬
場
殿
で
の
遊
興
と
廉
子
の
寵
愛
と
い
う
後
醍
醐
帝
の
二

癖
を
ひ
き
あ
い
に
出
し
て
、
帝
に
愛
妃
を
天
馬
に
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と

問
い
、
片
方
で
も
捨
て
る
こ
と
は
で
き
ま
い
と
批
判
す
る
。
そ
の
藤
房
の
批
判

に
よ
っ
て
、
帝
は
、
傍
線
部
⑦
「
藤
房
に
心
病
を
言
ひ
当
て
ら
れ
、
心
に
深
く

恥
ぢ
て
、
此
の
時
只
博
識
を
以
て
、
是
を
圧
さ
ん
と
欲
し
」
た
。
自
ら
の
非
を

認
め
た
く
な
い
一
心
の
帝
は
、
女
色
の
問
題
に
は
触
れ
ず
、
議
論
の
問
題
を
沈

魚
落
雁
の
故
事
に
す
り
か
え
て
、
藤
房
を
や
り
こ
め
る
。

　

天
馬
出
現
の
吉
凶
を
帝
に
尋
ね
ら
れ
た
時
、
藤
房
は
傍
線
部
④
「
他
日
天
下

に
不
慮
の
事
あ
ら
ん
時
、
天
子
此
の
竜
馬
に
駕
し
て
、
南
山
・
北
嶺
に
避
け
給

ふ
と
も
、
群
臣
は
従
ふ
こ
と
あ
た
は
ず
」
と
帝
を
諫
め
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
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れ
は
天
馬
の
こ
と
の
み
を
問
題
に
し
て
諫
め
て
い
た
の
で
は
な
い
。
藤
房
は
、

傍
線
部
③
「
今
大
乱
の
後
、
民
費
え
人
苦
み
て
、
天
下
い
ま
だ
安
か
ら
ざ
る
」

世
で
あ
る
の
に
、
帝
の
為
政
者
と
し
て
の
言
動
に
問
題
が
あ
り
、
世
間
で
は
帝

に
怨
み
を
持
つ
者
が
多
い
こ
と
か
ら
、
天
馬
の
こ
と
を
「
是
を
よ
き
次
と
し

て
」（
傍
線
部
⑤
）、「
天
下
に
不
慮
の
事
」
が
起
き
な
い
た
め
に
帝
を
諫
め
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
帝
は
、
藤
房
に
と
っ
て
諫
め
の
口
実
、
き
っ
か
け

で
し
か
な
い
天
馬
に
こ
だ
わ
り
、
諫
め
の
本
義
た
る
為
政
者
と
し
て
の
態
度
の

問
題
に
は
無
視
を
き
め
こ
ん
だ
。
藤
房
は
、
建
武
の
新
政
後
の
天
下
太
平
の
存

続
を
慮
っ
て
帝
を
諫
め
る
の
で
あ
る
が
、
帝
は
傍
線
部
⑥
「
武
を
重
ん
ず
る
も

の
は
、
馬
を
愛
す
べ
し
。
今
の
時
馬
を
愛
す
る
は
、
武
を
わ
す
れ
ざ
る
の
時
に

当
れ
り
」
と
、
む
し
ろ
戦
支
度
を
し
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
。
こ
の
天
馬
を
め

ぐ
る
問
答
の
後
、
藤
房
は
、

　
　

�「
治
世
の
期
、
吁
や
ん
ぬ
る
か
な
。
今
主
上
智
は
奢
に
用
ひ
、
弁
は
非
を

覆
ふ
に
足
る
。
下
官
不
才
の
言
ひ
動
か
す
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
。
遂
に
自

ら
官
を
辞
し
て
、
北
山
の
下
に
去
つ
て
か
へ
ら
ず
。

と
帝
の
も
と
を
去
る
の
で
あ
る
。

　

帝
は
、
藤
房
が
漢
の
文
帝
や
周
の
穆
王
の
故
事
を
引
用
し
、
帝
の
為
政
者
と

し
て
の
態
度
を
諫
め
た
の
に
対
し
て
、
馬
の
問
題
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
藤
房

の
諫
め
に
反
論
し
て
い
た
。
ま
た
、
帝
は
、
藤
房
の
諫
言
を
知
識
を
も
っ
て
退

け
よ
う
と
し
て
、「
沈
魚
落
雁
」
の
出
典
が
何
で
あ
る
か
を
議
論
の
対
象
に
す

り
か
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
諫
言
の
表
層
の
み
を
か
す
め
と
り
、
問
題
を
す
り

か
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
本
話
の
表
題
に
見
え
る
「
諫
を
折
く
」
と
い
う
行
為
な

の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
話
の
題
名
は
「
後
醍
醐
の
帝
三
た
び

0

0

0

藤
房
の
諫
を
折
く
話
」

で
あ
る
。
第
三
話
に
お
い
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
「
諫
」
と
そ
の
挫
折
は
、

第
二
話
・
第
一
話
の
ど
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
四

　

第
二
話
は
、
藤
房
が
仏
教
を
過
度
に
信
仰
す
る
帝
を
諫
め
た
話
で
あ
っ
た
。

藤
房
が
都
に
戻
っ
て
き
た
後
、
帝
に
諫
言
す
る
場
面
を
再
掲
す
る
。

　
　

�　

藤
房
か
へ
り
登
る
時
、
大
内
裏
す
で
に
造
営
を
は
じ
む
。
藤
房
こ
れ
を

諫
め
奉
ら
ん
と
す
れ
ど
も
、
事
已
に
と
ど
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
の
み

な
ら
ず
、
⑧

帝
此
の
時
太
平
に
志
怠
り
給
ひ
、
馬
場
殿
を
建
て
て
逸
遊
度

な
く
、
女
謁
盛
ん
に
行
は
れ
、
朝
野
怨
を
含
む
も
の
甚
だ
多
し
。
近
比

仏
教
を
信
じ
給
ひ
、
僧
徒
ま
た
禁
宮
に
出
入
す
る
も
の
す
く
な
か
ら
ず
。

⑨

上
の
好
む
こ
と
は
下
倣
ふ
な
ら
は
せ
な
れ
ば
、
士
民
と
も
に
僧
を
信
用

し
、
村
落
の
小
院
ま
で
も
、
説
法
壇
を
設
け
て
法
を
説
く
。
後
は
心
重
か

ら
ぬ
僧
徒
多
く
な
り
て
、
⑩

男
女
の
席
乱
れ
が
は
し
く
、
よ
か
ら
ぬ
風
俗

多
か
り
け
れ
ば
、
藤
房
諫
を
奉
り
て
、
異
国
・
本
朝
と
も
に
仏
教
に
淫
し

て
、
国
危
か
り
し
故
事
を
説
き
出
だ
し
、
詞
を
つ
く
さ
れ
し

　
「
諫
を
奉
」っ
た
藤
房
は
、
仏
教
に
淫
し
て
国
難
を
招
い
た
内
外
の
故
事
を
説

い
た
と
い
う
。
そ
の
「
諫
」
が
仏
教
信
仰
の
是
非
の
み
を
問
題
と
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

藤
房
が
東
国
か
ら
都
に
帰
っ
て
き
た
時
、
朝
廷
は
、
傍
線
部
⑧
「
帝
此
の
時

太
平
に
志
怠
り
給
ひ
、
馬
場
殿
を
建
て
て
逸
遊
度
な
く
、
女
謁
盛
ん
に
行
は

れ
、
朝
野
怨
を
含
む
も
の
甚
だ
多
」
い
状
態
で
あ
っ
た
。
藤
房
が
こ
の
状
態
を

問
題
視
し
て
い
る
こ
と
は
、
第
三
話
中
の
藤
房
の
言
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　

�

今
大
乱
の
後
、
民
費
え
人
苦
み
て
、
天
下
い
ま
だ
安
か
ら
ざ
る
に
、
人
主

の
誤
を
正
す
べ
き
執
政
も
な
く
、
群
臣
言
に
阿
つ
て
、
国
の
危
き
こ
と
を
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申
さ
ず
、
大
内
裏
を
造
り
、
馬
場
殿
を
建
て
、
民
に
課
役
を
か
け
、
宸
襟

を
休
め
奉
り
し
功
臣
を
賞
じ
給
へ
ど
も
、
恩
賞
其
の
功
に
あ
た
ら
ず
、
忠

功
空
し
く
怨
を
含
む
も
の
多
し
。

藤
房
は
、
帝
の
素
行
の
悪
さ
に
よ
っ
て
周
囲
が
不
満
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
憂

え
、
帝
を
再
度
諫
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
仏
教
の
流
行
に
伴
っ
て
次
第
に
俗
僧
が
増
え
、
傍
線
部
⑩
「
男
女
の

席
乱
れ
が
は
し
く
」
な
り
、
都
の
風
紀
は
乱
れ
た
。
仏
教
の
流
行
は
民
衆
が
帝

に
な
ら
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
が
、
帝
の
女
色
に
溺
れ
る
性
も
、
傍
線
部
⑨
「
上

の
好
む
こ
と
は
下
倣
ふ
な
ら
は
せ
」
に
よ
り
、
大
衆
は
見
倣
っ
た
の
で
あ
る
。

　

藤
房
は
、
た
だ
帝
の
仏
教
信
仰
を
諫
め
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
諫
め
の

本
質
は
あ
く
ま
で
も
帝
の
行
い
を
正
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
藤
房
は
仏
教
の
問
題

に
か
こ
つ
け
て
、
帝
を
諫
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
藤
房
の
諫
め
に
対
し
て
、
帝
は
反
論
す
る
。

　
　

�

元
よ
り
才
学
弁
利
な
る
帝
、
こ
れ
を
聴
き
入
れ
給
は
ず
、
却
つ
て
藤
房
に

む
か
ひ
、「
⑪

梁
武
帝
の
仏
に
淫
し
て
、
民
膏
を
費
し
、
国
の
衰
と
な
り
し

は
、
仏
法
に
か
ぎ
ら
ず
、
淫
す
る
時
は
皆
害
あ
り
。
仏
法
も
国
の
害
に
な

る
程
寄
依
せ
ね
ば
、
傷
有
る
ま
じ
き
こ
と
ぞ
か
し
。
ま
た
仏
家
の
方
便
の

国
政
に
益
な
き
こ
と
、
儞
が
説
を
ま
た
ず
。（
中
略
）
今
の
俗
僧
の
俗
男

女
に
説
き
聞
か
し
む
る
所
は
、
理
を
浅
く
説
く
を
も
つ
ぱ
ら
と
し
て
、
滑

稽
笑
話
の
類
な
れ
ば
、
二
度
童
に
か
へ
り
た
る
婆
翁
、
理
屈
ば
な
し
と
同

じ
耳
に
聞
け
ば
、
誰
か
聞
き
こ
ん
で
発
心
す
る
も
の
も
な
く
、
説
法
者
も

聴
衆
に
憚
ら
ず
、
書
籍
は
膝
前
に
披
き
な
が
ら
、
目
は
ひ
た
す
ら
空
焼
の

か
た
に
む
か
ふ
。（
中
略
）
儞
が
心
の
底
は
、
天
下
の
人
を
皆
学
者
に
も

し
て
、
理
に
明
ら
か
な
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
な
ら
ん
。
左
あ
る
時
は
、
恐

ら
く
は
僧
徒
の
外
に
、
不
耕
し
て
喰
ふ
も
の
多
く
な
り
て
、
其
の
中
に
は

学
問
の
理
を
仮
り
て
非
を
か
ざ
る
も
の
、
或
は
公
の
事
に
つ
け
て
、
管
見

の
議
論
を
な
し
、
人
民
の
心
を
迷
は
す
や
か
ら
出
で
来
り
、
彼
に
も
此
に

も
理
屈
行
は
れ
て
、
政
道
の
害
と
な
れ
ば
、（
中
略
）
天
下
の
上
に
立
つ

も
の
は
、
民
百
姓
を
怜
俐
発
明
に
あ
ら
し
め
ん
と
思
ふ
事
は
さ
ら
さ
ら
な

し
。
偏
に
律
儀
に
し
て
国
法
を
奉
じ
、
小
善
と
い
へ
ど
も
為
す
べ
き
人
柄

に
あ
ら
せ
度
く
思
ふ
ば
か
り
な
り
。
今
の
俗
僧
の
説
く
所
は
、
民
百
姓
の

悪
発
明
に
の
み
な
り
行
く
を
、
愚
な
る
か
た
に
引
き
も
ど
す
一
助
と
も
な

る
べ
し
。
儞
、
今
す
こ
し
く
心
を
高
う
し
て
見
る
べ
し
」
と
、
⑫

綸
言
の

弁
ず
る
所
、
謂
な
き
に
あ
ら
ね
ば
、
藤
房
却
而
主
上
に
説
き
得
ら
れ
、
閉

口
し
て
朝
を
退
き
ぬ
。
角
理
に
明
な
る
君
な
れ
ど
も
、
逸
遊
日
々
に
さ
か

ん
な
れ
ば
、
此
の
朝
廷
治
り
果
つ
べ
く
も
覚
え
ず
、
⑬

折
あ
ら
ば
再
三
折

檻
の
諫
を
奉
ら
ん
も
の
を
と
思
ひ
く
ら
さ
れ
け
る
。

　

帝
は
藤
房
の
諫
め
に
対
し
、
傍
線
部
⑪
「
梁
武
帝
の
仏
に
淫
し
て
、
民
膏
を

費
し
、
国
の
衰
と
な
り
し
は
、
仏
法
に
か
ぎ
ら
ず
、
淫
す
る
時
は
皆
害
あ
り
。

仏
法
も
国
の
害
に
な
る
程
寄
依
せ
ね
ば
、
傷
有
る
ま
じ
き
」
と
述
べ
、
仏
教
に

限
ら
ず
、
何
事
も
過
度
に
行
わ
な
け
れ
ば
問
題
は
な
い
と
い
う
一
般
論
に
す
り

替
え
る
。
藤
房
は
、
大
内
裏
造
営
、
馬
場
殿
建
設
と
「
民
膏
を
費
」
す
帝
を
諫

め
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
帝
に
は
、「
民
膏
を
費
」
し
て
い
る
と
い
う
意
識
は

な
い
こ
と
が
、
傍
線
部
⑪
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
藤
房
は
、
女
色
に
つ
い
て
も
諫
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
帝

は
、
女
色
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
藤
房
の
諫
め
を
や
り
こ
め
る
。
藤
房

は
、
傍
線
部
⑫
「
綸
言
の
弁
ず
る
所
、
謂
な
き
に
あ
ら
ね
ば
、
藤
房
却
而
主
上

に
説
き
得
ら
れ
、
閉
口
し
て
朝
を
退
」
く
が
、
こ
こ
で
「
謂
な
き
に
あ
ら
ね
ば
」

と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
仏
教
信
仰
の
程
度
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
帝
の
言

に
一
理
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
諫
言
そ
の
も
の
を
撤
回
し
た
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わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
っ
た
ん
退
却
し
て
、
傍
線
部
⑬
「
折
あ
ら

ば
再
三
折
檻
の
諫
を
奉
ら
ん
」
と
図
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
第
二
話
に
お
い
て
も
、
帝
が
藤
房
の
諫
言
の
真
意
や
問
題
の
本
質
を

理
解
せ
ず
、
表
面
的
に
弁
舌
を
も
っ
て
や
り
こ
め
る
、「
諫
を
折
」
く
姿
が
見

え
る
。

　
　
　
　
　
五

　

第
一
話
は
逃
水
を
め
ぐ
る
話
で
あ
っ
た
。
藤
房
が
速
水
を
帝
に
紹
介
す
る
場

面
を
再
掲
す
る
。

　
　

�

此
の
時
速
水
下
野
守
と
い
ふ
も
の
、（
中
略
）
万
里
小
路
藤
房
卿
に
つ
い

て
、
天
気
を
窺
ひ
し
に
、
速
水
が
幸
に
や
あ
り
け
ん
、
何
事
に
や
叡
慮
う

る
は
し
き
折
か
ら
に
て
、
不
便
に
思
し
召
さ
れ
、
一
ヶ
の
荘
を
宛
て
行
は

れ
、
一
首
の
古
歌
を
賜
ふ
。

　
　
　
　
⑭�

あ
づ
ま
路
に
あ
り
と
い
ふ
な
る
逃
水
の
に
げ
か
く
れ
て
も
世
を
過

す
か
な

　
　

�

藤
房
此
の
歌
を
見
て
、
博
識
の
人
な
れ
ど
も
、
い
か
が
し
た
り
し
や
、
此

の
歌
を
知
り
給
は
で
、
是
古
歌
な
る
と
は
思
ひ
も
よ
ら
ず
、
帝
の
新
製
の

歌
な
り
と
思
ひ
、「
⑮

逃
水
の
こ
と
ば
ふ
し
ん
は
れ
ず
。
か
れ
が
姓
を
咏
み

入
れ
ら
れ
し
と
は
見
え
た
れ
ど
も
、
逃
水
と
い
ふ
つ
づ
き
い
か
な
ら
ん
。

其
の
上
速
水
の
速
の
字
に
、
逃
ぐ
る
の
意
な
し
」
と
、
難
じ
た
り
け
れ

ば
、
帝
大
に
御
気
色
損
じ
、
次
の
日
藤
房
を
召
し
て
、「
東
の
歌
枕
見
て

こ
よ
」
と
、
追
ひ
や
り
給
ふ
。

　

傍
線
部
⑭
「
あ
づ
ま
路
に
あ
り
と
い
ふ
な
る
逃
水
の
に
げ
か
く
れ
て
も
世
を

過
す
か
な
」
と
い
う
和
歌
は
、
第
一
話
の
終
盤
で
藤
房
の
父
宣
房
が
、「
其
の

歌
は
俊
頼
朝
臣
の
歌
に
て
、
近
比
去
る
家
に
深
く
秘
せ
ら
る
る
、
扶
桑
と
い

へ
る
集
に
も
出
で
た
り
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、『
夫
木
和
歌
抄
』
所
収
の
源
俊

頼
の
詠
歌
で
あ
る
。
帝
は
、
俊
頼
歌
の
「
逃
水
」
の
語
を
「
速
水
」
に
言
い
掛

け
つ
つ
、
荘
園
一
カ
所
の
所
領
と
あ
わ
せ
て
、
速
水
に
下
賜
し
た
。
帝
は
こ
の

と
き
「
あ
づ
ま
路
に
」
歌
に
、
東
国
に
あ
る
と
い
う
逃
水
が
こ
ち
ら
が
そ
こ
に

向
か
う
と
逃
げ
隠
れ
る
よ
う
に
、
東
の
国
に
い
る
速
水
は
逃
げ
隠
れ
て
世
を
わ

た
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
な
ぁ
、
と
い
う
速
水
へ
の
皮
肉
を
こ
め
た
の
で
あ
る
。

藤
房
は
た
だ
ち
に
、「
逃
水
の
こ
と
ば
ふ
し
ん
は
れ
ず
。
か
れ
が
姓
を
咏
み
入

れ
ら
れ
し
と
は
見
え
た
れ
ど
も
、
逃
水
と
い
ふ
つ
づ
き
い
か
な
ら
ん
。
其
の
上

速
水
の
速
の
字
に
、
逃
ぐ
る
の
意
な
し
」（
傍
線
部
⑮
）
と
述
べ
て
帝
を
諫
め

る
。
こ
こ
で
藤
房
は
、「
あ
づ
ま
路
に
」
歌
が
古
歌
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、

逃
水
と
い
う
言
葉
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
訝
し
む
が
、
藤
房
は
「
逃
水
」
と
い

う
語
の
由
来
や
典
拠
を
問
題
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い（
４
）。
藤
房
は
、「
逃
水
」

の
古
歌
こ
そ
知
ら
な
か
っ
た
が
、
帝
が
速
水
に
向
け
た
皮
肉
を
す
ぐ
に
見
抜

き
、「
速
水
の
速
の
字
に
、
逃
ぐ
る
の
意
な
し
」
と
述
べ
て
、
速
水
の
忠
誠
心

を
疑
う
帝
を
諫
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
帝
は
、
忠
誠
心
の
問
題
は
無

視
し
て
、「
逃
水
」
の
古
歌
を
知
ら
な
か
っ
た
点
の
み
を
あ
げ
つ
ら
い
、
藤
房

を
左
遷
す
る
。
第
一
話
に
お
い
て
も
、
第
二
話
・
第
三
話
同
様
に
、
帝
が
藤
房

の
諫
め
を
知
識
を
も
っ
て
や
り
こ
め
る
姿
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

徳
田
武
氏
「『
英
草
紙
』
と
三
言
―
「
俗
に
即
し
て
雅
を
為
す
」
―
」（５
）

は
、

『
英
草
紙
』
は
、
典
拠
の
白
話
に
由
来
す
る
個
人
道
徳
に
加
え
て
、
政
治
的
モ

ラ
ル
を
も
包
含
す
る
作
品
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
徳
田
氏
は
、「
後
醍
醐
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
原
話
の

趣
旨
が
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。

　
　

�

粉
本
の
趣
旨
が
、
蘇
東
坡
の
生
半
可
な
学
問
を
嘲
笑
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
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リ
ー
を
以
て
、「
謙
虚
」
を
勧
め
る
こ
と
に
在
る
の
に
対
し
、
翻
案
で
は

そ
の
趣
旨
に
合
致
す
る
話
は
、
万
里
小
路
藤
房
が
「
逃
水
」
の
古
歌
を
知

ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
後
醍
醐
帝
か
ら
一
人
よ
が
り
の
生
半
可
を
た
し
な

め
ら
れ
る
、
と
い
う
最
初
の
話
だ
け
で
あ
る

原
話
は
、
王
安
石
が
、
黄
州
の
菊
の
花
が
散
る
こ
と
を
教
え
る
た
め
に
蘇
東
坡

を
左
遷
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
才
能
を
過
信
す
る
蘇
東
坡
の
傲
慢
を
師
の
王
安

石
が
諫
め
て
謙
虚
に
導
く
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。「
知
識
」
と
い
う
話
柄
を
生

か
し
つ
つ
、
舞
台
を
南
北
朝
期
の
日
本
に
移
し
替
え
、
後
醍
醐
帝
が
武
蔵
野
の

逃
水
を
教
え
る
た
め
に
藤
房
を
左
遷
し
た
と
翻
案
し
た
の
は
、
庭
鐘
の
筆
の
巧

み
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
庭
鐘
は
、
原
話
に
お
け
る
師
の
弟
子
へ
の
戒

め
と
い
う
主
題
は
あ
え
て
踏
襲
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
「
王
安
石
」
に
お
け

る
師
弟
と
い
う
関
係
性
が
、「
後
醍
醐
」
に
お
い
て
は
君
臣
と
い
う
関
係
性
に

変
え
ら
れ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
関
係
性
の
転
換
に
こ
そ
、

「
後
醍
醐
」
が
原
話
に
は
な
い
政
治
性
を
は
ら
む
素
地
が
あ
る
と
い
え
、「
後
醍

醐
」
の
主
題
も
そ
こ
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

木
越
治
氏
「
小
説
の
革
新
」（６
）

は
、「
後
醍
醐
」
の
「
三
つ
の
話
の
そ
れ
ぞ

れ
の
段
階
に
お
い
て
、
後
醍
醐
帝
お
よ
び
藤
房
の
性
格
の
変
化
が
明
確
に
提
示

さ
れ
対
比
さ
れ
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
話
か
ら
第

三
話
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
結
果
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
実
直
に
帝
を
諫
め
る

忠
臣
藤
房
と
藤
房
の
諫
め
を
知
識
を
も
っ
て
や
り
こ
め
る
帝
と
い
う
図
式
で
あ

り
、
両
者
の
性
格
は
む
し
ろ
変
化
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
読
む
こ
と
で

初
め
て
「
後
醍
醐
の
帝
三
た
び
藤
房
の
諫
を
折
く
話
」
と
い
う
題
名
と
話
の
内

容
が
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

庭
鐘
は
、
白
話
か
ら
「
後
醍
醐
」
を
翻
案
す
る
に
あ
た
っ
て
、
三
回
の
問
答

と
い
う
構
成
を
踏
襲
し
つ
つ
、
師
か
ら
弟
子
へ
の
戒
め
と
い
う
主
題
を
、
臣
下

か
ら
君
子
へ
の
諫
め
と
い
う
主
題
に
変
え
た
。
そ
の
「
諫
」
と
い
う
主
題
の
た

め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
が
、『
太
平
記
』
で
あ
る
。『
英
草
紙
』
の
研
究

は
、
従
来
、
典
拠
の
白
話
小
説
と
の
比
較
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
一

方
で
、
飯
倉
洋
一
氏
「
怪
異
と
寓
言　

浮
世
草
子
・
談
義
本
・
初
期
読
本
」（７
）

は
「
翻
案
を
巧
み
に
行
う
た
め
に
は
、
日
本
古
典
の
知
識
と
活
用
力
が
も
の
を

い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
次
節
以
降
で
は
、
作
品

の
背
景
と
さ
れ
て
い
る
『
太
平
記
』
を
顧
み
る
こ
と
で
、
庭
鐘
の
翻
案
に
つ
い

て
、
更
に
考
察
を
す
す
め
て
い
く
。

　
　
　
　
　
六

　
「
後
醍
醐
」
は
、
後
醍
醐
帝
に
よ
る
建
武
の
新
政
の
実
現
か
ら
藤
房
出
奔
ま

で
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
が
、『
太
平
記
』
を
ひ
も
と
け
ば
、
建
武
の
新
政
以

前
に
、「
後
醍
醐
」
中
の
藤
房
の
将
来
を
予
見
す
る
か
の
よ
う
な
重
要
な
言
説

が
見
つ
か
る
。
す
な
わ
ち
、『
太
平
記
』
巻
第
五
「
正
慶
大
嘗
会
の
事
」
に
お

け
る
藤
房
の
父
宣
房
の
次
の
よ
う
な
発
言
で
あ
る
。

　
　

�

宣
房
卿
勅
使
に
対
し
て
申
さ
れ
け
る
は
、「
臣
不
肖
の
身
な
り
と
い
へ
ど

も
、
多
年
奉
公
の
労
を
以
て
、
君
の
恩
寵
を
蒙
り
、
官
禄
と
も
に
進
ん

で
、
あ
ま
つ
さ
へ
政
道
輔
佐
の
名
を
汚
せ
り
。『
⑯

君
に
事
ふ
る
の
礼
は
、

そ
の
非
あ
る
に
値
つ
て
は
、
厳
顔
を
犯
し
、
道
を
以
て
争
ふ
。
三
た
び
諫

む
れ
ど
も
納
れ
ら
れ
ざ
れ
ば
、
身
を
奉
じ
て
以
て
退
く
。
匡
正
の
忠
あ
つ

て
阿
り
順
ふ
の
従
な
し
。
も
し
す
な
は
ち
諫
む
べ
き
を
見
て
、
し
か
も
諫

め
ざ
る
、
こ
れ
を
尸
位
と
い
ふ
。
退
く
べ
き
を
見
て
し
か
も
退
か
ざ
る
、

こ
れ
を
懐
寵
と
い
ふ
。
懐
寵
・
尸
位
は
国
の
姦
人
な
り
』
と
い
へ
り
。
君
、

今
不
義
の
行
ひ
御
座
し
て
、
武
臣
の
た
め
に
辱
め
ら
れ
給
へ
り
。
臣
こ
れ
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あ
ら
か
じ
め
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
諫
言
を
上
ら
ず
と
い
へ
ど

も
、
世
人
あ
に
そ
の
罪
の
な
き
事
を
許
さ
ん
や
。（
中
略
）
二
君
の
朝
に

仕
へ
て
、
恥
を
衰
老
の
後
に
抱
か
ん
よ
り
は
、
伯
夷
が
行
ひ
を
学
び
、
飢

ゑ
を
首
陽
の
下
に
は
忍
ば
ん
に
は
し
か
じ
」
と
、
涙
を
拭
つ
て
言
ひ
し

　

右
の
引
用
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
隠
岐
配
流
後
、
後
醍
醐
帝
の
臣
下
で
あ
っ
た

宣
房
が
光
厳
天
皇
か
ら
出
仕
を
要
請
さ
れ
る
も
、
一
旦
そ
の
要
請
を
断
る
場
面

で
あ
る
。
宣
房
は
、
傍
線
部
⑯
に
お
い
て
君
主
に
対
す
る
奉
仕
の
在
り
方
を
述

べ
、
自
身
が
先
の
君
主
で
あ
る
後
醍
醐
帝
を
諫
め
る
べ
き
と
き
に
諫
め
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
を
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
光
厳
天
皇
へ
の
出
仕
を
断
っ
て
い
る
。

　

宣
房
の
君
臣
と
し
て
の
在
り
方
を
示
し
た
傍
線
部
⑯
は
、『
古
文
孝
経
』
の

孔
安
国
の
注
の
引
用
で
あ
る
。
阿
部
隆
一
氏
「
太
宰
春
台
の
古
文
孝
経
に
つ
い

て
」（８
）

に
よ
れ
ば
、
室
町
以
前
に
す
で
に
流
布
し
て
い
た
『
古
文
孝
経
』
は
、

江
戸
初
期
の
朱
子
学
流
行
に
よ
っ
て
読
ま
れ
な
く
な
り
、
享
保
十
七
年
刊
・
太

宰
春
台
校
訂
『
重
刻
古
文
孝
経
』
の
出
来
に
よ
っ
て
再
び
流
行
し
た
と
い
う
。

庭
鐘
も
ま
た
春
台
校
訂
本
に
よ
っ
て
『
古
文
孝
経
』
を
読
ん
で
い
た
と
推
測
さ

れ
る
。

　
『
太
平
記
』
に
お
い
て
、
藤
房
の
父
で
あ
る
宣
房
は
『
古
文
孝
経
』
孔
注
を

引
用
し
つ
つ
臣
下
の
理
想
を
説
い
て
い
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
庭
鐘
が
、「
三

た
び
諫
む
れ
ど
も
納
れ
ら
れ
ざ
れ
ば
、
身
を
奉
じ
て
以
て
退
く
」
と
い
う
宣
房

の
言
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
、「
後
醍
醐
」
の
主
題
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

稲
田
篤
信
氏
「
演
義
の
主
題
―
都
賀
庭
鐘
『
英
草
紙
』
考
―
」（９
）

は
、「
後

醍
醐
」
の
主
人
公
藤
房
に
つ
い
て
、

　
　

�

藤
房
は
後
醍
醐
帝
を
「
主
上
智
は
奢
に
用
ひ
、
弁
は
非
を
覆
に
足
る
」
と

批
判
し
、
臣
下
の
立
場
か
ら
、
君
が
ふ
さ
わ
し
く
な
け
れ
ば
、
諫
め
、
容

れ
ら
れ
な
け
れ
ば
す
な
わ
ち
去
る
、
の
名
分
論
中
の
人
物
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
庭
鐘
は
藤
房
を
『
尚
書
（
書
経
）』
を
解
す
る
者
と
し
て
記
す
。

藤
房
か
ら
見
て
、『
尚
書
』
洪
範
に
説
か
れ
る
理
想
的
な
王
、
あ
る
べ
き

王
と
し
て
後
醍
醐
帝
は
欠
け
る
所
が
あ
る
と
、
庭
鐘
は
言
い
た
い
の
か
も

知
れ
な
い
。

と
論
じ
て
い
る
。「
後
醍
醐
」
が
、
臣
下
と
し
て
の
在
り
方
を
示
し
た
名
分
論

中
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
名
分
論
中

の
人
物
と
し
て
の
藤
房
の
在
り
方
が
、『
太
平
記
』
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
逸
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

中
村
幸
彦
氏
は
、「
新
編
全
集
」
の
解
説
（
10
）

に
お
い
て
、

　
　

�『
警
世
通
言
』
の
「
王
安
石
三
難
蘇
学
士
」
の
趣
向
を
、『
太
平
記
』
の
世

界
に
翻
案
し
た
と
い
わ
れ
る
と
お
り
（
中
略
）
で
あ
る
が
、
こ
の
翻
案
は

老
練
な
政
治
家
が
才
気
ば
し
る
書
生
肌
の
学
者
を
た
し
な
め
る
大
枠
の
み

で
あ
り
、
原
話
の
王
安
石
と
蘇
東
坡
と
の
対
話
の
内
容
は
全
く
取
り
替
え

て
あ
る
。
そ
の
取
り
替
え
方
の
お
も
し
ろ
さ
を
庭
鐘
は
同
好
の
士
に
訴
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
、
原
話
の
王
安
石
と
蘇
東
坡
の
対
話
の
内
容
の
取
り
替
え
方
に
「
後
醍

醐
」
の
面
白
み
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
取
り
替
え
方
の
根
拠
こ
そ

『
太
平
記
』
な
の
で
あ
っ
た
。
庭
鐘
は
、
王
安
石
が
蘇
東
坡
に
三
度
難
題
を
出

す
三
話
構
成
の
体
裁
を
、
藤
房
が
後
醍
醐
帝
を
三
度
諫
め
る
か
た
ち
に
す
り
替

え
、
そ
し
て
そ
の
諫
め
を
後
醍
醐
帝
が
「
折
く
」
と
改
変
し
た
の
で
あ
る
。

　

従
来
、「
後
醍
醐
」
は
、
藤
房
が
帝
に
諫
言
す
る
も
容
れ
ら
れ
ず
、
帝
の
も

と
を
去
る
と
い
う
歴
史
的
背
景
と
し
て
の
『
太
平
記
』
の
世
界
に
、「
王
安
石
」

か
ら
三
話
構
成
と
知
識
人
が
目
下
の
者
を
た
し
な
め
る
と
い
う
趣
向
を
導
入
し

て
翻
案
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
実
は
、
世
界
で
あ
る
『
太
平
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記
』
に
お
け
る
宣
房
の
諫
言
論
を
主
題
と
し
て
措
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
後
醍
醐
」
が
『
太
平
記
』
に
よ
る
と
こ
ろ
は
き
わ
め
て

大
き
い
の
で
あ
る
が
、
で
は
、「
後
醍
醐
」
の
内
容
は
完
全
に
『
太
平
記
』
に

依
拠
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
「
後
醍
醐
」
の
主
人
公
藤
房
を

『
太
平
記
』
中
の
藤
房
と
比
較
す
る
。

　
　
　
　
　
七

　
「
後
醍
醐
」
は
、

　
　

�　

万
里
小
路
藤
房
卿
は
宣
房
卿
の
子
な
り
。
幼
き
よ
り
好
ん
で
書
を
読

み
、
博
学
強
記
和
漢
の
才
に
富
み
て
、
早
く
黄
門
侍
郎
と
な
る
。（
中
略
）

元
弘
の
変
に
、
帝
武
家
に
と
ら
は
れ
さ
せ
給
ふ
折
か
ら
も
、
藤
房
是
に
従

ひ
奉
る
。
御
開
運
の
後
つ
ひ
に
上
卿
と
な
る
。
此
の
時
速
水
下
野
守
と
い

ふ
も
の
、
も
と
は
参
河
の
国
の
住
人
に
て
、
足
助
重
範
が
一
族
な
る
が
、

官
軍
没
落
し
て
よ
り
東
国
に
逃
げ
下
り
、
こ
こ
か
し
こ
に
せ
く
ぐ
ま
り
、

公
家
一
統
の
時
を
待
ち
得
て
、
都
に
登
り
、
万
里
小
路
藤
房
卿
に
つ
い

て
、
天
気
を
窺
ひ
し

と
後
醍
醐
帝
が
復
権
し
、
藤
房
が
上
卿
と
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
物
語
が
始
ま

る
。
そ
し
て
、
藤
房
は
、
帝
が
速
水
に
「
あ
づ
ま
路
に
」
歌
を
送
っ
た
の
を
批

難
し
た
と
こ
ろ
、「
帝
大
に
御
気
色
損
じ
、
次
の
日
藤
房
を
召
し
て
、「
東
の
歌

枕
見
て
こ
よ
」
と
、
追
ひ
や
」
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

一
方
、『
太
平
記
』
で
藤
房
が
上
卿
と
な
っ
た
と
き
の
こ
と
は
、『
太
平
記
』

巻
第
十
二
「
大
塔
宮
信
貴
よ
り
入
洛
の
事
」
に
見
え
る
。

　
　

�

同
じ
き
（
元
弘
三
年
）
八
月
三
日
、
軍
勢
恩
賞
の
沙
汰
あ
る
べ
し
と
て
、

洞
院
左
衛
門
督
実
世
卿
を
上
卿
に
定
め
ら
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
諸
国
の
兵

ど
も
、
軍
忠
の
支
証
を
立
て
、
申
状
を
捧
げ
て
、
恩
賞
を
望
む
輩
幾
千
万

と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
。
そ
の
中
に
も
誠
に
忠
あ
る
者
は
功
を
恃
み
て
諛
は

ず
、
さ
ら
に
忠
な
き
者
は
媚
を
奥
竈
に
求
め
て
上
聞
を
掠
む
る
間
、
数
月

の
中
に
わ
づ
か
に
二
十
余
人
の
恩
賞
を
申
し
沙
汰
せ
ら
れ
け
り
。
然
れ
ど

も
、
事
正
路
に
あ
ら
ず
と
て
、
や
が
て
召
し
返
さ
れ
て
け
り
。
さ
ら
ば
上

卿
を
改
め
よ
と
て
、
万
里
小
路
中
納
言
藤
房
卿
を
上
卿
に
な
し
て
、
解
状

を
付
け
渡
さ
る
。
藤
房
卿
こ
れ
を
請
け
取
つ
て
、
忠
否
を
正
し
浅
深
を
分

け
て
、
各
申
し
与
へ
ん
と
し
給
ふ
と
こ
ろ
に
、
内
奏
の
秘
計
に
よ
つ
て
、

た
だ
今
ま
で
朝
敵
に
な
り
つ
る
物
も
、
安
堵
を
給
は
り
、
さ
ら
に
忠
な
き

輩
も
五
箇
所
・
十
箇
所
申
し
給
は
り
け
る
間
、
⑰

藤
房
卿
諫
言
を
容
れ
か

ね
て
、
病
と
称
し
て
奉
行
を
辞
せ
ら
れ
け
り
。

　

右
の
引
用
は
、
後
醍
醐
帝
復
権
後
、
恩
賞
を
臣
下
に
分
配
す
る
に
当
た
っ

て
、
当
初
、
洞
院
左
衛
門
督
実
世
が
上
卿
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
実
世
が
解

任
さ
れ
、
藤
房
が
上
卿
と
し
て
恩
賞
分
配
に
あ
た
る
場
面
で
あ
る
。
藤
房
は
、

上
卿
と
し
て
公
正
な
恩
賞
分
配
を
考
え
て
い
た
が
、
後
宮
か
ら
の
横
槍
に
よ
っ

て
勝
手
に
恩
賞
を
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
藤
房
は
、
帝
に
対
し
て
、
女

性
が
国
政
に
口
出
し
を
す
る
の
を
や
め
さ
せ
る
よ
う
に
諫
言
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
が
、
傍
線
部
⑰
「
藤
房
卿
諫
言
を
容
れ
か
ね
て
、
病
と
称
し
て
奉
行

を
辞
」
し
て
し
ま
っ
た
。

　

さ
て
、「
後
醍
醐
」
で
は
、
藤
房
が
上
卿
を
辞
任
し
た
理
由
は
述
べ
ら
れ
て

い
な
い
。
そ
し
て
、
彼
が
東
国
か
ら
帰
京
し
た
と
き
に
は
、
大
内
裏
の
造
営
が

す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
『
太
平
記
』
の
時
間
軸
に
あ
わ
せ
て
み
る
と
、

大
内
裏
の
造
営
は
藤
房
の
上
卿
辞
任
後
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
巻
第

十
二
「
大
内
造
営
幷
び
に
聖
廟
の
御
事
」）。「
後
醍
醐
」
に
お
け
る
藤
房
の
最

初
の
諫
言
が
、
速
水
へ
の
恩
賞
を
め
ぐ
っ
て
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
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注
意
す
れ
ば
、「
後
醍
醐
」
第
一
話
は
、
藤
房
の
上
卿
解
任
の
理
由
と
し
て
機

能
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、「
後
醍
醐
」
中
の
藤
房
と
『
太
平
記
』
の
藤
房
の
間
に
は
、
逸
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
違
い
が
あ
る
。「
後
醍
醐
」
の
藤
房
は
、
逃
水
の
古
歌
を

知
ら
な
い
と
い
う
失
態
を
犯
し
な
が
ら
も
、
速
水
の
忠
誠
心
を
疑
う
帝
に
対
し

て
果
敢
な
態
度
で
諫
言
を
奏
上
し
て
い
た
。
一
方
、『
太
平
記
』
の
藤
房
は
、

後
宮
か
ら
国
政
へ
の
口
出
し
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
帝
を
諫
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
ま
ま
、
上
卿
の
職
を
辞
し
て
し
ま
う
。

　

こ
こ
で
再
び
『
太
平
記
』
巻
第
五
「
正
慶
大
嘗
会
の
事
」
に
お
け
る
宣
房
の

言
を
確
か
め
て
お
こ
う
。

　
　

�

宣
房
卿
勅
使
に
対
し
て
申
さ
れ
け
る
は
、「
臣
不
肖
の
身
な
り
と
い
へ
ど

も
、
多
年
奉
公
の
労
を
以
て
、
君
の
恩
寵
を
蒙
り
、
官
禄
と
も
に
進
ん

で
、
あ
ま
つ
さ
へ
政
道
輔
佐
の
名
を
汚
せ
り
。『
君
に
事
ふ
る
の
礼
は
、

そ
の
非
あ
る
に
値
つ
て
は
、
厳
顔
を
犯
し
、
道
を
以
て
争
ふ
。
三
た
び
諫

む
れ
ど
も
納
れ
ら
れ
ざ
れ
ば
、
身
を
奉
じ
て
以
て
退
く
。
匡
正
の
忠
あ

つ
て
阿
り
順
ふ
の
従
な
し
。
⑱

も
し
す
な
は
ち
諫
む
べ
き
を
見
て
、
し
か

も
諫
め
ざ
る
、
こ
れ
を
尸
位
と
い
ふ
。
退
く
べ
き
を
見
て
し
か
も
退
か
ざ

る
、
こ
れ
を
懐
寵
と
い
ふ
。
懐
寵
・
尸
位
は
国
の
姦
人
な
り
』
と
い
へ
り
。

　

宣
房
の
引
用
す
る
『
古
文
孝
経
』
孔
注
に
よ
れ
ば
、
傍
線
部
⑱
「
も
し
す
な

は
ち
諫
む
べ
き
を
見
て
、
し
か
も
諫
め
ざ
る
、
こ
れ
を
尸
位
と
い
ふ
。
退
く
べ

き
を
見
て
し
か
も
退
か
ざ
る
、
こ
れ
を
懐
寵
と
い
ふ
。
懐
寵
・
尸
位
は
国
の
姦

人
な
り
」
と
い
う
。
こ
れ
に
鑑
み
る
と
、『
太
平
記
』
の
藤
房
は
、
上
卿
で
あ
っ

た
と
き
、
帝
を
諫
め
る
べ
く
し
て
諫
め
ら
れ
な
か
っ
た
「
尸
位
」
の
人
で
あ
る

の
に
対
し
、「
後
醍
醐
」
の
藤
房
は
、
諫
め
る
べ
き
と
き
に
諫
め
る
こ
と
の
で

き
た
真
の
忠
臣
で
あ
っ
た
。「
後
醍
醐
」
の
藤
房
は
、『
太
平
記
』
と
い
う
「
史
」

か
ら
生
ま
れ
た
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
「
史
」
か
ら
離
れ
、
庭

鐘
独
自
の
虚
構
の
藤
房
像
と
し
て
、『
太
平
記
』
と
は
別
の
物
語
を
生
き
始
め

る
こ
と
に
な
る
。

　
「
後
醍
醐
」
は
、『
太
平
記
』
の
規
定
す
る
理
想
の
臣
下
の
姿
を
藤
房
そ
の
人

に
託
し
て
描
い
た
物
語
で
あ
り
、「
後
醍
醐
」
の
藤
房
は
、『
太
平
記
』
の
藤
房

を
も
乗
り
超
え
た
「
諫
」
の
体
現
者
と
し
て
、
読
者
の
前
に
立
ち
現
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

【
注
】

　

本
稿
に
お
け
る
『
英
草
紙
』『
太
平
記
』
の
本
文
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
っ
た
。

 

（
１
）�

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
英
草
紙
・
西
山
物
語
・
雨
月
物
語
・
春
雨

物
語
』「
後
醍
醐
の
帝
三
た
び
藤
房
の
諫
を
折
く
話
」
頭
注
（
小
学
館
、

平
成
七
年
）

 

（
２
）�

木
越
治
「
小
説
の
革
新
」（
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
第
九
巻
『
一
八
世

紀
の
文
学
』、
岩
波
書
店
、
平
成
八
年
）

 

（
３
）�

稲
田
篤
信
「
演
義
の
主
題
―
都
賀
庭
鐘
『
英
草
紙
』
考
―
」（『
名
分
と

命
禄　

上
田
秋
成
と
同
時
代
の
人
々
』、
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
十
八
年
、

初
出
「
都
賀
庭
鐘
・
演
義
の
主
題
―
『
英
草
紙
』
考
―
」、『
読
本
研
究

新
集
』
第
三
集
、
翰
林
書
房
、
平
成
十
三
年
十
月
）

 
（
４
）�
尾
形
仂
「
中
国
白
話
小
説
と
『
英
草
紙
』」（『
文
学
』
第
三
十
四
巻
三
号
、

岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
一
年
三
月
）
及
び
、
飯
倉
洋
一
「
奇
談
か
ら
読

本
へ
」（
日
本
の
近
世
第
十
二
巻
『
文
学
と
芸
術
の
成
熟
』、
中
央
公
論

社
、
平
成
五
年
）
は
、
寛
保
三
年
刊
『
諸
国
里
人
談
』
等
を
挙
げ
つ
つ
、

「
逃
水
」
に
『
英
草
紙
』
出
版
当
時
の
博
学
主
義
の
表
れ
を
指
摘
す
る
。
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（
５
）�

徳
田
武
「『
英
草
紙
』
と
三
言
―
「
俗
に
即
し
て
雅
を
為
す
」
―
」（
日

本
書
誌
学
大
系
五
一
『
日
本
近
世
小
説
と
中
国
小
説
』、
青
裳
堂
書
店
、

昭
和
六
十
二
年
。
初
出
「『
英
草
紙
』
論
─
「
俗
に
即
し
て
雅
を
為
す
」

─
」、『
近
世
文
藝
』
十
八
号
、
日
本
近
世
文
学
会
、
昭
和
四
十
五
年
七

月
）

 

（
６
）�（
２
）
に
同
じ

 

（
７
）�

飯
倉
洋
一
「
怪
異
と
寓
言　

浮
世
草
子
・
談
義
本
・
初
期
読
本
」（『
西

鶴
と
浮
世
草
子
研
究
』V

ol.2

、
笠
間
書
院
、
平
成
十
九
年
六
月
）

 

（
８
）�

阿
部
隆
一
「
太
宰
春
台
の
古
文
孝
経
に
つ
い
て
」（
森
銑
三
著
作
集
第

八
巻
月
報
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
六
年
七
月
）

 

（
９
）（
３
）
に
同
じ

 

（
10
）�

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
英
草
紙
・
西
山
物
語
・
雨
月
物
語
・
春
雨

物
語
』
解
説
（
小
学
館
、
平
成
七
年
）

［
付
記
］

　

本
稿
は
、
第
四
十
一
回
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
に
お
け
る
口
頭

発
表
「『
英
草
紙
』
に
お
け
る
『
太
平
記
』
利
用
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
そ

の
席
上
及
び
発
表
後
に
示
さ
れ
た
指
摘
を
吸
収
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
木
越
俊
介
先
生
に
は
別
途
様
々
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
、
深

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

�

（
か
わ
た
・
ま
さ
き
）
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