
　
　
　

は
じ
め
に

近
年
、
音
楽
史
学
の
研
究
が
活
況
を
呈
し
、
平
安
期
の
音
楽
の
実
態
が
少
し

ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
豊
永
聡
美
に
よ
れ
ば
、
歴
代
の
天
皇
は
帝
王
学

の
一
環
と
し
て
楽
器
の
習
得
に
努
め
て
お
り
、
そ
の
際
に
選
択
さ
れ
た
楽
器
、

即
ち
「
帝
器
」
は
時
代
の
変
遷
に
応
じ
て
琴
（
七
絃
琴
）
か
ら
笛
、
琵
琶
、
笙
、

箏
の
琴
へ
と
推
移
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る（
１
）。
同
様
の
現
象
は
平
安
期

の
物
語
に
も
う
か
が
え
る
。
円
融
朝
（
九
六
九
～
九
八
四
年
）に
成
立
し
た
『
う

つ
ほ
物
語
』
で
は
、
七
絃
琴
が
主
人
公
清
原
俊
蔭
の
一
族
に
お
い
て
相
承
さ
れ

る
楽
器
と
な
っ
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
で
も
、
や
は
り
七
絃
琴
の
奏
者
が
主

人
公
光
源
氏
を
は
じ
め
と
す
る
皇
族
・
王
氏
に
限
定
さ
れ
て
い
る（
２
）。
こ
う

い
っ
た
点
か
ら
、
従
来
の
物
語
研
究
で
は
主
人
公
と
結
び
つ
く
七
絃
琴
を
「
帝

器
」
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、
論
じ
て
き
た（
３
）。

し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
に
は
和
琴
・
箏
の
琴
・
琵
琶
と
い
っ
た
絃
楽
器
も

描
か
れ
て
い
る
。
七
絃
琴
を
め
ぐ
る
読
解
に
比
し
た
時
、
こ
れ
ら
マ
イ
ナ
ー
な

楽
器
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
未
だ
十
全
と
は
言
い
難
い
。
光
源
氏
を
は
じ
め
と

す
る
皇
族
・
王
氏
が
七
絃
琴
と
い
う
楽
器
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
と
同
様
に
、

マ
イ
ナ
ー
な
楽
器
群
も
そ
れ
ぞ
れ
が
他
の
氏
族
集
団
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
従
来
の
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
音
楽
研
究
は
七
絃
琴
に
特
化
す

る
か
た
ち
で
楽
器
と
人
物
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ

は
部
分
的
な
問
題
解
決
に
過
ぎ
な
い
。
視
野
を
広
げ
、
全
体
の
中
で
部
分
を
位

置
づ
け
る
こ
と
。
即
ち
、
特
定
の
楽
器
を
他
の
楽
器
と
の
関
係
に
お
い
て
相
対

化
し
、
個
々
人
を
氏
族
集
団
と
い
う
単
位
で
捉
え
直
す
こ
と
。
そ
う
す
る
こ
と

で
は
じ
め
て
『
源
氏
物
語
』
の
描
く
音
楽
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
実
際
、
物
語
の
描
く
種
々
の
楽
器
と
登
場
人
物
た
ち
の
関
係
は

固
定
的
で
、
楽
器
の
演
奏
法
の
相
承
に
つ
い
て
も
血
族
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る

傾
向
が
あ
り
、
あ
た
か
も
ト
ー
テ
ム
と
し
て
の
機
能
を
楽
器
が
担
っ
て
い
る
か

の
よ
う
で
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
い
っ
た
在
り
方
が
顕
著
な
事
例
と
し
て

『
源
氏
物
語
』
の
和
琴
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
ト
ー
テ
ム
的
な
機
能
が
う
か
が

え
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
。

従
来
、
こ
の
和
琴
と
い
う
楽
器
に
つ
い
て
は
、
七
絃
琴
と
の
対
比
に
よ
っ

て
物
語
内
に
お
け
る
位
置
が
測
定
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
七
絃
琴
が
「
昔
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物
語
」（『
う
つ
ほ
物
語
』）
の
楽
器
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
和
琴

は
「
新
し
い
美
意
識
」
を
象
徴
す
る
楽
器
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
説
か
れ

た
り（
４
）、
中
国
の
礼
楽
思
想
を
表
象
す
る
七
絃
琴
に
対
し
、
和
琴
は
日
本
の

情
感
的
思
想
を
表
象
す
る
と
説
か
れ
た
り（
５
）、
あ
る
い
は
、
両
立
し
難
い
七

絃
琴
と
の
関
係
や
、
そ
の
七
絃
琴
と
の
調
和
に
意
味
が
見
出
さ
れ
た
り
も
し
て

き
た（
６
）。
ま
た
、
和
琴
の
奏
者
と
し
て
は
内
大
臣（
７
）
が
第
一
人
者
で
あ
る
と

描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
事
に
つ
い
て
は
論
者
も
、
七
絃
琴
と
の
対
照
的
な
描
か

れ
方
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
る
機
会
が
あ
っ
た（
８
）。
但
し
、
一
方
で
は
、
光
源

氏
こ
そ
が
和
琴
の
一
番
の
名
手
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
提
出
さ
れ
て
い
る（
９
）。

こ
の
よ
う
に
和
琴
と
い
う
楽
器
は
、
七
絃
琴
と
対
比
さ
れ
、
そ
こ
に
内
大
臣
と

光
源
氏
と
い
う
人
物
の
対
比
が
累
加
さ
れ
る
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ

る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
そ
の
和
琴
と
人
物
の
結
び
つ
き
が
内
大
臣
と
い
う
個
人

に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
く
、
氏
族
集
団
と
い
う
単
位
で
観
察
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
点
に
着
目
し
て
い
く
こ
と
に
な
る（
10
）。

　
　
　

一
、
問
題
の
所
在
─
三
条
殿
に
お
け
る
内
大
臣
の
和
琴
演
奏
─

「
少
女
」
巻
の
中
盤
、
光
源
氏
の
養
女
と
し
て
冷
泉
帝
の
後
宮
に
入
内
し
て

い
た
斎
宮
の
女
御
が
立
后
す
る
。
前
代
の
朱
雀
朝
は
中
宮
を
立
て
ず
、
そ
の
前

の
桐
壺
朝
で
は
皇
女
の
藤
壺
が
中
宮
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
源
氏
の
う
ち
し

き
り
后
に
ゐ
た
ま
は
ん
こ
と
、
世
の
人
ゆ
る
し
き
こ
え
ず
」（
少
女
③
三
〇
～

一
頁
）（11
）
と
、
皇
族
・
王
氏
が
引
き
続
い
て
后
と
な
る
こ
と
に
対
し
て
世
間

か
ら
は
批
判
的
な
声
が
上
が
っ
て
い
た
。
史
実
を
顧
み
れ
ば
、
平
安
期
に
は
藤

原
氏
が
摂
関
政
治
を
行
っ
た
こ
と
と
も
相
俟
っ
て
、
藤
原
氏
の
女
性
が
多
く
后

の
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
物
語
は
そ
う
い
っ
た
慣
例
に
反
し
て

斎
宮
の
女
御
の
立
后
を
描
い
て
い
く
。
世
間
の
声
は
、「
弘
徽
殿
の
、
ま
づ
人

よ
り
先
に
参
り
た
ま
ひ
に
し
も
い
か
が
」（
少
女
③
三
一
頁
）
と
、
誰
よ
り
も

先
に
冷
泉
後
宮
に
入
内
し
た
内
大
臣
の
娘
弘
徽
殿
女
御
を
推
す
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
う
い
っ
た
声
を
制
し
た
の
は
、
冷
泉
帝
の
母
藤
壺
が
生
前
に
遺
し
た
言

葉
で
あ
り
、
帝
の
後
見
人
で
、
実
は
父
で
も
あ
る
光
源
氏
の
推
挙
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
皇
族
・
王
氏
勢
力
と
の
立
后
争
い
に
敗

れ
た
内
大
臣
に
、
弘
徽
殿
女
御
と
は
別
に
も
う
一
人
娘
が
い
る
と
唐
突
に
語
り

出
さ
れ
て
く
る
点
で
あ
る
。
そ
の
娘
、
即
ち
雲
居
雁
は
、
王
族
の
血
統
に
あ
た

る
者
を
母
と
し
て
い
て
素
性
は
申
し
分
な
い
。
し
か
し
、
彼
女
の
母
は
現
在
、

按
察
大
納
言
と
再
婚
し
て
北
の
方
に
収
ま
っ
て
お
り
、
現
夫
と
の
間
に
大
勢
の

子
ど
も
を
儲
け
て
も
い
た
。
内
大
臣
は
、
継
子
扱
い
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
て

か
、
元
の
妻
か
ら
雲
居
雁
を
引
き
取
り
、
自
ら
の
母
大
宮
に
預
け
て
養
育
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
そ
の
大
宮
や
雲
居
雁
が
暮
ら
す
三
条
殿

に
内
大
臣
が
や
っ
て
来
て
、
三
者
に
よ
る
音
楽
が
始
ま
る
と
い
う
場
面
で
あ

る
。

大
宮
の
御
方
に
内
大
臣
参
り
た
ま
ひ
て
、
姫
君
渡
し
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、

御
琴
な
ど
弾
か
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
宮
は
よ
ろ
づ
の
物
の
上
手
に
お

は
す
れ
ば
、い
づ
れ
も
伝
へ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。（
内
大
臣
）「
琵
琶
こ
そ
、

女
の
し
た
る
に
憎
き
や
う
な
れ
ど
、
ら
う
ら
う
じ
き
も
の
に
は
べ
れ
。
今
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の
世
に
ま
こ
と
し
う
伝
へ
た
る
人
を
さ
を
さ
は
べ
ら
ず
な
り
に
た
り
。
何

の
親
王
、く
れ
の
源
氏
」な
ど
数
へ
た
ま
ひ
て
、（
内
大
臣
）「
女
の
中
に
は
、

太
政
大
臣
の
山
里
に
籠
め
お
き
た
ま
へ
る
人
こ
そ
、
い
と
上
手
と
聞
き
は

べ
れ
。
物
の
上
手
の
後
に
は
は
べ
れ
ど
、
末
に
な
り
て
、
山
が
つ
に
て
年

経
た
る
人
の
い
か
で
さ
し
も
弾
き
す
ぐ
れ
け
ん
。
か
の
大
臣
、
い
と
心
こ

と
に
こ
そ
思
ひ
て
の
た
ま
ふ
を
り
を
り
は
べ
れ
。
他
事
よ
り
は
、
遊
び
の

方
の
才
は
な
ほ
広
う
あ
は
せ
、
か
れ
こ
れ
に
通
は
し
は
べ
る
こ
と
か
し
こ

け
れ
。独
り
ご
と
に
て
、上
手
と
な
り
け
ん
こ
そ
、め
づ
ら
し
き
こ
と
な
れ
」

な
ど
の
た
ま
ひ
て
、
宮
に
そ
そ
の
か
し
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、（
大
宮
）「
柱

さ
す
こ
と
う
ひ
う
ひ
し
く
な
り
に
け
り
や
」
と
の
た
ま
へ
ど
、
お
も
し
ろ

う
弾
き
た
ま
ふ
。 

（
少
女
③
三
四
～
五
頁
）

大
宮
は
「
よ
ろ
づ
の
物
の
上
手
」
で
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
楽
器
の
演
奏
に
長

け
て
い
て
、
そ
の
演
奏
法
の
全
て
を
孫
娘
の
雲
居
雁
に
伝
授
し
て
い
る
と
あ

る
。
大
宮
は
桐
壺
院
の
妹
で
あ
り
、
皇
女
と
し
て
生
育
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ

ば
、
あ
る
い
は
天
皇
由
来
の
音
楽
を
修
得
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
藤
井

貞
和
は
、
そ
う
い
っ
た
「
宮
廷
ゆ
か
り
の
音
楽
」
が
こ
こ
で
は
雲
居
雁
に
伝
授

さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
東
宮
妃
候
補
と
し
て
の
育
成
が
為
さ
れ
て
い
る

場
面
と
解
す
る（
12
）。
内
大
臣
の
発
話
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
琵
琶
と
い
う
楽

器
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
女
性
に
不
似
合
い
な
楽
器
だ
と
し
つ
つ
、
当
代
で
は
そ

の
演
奏
法
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

嘆
じ
、「
何
の
親
王
、
く
れ
の
源
氏
」
と
、
か
ろ
う
じ
て
正
統
な
演
奏
法
を
伝

え
て
い
る
人
た
ち
の
名
を
皇
族
・
王
氏
の
中
か
ら
拾
い
上
げ
る
。
続
い
て
、
女

性
の
演
奏
者
に
言
及
し
、
光
源
氏
が
大
堰
の
山
里
に
匿
っ
て
い
る
明
石
の
君
こ

そ
は
当
代
の
「
上
手
」
と
し
て
評
判
が
高
い
と
述
べ
、
そ
の
技
能
が
合
奏
の
経

験
を
通
じ
て
の
も
の
で
は
な
く
、
独
奏
に
よ
る
上
達
で
あ
る
点
に
特
異
な
才
能

を
認
め
て
い
る
。
か
つ
て
は
大
宮
も
琵
琶
の
名
手
と
し
て
鳴
ら
し
た
口
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
、
内
大
臣
に
促
さ
れ
て
大
宮
が
琵
琶
を
興
趣
あ
る
様
に
弾
い
た
。

姫
君
の
御
さ
ま
の
い
と
き
び
は
に
う
つ
く
し
う
て
、
箏
の
御
琴
弾
き
た
ま

ふ
を
、
御
髪
の
さ
が
り
髪
ざ
し
な
ど
の
あ
て
に
な
ま
め
か
し
き
を
う
ち
ま

も
り
た
ま
へ
ば
、
恥
ぢ
ら
ひ
て
す
こ
し
側
み
た
ま
へ
る
か
た
は
ら
め
、
つ

ら
つ
き
う
つ
く
し
げ
に
て
、
取
由
の
手
つ
き
、
い
み
じ
う
つ
く
り
た
る
物

の
心
地
す
る
を
、
宮
も
限
り
な
く
か
な
し
と
思
し
た
り
。
搔
き
合
は
せ
な

ど
弾
き
す
さ
び
た
ま
ひ
て
、
押
し
や
り
た
ま
ひ
つ
。 

（
少
女
③
三
六
頁
）

大
宮
の
琵
琶
に
引
き
続
き
、
雲
居
雁
の
演
奏
が
始
ま
る
。
雲
居
雁
が
手
に
し

て
い
る
の
は
箏
の
琴
で
あ
る
。
そ
の
演
奏
す
る
姿
は
ま
だ
幼
げ
で
、
可
愛
ら
し

い
。
父
親
や
祖
母
の
視
線
に
恥
じ
ら
い
を
感
じ
て
顔
を
少
し
傾
け
て
い
る
そ
の

横
顔
も
可
愛
げ
が
あ
り
、
絃
を
押
さ
え
る
手
つ
き
は
ま
る
で
作
り
物
の
人
形
の

よ
う
だ
と
あ
る
。
し
か
し
、
親
た
ち
の
期
待
に
反
し
、
雲
居
雁
自
身
は
音
楽
に

身
が
入
ら
ず
、
簡
単
な
試
し
弾
き
を
し
た
だ
け
で
楽
器
を
押
し
や
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
し
て
、
雲
居
雁
と
入
れ
替
わ
り
に
演
奏
を
始
め
た
の
が
内
大
臣
で
あ

る
。

大
臣
和
琴
ひ
き
寄
せ
た
ま
ひ
て
、
律
の
調
べ
の
な
か
な
か
い
ま
め
き
た
る

を
、
さ
る
上
手
の
、
乱
れ
て
搔
い
弾
き
た
ま
へ
る
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。

御
前
の
梢
ほ
ろ
ほ
ろ
と
残
ら
ぬ
に
、
老
御
達
な
ど
、
こ
こ
か
し
こ
の
御
几
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帳
の
背
後
に
か
し
ら
を
集
へ
た
り
。（
内
大
臣
）「
風
の
力
蓋
し
寡
し
」
と

う
ち
誦
じ
た
ま
ひ
て
、「
琴
の
感
な
ら
ね
ど
、
あ
や
し
く
も
の
あ
は
れ
な

る
夕
か
な
。
な
ほ
遊
ば
さ
ん
や
」
と
て
、
秋
風
楽
に
搔
き
合
は
せ
て
、
唱

歌
し
た
ま
へ
る
声
い
と
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、
み
な
さ
ま
ざ
ま
、
大
臣
を
も

い
と
う
つ
く
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
に
、
い
と
ど
添
へ
む
と
に
や
あ
ら

む
、
冠
者
の
君
参
り
た
ま
へ
り
。 

（
少
女
③
三
六
～
七
頁
）

内
大
臣
は
和
琴
を
引
き
寄
せ
、
律
の
調
べ
で
華
や
か
な
音
色
を
奏
で
る
。
和

琴
の
「
上
手
」
と
し
て
知
ら
れ
る
内
大
臣
の
演
奏
に
、
庭
前
の
木
々
の
梢
は
感

応
し
て
葉
を
落
と
し
、
邸
内
の
老
女
房
た
ち
は
皆
聴
き
惚
れ
て
い
る
。
内
大
臣

は
、
演
奏
に
合
わ
せ
て
「
風
の
力
蓋
し
寡
し
」
と
吟
じ
る
。
こ
れ
は
、
陸
機

（
士
衡
）
の
「
豪
士
賦
序
」（『
文
選
』
巻
四
十
六
）
の
一
節
か
ら
の
引
用
と
な
る
。

落
葉
は
微
風
を
俟
ち
て
以
て
隕
つ
。
而
し
て
風
の
力
は
蓋
し
寡
な
し
。

孟
嘗
は
雍
門
に
遭
ひ
て
泣
く
。
而
し
て
琴
の
感
ぜ
し
む
る
以
て
末
な
り
。

何
と
な
れ
ば
、
隕
ち
ん
と
欲
す
る
の
葉
は
、
烈
風
を
假
る
所
無
し
、

将
に
墜
ち
ん
と
す
る
の
泣
は
、
哀
響
を
繁
く
す
る
に
足
ら
ざ
れ
ば
な

り
。（13
）

落
葉
は
樹
木
が
秋
と
い
う
季
節
を
感
知
し
た
か
ら
落
ち
る
の
で
あ
っ
て
、
風

の
力
で
落
ち
る
も
の
で
は
な
い
。
同
様
に
、
孟
嘗
君
が
雍
門
周
に
出
会
っ
て
泣

く
の
は
、
雍
門
周
の
語
る
人
生
の
無
常
を
痛
感
し
た
か
ら
で
あ
っ
て（
14
）、
彼

の
演
奏
す
る
琴
の
音
色
に
哀
感
を
そ
そ
ら
れ
て
の
こ
と
で
は
な
い
、
と
あ
る
。

落
葉
と
孟
嘗
君
と
い
う
二
つ
の
事
例
を
対
句
仕
立
て
と
し
、
葉
や
涙
が
落
ち
る

の
は
あ
く
ま
で
も
内
発
的
な
契
機
に
よ
っ
て
促
さ
れ
る
現
象
で
あ
り
、
風
や
琴

の
音
色
と
い
っ
た
外
側
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
促
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
内
大
臣
が
「
こ
の
場

の
琴
や
和
琴
以
上
に
、
秋
と
い
う
季
節
の
情
感
に
心
を
打
た
れ
て
言
っ
た
言

葉
」
と
解
す
る
立
場（
15
）
や
、
そ
も
そ
も
こ
の
陸
機
の
賦
が
、
混
乱
に
乗
じ
て

晋
朝
の
政
権
を
掌
握
し
た
斉
王
冏
を
諫
め
る
た
め
の
文
章
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

強
引
に
斎
宮
の
女
御
の
立
后
を
推
し
進
め
た
光
源
氏
を
暗
に
謗
っ
た
も
の
と
解

す
る
立
場（
16
）
な
ど
が
あ
る
。
引
用
句
の
趣
旨
を
踏
ま
え
れ
ば
後
者
の
よ
う
な

解
釈
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
が
、
内
大
臣
の
「
琴

の
感
な
ら
ね
ど
」
と
い
う
発
言
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
豪
士
賦
序
」
の
孟
嘗
君
の

事
例
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
相
違
な
い
。
た
だ
、
よ
り
典
拠
に
即

し
た
場
面
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
内
大
臣
の
弾
く
楽
器
は
和
琴
よ
り
も
琴
（
七

絃
琴
）
の
方
が
相
応
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
。

ま
る
で
物
語
は
、
内
大
臣
の
弾
く
楽
器
と
し
て
あ
え
て
和
琴
を
選
択
し
て
い
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
面
全
体
を
通
し
て
み
て
も
、
大
宮
の
琵
琶
、
雲
居

雁
の
箏
の
琴
、
内
大
臣
の
和
琴
と
い
う
編
成
に
な
っ
て
い
て
、
三
条
殿
に
お
け

る
音
楽
の
場
か
ら
は
、
四
種
類
あ
る
絃
楽
器
の
う
ち
七
絃
琴
だ
け
が
除
外
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
も
気
付
か
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
現
象
を
考
え
る
う
え
で
参
考
と

な
る
の
が
、
次
に
掲
げ
る
「
絵
合
」
巻
の
音
楽
伝
授
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。

院
の
御
前
に
て
、
親
王
た
ち
、
内
親
王
、
い
づ
れ
か
は
さ
ま
ざ
ま
と
り
ど

り
の
才
な
ら
は
さ
せ
た
ま
は
ざ
り
け
む
。
そ
の
中
に
も
、
と
り
た
て
た
る

御
心
に
入
れ
て
伝
へ
う
け
と
ら
せ
た
ま
へ
る
か
ひ
あ
り
て
、
文
才
を
ば
さ

る
も
の
に
て
い
は
ず
、
さ
ら
ぬ
こ
と
の
中
に
は
、
琴
弾
か
せ
た
ま
ふ
こ
と

四
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な
ん
一
の
才
に
て
、
次
に
は
横
笛
、
琵
琶
、
箏
の
琴
を
な
む
次
々
に
習
ひ

た
ま
へ
る
と
、
上
も
思
し
の
た
ま
は
せ
き
。 

（
絵
合
②
三
九
〇
頁
）

こ
れ
は
蛍
宮
の
発
言
で
あ
る
。
こ
の
宮
は
光
源
氏
と
同
じ
く
桐
壺
院
を
父
と

し
て
お
り
、
幼
少
期
に
は
光
源
氏
と
共
に
桐
壺
院
か
ら
諸
芸
能
の
教
え
を
受
け

た
経
験
を
持
つ
人
物
で
あ
る
。
蛍
宮
に
よ
れ
ば
、
桐
壺
院
の
在
世
時
に
は
、
そ

の
御
前
で
親
王
も
内
親
王
も
皆
、
そ
れ
ぞ
れ
に
芸
能
を
習
っ
て
い
た
が
、
特
に

光
源
氏
は
熱
心
に
習
っ
て
相
伝
を
受
け
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、「
琴
」

即
ち
七
絃
琴
の
演
奏
を
第
一
の
才
芸
と
し
、
次
に
は
横
笛
、
琵
琶
、
箏
の
琴
を

そ
れ
ぞ
れ
習
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
留
意
す
べ
き
は
、
光

源
氏
が
桐
壺
院
の
御
前
で
習
得
し
た
諸
楽
器
の
中
に
和
琴
が
含
ま
れ
て
い
な
い

と
い
う
点
で
あ
る（
17
）。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
先
に
見
た
三
条
殿
に
お
け
る
音

楽
の
編
成
と
裏
返
し
の
関
係
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三
条
殿
に
お
け
る
音
楽
︙
︙
琵
琶
・
箏
の
琴
・
和
琴

光
源
氏
の
習
得
し
た
音
楽
︙
七
絃
琴
・
横
笛
・
琵
琶
・
箏
の
琴

更
に
付
言
す
れ
ば
、
内
大
臣
は
和
琴
の
「
上
手
」
と
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、

光
源
氏
は
七
絃
琴
の
演
奏
を
「
一
の
才
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
あ
た
か

も
物
語
は
、
光
源
氏
と
七
絃
琴
の
組
み
合
わ
せ
に
対
応
さ
せ
る
か
の
ご
と
く
、

内
大
臣
と
和
琴
の
組
み
合
わ
せ
を
提
示
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、

七
絃
琴
と
い
う
楽
器
は
光
源
氏
が
「
一
の
才
」
と
す
る
と
は
い
え
、
光
源
氏
に

固
有
の
楽
器
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
物
語
で
は
、
末
摘
花
や
女
三
の

宮
、
宇
治
の
八
の
宮
と
い
っ
た
人
物
た
ち
も
七
絃
琴
の
奏
者
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
七
絃
琴
を
弾
く
人
物
た
ち
が
い
ず
れ
も
皇
族
・
王
氏
の
血
統
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
七
絃
琴
は
そ
う
い
っ
た
皇
族
・
王
氏
と
い
う
血
族
集
団
に
固
有
の
楽

器
で
あ
る
と
い
う
把
握
は
可
能
で
あ
る（
18
）。
そ
う
考
え
た
と
き
、
七
絃
琴
と

対
照
を
な
す
和
琴
に
つ
い
て
も
、
内
大
臣
と
の
結
び
つ
き
ば
か
り
で
な
く
、
内

大
臣
の
属
す
る
血
族
集
団
、
即
ち
藤
原
氏
と
い
う
血
統
と
の
結
び
つ
き
を
検
討

し
て
み
る
余
地
が
開
か
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
次
節
以
降
で
は
、
こ
の
よ

う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
和
琴
と
藤
原
氏
内
大
臣
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
て
い
く
。

　
　
　

二
、
氏
族
集
団
内
で
相
承
さ
れ
る
和
琴

ま
ず
は
内
大
臣
の
血
統
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
父
は
「
桐
壺
」
巻
に
左
大
臣

と
し
て
登
場
し
、「
澪
標
」
巻
の
冷
泉
帝
即
位
時
に
摂
政
太
政
大
臣
と
な
り
、

「
薄
雲
」
巻
で
薨
じ
る
。
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
造
形
か
ら
は
摂
関
家
の
人
物

で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
血
統
が
藤
原
氏
で
あ
る
と
確
定
す
る
の

は
「
玉
鬘
」
巻
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る（
19
）。
ま
た
、
母
の
大
宮
が
桐
壺
院
の

妹
で
、
皇
族
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
内
大
臣
は

「
宮
腹
の
中
将
」（
帚
木
①
五
四
頁
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
物
語
を
瞥
見
す
る

に
、
内
大
臣
の
親
が
和
琴
を
演
奏
し
た
り
、
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
り
す
る
場

面
は
無
い
。
そ
こ
で
、
内
大
臣
と
和
琴
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
確

認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四
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ａ 

．
書
司
の
御
琴
召
し
出
で
て
、
和
琴
、
権
中
納
言
賜
り
た
ま
ふ
。
さ
は
い

へ
ど
、
人
に
ま
さ
り
て
搔
き
た
て
た
ま
へ
り
。 （
絵
合
②
三
九
〇
～
一
頁
）

ｂ 
．
大
臣
和
琴
ひ
き
寄
せ
た
ま
ひ
て
、
律
の
調
べ
の
な
か
な
か
い
ま
め
き
た

る
を
、
さ
る
上
手
の
、
乱
れ
て
搔
い
弾
き
た
ま
へ
る
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。

 

（
少
女
③
三
六
頁
）

ｃ 

．
楽
所
遠
く
て
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
ば
、
御
前
に
御
琴
ど
も
召
す
。
兵
部
卿

宮
琵
琶
、
内
大
臣
和
琴
、
箏
の
御
琴
院
の
御
前
に
参
り
て
、
琴
は
例
の
太

政
大
臣
賜
り
た
ま
ふ
。
さ
る
い
み
じ
き
上
手
の
す
ぐ
れ
た
る
御
手
づ
か
ひ

ど
も
の
尽
く
し
た
ま
へ
る
音
は
た
と
へ
ん
方
な
し
。

 

（
少
女
③
七
三
～
四
頁
）

ｄ 

．（
光
源
氏
）「
た
だ
今
は
こ
の
内
大
臣
に
な
ず
ら
ふ
人
な
し
か
し
。
た
だ

は
か
な
き
同
じ
す
が
搔
き
の
音
に
、
よ
ろ
づ
の
物
の
音
籠
り
通
ひ
て
、
い

ふ
方
も
な
く
こ
そ
響
き
の
ぼ
れ
」 
（
常
夏
③
二
三
〇
頁
）

ｅ 

．
和
琴
は
、
か
の
大
臣
の
第
一
に
秘
し
た
ま
ひ
け
る
御
琴
な
り
、
さ
る
物

の
上
手
の
、
心
を
と
ど
め
て
弾
き
馴
ら
し
た
ま
へ
る
音
い
と
並
び
な
き

を
、
他
人
は
搔
き
た
て
に
く
く
し
た
ま
へ
ば
、
衛
門
督
の
か
た
く
辞
ぶ
る

を
責
め
た
ま
へ
ば
、
げ
に
い
と
お
も
し
ろ
く
、
を
さ
を
さ
劣
る
ま
じ
く
弾

く
。
何
ご
と
も
、
上
手
の
嗣
と
い
ひ
な
が
ら
、
か
く
し
も
え
継
が
ぬ
わ
ざ

ぞ
か
し
と
心
に
く
く
あ
は
れ
に
人
々
思
す
。 

（
若
菜
上
④
五
九
頁
）

ａ
は
、「
絵
合
」
巻
に
お
け
る
も
の
で
、
冷
泉
帝
御
前
の
絵
合
の
後
に
催
さ

れ
た
遊
宴
の
場
面
で
あ
る
。
物
語
に
お
い
て
内
大
臣
（
引
用
し
た
本
文
中
で
は

権
中
納
言
）と
和
琴
が
結
び
つ
く
最
初
の
事
例
と
な
る
。
こ
の
遊
宴
で
は
他
に
、

蛍
宮
が
箏
の
琴
、
光
源
氏
が
七
絃
琴
、
少
将
命
婦
が
琵
琶
を
演
奏
し
て
い
る
。

こ
の
時
点
で
既
に
、
内
大
臣
は
「
人
に
ま
さ
り
て
」
和
琴
を
演
奏
す
る
と
い
う

評
価
を
得
て
い
る
。
ｂ
は
、
前
章
で
問
題
の
所
在
と
し
て
既
に
掲
げ
た
場
面
で

あ
る
が
、「
さ
る
上
手
」
と
あ
っ
て
、
内
大
臣
が
和
琴
の
名
手
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
た
語
り
口
と
な
っ
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。
ｃ
は
、「
少
女
」
巻

に
描
か
れ
た
朱
雀
院
行
幸
に
お
け
る
御
遊
の
場
面
で
あ
る
。
蛍
宮
が
琵
琶
、
内

大
臣
が
和
琴
、
朱
雀
院
が
箏
の
琴
、
光
源
氏
が
七
絃
琴
を
演
奏
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
各
演
奏
者
が
一
括
し
て
「
さ
る
い
み
じ
き
上
手
」
と
評
さ
れ
て
お
り
、

内
大
臣
が
、
蛍
宮
や
朱
雀
院
、
あ
る
い
は
光
源
氏
な
ど
と
相
対
的
な
位
置
を
占

め
る
名
手
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ｄ
は
、「
常
夏
」

巻
に
見
え
る
一
節
で
、
内
大
臣
の
娘
で
あ
る
玉
鬘
を
相
手
に
光
源
氏
が
和
琴
論

を
語
っ
て
い
る
条
で
あ
る
。
和
琴
に
関
す
る
蘊
蓄
を
傾
け
た
光
源
氏
は
、
そ
の

和
琴
の
奏
者
と
し
て
当
代
で
は
内
大
臣
に
「
な
ず
ら
ふ
人
な
し
か
し
」
と
、
今

や
比
肩
す
る
者
は
無
く
、
内
大
臣
が
和
琴
の
第
一
人
者
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て

い
く
。
ｅ
は
、「
若
菜
上
」
巻
に
描
か
れ
た
光
源
氏
の
四
十
の
賀
の
場
面
で
あ

る
。
こ
の
賀
宴
は
光
源
氏
の
養
女
格
で
あ
る
玉
鬘
の
主
催
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
た
め
、
玉
鬘
の
実
父
で
あ
る
内
大
臣
が
遊
宴
で
用
い
る
楽
器
を
準
備
し
た
。

な
か
で
も
和
琴
は
、「
さ
る
物
の
上
手
」
と
し
て
謳
わ
れ
る
内
大
臣
が
一
番
大

切
に
秘
蔵
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
誰
も
が
遠
慮
し
て
手
を
出
せ
な
い

で
い
る
と
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
て
内
大
臣
と
和
琴
の
関
係
に
触
れ
る
用
例
を
見
て
く
る
と
、

「
上
手
」
と
い
う
語
が
反
復
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

四
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繰
り
返
さ
れ
る
「
上
手
」
の
語
に
よ
っ
て
、
和
琴
と
内
大
臣
の
組
み
合
わ
せ
が

便
宜
的
に
割
り
当
て
ら
れ
た
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
社
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
物
語
に
、
そ
し
て
そ
れ
を
読
む
私
た
ち
の
意
識
下
に

定
着
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る（
20
）。
内
大
臣
の
楽
器
と
し
て
承
認
さ
れ
た
和
琴

は
、
も
は
や
彼
の
象
徴
と
化
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
七
絃
琴
が

決
し
て
光
源
氏
に
固
有
の
楽
器
で
は
無
か
っ
た
よ
う
に
、
和
琴
も
ま
た
、
内
大

臣
と
の
結
び
付
き
に
終
始
す
る
楽
器
で
は
無
い
。
内
大
臣
の
和
琴
は
、
彼
の
長

男
で
あ
る
柏
木
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

う
ち
連
れ
て
三
人
参
り
た
ま
へ
り
。（
光
源
氏
）「
風
の
音
秋
に
な
り
に
け

り
と
聞
こ
え
つ
る
笛
の
音
に
忍
ば
れ
で
な
む
」
と
て
、御
琴
ひ
き
出
で
て
、

な
つ
か
し
き
ほ
ど
に
弾
き
た
ま
ふ
。
源
中
将
は
、
盤
渉
調
に
い
と
お
も
し

ろ
く
吹
き
た
り
。
頭
中
将
、心
づ
か
ひ
し
て
出
だ
し
た
て
が
た
う
す
。（
光

源
氏
）「
お
そ
し
」
と
あ
れ
ば
、
弁
少
将
拍
子
う
ち
出
で
て
、
忍
び
や
か

に
う
た
ふ
声
、
鈴
虫
に
ま
が
ひ
た
り
。
二
返
り
ば
か
り
う
た
は
せ
た
ま
ひ

て
、御
琴
は
中
将
に
譲
ら
せ
た
ま
ひ
つ
。
げ
に
か
の
父
大
臣
の
御
爪
音
に
、

を
さ
を
さ
劣
ら
ず
、は
な
や
か
に
お
も
し
ろ
し
。（
篝
火
③
二
五
八
～
九
頁
）

こ
れ
は
、「
篝
火
」
巻
に
描
か
れ
た
六
条
院
の
夏
の
町
で
の
様
子
で
あ
る
。

こ
の
町
の
東
の
対
に
は
光
源
氏
の
息
子
夕
霧
の
居
所
が
あ
り
、
内
大
臣
の
息
子

で
あ
る
柏
木
と
弁
少
将
が
そ
こ
を
訪
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
吹
く
笛
の
音
に
気
づ

い
た
光
源
氏
は
、
自
分
が
今
い
る
西
の
対
に
三
人
を
招
く
。
光
源
氏
は
こ
の
西

の
対
で
玉
鬘
に
和
琴
を
教
え
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
光
源
氏
が
和

琴
を
取
り
出
し
て
弾
く
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
夕
霧
が
笛
を
盤
渉
調
に
吹
い
た
。

柏
木
は
、
御
簾
の
内
側
に
い
る
で
あ
ろ
う
玉
鬘
を
意
識
し
て
か
、
歌
い
出
す
の

を
躊
躇
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
の
柏
木
は
、
玉
鬘
が
光
源
氏
の
娘
で
あ
る
と

信
じ
込
ん
で
お
り
、
彼
女
に
対
し
て
恋
情
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏

が
催
促
す
る
と
、
柏
木
の
代
わ
り
に
弟
の
弁
少
将
が
拍
子
を
打
ち
な
が
ら
歌
い

出
す
。
光
源
氏
は
和
琴
を
柏
木
に
譲
り
、
演
奏
を
促
し
た
。
柏
木
の
演
奏
は
、

父
内
大
臣
の
爪
音
に
「
を
さ
を
さ
劣
ら
ず
」、
即
ち
、
ほ
と
ん
ど
引
け
を
取
ら

な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
「
篝
火
」
巻
か
ら
四
年
の
後
、
柏
木
は
再

び
和
琴
を
演
奏
す
る
こ
と
に
な
る
。

和
琴
は
、
か
の
大
臣
の
第
一
に
秘
し
た
ま
ひ
け
る
御
琴
な
り
。
さ
る
物
の

上
手
の
、
心
を
と
ど
め
て
弾
き
馴
ら
し
た
ま
へ
る
音
い
と
並
び
な
き
を
、

他
人
は
搔
き
た
て
に
く
く
し
た
ま
へ
ば
、
衛
門
督
の
か
た
く
辞
ぶ
る
を
責

め
た
ま
へ
ば
、
げ
に
い
と
お
も
し
ろ
く
、
を
さ
を
さ
劣
る
ま
じ
く
弾
く
。

何
ご
と
も
、
上
手
の
嗣
と
い
ひ
な
が
ら
、
か
く
し
も
え
継
が
ぬ
わ
ざ
ぞ
か

し
と
心
に
く
く
あ
は
れ
に
人
々
思
す
。 

（
若
菜
上
④
五
九
頁
）

こ
れ
は
、
先
に
内
大
臣
と
和
琴
の
関
係
を
概
観
し
た
際
に
引
用
し
た
ｅ
と
同

じ
も
の
で
あ
る
。
再
述
す
れ
ば
、
光
源
氏
の
四
十
の
賀
と
い
う
特
別
な
日
の
遊

宴
の
た
め
に
、
内
大
臣
が
秘
蔵
の
和
琴
を
用
意
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
名
手
と

謳
わ
れ
た
人
の
和
琴
を
弾
き
こ
な
せ
る
者
が
あ
ろ
う
は
ず
も
な
く
、
誰
も
が
遠

慮
し
て
手
を
出
せ
な
い
で
い
た
の
だ
っ
た
。
息
子
で
あ
る
柏
木
も
演
奏
を
固
辞

し
て
い
た
の
だ
が
、
光
源
氏
の
要
請
に
応
じ
て
彼
が
弾
い
た
と
こ
ろ
、「
を
さ

を
さ
劣
る
ま
じ
く
」、
即
ち
、
ほ
と
ん
ど
引
け
を
取
る
こ
と
な
く
弾
い
た
。
そ

の
場
に
同
席
し
て
い
た
人
々
は
、「
上
手
」
の
跡
継
ぎ
と
は
い
え
、
こ
れ
ほ
ど

四
九



に
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
感
嘆
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
見
て
き
た
通
り
、
内
大
臣
の
和
琴
を
継
承
す
る
の
は
息
子
の
柏
木
で

あ
る
。
柏
木
の
和
琴
演
奏
は
、
父
内
大
臣
の
演
奏
に
「
を
さ
を
さ
劣
ら
ず
」
と

あ
っ
て
、
遜
色
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
反
復
し
て
語
ら
れ
、
社
会
も
そ
れ

を
承
認
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
和
琴
と
い
う
楽

器
は
、
藤
原
氏
内
大
臣
家
と
い
う
氏
族
集
団
内
で
相
承
さ
れ
て
ゆ
き
、
そ
の
血

統
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
始
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
和
琴
を
介
し
て
意
識
さ
れ
る
氏
族
集
団

　
　
　
　
　
　

─
ト
ー
テ
ム
化
す
る
和
琴
─

内
大
臣
の
和
琴
は
、
息
子
の
柏
木
ば
か
り
で
な
く
、
娘
の
玉
鬘
に
と
っ
て
も

自
ら
の
帰
属
性
を
意
識
す
る
重
要
な
契
機
と
し
て
機
能
し
て
い
く
。
こ
こ
で
、

玉
鬘
と
い
う
女
性
の
半
生
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
玉
鬘
は
、
内
大
臣
が
夕
顔

（「
帚
木
」
巻
で
は
常
夏
）
と
の
間
に
儲
け
た
娘
で
あ
る
。
内
大
臣
に
は
既
に
正

妻
の
四
の
君
が
お
り
、
そ
の
四
の
君
か
ら
の
脅
迫
に
耐
え
か
ね
た
夕
顔
は
、
娘

の
玉
鬘
と
共
に
内
大
臣
の
前
か
ら
姿
を
消
す
（「
帚
木
」
巻
）。
夕
顔
は
、
い
っ

た
ん
西
の
京
に
住
む
乳
母
の
家
に
娘
玉
鬘
を
預
け
、
自
ら
は
五
条
の
宿
に
身
を

寄
せ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
光
源
氏
と
出
会
っ
て
恋
に
落
ち
、
そ
の
逢
瀬
の

最
中
に
絶
命
し
て
し
ま
う
（「
夕
顔
」
巻
）。
こ
の
時
、
玉
鬘
は
三
歳
で
あ
っ
た
。

翌
年
、
玉
鬘
は
乳
母
の
一
家
に
伴
わ
れ
て
筑
紫
の
大
宰
府
へ
下
向
す
る
。
そ
の

後
、
玉
鬘
は
二
十
歳
に
な
る
ま
で
筑
紫
で
過
ご
し
、
二
十
一
歳
の
時
に
上
京
す

る
。
観
音
の
御
利
益
を
求
め
て
初
瀬
に
参
詣
し
た
折
に
、
偶
然
に
も
か
つ
て
夕

顔
の
侍
女
で
あ
っ
た
右
近
と
再
会
し
、
右
近
の
計
ら
い
で
光
源
氏
の
養
女
と
し

て
六
条
院
に
入
居
す
る
こ
と
に
な
る
（「
玉
鬘
」
巻
）。
世
間
に
向
け
て
は
光
源

氏
の
娘
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
た
め
、
玉
鬘
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
求
婚
者
た
ち
が

現
れ
る
（「
胡
蝶
」
巻
）。
玉
鬘
が
実
父
内
大
臣
と
の
対
面
を
果
た
す
の
は
裳
着

の
儀
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
の
時
彼
女
は
二
十
三
歳
と
な
っ
て
い
た
（「
行
幸
」

巻
）。さ

て
、
こ
う
し
て
玉
鬘
の
半
生
を
顧
み
て
み
る
と
、
彼
女
は
三
歳
の
時
に
父

内
大
臣
と
生
き
別
れ
に
な
り
、
母
夕
顔
と
も
は
ぐ
れ
て
以
降
、
孤
児
同
然
の
ま

ま
二
十
年
間
を
過
ご
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
玉
鬘
は
、
内
大
臣

は
お
ろ
か
、
例
え
ば
雲
居
雁
の
よ
う
に
親
族
の
者
か
ら
楽
器
を
習
う
と
い
っ
た

経
験
を
持
つ
こ
と
も
無
か
っ
た
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
六
条
院
に
入
居
し
た

玉
鬘
の
部
屋
に
は
和
琴
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

を
か
し
げ
な
る
和
琴
の
あ
る
、
引
き
寄
せ
た
ま
ひ
て
、
搔
き
鳴
ら
し
た
ま

へ
ば
、
律
に
い
と
よ
く
調
べ
ら
れ
た
り
。
音
も
い
と
よ
く
鳴
れ
ば
、
す
こ

し
弾
き
た
ま
ひ
て
、（
光
源
氏
）「
か
や
う
の
こ
と
は
御
心
に
入
ら
ぬ
筋
に

や
と
、
月
ご
ろ
思
ひ
お
と
し
き
こ
え
け
る
か
な
。」

 

（
常
夏
③
二
二
九
～
二
三
〇
頁
）

こ
れ
は
、「
常
夏
」
巻
の
一
節
で
、
光
源
氏
が
玉
鬘
の
居
所
を
訪
れ
た
場
面

で
あ
る
。
光
源
氏
は
玉
鬘
が
和
琴
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
で
初
め
て
知

り
、
驚
く
。
筑
紫
と
い
う
田
舎
で
育
っ
た
玉
鬘
に
は
、
音
楽
に
対
す
る
関
心
な

ど
無
か
ろ
う
と
侮
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る（
21
）。
玉
鬘
の
和
琴
は
、「
さ
る
田

五
〇



舎
の
隈
に
て
、
ほ
の
か
に
京
人
と
名
の
り
け
る
古
大
君
女
の
教
へ
」（
常
夏
③

二
三
二
頁
）
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
古
大
君
女
」
と
は
、「
王
族
（
二
世
以
下
の

皇
孫
）
の
老
女
」（22
）
を
指
す
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自
称
で
あ
り
、
本
当

の
と
こ
ろ
は
定
か
で
な
い
。
周
縁
を
さ
す
ら
う
漂
泊
芸
能
者
が
王
族
を
騙
っ
て

自
ら
の
芸
に
箔
を
付
け
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
玉
鬘
も
そ
れ
を
察

知
し
て
か
、「
ひ
が
事
に
も
や
と
つ
つ
ま
し
く
て
手
触
れ
た
ま
は
ず
」（
常
夏
③

二
三
二
頁
）
と
、
光
源
氏
の
面
前
で
の
演
奏
を
憚
っ
て
い
る
。
玉
鬘
の
認
識
す

る
和
琴
と
は
、「
あ
や
し
き
山
が
つ
な
ど
」（
常
夏
③
二
三
〇
頁
）
が
習
い
覚
え

て
、
好
ん
で
弾
く
よ
う
な
気
軽
な
楽
器
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
和
琴
に
対
す
る
劣
位
の
認
識
は
、
光
源
氏
と
の
対
話
が
進
む
過
程
で
覆
さ

れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

 

（
光
源
氏
）「
こ
の
物
よ
、
さ
な
が
ら
多
く
の
遊
び
物
の
音
、
拍
子
を
と

と
の
へ
と
り
た
る
な
む
い
と
か
し
こ
き
。
①
大
和
琴
と
は
か
な
く
見
せ

て
、
際
も
な
く
し
お
き
た
る
こ
と
な
り
。
広
く
異
国
の
こ
と
を
知
ら
ぬ
女

の
た
め
と
な
む
お
ぼ
ゆ
る
。
同
じ
く
は
、
心
と
ど
め
て
物
な
ど
に
搔
き
合

は
せ
て
な
ら
ひ
た
ま
へ
。
深
き
心
と
て
、
何
ば
か
り
も
あ
ら
ず
な
が
ら
、

ま
た
ま
こ
と
に
弾
き
う
る
こ
と
は
難
き
に
や
あ
ら
ん
。
②
た
だ
今
は
こ
の

内
大
臣
に
な
ず
ら
ふ
人
な
し
か
し
。
た
だ
は
か
な
き
同
じ
す
が
搔
き
の
音

に
、
よ
ろ
づ
の
物
の
音
籠
り
通
ひ
て
、
い
ふ
方
も
な
く
こ
そ
響
き
の
ぼ
れ
」

︙
（
略
）
︙
「
さ
か
し
。
あ
づ
ま
と
ぞ
名
も
立
ち
下
り
た
る
や
う
な
れ
ど
、

御
前
の
御
遊
び
に
も
、
ま
づ
書
司
を
召
す
は
、
他
の
国
は
知
ら
ず
、
③
こ

こ
に
は
こ
れ
を
物
の
親
と
し
た
る
に
こ
そ
あ
め
れ
。
そ
の
中
に
も
、
親
と

し
つ
べ
き
御
手
よ
り
弾
き
と
り
た
ま
へ
ら
む
は
、
心
こ
と
な
り
な
む
か

し
。」 

（
常
夏
③
二
三
〇
～
一
頁
）

こ
れ
は
、
光
源
氏
が
玉
鬘
を
相
手
に
語
っ
た
和
琴
論
の
一
部
で
あ
る
。
ま
ず

は
傍
線
部
①
に
あ
る
通
り
、
和
琴
に
は
「
大
和
琴
」
と
い
う
別
称
が
あ
る
と
し

て
、
こ
れ
が
和
製
楽
器
で
あ
る
点
を
強
調
す
る
。
更
に
、
異
国
の
こ
と
を
知
ら

ぬ
女
性
の
た
め
の
楽
器
だ
と
し
て
、︿
異
国
／
日
本
﹀
と
い
う
二
項
関
係
を
︿
男

／
女
﹀
と
い
う
性
差
と
絡
め
、
和
製
楽
器
で
あ
る
和
琴
を
劣
位
に
か
た
ど
っ
て

ゆ
く
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
和
琴
も
本
当
に
弾
き
こ
な
す
こ
と
は
難
し
い
と

述
べ
、
当
代
の
和
琴
の
第
一
人
者
は
内
大
臣
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
（
傍
線
部

②
）。
更
に
、「
あ
づ
ま
」
と
い
う
別
称
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
和
琴
を
東
方

の
周
縁
に
追
い
や
っ
た
か
と
思
う
と
、
宮
中
御
前
の
御
遊
で
は
最
初
に
書
司

の
和
琴
を
召
す
と
い
う
慣
例
を
俎
上
に
載
せ
、
周
縁
か
ら
中
心
へ
と
和
琴
を

引
き
寄
せ
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
③
の
よ
う
に
、
日
本
で
は
和
琴
が
「
物
の

親
」、
即
ち
楽
器
の
始
祖
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
そ

の
「
親
」
と
い
う
言
葉
に
擬
え
て
、
当
代
の
第
一
人
者
で
あ
る
父
親
の
内
大
臣

か
ら
演
奏
を
習
え
ば
上
達
す
る
で
あ
ろ
う
と
玉
鬘
を
焚
き
つ
け
て
ゆ
く
。
玉
鬘

の
居
所
に
偶
然
置
か
れ
て
い
た
和
琴
が
発
端
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
た
光
源
氏
の

和
琴
論
は
、
和
琴
と
い
う
楽
器
の
来
歴
を
語
り
つ
つ
、
そ
の
文
化
的
位
相
や
価

値
を
同
定
し
、
最
終
的
に
は
内
大
臣
を
「
親
」
と
す
る
者
の
習
得
す
る
べ
き
楽

器
と
い
う
位
置
づ
け
を
し
て
落
着
す
る
。
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
和
琴

論
が
内
大
臣
の
血
を
引
く
玉
鬘
を
相
手
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
先
に
も
確
認
し
て
き
た
通
り
、
玉
鬘
は
こ
れ
ま
で
の
半
生
を
内
大
臣
と
接
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触
を
持
た
ず
に
歩
ん
で
き
た
。
そ
う
い
っ
た
、
い
わ
ば
故
郷
の
喪
失
者
で
あ
る

玉
鬘
に
、
光
源
氏
は
あ
た
か
も
帰
属
意
識
を
授
け
る
か
の
ご
と
く
、
和
琴
と
い

う
楽
器
の
持
つ
宮
廷
社
会
内
で
の
価
値
を
来
歴
と
共
に
語
っ
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
和
琴
論
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
参
考
と
な
る
の

が
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
観
点
で
あ
る
。

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
は
、
あ
る
社
会
に
お
い
て
複
数
の
集
団
（
氏
族
や
血
縁
集

団
）
が
存
在
す
る
時
、
各
集
団
が
特
定
の
生
物
種
、
も
し
く
は
無
生
物
種
と
の

間
に
特
殊
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
観
察
さ
れ
る
信
仰
や
制
度
を
い
う
。
ま

た
、
こ
の
場
合
の
特
定
の
種
を
ト
ー
テ
ム
と
い
う（
23
）。
内
大
臣
家
に
と
っ
て

の
和
琴
と
は
、
こ
の
ト
ー
テ
ム
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
そ
の
ト
ー
テ
ム
化
を
促
し
て
い
る
も
の
こ
そ
、
光
源
氏
の
和
琴
論
に

他
な
ら
な
い
。
こ
の
和
琴
論
は
、
あ
る
氏
族
集
団
Ａ
（
藤
原
氏
）
の
始
祖
（
内

大
臣
）
と
特
定
の
種
ａ
（
和
琴
）
と
の
間
に
特
殊
な
関
係
が
結
ば
れ
て
い
る
こ

と
を
、
氏
族
集
団
Ａ
の
後
裔
（
玉
鬘
）
に
語
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
在

り
よ
う
は
さ
な
が
ら
ト
ー
テ
ム
神
話
の
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
光
源
氏
の

和
琴
論
に
よ
っ
て
玉
鬘
の
認
識
は
一
変
す
る
。

・ （
玉
鬘
）「
こ
の
わ
た
り
（
＝
六
条
院
）
に
て
さ
り
ぬ
べ
き
御
遊
び
の
を
り

な
ど
に
、
聞
き
は
べ
り
な
ん
や
」（
常
夏
③
二
三
〇
頁
）

・ 

こ
れ
（
＝
光
源
氏
の
和
琴
演
奏
）
に
も
ま
さ
れ
る
音
や
出
づ
ら
む
、
と
親

の
御
ゆ
か
し
さ
た
ち
添
ひ
て
、
こ
の
こ
と
に
て
さ
へ
、
い
か
な
ら
む
世

に
、
さ
て
う
ち
と
け
弾
き
た
ま
は
む
を
聞
か
む
、
な
ど
思
ひ
ゐ
た
ま
へ

り
」（
常
夏
③
二
三
一
頁
）

玉
鬘
は
光
源
氏
に
対
し
、
こ
の
六
条
院
で
管
絃
の
遊
び
が
開
か
れ
る
折
な
ど

に
父
内
大
臣
の
和
琴
を
聞
く
こ
と
は
で
き
る
か
と
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
父
親
に
会
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
と
綯
い
交
ぜ
に
な
っ
て
父
内
大
臣
の
和

琴
の
演
奏
を
聴
き
た
い
と
い
う
欲
求
を
募
ら
せ
て
ゆ
く
。
そ
れ
ま
で
は
「
あ
や

し
き
山
が
つ
」
や
「
古
大
君
女
」
な
ど
と
い
っ
た
周
縁
に
生
き
る
者
た
ち
の
楽

器
と
和
琴
を
見
下
し
て
い
た
の
が
、
今
や
親
族
と
特
殊
な
関
係
を
持
つ
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
象
徴
と
し
て
和
琴
が
憧
憬
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
お
い
て
玉
鬘
は
、
和
琴
を
ト
ー
テ
ム
と
す
る
内
大
臣
家
一
族
の
成
員
と

な
っ
た
と
も
言
え
よ
う
か
。

な
お
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
集
団
と
ト
ー
テ
ム
の
関
係
に
つ
い
て
付
言

し
て
お
く
と
、
そ
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
二
様
の
立
場
が
提
出

さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
非
任
意
的
な
要
因
、
例
え
ば
、
あ
る
動
物
ａ
が
︽
食

用
に
供
せ
ら
れ
う
る
︾
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
要
因
が
発
端
と
な
っ
て
集
団
Ａ

と
動
物
ａ
が
儀
礼
的
な
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
解
す
る
機
能
主
義
的

な
立
場
で
あ
る（
24
）。
当
初
は
こ
の
よ
う
な
理
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た
が
、
ク

ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
そ
れ
を
批
判
し
、
構
造
主
義
的
な
捉
え
方

を
提
唱
し
た
。

ト
ー
テ
ミ
ス
ム
と
い
う
こ
と
ば
は
、
一
つ
は
自
然
、
も
う
一
つ
は
文
化
と

い
う
二
つ
の
系
列
の
間
に
観
念
的
に
措
定
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
関
係
を
包

括
す
る
。
自
然
の
系
列
は
、
一
方
に
は
範
疇
、
他
方
に
は
個
体
を
、
文
化

の
系
列
は
、
集
団
と
個
人
と
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
項
は
、
す
べ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
系
列
で
集
団
的
お
よ
び
個
別
的
と
い
う
二
様
の
存
在
様
式
を
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区
別
す
る
よ
う
、
ま
た
二
つ
の
系
列
の
混
同
を
避
け
る
よ
う
に
選
ば
れ
て

い
る
が
、
選
択
の
客
観
的
根
拠
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
前
提
的
段
階
に

お
い
て
は
、
相
互
に
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、

い
か
な
る
項
を
用
い
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。（
三
〇
頁
）（25
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
あ
る
集
団
Ａ
と
動
物
ａ
が
結
び
つ
く
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

系
列
に
お
い
て
差
異
の
体
系
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
差
異
の
体
系

が
相
同
的
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
選
択
に
「
客
観
的
根
拠
」

は
な
く
、「
相
互
に
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
い
か

な
る
項
を
用
い
る
こ
と
も
許
さ
れ
」
る
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
、
集
団
Ａ
と
動

物
ａ
、
集
団
Ｂ
と
動
物
ｂ
と
い
う
結
び
つ
き
は
任
意
な
も
の
で
あ
り
、
集
団
Ａ

が
植
物
ｘ
、
集
団
Ｂ
が
植
物
ｙ
を
そ
れ
ぞ
れ
ト
ー
テ
ム
と
す
る
可
能
性
も
伏

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
『
源
氏
物
語
』
の
文
脈
に
引
き
据

え
て
み
る
と
ど
う
か
。
内
大
臣
と
和
琴
が
結
び
つ
く
客
観
的
な
根
拠
は
無
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
光
源
氏
の
和
琴
論
を
顧
み
て
み
る
と
、
内
大
臣

が
和
琴
と
結
び
つ
く
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
前
節
で
内
大
臣
と
和
琴
の
関
係
を
物
語
内
に
辿
っ
て
み
た
も
の
の
、
内
大

臣
が
和
琴
の
「
上
手
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
所
与
の
前
提
で
あ
る
か
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
内
大
臣
と
和
琴
の
結
び
つ
き
と
は
、
そ
の
二
項
間

の
み
で
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
絃
楽
器
と
い
う
系
列
に
お
い
て

和
琴
、
七
絃
琴
、
箏
の
琴
、
琵
琶
と
い
う
差
異
の
体
系
が
あ
り
、
一
方
で
氏
族

と
い
う
系
列
に
藤
原
氏
、
皇
族
・
王
氏
と
い
っ
た
分
類
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

視
野
に
入
れ
て
、
藤
原
氏
と
和
琴
、
皇
族
・
王
氏
と
七
絃
琴
と
い
っ
た
関
係
構

造
の
中
で
考
え
る
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
楽
器
種
の
差

異
に
つ
い
て
は
と
り
あ
え
ず
措
く
と
し
て
、
そ
う
い
っ
た
ト
ー
テ
ム
の
も
と
に

個
人
の
存
在
が
集
団
の
成
員
と
し
て
フ
レ
ー
ム
化
さ
れ
て
い
く
点
に
注
目
し
て

お
き
た
い
。
次
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

　
　
　

四
、
同
族
男
子
の
和
琴
演
奏
を
聴
く
玉
鬘

光
源
氏
の
和
琴
論
に
よ
っ
て
玉
鬘
は
父
内
大
臣
の
子
で
あ
る
と
い
う
帰
属
意

識
を
強
く
し
、
そ
の
一
族
の
ト
ー
テ
ム
で
あ
る
和
琴
に
特
別
な
感
情
を
持
ち
始

め
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
、
即
ち
、
個
人
が
集
団
に
帰
属
意
識
を
持
ち
、
そ
の

集
団
の
ト
ー
テ
ム
に
規
制
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
持
つ
意
味
と
は
何
か
。
そ
も

そ
も
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
は
集
団
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の

か
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
そ
う
い
っ
た
機
能
主
義
的
な
発
想
に
異
を
唱
え

た
も
の
の
、
そ
こ
に
は
ト
ー
テ
ム
集
団
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
現
象
を
観
察
す
る

う
え
で
指
標
と
な
る
視
点
も
残
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
こ
で
、
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
の
要
約
し
た
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
機
能
に
つ
い
て
顧
み
て
お
き
た
い
。

一
般
に
二
つ
の
規
則
が
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
本
質
的
な
基
準
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
ト
ー
テ
ム
動
物
あ
る
い
は
植
物
を
殺
し
た
り

食
べ
た
り
す
る
こ
と
の
禁
止
で
あ
る
。
第
二
は
同
じ
ト
ー
テ
ム
を
も
つ
個

人
間
の
結
婚
の
禁
止
、
つ
ま
り
外
婚
制
で
あ
る
。（
一
四
一
頁
）（26
）

ト
ー
テ
ム
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
た
集
団
に
は
二
つ
の
規
則
が
あ
る
と
い
う
。

そ
の
一
つ
は
ト
ー
テ
ム
動
物
・
植
物
に
対
す
る
禁
忌
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
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ト
ー
テ
ム
集
団
内
で
の
結
婚
の
禁
止
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
扱
っ
て
い
る
の
は

和
琴
と
い
う
無
生
物
種
の
ト
ー
テ
ム
で
あ
る
た
め
、
差
し
当
た
っ
て
こ
こ
で
は

第
二
の
規
則
で
あ
る
ト
ー
テ
ム
集
団
内
で
の
結
婚
の
禁
止
に
着
目
し
て
お
き
た

い
。
こ
の
ト
ー
テ
ム
集
団
が
単
系
の
血
縁
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
氏
族
で
あ
れ

ば
、
い
わ
ゆ
る
近
親
婚
の
禁
忌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
っ
た
婚
姻
規
制

が
、
果
た
し
て
内
大
臣
家
の
和
琴
を
め
ぐ
る
物
語
の
文
脈
に
う
か
が
え
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
て
く
る
の

が
、
や
は
り
玉
鬘
と
関
わ
っ
て
和
琴
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
く
る
場
面
で
あ
る
。

御
琴
は
中
将
に
譲
ら
せ
た
ま
ひ
つ
。
げ
に
か
の
父
大
臣
の
御
爪
音
に
、
を

さ
を
さ
劣
ら
ず
、は
な
や
か
に
お
も
し
ろ
し
。（
光
源
氏
）「
御
簾
の
内
に
、

物
の
音
聞
き
分
く
人
も
の
し
た
ま
ふ
ら
ん
か
し
。
今
宵
は
盃
な
ど
心
し
て

を
。
盛
り
過
ぎ
た
る
人
は
、
酔
泣
き
の
つ
い
で
に
、
忍
ば
ぬ
こ
と
も
こ
そ
」

と
の
た
ま
へ
ば
、
姫
君
も
げ
に
あ
は
れ
と
聞
き
た
ま
ふ
。
絶
え
せ
ぬ
仲
の

御
契
り
、
お
ろ
か
な
る
ま
じ
き
も
の
な
れ
ば
に
や
、
こ
の
君
た
ち
を
人
知

れ
ず
目
に
も
耳
に
も
と
ど
め
た
ま
へ
ど
、
か
け
て
さ
だ
に
思
ひ
よ
ら
ず
、

こ
の
中
将
は
、
心
の
限
り
尽
く
し
て
、
思
ふ
筋
に
ぞ
、
か
か
る
つ
い
で
に

も
、
え
忍
び
は
つ
ま
じ
き
心
地
す
れ
ど
、
さ
ま
よ
く
も
て
な
し
て
、
を
さ

を
さ
心
と
け
て
も
搔
き
わ
た
さ
ず
。 

（
篝
火
③
二
五
九
頁
）

こ
れ
は
、「
篝
火
」
巻
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
先
に
内
大
臣
の
和
琴
演

奏
が
息
子
の
柏
木
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
見
て
き
た
際
に
引
用

し
た
本
文
の
続
き
と
な
る
。
場
面
の
舞
台
は
六
条
院
の
夏
の
町
の
西
の
対
で
、

玉
鬘
を
意
識
し
な
が
ら
柏
木
が
和
琴
を
演
奏
す
る
と
い
う
条
。
柏
木
は
玉
鬘
が

自
分
の
姉
で
あ
る
と
も
知
ら
ず
、
彼
女
に
関
心
を
寄
せ
る
求
婚
者
の
一
人
と
し

て
こ
こ
に
登
場
し
て
き
て
い
る（
27
）。
そ
う
い
っ
た
柏
木
を
挑
発
す
る
か
の
よ

う
に
光
源
氏
は
、
御
簾
の
内
側
に
玉
鬘
が
い
る
こ
と
を
口
に
す
る
。
そ
の
発
話

に
お
い
て
玉
鬘
は
「
物
の
音
聞
き
分
く
人
」
と
表
現
さ
れ
、
和
琴
の
音
色
を
聞

き
分
け
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
と
し
て
柏
木
に
紹
介
さ
れ
て
ゆ
く（
28
）。
そ
れ

ゆ
え
柏
木
は
、
自
分
の
恋
情
を
伝
え
る
べ
く
、
精
魂
を
込
め
て
和
琴
を
演
奏
す

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
演
奏
を
聴
い
た
玉
鬘
の
反
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
。
玉
鬘
は
人
知
れ
ず
「
こ
の
君
た
ち
」、
即
ち
柏
木
と
、
そ
し
て
こ

の
場
に
同
席
し
て
い
る
彼
の
弟
の
弁
少
将
の
二
人
に
殊
更
注
意
を
向
け
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
と
あ
る
。
物
語
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
絶
え
せ
ぬ
仲
の
御
契
り
、

お
ろ
か
な
る
ま
じ
き
も
の
な
れ
ば
に
や
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
恋
愛
感
情
な
ど

で
は
な
く
、
姉
弟
の
縁
と
い
う
も
の
が
働
い
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、「
物
の
音
聞
き
分
く
人
」
で
あ
る
玉
鬘
は
、
柏
木
の
和
琴
演

奏
に
「
絶
え
せ
ぬ
仲
の
御
契
り
」（
姉
弟
の
縁
）
を
強
く
意
識
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
玉
鬘
に
と
っ
て
和
琴
は
同
族
で
あ
る
か
否
か
を
聞
き
分
け

る
指
標
と
し
て
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
婚
姻
規
制
の
契
機
と
し
て
働
く
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、
玉
鬘
が
和
琴
の
音
色
を
通
し
て
そ
の
演
奏
者
が
同
族
で
あ
る
こ
と
を

聞
き
分
け
て
い
く
と
い
う
事
例
は
他
の
巻
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
。

内
よ
り
和
琴
さ
し
出
で
た
り
。
か
た
み
に
譲
り
て
手
触
れ
ぬ
に
、
侍
従
の

君
し
て
、
尚
侍
の
殿
（
玉
鬘
）、「
故
致
仕
の
大
臣
の
御
爪
音
に
な
む
通
ひ

た
ま
へ
る
と
聞
き
わ
た
る
を
、
ま
め
や
か
に
ゆ
か
し
く
な
ん
。
今
宵
は
、

五
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な
ほ
鶯
に
も
誘
は
れ
た
ま
へ
」
と
の
た
ま
ひ
出
だ
し
た
れ
ば
、
あ
ま
え
て

爪
食
ふ
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ぬ
を
と
思
ひ
て
、
を
さ
を
さ
心
に
も
入
れ
ず

搔
き
わ
た
し
た
ま
へ
る
け
し
き
い
と
響
き
多
く
聞
こ
ゆ
。（
玉
鬘
）「
常
に

見
た
て
ま
つ
り
睦
び
ざ
り
し
親
な
れ
ど
、
世
に
お
は
せ
ず
な
り
に
き
と
思

ふ
に
い
と
心
細
き
に
、
は
か
な
き
事
の
つ
い
で
に
も
思
ひ
出
で
た
て
ま
つ

る
に
、
い
と
な
ん
あ
は
れ
な
る
。
お
ほ
か
た
、
こ
の
君
は
、
あ
や
し
う
故

大
納
言
の
御
あ
り
さ
ま
に
い
と
よ
う
お
ぼ
え
、
琴
の
音
な
ど
、
た
だ
そ
れ

と
こ
そ
お
ぼ
え
つ
れ
」
と
て
泣
き
た
ま
ふ
も
、
古
め
い
た
ま
ふ
し
る
し
の

涙
も
ろ
さ
に
や
。 

（
竹
河
⑤
七
一
～
二
頁
）

こ
れ
は
、「
竹
河
」
巻
に
見
ら
れ
る
玉
鬘
邸
で
の
遊
宴
の
場
面
で
あ
る
。
玉

鬘
は
こ
の
時
点
で
四
十
八
歳
、
故
鬚
黒
と
の
間
に
儲
け
た
三
人
の
息
子
と
二
人

の
娘
を
抱
え
る
未
亡
人
と
な
っ
て
い
る
。
玉
鬘
の
娘
た
ち
の
世
評
は
高
く
、
帝

や
冷
泉
院
を
は
じ
め
と
し
て
縁
談
を
望
む
者
が
多
く
、
か
つ
て
の
玉
鬘
同
様
、

求
婚
譚
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
こ
の
屋
敷
に

姿
を
現
し
た
の
が
薫
で
あ
る
。
薫
は
表
向
き
に
は
光
源
氏
の
息
子
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
光
源
氏
の
妻
で
あ
る
女
三
の
宮
が
柏
木
と
密
通
を

犯
し
て
産
ん
だ
不
義
の
子
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
事
実
は
世
間
に
知
ら
れ

ぬ
ま
ま
年
月
が
経
ち
、
薫
は
今
や
十
五
歳
の
青
年
に
成
長
し
て
い
る
。
玉
鬘
は

御
簾
の
内
側
か
ら
薫
に
和
琴
を
差
し
出
す
。
玉
鬘
は
、
薫
の
爪
音
が
故
内
大
臣

の
そ
れ
に
似
通
う
と
の
噂
を
耳
に
し
て
い
て
、
一
度
聴
い
て
み
た
い
と
思
っ
て

い
た
と
あ
る
。
玉
鬘
の
リ
ク
エ
ス
ト
を
受
け
て
薫
は
通
り
一
遍
に
和
琴
を
奏
で

た
。
薫
の
演
奏
を
実
際
に
聴
い
て
み
た
玉
鬘
は
、
琴
の
音
色
を
聞
く
た
び
に
亡

父
内
大
臣
を
追
懐
す
る
の
が
倣
い
に
な
っ
て
い
る
と
し
つ
つ
、
薫
の
和
琴
は
故

柏
木
の
奏
で
る
音
色
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
と
の
感
想
を
抱
く
。
玉
鬘
は
薫
が
柏

木
の
血
を
引
く
同
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
薫
の
奏
で

る
和
琴
の
音
色
を
通
し
て
、
そ
こ
に
同
じ
氏
族
集
団
に
流
れ
る
血
を
感
じ
取
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
　

五
、
変
化
す
る
光
源
氏
と
玉
鬘
の
関
係

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
和
琴
と
い
う
楽
器
が
内
大
臣
の
一
族
と
い
う
氏
族
集
団

を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
同
族
で
あ
る
こ
と
の
指
標
と
し
て
機
能
す

る
と
こ
ろ
か
ら
、
婚
姻
規
制
の
契
機
と
し
て
も
働
く
様
子
が
確
認
さ
れ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
場
合
、
改
め
て
注
目
さ
れ
る
の
が
光
源
氏
に
よ

る
玉
鬘
へ
の
和
琴
教
習
の
場
面
で
あ
る
。

今
は
御
琴
教
へ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
さ
へ
こ
と
つ
け
て
、
近
や
か
に
馴

れ
寄
り
た
ま
ふ
。
姫
君
も
、
は
じ
め
こ
そ
む
く
つ
け
く
う
た
て
と
も
思
ひ

た
ま
ひ
し
か
、
か
く
て
も
な
だ
ら
か
に
、
う
し
ろ
め
た
き
御
心
は
あ
ら
ざ

り
け
り
と
、
や
う
や
う
目
馴
れ
て
、
い
と
し
も
疎
み
き
こ
え
た
ま
は
ず
、

さ
る
べ
き
御
答
へ
も
、
馴
れ
馴
れ
し
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
聞
こ
え
か
は
し
な
ど

し
て
、
見
る
ま
ま
に
い
と
愛
敬
づ
き
か
を
り
ま
さ
り
た
ま
へ
れ
ば
、
な
ほ

さ
て
も
え
過
ぐ
し
や
る
ま
じ
く
思
し
返
す
。 

（
常
夏
巻
③
二
三
五
頁
）

先
に
、
光
源
氏
が
玉
鬘
を
相
手
に
和
琴
論
を
展
開
し
た
こ
と
に
つ
い
て
見
て

き
た
。
こ
こ
に
掲
げ
た
の
は
、
そ
の
和
琴
論
を
経
た
後
の
光
源
氏
と
玉
鬘
の
様

五
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子
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
和
琴
の
教
習
を
口
実
に
し
て
光
源
氏
が
玉
鬘
の
も
と

を
訪
れ
、
馴
れ
親
し
く
し
て
い
る
と
あ
る
。
玉
鬘
の
方
で
も
、
以
前
で
あ
れ
ば

「
む
く
つ
け
く
う
た
て
」
と
嫌
悪
感
を
覚
え
て
い
た
の
が
、
次
第
に
馴
染
ん
で

き
て
、
極
端
に
毛
嫌
い
す
る
よ
う
な
態
度
は
取
ら
な
く
な
っ
て
き
た
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
を
ど
う
捉
え
た
ら
よ
い
か
。
語
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
光

源
氏
に
疚
し
い
下
心
が
無
い
こ
と
を
玉
鬘
が
見
て
取
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
当
の
光
源
氏
は
玉
鬘
に
対
す
る
恋
情
を
募
ら
せ
て

お
り
、
そ
の
弥
増
す
愛
ら
し
さ
に
自
制
心
を
失
い
か
け
て
も
い
る
。

そ
も
そ
も
、
光
源
氏
に
対
す
る
玉
鬘
の
嫌
悪
感
は
、
親
と
い
う
立
場
に
あ
り

な
が
ら
懸
想
を
寄
せ
て
く
る
と
こ
ろ
に
端
を
発
し
て
い
る（
29
）。「
胡
蝶
」
巻

で
は
、
光
源
氏
が
添
い
寝
を
し
よ
う
と
玉
鬘
に
近
づ
い
て
き
た
際
に
、
玉
鬘
は

「
実
の
親
の
御
あ
た
り
な
ら
ま
し
か
ば
、
お
ろ
か
に
は
見
放
ち
た
ま
ふ
と
も
、

か
く
ざ
ま
の
憂
き
こ
と
は
あ
ら
ま
し
や
」（
胡
蝶
③
一
八
八
頁
）
と
、
本
当
の

親
元
に
い
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
嫌
な
思
い
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
に
と
、「
実

の
親
」
と
の
対
比
に
お
い
て
光
源
氏
の
振
る
舞
い
を
非
難
し
て
い
る
。
ま
た
、

そ
う
い
っ
た
光
源
氏
の
振
る
舞
い
に
当
惑
し
て
床
に
臥
せ
っ
て
し
ま
っ
た
玉
鬘

に
対
し
、「
こ
と
あ
り
顔
に
」
思
い
悩
む
の
は
未
熟
な
態
度
だ
と
咎
め
る
手
紙

を
光
源
氏
が
送
る
と
、
玉
鬘
は
「
親
が
り
た
る
御
言
葉
も
、
い
と
憎
し
」（
胡

蝶
③
一
九
〇
頁
）と
、
親
の
よ
う
な
光
源
氏
の
口
ぶ
り
に
反
感
を
抱
い
て
い
く
。

但
し
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ
う
い
っ
た
玉
鬘
の
嫌
悪
感
は
、
あ
く
ま
で

も
親
の
立
場
に
あ
る
光
源
氏
に
対
し
て
の
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

昨
夜
い
と
女
親
だ
ち
て
つ
く
ろ
ひ
た
ま
ひ
し
御
け
は
ひ
を
、
内
々
は
知
ら

で
、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
し
と
み
な
言
ふ
。
姫
君
は
、
か
く
さ
す
が
な

る
御
気
色
を
、
わ
が
み
づ
か
ら
の
う
さ
ぞ
か
し
、
親
な
ど
に
知
ら
れ
た
て

ま
つ
り
、
世
の
人
め
き
た
る
さ
ま
に
て
、
か
や
う
な
る
御
心
ば
へ
な
ら
ま

し
か
ば
、
な
ど
か
は
い
と
似
げ
な
く
も
あ
ら
ま
し
、
人
に
似
ぬ
あ
り
さ
ま

こ
そ
、
つ
ひ
に
世
語
に
や
な
ら
む
、
と
起
き
臥
し
思
し
悩
む
。

 

（
蛍
③
二
〇
二
頁
）

こ
れ
は
、
求
婚
者
の
一
人
で
あ
る
蛍
宮
が
玉
鬘
の
も
と
を
訪
れ
て
き
た
際

の
、
光
源
氏
の
応
接
ぶ
り
を
振
り
返
っ
て
の
玉
鬘
の
感
想
で
あ
る
。
光
源
氏
が

ま
る
で
「
女
親
」
の
よ
う
に
甲
斐
甲
斐
し
く
応
対
の
準
備
に
あ
た
っ
て
い
た
こ

と
を
、
周
囲
の
者
た
ち
は
皆
、
称
賛
し
て
い
た
の
だ
が
、
玉
鬘
は
、
そ
の
よ
う

に
光
源
氏
が
自
分
に
も
懸
想
心
の
あ
る
こ
と
を
周
囲
の
者
た
ち
に
は
気
取
ら
せ

ず
、
あ
く
ま
で
も
親
ら
し
く
振
る
舞
え
る
気
の
配
り
よ
う
に
感
じ
入
る
。
そ
し

て
、
実
の
親
に
認
め
ら
れ
る
か
た
ち
で
光
源
氏
の
寵
愛
を
受
け
る
の
で
あ
れ

ば
、
二
人
は
決
し
て
不
似
合
い
な
間
柄
と
い
う
こ
と
で
も
な
か
ろ
う
と
さ
え
思

う
。
玉
鬘
が
光
源
氏
を
受
け
入
れ
ら
れ
ぬ
理
由
は
、
偏
に
彼
が
父
の
位
相
に
置

か
れ
た
人
物
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
光

源
氏
を
、
玉
鬘
は
和
琴
の
教
習
と
い
う
場
に
お
い
て
は
受
け
入
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

玉
鬘
に
と
っ
て
和
琴
と
は
、
実
父
内
大
臣
の
一
族
と
い
う
氏
族
集
団
へ
の
帰

属
性
を
媒
介
す
る
象
徴
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
光
源

氏
に
よ
る
和
琴
の
教
習
も
、
玉
鬘
に
と
っ
て
は
自
ら
の
血
統
を
再
確
認
す
る
契

機
と
し
て
働
く
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
和
琴
教
習
の
場
に
お
い
て
、
和
琴
を

五
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奏
で
る
光
源
氏
の
姿
は
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
玉
鬘
に
映
っ
て
い
る
の
か
。

一
つ
に
は
、
擬
似
的
な
父
と
い
う
存
在
で
あ
ろ
う
。
光
源
氏
の
和
琴
論
の
中
に

あ
っ
た
「
親
と
し
つ
べ
き
御
手
よ
り
弾
き
と
り
た
ま
へ
」（
常
夏
③
二
三
一
頁
）

と
い
う
発
言
は
、
実
父
内
大
臣
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
叶
わ
ぬ

今
、
光
源
氏
が
親
代
わ
り
と
な
っ
て
玉
鬘
に
和
琴
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
り
、

玉
鬘
も
ま
た
、
和
琴
を
弾
く
光
源
氏
に
実
父
を
投
影
し
て
見
て
い
る
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る（
30
）。
そ
し
て
、
実
父
を
投
影
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
身
を
寄
り
添

わ
せ
る
こ
と
に
も
抵
抗
が
無
い
と
い
う
解
釈
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
も
う
一

つ
の
可
能
性
は
、
同
族
で
は
な
い
男
性
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
和
琴
の
教
習
を

重
ね
て
い
く
過
程
で
、
玉
鬘
は
藤
原
氏
内
大
臣
家
と
い
う
氏
族
集
団
の
一
員
で

あ
る
と
い
う
認
識
を
強
く
し
て
い
く
と
考
え
た
場
合
、
そ
れ
は
ま
た
、
光
源
氏

と
自
分
の
血
統
の
隔
た
り
を
強
く
意
識
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
即
ち
、
光
源
氏
は
自
分
と
は
違
う
、
他
の
氏
族
─
皇
族
・
王
氏
─

の
男
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
あ
た

か
も
同
族
間
に
お
け
る
婚
姻
規
制
、
い
わ
ば
イ
ン
セ
ス
ト
の
タ
ブ
ー
が
解
除
さ

れ
て
い
く
か
の
ご
と
く
、
光
源
氏
を
一
人
の
男
性
と
し
て
見
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
の
可
能
性
を
提
起
し
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ

ん
、
玉
鬘
は
当
初
よ
り
一
貫
し
て
光
源
氏
の
こ
と
を
本
当
の
親
な
ど
と
は
思
っ

て
い
な
い
。
こ
こ
で
問
う
て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な
次
元
で
の
認
識
で
は
な

く
、
光
源
氏
を
ど
の
よ
う
な
位
相
の
男
性
と
し
て
分
節
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か

と
い
う
言
語
記
号
論
的
な
次
元
の
問
題
で
あ
る
。

い
と
し
ば
し
ば
渡
り
た
ま
ひ
て
、
お
は
し
ま
し
暮
ら
し
、
御
琴
な
ど
も
習

は
し
き
こ
え
た
ま
ふ
。
五
六
日
の
夕
月
夜
は
と
く
入
り
て
、
す
こ
し
雲
隠

る
る
け
し
き
、
荻
の
音
も
や
う
や
う
あ
は
れ
な
る
ほ
ど
に
な
り
に
け
り
。

御
琴
を
枕
に
て
、も
ろ
と
も
に
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
り
。（
篝
火
③
二
五
六
頁
）

こ
れ
は
、「
篝
火
」
巻
に
語
ら
れ
て
く
る
光
源
氏
と
玉
鬘
の
様
子
で
あ
る
。

二
人
は
頻
繁
に
会
っ
て
、
和
琴
の
教
習
を
し
な
が
ら
日
を
暮
ら
す
の
を
倣
い
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
夜
に
入
る
と
、
二
人
は
和
琴
を
枕
に
し
な
が
ら
寄
り
添
っ

て
寝
て
い
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
も
は
や
そ
の
よ
う
な
玉
鬘
の
姿
態
に
、
以
前

抱
い
て
い
た
光
源
氏
に
対
す
る
嫌
悪
感
を
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
光
源

氏
は
こ
の
時
、
親
と
い
う
位
相
か
ら
は
限
り
な
く
遠
い
存
在
と
し
て
玉
鬘
の
横

に
臥
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　

結

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
主
人
公
で
あ
る
光
源
氏
の
担
当
す
る
楽
器
と
し
て
七

絃
琴
が
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
王
統
の
英
雄
と
、
そ
し
て
、
楽
を
統
べ
る
理

念
的
な
付
加
価
値
の
あ
る
楽
器
と
い
う
、
い
わ
ば
聖
別
さ
れ
た
も
の
同
士
の
組

み
合
わ
せ
が
、
従
来
の
研
究
で
は
注
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』

に
は
そ
れ
以
外
の
マ
イ
ナ
ー
な
楽
器
も
描
か
れ
て
い
る
。
本
稿
で
注
目
し
た
の

は
、
和
琴
と
い
う
楽
器
で
あ
っ
た
。
こ
の
和
琴
は
、
内
大
臣
が
第
一
人
者
と
さ

れ
る
楽
器
で
、
光
源
氏
の
七
絃
琴
と
対
比
的
な
関
係
を
結
ん
で
い
る
。
本
稿
で

は
更
に
、
そ
の
関
係
が
個
々
人
の
次
元
で
終
始
す
る
も
の
で
は
な
く
、
氏
族
集

団
を
単
位
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
。
即
ち
、
七
絃
琴
が
皇
族
・

五
七



王
氏
と
い
う
血
統
に
あ
る
者
た
ち
に
演
奏
者
が
限
定
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様

に
、
和
琴
も
ま
た
、
内
大
臣
の
血
統
に
連
な
る
者
た
ち
、
そ
れ
を
本
稿
で
は
藤

原
氏
内
大
臣
家
と
規
定
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
氏
族
集
団
に
属
す

る
者
た
ち
を
特
別
な
演
奏
者
と
し
て
レ
イ
ア
ウ
ト
し
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て

着
想
し
た
の
で
あ
る（
31
）。
そ
の
よ
う
な
仮
説
の
も
と
に
、
内
大
臣
家
に
お
い

て
和
琴
の
演
奏
法
が
相
承
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
和
琴
を
通
し
て
帰
属
意
識
が
醸

成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
検
証
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
内
大
臣
か
ら

息
子
で
あ
る
柏
木
へ
と
演
奏
法
が
遜
色
の
無
い
も
の
と
し
て
相
承
さ
れ
て
い
く

様
相
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
内
大
臣
の
娘
で
あ
る
玉
鬘
が
、
光

源
氏
の
和
琴
論
を
契
機
と
し
て
自
ら
の
血
統
に
対
す
る
帰
属
意
識
を
強
く
し
て

い
く
様
子
や
、
和
琴
の
音
色
を
通
じ
て
柏
木
や
薫
と
い
っ
た
男
性
が
同
族
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
て
い
く
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
で
は
、
特

に
後
者
の
玉
鬘
に
お
け
る
和
琴
の
在
り
方
を
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
捉
え

直
す
試
み
を
展
開
し
た
。
そ
の
結
果
、
藤
原
氏
内
大
臣
家
に
お
い
て
は
和
琴
が

あ
た
か
も
ト
ー
テ
ム
で
あ
る
か
の
ご
と
く
機
能
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
同

族
で
あ
る
こ
と
の
指
標
と
し
て
機
能
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
婚
姻
規
制
の
契
機
と

し
て
も
働
く
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
ら
の
現
象
を
も
っ

て
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
内
大
臣
家
の
和
琴
は
ト
ー
テ
ム
化
し
て
い
る
と

い
う
見
解
を
呈
示
し
て
お
き
た
い
。

『
源
氏
物
語
』
の
音
楽
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
各
種
の
楽
器
は
、
皇
族
・
王

氏
や
藤
原
氏
な
ど
と
い
っ
た
氏
族
集
団
と
結
び
つ
き
、
そ
の
氏
族
集
団
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
象
徴
す
る
統
合
的
記
号
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
従
来
の
音
楽
研
究
で
は
、
主
人
公
光
源
氏
と
結
び
つ
く
七
絃
琴
が
専
ら

取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
音
楽
の
場
面
に
は
七
絃
琴
以
外
の
楽
器
も
描
か
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら
マ
イ
ナ
ー
な
楽
器
に
つ
い
て
の
位
置
づ
け
も
、
今
後
検
討
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
そ
う
い
っ
た
試
み
の
一
端
と
し
て
、

和
琴
と
い
う
楽
器
を
対
象
に
、
そ
の
楽
器
が
持
つ
意
味
を
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
観

点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
楽
器
を
通
じ
て
氏

族
集
団
が
連
帯
性
や
持
続
性
を
確
保
し
て
ゆ
く
様
相
を
解
明
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
ろ
う
。
ま
た
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
観
点
で
は
各
楽
器
が
相
対
的
な
位
置
を

占
め
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
結
果
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
音
楽
の
全
体
像
を

つ
か
む
視
点
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ト
ー
テ
ミ
ズ

ム
の
機
能
主
義
的
な
観
点
に
よ
っ
て
特
定
の
楽
器
と
氏
族
集
団
と
の
結
び
つ
き

を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
一
方
、
構
造
主
義
的
な
観
点
に
よ
れ
ば
、
楽

器
と
氏
族
集
団
が
結
び
つ
く
の
は
そ
れ
ぞ
れ
が
差
異
体
系
と
し
て
相
同
的
で
あ

る
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
七
絃
琴
以
外
の
楽
器
や
王
統
以
外
の
氏

族
集
団
に
も
目
を
向
け
る
べ
き
理
論
的
根
拠
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

注（
１
） 

平
安
時
代
は
琴
か
ら
笛
へ
、
鎌
倉
時
代
は
琵
琶
、
そ
し
て
室
町
時
代
に
な

る
と
笙
か
ら
箏
の
琴
へ
と
い
う
具
合
に
帝
器
が
移
行
し
て
い
っ
た
と
い
う

（
豊
永
聡
美
『
天
皇
の
音
楽
史
─
古
代
・
中
世
の
帝
王
学
─
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
七
年
二
月
）。

五
八



（
２
） 

光
源
氏
、
蛍
宮
、
八
の
宮
（
い
ず
れ
も
父
が
桐
壺
帝
）、
末
摘
花
（
父
が

常
陸
宮
）、
明
石
の
君
（
母
方
の
曽
祖
父
が
中
務
宮
）、
女
三
の
宮
（
父
が

朱
雀
院
）
な
ど
。
な
お
、
小
林
久
子
「
源
氏
物
語
の
音
楽
理
念
─
絃
楽
器

を
中
心
と
し
て
─
」（『
源
氏
物
語
研
究
』
第
四
号
、
國
學
院
大
學
源
氏
物

語
研
究
会
、
一
九
七
六
年
一
二
月
）、
植
田
恭
代
「
き
ん
の
こ
と
【
琴
の

琴
】」（
林
田
孝
和
・
原
岡
文
子
他
編
『
源
氏
物
語
事
典
』
大
和
書
房
、
二

〇
〇
二
年
五
月
）
等
に
指
摘
が
あ
る
。

（
３
） 

上
原
作
和
『
光
源
氏
物
語
學
藝
史
─
右
書
左
琴
の
思
想
─
』（
翰
林
書
房
、

二
〇
〇
六
年
五
月
）、
上
原
作
和
・
正
道
寺
康
子
編
『
日
本
琴
學
史
』（
勉

誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
二
月
）
等
。

（
４
） 

中
川
正
美
「
琴
か
ら
和
琴
へ
」（『
源
氏
物
語
と
音
楽
』
和
泉
書
院
、
新
装

版
、
二
〇
〇
七
年
五
月
）

（
５
） 

井
上
正
「『
源
氏
物
語
』
の
音
楽
思
想
─
琴
と
和
琴
に
つ
い
て
─
」（『
帝

京
大
学
文
学
部
教
育
学
科
紀
要
』
第
三
六
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）

（
６
） 

利
沢
麻
美
「
紫
の
上
の
和
琴
─
女
楽
に
お
け
る
位
相
─
」（『
国
語
と
国
文

学
』
七
一
巻
二
号
、
一
九
九
四
年
二
月
）、
今
井
久
代
「『
源
氏
物
語
』
弾

物
四
種
の
女
楽
が
描
く
も
の
─「
跡
あ
る
」琴
と「
跡
な
き
」和
琴
を
め
ぐ
っ

て
─
」（『
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
』
一
〇
八
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）。

（
７
） 

な
お
、
こ
の
内
大
臣
は
「
頭
中
将
」
の
通
称
で
知
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ

る
が
、
本
稿
で
問
題
の
所
在
と
す
る
場
面
（
三
条
殿
に
お
け
る
音
楽
の
場

面
）
で
は
「
内
大
臣
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
混
乱
を
避
け
る

た
め
に
そ
の
呼
称
で
統
一
す
る
こ
と
と
し
た
。
因
み
に
、
内
大
臣
の
呼
称

は
一
貫
し
て
お
ら
ず
、「
頭
中
将
↓
権
中
納
言
↓
大
納
言
・
右
大
将
↓
内

大
臣
↓
太
政
大
臣
↓
致
仕
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
そ
の
時
点
で
の
官
職
名

に
よ
っ
て
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
８
） 

森
野
正
弘
「
頭
中
将
と
和
琴
／
光
源
氏
と
琴
の
琴
」（『
源
氏
物
語
の
音
楽

と
時
間
』
新
典
社
、
二
〇
一
四
年
九
月
）

（
９
） 

川
島
絹
江
「
和
琴
─
よ
く
鳴
る
和
琴
・
よ
く
鳴
る
琴
─
」（『「
源
氏
物
語
」

の
源
泉
と
継
承
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）

（
10
） 

な
お
、
内
大
臣
の
和
琴
が
血
族
間
で
相
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、

山
田
孝
雄
（『
源
氏
物
語
の
音
楽
』
四
三
一
頁
、
宝
文
館
、
一
九
三
四
年

七
月
）
以
来
、
小
林
久
子
（
前
掲
注
２
論
文
）、
廣
田
收
（「『
源
氏
物
語
』

に
お
け
る
音
楽
と
系
譜
」『
源
氏
物
語
の
探
究
』
第
十
三
輯
、
風
間
書
房
、

一
九
八
八
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
為
さ
れ
て
き
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ

う
い
っ
た
和
琴
の
血
族
間
相
承
が
、
七
絃
琴
に
お
け
る
血
族
間
相
承
と
相

対
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
つ
い
て
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
論
じ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
従
来
の
論
と
は
趣
向
を
異
に
す
る
。

（
11
） 

『
源
氏
物
語
』本
文
の
引
用
は
、『
源
氏
物
語
』①
～
⑥︿
全
六
冊
﹀（
小
学
館
、

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
20
～
25
、
一
九
九
四
～
八
年
）
に
拠
り
、
巻
名
・

冊
数
・
頁
数
を
記
し
た
。
以
下
同
様
。

（
12
） 

藤
井
貞
和
「
音
楽
」（『
国
文
学
』
学
燈
社
、
一
九
八
三
年
一
二
月
）

（
13
） 
竹
田
晃
『
文
選
（
文
章
篇
）
中
』
五
〇
二
～
三
頁
（
明
治
書
院
、
新
釈
漢

文
大
系
83
、
一
九
九
八
年
七
月
）

（
14
） 

李
善
注
に
「
桓
子
の
新
論
に
曰
く
、
雍
門
周
、
琴
を
以
て
孟
嘗
君
を
見
る
。

五
九



孟
嘗
君
曰
く
、
先
生
、
琴
を
鼓
す
、
亦
文
を
し
て
悲
し
ま
し
む
る
か
と
。

対
へ
て
曰
く
、臣
窃
か
に
足
下
の
為
に
悲
し
む
所
有
り
。
千
秋
万
歳
の
後
、

墳
墓
荊
棘
を
生
じ
、
游
童
牧
豎
其
の
足
を
躑
躅
し
、
其
の
上
に
歌
ひ
て
曰

く
、
孟
嘗
君
の
尊
貴
も
、
亦
是
の
若
き
か
と
。
是
に
於
て
孟
嘗
喟
然
と
し

て
大
息
し
、
涕
、
睫
に
承
け
て
、
未
だ
下
ら
ず
。」（
前
掲
注
13
書
、
五
〇

四
頁
）
と
あ
る
の
に
拠
る
。

（
15
） 

今
井
源
衛
「
漢
籍
・
史
書
・
仏
典
引
用
一
覧
」
四
七
七
頁
（『
源
氏
物
語
』

③
、
小
学
館
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
）

（
16
） 

秋
澤
亙
「
鑑
賞
欄
・
風
の
力
蓋
し
寡
し
」
七
九
頁
（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞

と
基
礎
知
識
№
27
・
少
女
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）

（
17
） 

但
し
、
光
源
氏
が
和
琴
を
弾
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
で
も

後
述
す
る
よ
う
に
、「
常
夏
」
巻
に
は
光
源
氏
の
和
琴
演
奏
の
場
面
が
描

か
れ
て
い
る
。

（
18
） 

小
林
氏
、
植
田
氏
、
前
掲
注
２
論
文
に
同
じ
。

（
19
） 

内
大
臣
が
夕
顔
と
の
間
に
儲
け
た
娘
（
玉
鬘
）
の
幼
名
が
「
藤
原
の
瑠
璃

君
」（
玉
鬘
③
一
一
二
頁
）
で
あ
る
と
右
近
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
る
。

（
20
） 

但
し
、
内
大
臣
の
青
年
時
代
に
は
笛
の
名
手
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
た
と

い
う
指
摘
も
あ
る
（
関
河
眞
克
「『
源
氏
物
語
』
の
頭
中
将
の
笛
と
和
琴
」

『
同
志
社
国
文
学
』
第
七
三
号
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）。

（
21
） 

な
お
、
光
源
氏
に
と
っ
て
筑
紫
は
単
な
る
辺
境
で
は
な
く
、
異
国
文
化
の

交
流
地
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
金
孝
淑
「『
源

氏
物
語
』
の
玉
鬘
と
筑
紫
─
物
語
論
・
和
琴
論
を
め
ぐ
っ
て
─
」『
国
文

学
研
究
』
第
一
四
九
号
、
二
〇
〇
六
年
六
月
）

（
22
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
一
〇
。

（
23
） 

ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
、
仲
沢
紀
雄
訳
『
今
日
の
ト
ー
テ
ミ

ス
ム
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
〇
年
七
月
）、「
序
論
」。

（
24
） 

ト
ー
テ
ム
の
機
能
的
な
側
面
を
提
唱
し
た
論
者
と
し
て
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト

ロ
ー
ス
は
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ラ
ド
ク
リ
フ
＝
ブ
ラ
ウ
ン
の
名
を
挙
げ
る（
前

掲
注
23
書
、
第
三
章
「
機
能
主
義
的
ト
ー
テ
ミ
ス
ム
」）。

（
25
） 

ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
、
前
掲
注
23
書
、
第
一
章
「
ト
ー
テ

ム
幻
想
」。

（
26
） 

エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、小
関
藤
一
郎
訳
「
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
論
」（『
分

類
の
未
開
形
態
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
〇
年
七
月
）

（
27
） 

柏
木
と
玉
鬘
の
よ
う
な
「
き
ょ
う
だ
い
関
係
」
に
あ
る
者
同
士
の
恋
愛
模

様
を
︿
い
も
う
と
む
つ
び
﹀
と
い
う
類
型
的
発
想
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と

す
る
論
（
西
耕
生
「
玉
鬘
十
帖
と
伊
勢
物
語
四
十
九
段
─
「
い
も
う
と
む

つ
び
」
の
物
語
史
─
」『
文
学
史
研
究
』
第
二
九
号
、一
九
八
八
年
一
二
月
）

も
あ
る
。
同
種
の
論
に
、丹
藤
夢
子
「
柏
木
と
い
も
う
と
へ
の
恋
─
玉
鬘
・

弘
徽
殿
女
御
を
中
心
に
─
」（『
物
語
研
究
』
第
一
〇
号
、
二
〇
一
〇
年
三

月
）
が
あ
る
。
但
し
、
本
稿
で
は
そ
う
い
っ
た
近
親
者
同
士
に
よ
る
恋
愛

が
和
琴
の
音
色
を
契
機
と
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
回
避
さ
れ
て
ゆ
く
点
に

留
意
し
て
い
る
。

（
28
） 

因
み
に
、
こ
の
時
点
の
玉
鬘
は
光
源
氏
の
和
琴
論
を
受
け
、
和
琴
に
対
す

六
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る
認
識
を
新
た
に
し
た
状
態
に
あ
る
。

（
29
） 
親
と
い
う
立
場
と
懸
想
人
と
し
て
の
心
性
に
葛
藤
し
、
結
局
は
親
と
し
て

の
在
り
方
を
強
い
ら
れ
て
い
く
光
源
氏
像
が
阿
部
好
臣
に
よ
っ
て
読
み
取

ら
れ
て
い
る
（「『
玉
鬘
』
の
組
成
─
六
条
院
物
語
の
基
底
」『
物
語
文
学

組
成
論
Ⅰ
─
源
氏
物
語
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
）。
一
方
、

親
の
立
場
に
徹
し
き
れ
ず
、
養
女
で
あ
る
玉
鬘
に
恋
情
を
持
ち
続
け
る
若

き
光
源
氏
像
を
読
む
立
場
（
権
桃
楹
「
玉
鬘
十
帖
の
意
義
」『
東
京
大
学

国
文
学
論
集
』
第
一
二
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
）
も
あ
る
。

（
30
） 

安
藤
裕
樹
は
、「
親
」
を
装
う
光
源
氏
の
在
り
よ
う
を
実
の
親
で
あ
る
内

大
臣
と
の
対
比
に
お
い
て
肯
定
的
に
捉
え
、
玉
鬘
と
の
間
に
着
実
に
親
子

関
係
が
築
か
れ
て
い
る
と
解
す
る
（「『
親
め
く
親
』
と
『
実
の
親
』、
玉

鬘
の
二
人
の
『
親
』
を
め
ぐ
っ
て
─
『
源
氏
物
語
』
の
「
親
」
の
語
脈
か

ら
─
」『
学
芸
国
語
国
文
学
』
第
四
一
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）。

（
31
） 

但
し
、『
源
氏
物
語
』
に
は
内
大
臣
家
以
外
の
人
物
が
和
琴
を
演
奏
す
る

場
面
も
あ
る
。本
稿
で
も
触
れ
て
い
る
光
源
氏
の
和
琴
演
奏
や
、「
若
菜
下
」

巻
の
女
楽
の
場
面
で
は
紫
の
上
の
和
琴
演
奏
が
確
認
さ
れ
る
。
な
お
、
植

田
恭
代
「
わ
ご
ん
【
和
琴
】」（
林
田
孝
和
・
原
岡
文
子
他
編
『
源
氏
物
語

事
典
』
大
和
書
房
、
二
〇
〇
二
年
五
月
）
を
参
照
。

付
記　

本
研
究
はJSPS

科
研
費JP18K00157

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
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