
清
原
家
の
く
学
問
の
系
鎧

ー
『
う
つ
ほ
物
語
』

　
　
　
　
旧
〉

「
蔵
開
・
上
」
巻
を
始
発
と
し
て
ー

を
担
う
藤
原
仲
忠

武
藤
那
賀
子

［
キ
ー
ワ
ー
ド
①
『
う
つ
ほ
物
語
』
②
学
問
③
系
譜
④
清
原
家
］
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『
う
つ
ほ
物
語
』
首
巻
「
俊
蔭
」
巻
で
は
、
清
原
俊
蔭
の
父
が
式
部
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ユ

輔
で
左
大
弁
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
俊
蔭
自
身
も
漢
学
の
才
が
あ
っ
た
た

め
に
遣
唐
船
に
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、

俊
蔭
が
異
郷
か
ら
帰
っ
て
き
て
か
ら
は
、
清
原
家
の
学
問
に
関
す
る
記
述

は
な
い
。
そ
れ
が
、
「
蔵
開
・
上
」
巻
で
、
俊
蔭
の
孫
に
あ
た
る
藤
原
仲

忠
が
俊
蔭
ゆ
か
り
の
地
、
三
条
京
極
邸
を
思
い
起
こ
し
、
そ
こ
に
あ
っ
た

蔵
を
開
い
て
か
ら
は
、
清
原
家
が
学
問
の
家
で
あ
る
こ
と
が
こ
と
さ
ら
強

調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
た
と
え
ば
、
三
田
村
雅
子
は
、
「
琴
の
技
能
の
み
で
俊
蔭
に
連
な
っ
て

い
た
仲
忠
は
、
漢
才
の
方
面
で
も
清
原
家
累
代
の
学
業
を
継
ぐ
存
在
と
な

　
　
　
　
　
注
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3

る
。
」
と
指
摘
し
、
大
井
田
晴
彦
も
こ
れ
に
同
調
し
て
い
る
。
ま
た
伊
井

春
樹
も
、
「
人
々
を
拒
み
続
け
て
い
た
蔵
は
、
仲
忠
の
手
に
よ
っ
て
、
あ
っ

け
な
く
開
い
た
。
…
…
こ
の
出
来
事
は
仲
忠
に
清
原
一
族
の
後
継
者
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

て
の
自
覚
と
誇
り
を
覚
醒
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。
猪
川
優
子
は
、

「
蔵
の
発
見
は
、
仲
忠
に
自
ら
の
出
自
に
対
す
る
問
い
直
し
を
呼
び
起
こ

し
た
。
」
と
し
た
上
で
、
「
自
ら
が
蔵
す
な
わ
ち
学
問
を
受
け
継
ぐ
者
で
あ

る
と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
蔵
の
中
へ
と
入
っ
て
行
く
。
」
と
述
べ
た
上
で
、

学
問
の
家
の
後
継
者
に
つ
い
て
は
、
い
ぬ
宮
が
入
内
し
た
後
に
産
ん
だ
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

子
が
受
け
継
ぐ
の
で
は
な
い
か
と
結
ぶ
。

　
　
　
　
　
　
は
　

　
ま
た
、
〈
蔵
開
き
〉
を
し
た
後
、
朱
雀
帝
や
春
宮
、
五
の
宮
の
前
で
進

講
を
仲
忠
が
行
な
っ
た
場
面
に
つ
い
て
、
三
田
村
雅
子
は
、
「
俊
蔭
の
集

の
発
見
と
そ
の
進
講
に
よ
っ
て
、
琴
の
一
族
と
し
て
の
俊
蔭
一
族
の
神
話

性
は
復
活
し
、
琴
の
持
つ
意
味
が
再
生
産
さ
れ
る
。
あ
て
宮
で
さ
え
獲
得

で
き
な
か
っ
た
琴
の
妙
技
の
価
値
の
下
落
を
、
辛
う
じ
て
喰
い
と
め
、
上

昇
さ
え
さ
せ
た
の
は
、
書
か
れ
た
物
と
し
て
の
日
記
や
家
集
の
力
で

　
　
　

あ
っ
た
。
」
と
述
べ
、
大
井
田
晴
彦
は
、
「
わ
ず
か
仲
忠
・
帝
・
春
宮
・
五

宮
の
四
人
の
み
に
よ
る
、
密
室
的
な
こ
の
講
書
は
、
俊
蔭
一
族
と
朝
廷
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　

の
過
去
の
か
か
わ
り
を
問
い
な
お
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
」
と
指
摘
す
る
。

ま
た
伊
藤
禎
子
は
、
書
物
が
仲
忠
の
声
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と

に
着
眼
し
た
上
で
、
「
〈
蔵
開
き
V
の
行
為
は
、
学
問
の
物
語
の
再
始
発
で
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あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
音
楽
と
学
問
の
相
互
の
越
境
を
語
り
、
互
い
に

「
書
か
れ
た
物
」
で
あ
り
つ
つ
も
「
音
声
」
で
も
あ
る
と
い
う
、
新
た
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

展
開
へ
と
進
ん
で
い
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
学
問
が
、
俊
蔭
伝
来
の
蔵
に
つ
い
て
語
り
出
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
に
再
登
場
し
て
く
る
意
味
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
清

原
家
が
学
問
の
家
で
あ
る
こ
と
を
再
提
示
す
る
必
要
性
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
、
清
原
俊
蔭
を
始
祖
と
し
た
〈
琴
の
系
譜
〉
が
あ

る
こ
と
は
、
先
行
研
究
で
何
度
も
論
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、

系
譜
と
呼
べ
る
べ
き
も
の
は
、
〈
琴
〉
だ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
本
論
で
は
、
仲
忠
が
受
け
継
い
だ
「
学
問
」
の
系
譜
に
つ
い
て
辿
っ

て
み
た
い
。一．

q
蔵
開
き
〉

　
〈
蔵
開
き
〉
は
、
仲
忠
が
、
後
に
い
ぬ
宮
へ
の
秘
曲
伝
授
の
場
と
な
る

京
極
邸
を
思
い
出
す
場
面
、
「
昔
よ
り
、
祖
の
伝
は
り
住
み
給
ひ
け
る
所

に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
わ
が
親
の
御
時
に
な
く
な
り
に
た
る
を
、
我
造
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0

て
、
母
北
の
方
に
奉
ら
む
」
（
蔵
開
・
上
四
六
七
）
か
ら
始
ま
る
。
仲

忠
は
、
京
極
邸
に
つ
い
て
、
「
昔
よ
り
、
祖
の
伝
は
り
住
み
給
ひ
け
る
所
」

と
言
っ
て
お
り
、
京
極
邸
が
「
清
原
氏
」
の
土
地
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
訪
れ
た
京
極
邸
は
、
「
昔
の
寝
殿
一
つ
、

巡
り
は
あ
ら
は
に
て
、
塗
籠
の
限
り
見
ゆ
」
（
蔵
開
・
上
　
四
六
七
）
と

い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
他
は
荒
廃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

塗
籠
だ
け
は
残
っ
て
い
る
と
い
う
不
可
思
議
な
状
態
で
あ
る
。
そ
の
塗
籠

と
は
別
に
、
仲
忠
は
敷
地
の
西
北
の
隅
に
蔵
が
あ
る
の
を
見
つ
け
る
。
西

北
の
隅
、
つ
ま
り
乾
の
方
角
と
い
う
の
は
、
陰
陽
道
で
は
福
神
を
祀
る
意

味
合
い
が
あ
る
。
そ
の
蔵
に
は
、
「
世
に
な
く
厳
し
き
鎖
か
け
た
り
。
そ

の
鎖
の
上
を
ば
、
金
を
繕
り
か
け
て
封
じ
た
り
。
そ
の
封
の
結
び
目
に
、

故
治
部
卿
の
ぬ
し
の
御
名
文
字
繕
り
つ
け
た
り
」
（
蔵
開
・
上
　
四
六
七
）

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
、
こ
の
蔵
が
清
原
家
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
ま
た
、
「
故
治
部
卿
の
ぬ
し
の
御
名
文
字
繕
り
つ
け
た
り
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
蔵
を
最
後
に
閉
め
た
の
が
俊
蔭
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭

と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
た
仲
忠
は
、
「
こ
れ
は
、
書
ど
も
な
ら
む
。
昔
、

累
代
の
博
士
の
家
な
り
け
る
を
、
一
枚
書
見
え
ず
。
そ
の
道
な
ら
ぬ
琴
な

ど
だ
に
、
世
の
中
に
も
散
り
、
こ
こ
に
も
残
り
た
る
も
の
を
。
こ
れ
開
け

さ
せ
む
」
（
蔵
開
・
上
　
四
六
七
）
と
、
初
め
て
清
原
氏
が
博
士
の
家
で

あ
る
こ
と
の
証
明
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
。

　
仲
忠
が
蔵
を
見
て
い
る
と
、
河
原
の
方
か
ら
、
九
十
歳
ほ
ど
の
姫
と
翁

が
来
て
、
昔
語
り
を
始
め
る
。
こ
の
二
人
の
語
り
は
、
こ
の
京
極
邸
が
清

原
氏
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
層
印
象
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
二
人

の
語
り
の
、
「
世
に
聞
こ
え
ぬ
音
声
楽
の
声
な
む
絶
え
ざ
り
し
。
そ
の
音

声
楽
を
聞
く
人
は
、
皆
、
肝
心
栄
え
て
、
病
あ
る
者
な
く
な
り
、
老
い
た

る
者
も
若
く
な
り
し
か
ば
、
京
の
内
の
人
は
巡
り
て
承
り
し
」
（
蔵
開
・

上
　
四
六
八
）
に
よ
り
、
俊
蔭
と
俊
蔭
の
娘
の
琴
の
霊
異
が
顕
さ
れ
る
。

姫
と
翁
の
語
り
の
、
「
そ
の
父
母
隠
れ
給
ひ
に
し
か
ば
、
か
の
御
娘
は
聞

こ
え
給
は
ず
な
り
に
き
」
（
蔵
開
・
上
　
四
六
八
）
ま
で
は
仲
忠
も
知
る

内
容
で
あ
る
が
、
俊
蔭
の
娘
と
自
身
が
北
山
に
籠
っ
た
後
の
こ
と
は
、
こ

こ
で
初
め
て
知
る
。
「
ま
か
り
寄
る
者
は
、
や
が
て
倒
れ
て
、
多
く
の
人

死
に
侍
り
ぬ
」
「
夜
は
、
人
に
も
見
え
侍
ら
で
、
馬
に
乗
り
て
来
つ
つ
、
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弓
弦
打
ち
を
し
つ
つ
、
夜
巡
り
す
る
や
う
に
な
む
侍
る
」
（
蔵
開
・
上

四
六
八
）
と
は
、
俊
蔭
の
霊
が
守
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
り
、

ま
た
、
「
こ
の
娼
・
翁
の
見
奉
り
侍
る
に
、
わ
が
国
に
見
え
給
は
ぬ
姿
が

お
は
す
る
玉
の
男
の
見
え
給
へ
る
」
（
蔵
開
・
上
　
四
六
八
）
は
、
嘔
と

翁
に
と
っ
て
、
仲
忠
の
容
姿
が
、
俊
蔭
の
再
来
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
蔵
の
周
り
を
清
め
、
自
身
も
装
束
を
改
め
た
仲
忠
は
、
蔵
を
開
け
る
こ

と
に
す
る
。
「
承
れ
ば
、
こ
の
蔵
、
先
祖
の
御
領
な
り
け
り
。
御
封
を
見

れ
ば
、
御
名
あ
り
。
こ
の
世
に
、
仲
忠
を
放
ち
て
は
、
御
後
な
し
。
母
侍

れ
ど
、
こ
れ
女
な
り
。
こ
の
蔵
、
先
祖
の
御
霊
、
開
か
せ
給
へ
」
（
蔵
開
・

上
　
四
六
九
）
と
、
自
身
が
清
原
一
族
の
者
で
あ
り
、
蔵
を
開
け
る
に
値

す
る
人
物
は
自
分
し
か
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
俊
蔭
の
霊
に
言
い
聞

か
せ
る
か
の
よ
う
な
祈
り
の
後
、
鎖
に
手
を
や
る
と
、
蔵
は
開
き
、
そ
れ

に
よ
っ
て
仲
忠
は
「
こ
れ
は
、
げ
に
、
先
祖
の
御
霊
の
、
我
を
待
ち
給
ふ

な
り
け
り
」
（
蔵
開
・
上
　
四
七
〇
）
と
確
信
す
る
。
蔵
の
中
に
入
っ
て

い
た
も
の
は
「
書
ど
も
、
麗
し
き
秩
貴
ど
も
に
包
み
て
、
唐
組
の
紐
し
て

結
ひ
つ
つ
、
ふ
さ
に
積
み
つ
つ
あ
り
。
そ
の
中
に
、
沈
の
長
櫃
の
唐
櫃
十

ば
か
り
重
ね
置
き
た
り
。
奥
の
方
に
、
よ
き
ほ
ど
の
柱
ば
か
り
に
て
、
赤

く
丸
き
物
積
み
置
き
た
り
。
」
（
蔵
開
・
上
　
四
七
〇
）
と
い
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
仲
忠
は
、
「
口
も
と
に
目
録
を
書
き
た
る
書
」
（
蔵
開
・
上
四

七
〇
）
だ
け
を
取
り
出
し
、
元
の
よ
う
に
鎖
を
さ
し
て
帰
っ
て
い
く
。

　
三
条
殿
に
て
、
仲
忠
は
、
母
（
俊
蔭
の
娘
）
に
蔵
開
き
を
し
た
こ
と
を

伝
え
、
目
録
を
見
せ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
い
と
い
み
じ
く
あ
り
が
た
き
宝

物
多
か
り
。
書
ど
も
は
さ
ら
に
も
言
は
ず
、
唐
土
に
だ
に
人
の
見
知
ら
ざ

り
け
る
、
皆
書
き
わ
た
し
た
り
。
薬
師
書
・
陰
陽
師
書
・
人
相
す
る
書
・

孕
み
子
生
む
人
の
こ
と
言
ひ
た
る
、
い
と
か
し
こ
く
て
、
多
か
り
」
（
蔵

開
・
上
　
四
七
〇
）
と
あ
る
。
母
は
、
何
故
父
俊
蔭
が
自
分
に
こ
れ
ら
の

宝
物
を
残
し
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
と
不
満
を
言
う
が
、
仲
忠
は
、
「
い

と
か
し
こ
く
も
の
し
給
ひ
け
る
人
な
り
け
れ
ば
、
思
す
や
う
こ
そ
あ
り
け

め
。
こ
れ
ら
を
そ
こ
に
持
ち
給
ひ
て
は
、
い
か
に
か
は
せ
さ
せ
給
は
ま
し
。

今
ま
で
は
あ
り
な
ま
し
や
は
」
（
蔵
開
・
上
　
四
七
〇
）
と
そ
の
理
由
を

推
測
し
て
い
る
。

　
こ
の
〈
蔵
開
き
〉
の
記
事
か
ら
は
、
京
極
邸
、
そ
し
て
そ
の
西
北
の
隅

に
あ
っ
た
蔵
が
、
清
原
一
族
の
も
の
で
あ
り
、
蔵
を
作
っ
た
の
が
清
原
俊

蔭
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
仲
忠
は
「
藤
原
仲
忠
」
と
名
乗
っ
て
は
い
る
も

の
の
、
少
な
く
と
も
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
「
清
原
氏
」
の
子
孫
で
あ
る

と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
嫡
と
翁
の
語
り

に
よ
り
、
首
巻
「
俊
蔭
」
巻
が
再
び
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
重
要
で
あ
る
。

　
で
は
、
仲
忠
が
〈
蔵
開
き
〉
に
よ
っ
て
得
た
書
物
は
、
こ
の
後
、
ど
の

よ
う
な
変
遷
を
辿
る
の
か
を
、
以
下
に
見
て
ゆ
く
。

　
　
　
二
．
女
一
の
宮
の
懐
妊
～
い
ぬ
宮
の
産
養

　
前
節
で
見
た
〈
蔵
開
き
〉
の
場
面
は
「
霜
月
」
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
直

後
、
翌
年
の
「
睦
月
」
に
、
仲
忠
の
妻
朱
雀
帝
の
女
一
の
宮
が
妊
娠
す
る
。

以
下
に
、
一
連
の
記
事
を
見
て
ゆ
く
。

①
か
く
て
、
國
ー
中
納

言
、
か
の
蔵
な
る
産
経
な
ど
い
ふ
書
ど
も
取
り
出
で
て
、
並
べ
て
、
「
女
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御
子
に
て
も
こ
そ
あ
れ
」
と
思
ほ
し
て
、
「
生
ま
る
る
子
、
か
た
ち
よ
く
、

心
よ
く
な
る
」
と
言
へ
る
物
を
ば
参
り
、
さ
ら
ぬ
物
も
、
そ
れ
に
従
ひ

て
し
給
ふ
。
参
り
物
は
、
刀
・
狙
を
さ
へ
御
前
に
て
、
手
つ
か
ら
と
言

ふ
ば
か
り
に
て
、
我
、
な
ほ
、
添
ひ
賄
ひ
て
、
参
り
給
ふ
。

か
く
て
、
そ
の
年
は
、
立
ち
去
り
も
し
給
は
ず
。
か
つ
は
書
ど
も
を

見
つ
つ
、
夜
昼
、
学
問
を
し
給
ふ
。

　
か
か
る
ほ
ど
に
、
子
生
み
給
ふ
べ
き
期
近
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
女
御
の

君
、
上
に
聞
こ
え
給
ふ
…
…
上
、
「
さ
る
べ
き
こ
と
に
こ
そ
あ
な
れ
。

さ
る
人
を
ば
、
か
ね
て
よ
り
労
り
な
ど
こ
そ
す
れ
。
い
か
な
ら
む
」
。

女
御
、
「
何
か
は
。
か
の
朝
臣
、
ま
か
り
歩
き
も
せ
で
、
こ
の
頃
は
侍

る
な
る
を
。
誰
も
誰
も
、
よ
に
、
疎
か
に
は
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
開
・
上
　
四
七
一
～
四
七
二
）

②
か
か
る
ほ
ど
に
、
寅
の
時
ば
か
り
に
生
ま
れ
給
ひ
て
、
声
高
に
泣
き
給

ふ
。
中
納
言
も
驚
き
て
、
御
帳
の
帷
子
を
掻
き
上
げ
て
、
「
何
ぞ
や
、

何
ぞ
や
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
、
尚
侍
の
お
と
ど
、
「
あ
な
さ
が
な
や
。

あ
ら
は
な
り
」
と
て
、
女
御
の
君
に
居
隠
れ
給
へ
ば
、
「
仲
忠
は
、
今

宵
は
、
目
も
見
侍
ら
ず
」
と
言
ふ
も
の
か
ら
、
女
御
の
君
に
、
宮
懸
か

り
奉
り
て
騒
ぎ
給
ふ
を
見
れ
ば
、
白
き
綾
の
御
衣
を
奉
り
て
、
耳
挟
み

を
し
て
、
惑
ひ
お
は
す
。
い
と
宿
徳
に
、
も
の
も
の
し
き
も
の
か
ら
、

気
高
く
、
子
め
き
て
、
御
髪
揺
り
懸
け
た
り
。
わ
が
親
も
、
い
つ
れ
と

な
く
め
で
た
し
。
同
じ
白
き
着
給
へ
り
。
中
納
言
、
「
な
ほ
、
物
、
は
た
、

籠
れ
り
け
る
所
か
な
」
と
見
給
ふ
に
、
後
の
物
も
、
い
と
平
か
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
開
・
上
　
四
七
三
～
四
七
四
）

③
尚
侍
の
お
と
ど
、
「
生
ま
れ
給
へ
る
君
の
御
膀
の
緒
切
り
給
は
む
」
と
て
、

　
「
た
だ
、
人
は
候
へ
。
人
の
す
る
わ
ざ
を
こ
そ
は
せ
め
。
賜
へ
や
。
こ

　
の
物
、
見
苦
し
の
蝸
牛
や
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
つ
い
居
て
、
「
何
を
召

　
す
そ
」
。
お
と
ど
、
「
下
な
る
物
一
つ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
指
貫
を
脱
ぎ

　
て
奉
り
給
へ
ば
「
否
や
、
今
一
種
を
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
白
き
袷
の
袴

　
一
襲
を
脱
ぎ
て
奉
り
て
、
「
あ
な
、
命
長
や
」
と
て
、
御
衣
架
の
も
と

　
に
立
ち
寄
り
て
、
入
り
て
見
給
へ
ば
、
御
達
笑
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
開
・
上
　
四
七
四
）

④
中
納
言
、
御
帳
の
も
と
に
寄
り
て
、
つ
い
居
て
、
「
ま
つ
、
賜
へ
や
」

　
と
聞
こ
え
給
ふ
。
尚
侍
の
お
と
ど
、
「
あ
な
さ
が
な
や
。
い
か
で
か
、

外
に
は
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
帷
子
を
引
き
被
き
て
、
土
居
の
も
と
に
て

抱
き
取
り
た
れ
ば
、
い
と
大
き
に
、
首
も
居
ぬ
べ
き
ほ
ど
に
て
、
玉
光

り
輝
く
や
う
に
て
、
い
み
じ
く
う
つ
く
し
げ
な
り
。
「
い
と
大
き
な
る

も
の
か
な
。
か
か
れ
ば
こ
そ
、
久
し
く
悩
み
給
ひ
つ
る
に
や
あ
ら
む
」

と
思
ひ
て
、
懐
に
さ
し
入
れ
つ
。
右
の
お
と
ど
、
「
い
で
、
い
で
」
と

て
寄
り
お
は
す
れ
ば
、
「
た
だ
今
は
、
さ
ら
に
、
さ
ら
に
」
と
て
見
せ

奉
ら
ず
。
お
と
ど
、
「
今
か
ら
も
、
は
た
」
と
て
笑
ひ
給
ふ
。

　
中
納
言
、
「
か
の
龍
角
は
、
賜
は
り
て
、
い
ぬ
の
守
り
に
し
侍
ら
む
」
。

尚
侍
の
お
と
ど
、
う
ち
笑
ひ
て
、
「
い
つ
し
か
と
も
、
は
た
。
さ
て
も
、

か
や
う
の
折
に
は
言
ふ
や
う
か
あ
る
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
「
お
ほ
か
た

の
こ
と
は
、
い
か
が
侍
ら
む
。
こ
の
琴
の
族
あ
る
所
、
声
す
る
所
に
は
、

天
人
の
翔
り
て
聞
き
給
ふ
な
れ
ば
、
『
添
へ
た
ら
む
』
と
て
聞
こ
ゆ
る
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な
り
」
。
尚
侍
の
お
と
ど
、
典
侍
し
て
、
大
将
の
お
と
ど
に
、
「
か
の
、

お
の
が
琴
、
こ
こ
に
要
ぜ
ら
る
め
り
。
取
ら
せ
む
」
と
聞
こ
へ
給
へ
れ

ば
、
急
ぎ
て
、
三
条
殿
に
渡
り
給
ひ
て
、
取
ら
せ
て
お
は
し
た
り
。
三

の
宮
、
取
り
給
ひ
て
、
中
納
言
に
さ
し
遣
り
給
ひ
つ
れ
ば
、
唐
の
縫
物

の
袋
に
入
れ
た
り
。
稚
児
を
懐
に
入
れ
な
が
ら
、
琴
を
取
り
出
で
給
ひ

て
、
「
年
ご
ろ
、
『
こ
の
手
を
、
い
か
に
し
侍
ら
む
』
と
思
ひ
給
へ
嘆
き

つ
る
を
、
後
は
知
ら
ね
ど
」
な
ど
て
、
は
う
し
や
う
と
い
ふ
手
を
、
は

な
や
か
に
弾
く
。
声
、
い
と
ほ
こ
り
か
に
、
に
ぎ
は
し
き
も
の
か
ら
、

ま
た
、
あ
は
れ
に
す
ご
し
。
よ
う
つ
物
の
音
多
く
、
琴
の
調
べ
合
は
せ

た
る
声
、
向
か
ひ
て
聞
く
よ
り
も
、
遠
く
て
響
き
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
中
納
言
、
か
か
る
べ
き
曲
を
、
音
高
く
弾
く
に
、
風
、
い
と
声
荒
く

吹
く
…
…
尚
侍
の
お
と
ど
、
御
床
よ
り
下
り
給
ひ
て
、
琴
を
取
り
給
ひ

て
、
曲
一
つ
弾
き
給
ふ
。
そ
の
音
、
さ
ら
に
言
ふ
限
り
な
し
。
中
納
言

の
御
手
は
、
面
白
く
、
凝
し
き
ま
で
、
雲
風
の
気
色
、
色
異
な
る
を
、

こ
の
御
手
は
、
病
あ
る
者
、
思
ひ
怖
ぢ
、
う
ら
ぶ
れ
た
る
人
も
、
こ
れ

を
聞
け
ば
、
皆
忘
れ
て
、
面
白
く
、
頼
も
し
く
、
齢
栄
ゆ
る
心
地
す
。

か
か
れ
ば
、
宮
は
、
御
琴
を
聞
こ
し
召
し
つ
れ
ば
、
た
だ
に
お
は
し
つ

る
よ
り
も
若
や
か
に
、
「
わ
ざ
を
し
つ
る
」
と
も
思
さ
れ
ず
、
苦
し
き

こ
と
も
な
く
て
起
き
居
給
へ
り
。
中
納
言
の
君
、
「
悪
し
か
め
り
。
な

ほ
臥
さ
せ
給
ひ
て
聞
こ
し
召
せ
」
と
申
し
給
へ
ば
、
宮
、
「
た
だ
今
は
、

苦
し
う
も
あ
ら
ず
。
こ
の
御
琴
を
聞
き
つ
れ
ば
、
苦
し
か
り
つ
る
も
、

皆
や
み
ぬ
」
と
て
居
給
へ
り
。
女
御
の
君
・
尚
侍
の
お
と
ど
、
「
風
邪

ひ
き
給
ひ
て
む
」
と
て
、
騒
ぎ
、
臥
せ
奉
り
給
ひ
つ
。
琴
は
、
弾
き
果

て
給
へ
れ
ば
、
袋
に
入
れ
て
、
宮
の
御
枕
上
に
、
御
侃
刀
添
へ
て
、
置

き
つ
。

　
か
か
る
ほ
ど
に
、
明
け
果
て
ぬ
れ
ば
、
御
格
子
ど
も
、
皆
上
げ
わ
た

し
、
御
几
帳
立
て
つ
つ
あ
る
に
、
あ
る
じ
の
お
と
ど
、
宮
の
御
は
ら
か

ら
の
宮
た
ち
、
崩
れ
て
、
皆
下
り
給
へ
ば
、
皆
人
も
、
下
り
ぬ
。
お
と

ど
、
宮
た
ち
、
殿
の
君
た
ち
、
並
み
立
ち
て
、
拝
し
給
ふ
。
中
納
言
の

君
は
、
か
く
し
給
へ
ど
も
、

稚
児
抱
き
て
居
給
へ
り
。

「
あ
な
か
し
こ
」
と
も
聞
こ
え
で
、
な
ほ
、

　
　
（
蔵
開
・
上
　
四
七
五
～
四
七
七
）

⑤
か
か
る
ほ
ど
に
、
御
乳
参
る
べ
き
時
な
り
ぬ
。
御
薬
、
父
の
中
納
言
の

　
懐
に
て
含
め
奉
り
、
御
乳
付
け
、
左
衛
門
佐
殿
の
北
の
方
、
御
几
帳
の

　
も
と
に
候
ひ
給
へ
ば
、
女
御
の
君
、
掻
き
抱
き
て
、
御
衣
着
せ
奉
り
給

　
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
開
・
上
四
七
八
）

⑥
御
湯
殿
す
べ
き
時
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
そ
の
儀
式
、
皆
す
。
…
…
典
侍
の

　
お
と
ど
、
「
こ
こ
ら
、
昔
よ
り
、
君
た
ち
に
仕
う
ま
つ
り
つ
る
に
、
ほ

　
ど
大
き
に
、
蟹
と
い
ふ
物
、
ゆ
め
ば
か
り
つ
き
給
は
ぬ
こ
そ
な
け
れ
。

　
二
月
浴
む
し
奉
り
た
る
や
う
に
こ
そ
お
は
す
め
れ
」
。
中
納
言
、
「
見
給

　
へ
放
た
ね
ば
、
さ
も
あ
ら
む
」
。
「
典
侍
候
ひ
て
ま
し
か
ば
。
い
と
か
し

こ
か
り
け
り
。
親
に
は
お
は
し
ま
す
と
も
、
立
た
せ
給
へ
や
。
女
に
こ

そ
お
は
し
ま
す
め
れ
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
「
何
か
、
そ
は
。
『
「
そ
の
わ

た
り
を
も
よ
く
繕
ひ
給
へ
」
と
聞
こ
え
む
』
と
そ
や
」
と
の
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
開
・
上
　
四
七
八
～
四
七
九
）
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⑦
さ
て
、
御
湯
殿
果
て
ぬ
れ
ば
、
女
御
の
君
、
抱
か
ま
ほ
し
う
思
せ
ど
、

　
父
お
と
ど
添
ひ
居
給
へ
れ
ば
、
尚
侍
の
お
と
ど
抱
き
給
ひ
て
、
御
几
帳

　
さ
さ
せ
て
入
り
給
ひ
て
、
宮
の
御
方
に
臥
せ
奉
り
給
ひ
つ
。
中
納
言
御

　
帳
の
内
へ
入
り
給
へ
ば
、
尚
侍
の
お
と
ど
、
「
あ
な
さ
が
な
。
あ
ら
は

　
な
る
に
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
「
何
か
。
か
か
る
宮
仕
へ
仕
う
ま
つ
る
人

　
に
は
、
内
外
を
こ
そ
許
し
給
は
め
」
と
て
慎
み
聞
こ
え
給
は
ね
ば
、
女

　
御
の
君
、
外
に
ゐ
ざ
り
出
で
給
ひ
ぬ
。
中
納
言
、
「
久
し
く
寝
も
寝
侍

　
ら
ね
ば
、
乱
り
心
地
、
い
と
悪
し
う
侍
る
。
罪
許
し
給
へ
」
と
て
、
宮

　
の
御
傍
ら
に
う
ち
臥
し
給
ひ
ぬ
。
　
　
　
　
（
蔵
開
・
上
　
四
七
九
）

⑧
中
納
言
は
、

　
賄
ひ
な
ど
し
据
ゑ
た
れ
ど
、

　
宮
の
御
お
ろ
し
を
の
み
参
る
。

　
宮
の
御
傍
ら
に
う
ち
休
み
、

例
も
の
し
給
ふ
東
の
廟
に
、
儀
式
し
て
、
御
手
水
・
物
の

居
に
押
し
か
か
り
て
、

つ
寝
ず
。

　
　
母
屋
の
隅
よ
り
、
頭
も
さ
し
出
で
給
は
で
、

　
　
　
昼
間
の
人
な
き
折
に
は
、
這
入
り
つ
つ
、

　
　
こ
れ
か
れ
お
は
す
れ
ば
、
御
帳
の
外
の
土

居
眠
り
し
給
へ
り
。
夜
は
、
弓
弦
走
り
打
ち
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
開
・
上
四
八
［
）

⑨
藤
中
納
言
、
「
僻
み
た
る
や
う
な
り
。
か
は
ら
け
取
り
て
ま
う
で
む
」

と
て
、
紫
苑
色
の
織
物
の
指
貫
、
同
じ
薄
色
の
直
衣
、
唐
綾
の
掻
練
襲

着
て
出
で
給
ふ
。
こ
の
頃
、
例
よ
り
も
、
か
た
ち
盛
り
な
り
。
下
襲
の

裾
、
い
と
長
く
走
り
引
き
て
、
か
は
ら
け
取
り
て
出
で
給
ふ
。
兵
部
卿

の
宮
、
「
あ
な
め
づ
ら
し
や
。
い
み
じ
く
も
木
深
く
も
籠
ら
れ
た
り
つ

る
か
な
」
と
て
、
目
を
研
ぎ
て
、
皆
ま
も
り
給
ふ
。
さ
ら
に
難
な
き
、

帝
の
御
増
な
り
。
「
源
中
納
言
、
な
ず
ら
ひ
た
り
」
と
言
ひ
し
か
ど
、

今
は
、
い
と
こ
よ
な
し
。

（
蔵
開
・
上
　
四
八
六
）

⑩
右
大
将
よ
う
ぼ
ひ
て
入
り
給
へ
ば
、
中
納
言
、
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
酔
ひ

　
て
、
西
の
御
方
に
御
送
り
し
て
、
「
酒
を
食
べ
て
、
食
べ
酔
ひ
て
」
と
、

女
御
の
君
、
い
ぬ
宮
掻

（
蔵
開
・
上
　
四
九
二
）
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い
と
面
白
き
声
に
歌
ひ
て
入
り
お
は
す
れ
ば
、

き
抱
き
て
、
御
局
へ
入
り
給
ひ
ぬ
。

⑪
あ
る
じ
の
お
と
ど
、
「
い
つ
方
か
。
中
納
言
の
居
給
ふ
座
な
る
や
。
誰

　
を
し
る
べ
に
て
か
、
正
頼
も
侍
ら
む
」
。
「
中
納
言
は
、
候
ひ
に
く
け
れ

　
ば
」
。
あ
る
じ
の
お
と
ど
の
、
「
仰
せ
言
に
て
請
じ
入
れ
給
へ
」
と
、
父

　
お
と
ど
に
申
し
給
へ
ば
、
「
は
や
、
ま
か
り
入
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。
あ

　
る
じ
の
お
と
ど
、
「
忠
澄
の
朝
臣
も
、
今
宵
は
、
な
ほ
、
ま
か
り
入
れ
」

　
と
の
た
ま
へ
ば
、
二
所
な
が
ら
入
り
て
居
給
ひ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
開
・
上
　
四
九
六
）

①
は
、
女
一
の
宮
の
懐
妊
か
ら
出
産
直
前
ま
で
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。

仲
忠
は
、
俊
蔭
伝
来
の
蔵
か
ら
出
て
き
た
「
産
経
な
ど
い
ふ
書
ど
も
」
を

取
り
だ
し
、
「
女
御
子
に
て
も
こ
そ
あ
れ
」
と
思
い
、
「
生
ま
る
る
子
、
か

た
ち
よ
く
、
心
よ
く
な
る
」
と
書
か
れ
た
物
を
、
全
て
自
ら
の
手
で
調
理

し
て
女
一
の
宮
に
差
し
出
し
て
い
る
。
後
に
い
ぬ
宮
が
誕
生
す
る
こ
と
を

踏
ま
え
た
上
で
、
こ
の
場
面
を
見
て
み
る
と
、
〈
蔵
開
き
〉
に
よ
り
出
て

き
た
書
物
の
中
に
「
産
経
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
た
が
た
め
に
、
女
一

の
宮
は
女
児
を
産
ん
だ
か
の
よ
う
な
書
か
れ
た
方
が
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

読
め
る
。
ま
た
、
仲
忠
は
、
「
か
く
て
、
そ
の
年
は
、
立
ち
去
り
も
し
給
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は
ず
。
か
つ
は
書
ど
も
を
見
つ
つ
、
夜
昼
、
学
問
を
し
給
ふ
。
」
と
ず
っ

と
屋
敷
か
ら
出
て
い
な
い
こ
と
が
書
か
れ
、
そ
れ
は
、
次
の
「
か
の
朝
臣
、

ま
か
り
歩
き
も
せ
で
、
こ
の
頃
は
侍
る
な
る
を
」
と
い
う
朱
雀
帝
と
仁
寿

殿
の
女
御
の
会
話
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

　
つ
ま
り
、
女
一
の
宮
が
妊
娠
し
た
と
判
明
す
る
と
同
時
に
、
仲
忠
は
俊

蔭
伝
来
の
蔵
か
ら
出
て
き
た
書
物
を
読
み
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
通
り
に
女

一
の
宮
の
世
話
を
し
、
一
方
で
、
自
身
も
籠
も
っ
て
学
問
に
打
ち
込
ん
で

　
　
　
な
け

い
る
の
だ
。
ま
た
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
俊
蔭
伝
来
の
蔵
か
ら
出
て
き
た

書
物
を
仲
忠
が
読
む
行
為
を
指
し
て
、
「
学
問
」
と
い
う
い
い
方
が
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
蔵
か
ら
出
て
き
た
書
物
は
、
そ
の
全
て
が
「
学
問
」

の
対
象
に
な
る
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
仲
忠
が
書
物
を
読
む
行

為
は
「
学
問
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
以
降
、
仲
忠
は
「
学
問
」
を
収
め
た
人

物
で
あ
り
、
な
お
か
つ
「
書
物
」
を
所
持
す
る
人
物
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
女
一
の
宮
の
出
産
が
近
づ
き
、
つ
い
に
い
ぬ
宮
が
誕
生
す
る
。

そ
れ
が
、
次
に
挙
げ
た
②
の
場
面
で
あ
る
。
い
ぬ
宮
が
「
声
高
に
」
泣
く

声
を
聞
い
て
、
仲
忠
は
、
「
御
帳
の
帷
子
を
掻
き
上
げ
て
、
『
何
ぞ
や
、
何

ぞ
や
』
」
と
、
御
帳
の
中
を
覗
い
て
い
る
。
こ
の
仲
忠
の
行
為
を
、
母
俊

蔭
の
娘
が
答
め
て
は
い
る
も
の
の
、
仲
忠
は
「
見
る
」
こ
と
を
や
め
な
い
。

さ
ら
に
、
続
き
に
は
、
仲
忠
が
「
わ
が
親
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

仲
忠
の
御
帳
の
内
側
を
「
見
る
」
と
い
う
行
為
は
継
続
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
さ
ら
に
、
「
中
納
言
、
『
な
ほ
、
物
、
は
た
、
籠
れ
り
け
る
所
か

な
』
と
見
給
ふ
に
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
結
局
、
い
ぬ
宮
の
産
声
を
聞
い

て
か
ら
女
一
の
宮
の
出
産
終
了
ま
で
の
全
て
を
、
仲
忠
は
見
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
③
は
、
俊
蔭
の
娘
が
い
ぬ
宮
の
膀
の
緒
を
切
る
際
に
、
人
を
特
定
せ
ず

に
呼
び
掛
け
る
声
を
挙
げ
た
場
面
で
あ
る
。
俊
蔭
の
娘
の
声
を
聞
い
た
仲

忠
は
、
「
つ
い
居
て
」
御
帳
の
側
に
来
る
。
そ
し
て
、
俊
蔭
の
娘
の
要
望

に
従
い
、
「
下
な
る
物
」
を
二
つ
、
指
貫
と
白
き
袷
の
袴
一
襲
を
脱
ぎ
、
「
御

衣
架
の
も
と
に
立
ち
寄
り
て
、
入
り
て
見
」
て
い
る
。
こ
の
部
分
か
ら
、

や
は
り
仲
忠
は
御
帳
の
内
に
入
っ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
④
で
は
、
「
中
納
言
、
御
帳
の
も
と
に
寄
り
て
、
つ
い
居
て
」
と
い
う

表
現
か
ら
、
相
変
わ
ら
ず
仲
忠
が
御
帳
の
す
ぐ
傍
に
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
、
い
ぬ
宮
を
抱
き
取
る
べ
く
、
「
帷
子
を
引
き
被
き
て
、
土
居
の

も
と
」
に
ま
で
来
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
仲

忠
は
、
御
帳
の
内
に
は
入
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
御
帳
の
境
の
部
分
ま
で

は
入
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
仲
忠
は
、
い
ぬ
宮
を
抱

き
取
り
、
見
せ
て
ほ
し
い
と
頼
む
兼
雅
に
も
見
せ
よ
う
と
は
し
な
い
。
ま

た
、
仲
忠
は
「
か
の
龍
角
は
、
賜
は
り
て
、
い
ぬ
の
守
り
に
し
侍
ら
む
」

と
、
い
ぬ
宮
を
琴
の
継
承
者
と
し
て
位
置
付
け
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
三
条
殿
に
あ
る
琴
を
取
り
に
行
か
せ
る
と
、
「
稚
児

を
懐
に
入
れ
な
が
ら
、
琴
を
取
り
出
で
給
ひ
て
、
『
年
ご
ろ
、
「
こ
の
手
を
、

い
か
に
し
侍
ら
む
」
と
思
ひ
給
へ
嘆
き
つ
る
を
、
後
は
知
ら
ね
ど
』
な
ど

て
、
は
う
し
や
う
と
い
ふ
手
を
、
は
な
や
か
に
弾
く
」
と
、
新
生
児
を
膝

に
抱
え
た
ま
ま
、
琴
を
弾
き
始
め
る
。

　
弾
琴
を
す
る
仲
忠
で
あ
っ
た
が
、
仲
忠
の
琴
は
荒
々
し
い
天
候
を
呼
ぶ

た
め
、
俊
蔭
の
娘
が
琴
を
弾
く
場
面
が
続
き
に
あ
る
。
「
こ
の
御
手
は
、

病
あ
る
者
、
思
ひ
怖
ぢ
、
う
ら
ぶ
れ
た
る
人
も
、
こ
れ
を
聞
け
ば
、
皆
忘

れ
て
、
面
白
く
、
頼
も
し
く
、
齢
栄
ゆ
る
心
地
す
。
か
か
れ
ば
、
宮
は
、
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御
琴
を
聞
こ
し
召
し
つ
れ
ば
、
た
だ
に
お
は
し
つ
る
よ
り
も
若
や
か
に
、

『
わ
ざ
を
し
つ
る
』
と
も
思
さ
れ
ず
、
苦
し
き
こ
と
も
な
く
て
起
き
居
給

へ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
〈
蔵
開
き
〉
で
姻
・
翁
が
言
っ
て
い
た
こ
と

を
裏
付
け
る
よ
う
な
描
写
が
こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
ま

た
、
「
琴
は
、
弾
き
果
て
給
へ
れ
ば
、
袋
に
入
れ
て
、
宮
の
御
枕
上
に
、

御
侃
刀
添
へ
て
、
置
き
つ
。
」
と
、
先
に
あ
っ
た
仲
忠
の
言
の
通
り
、
龍

角
風
を
い
ぬ
宮
の
守
り
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
御
侃
刀
」
と
共
に
置
く
。

そ
し
て
、
夜
が
明
け
、
正
頼
や
そ
の
子
供
た
ち
な
ど
、
多
く
の
人
間
が
や
っ

て
き
た
と
き
、
仲
忠
は
、
「
中
納
言
の
惹
は
、
か
く
し
給
へ
ど
も
、
『
あ
な

か
し
こ
』
と
も
聞
こ
え
で
、
な
ほ
、
稚
児
抱
き
て
居
給
へ
り
」
と
、
未
だ

に
い
ぬ
宮
を
抱
え
た
ま
ま
、
外
に
出
て
行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
。

　
⑤
は
、
乳
付
け
の
前
に
い
ぬ
宮
に
薬
を
飲
ま
せ
る
場
面
だ
が
、
そ
の
際

に
も
、
仲
忠
は
い
ぬ
宮
を
自
身
の
懐
に
抱
い
て
い
る
。
前
の
場
面
で
も

ず
っ
と
い
ぬ
宮
を
抱
き
続
け
る
仲
忠
が
描
か
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
、
い
ぬ

宮
を
抱
い
た
ま
ま
離
さ
な
い
仲
忠
が
描
か
れ
て
い
る
。

⑥
は
、
典
侍
と
俊
蔭
の
娘
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
御
湯
殿
の
儀
の
場
面
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
、
仲
忠
は
そ
の
場
か
ら
出
て
行
か
ず
に
様
子
を
見
守
っ

て
い
る
。
さ
す
が
に
見
か
ね
た
典
侍
が
、
「
親
に
は
お
は
し
ま
す
と
も
、

立
た
せ
給
へ
や
」
と
言
う
も
の
の
、
仲
忠
は
出
て
行
く
様
子
が
な
い
。

　
⑦
は
、
い
ぬ
宮
を
抱
き
た
い
と
思
う
仁
寿
殿
の
女
御
が
、
仲
忠
が
い
る

た
め
に
そ
れ
が
叶
わ
ず
、
代
わ
り
に
俊
蔭
の
娘
が
抱
き
、
女
一
の
宮
の
側

に
い
ぬ
宮
を
寝
か
せ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
た
仲
忠
は
、
「
御
帳
の

内
へ
入
」
っ
て
し
ま
い
、
い
ぬ
宮
が
生
ま
れ
た
場
面
の
時
と
同
じ
言
葉
で

俊
蔭
の
娘
に
叱
ら
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
出
て
行
く
様
子
は
な
い
。

　
⑧
は
、
仲
忠
が
東
の
廟
に
い
な
い
こ
と
が
描
か
れ
る
場
面
で
あ
る
。
仲

忠
は
本
来
、
東
の
廟
に
い
る
べ
き
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
用
意
し
て
お
く

べ
き
も
の
を
置
い
て
お
く
だ
け
で
、
仲
忠
自
身
は
、
「
母
屋
の
隅
よ
り
、

頭
も
さ
し
出
で
給
は
で
」
、
昼
間
、
人
が
い
な
い
時
に
は
、
御
帳
の
内
に

「
這
入
り
」
そ
こ
に
誰
か
が
来
る
と
、
「
御
帳
の
外
の
土
居
に
押
し
か

か
」
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
仲
忠
は
、
外
側
に
あ
た
る
東
の
廟
に
は
お
ら

ず
、
内
側
に
あ
た
る
母
屋
か
ら
外
に
顔
も
出
さ
ず
に
、
御
帳
の
内
に
い
る

か
、
人
が
来
て
も
御
帳
の
境
の
部
分
に
い
る
の
だ
。

　
⑨
は
、
い
ぬ
宮
の
七
日
の
産
養
に
、
多
く
の
人
々
が
集
ま
っ
て
き
て
宴

を
開
い
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
た
後
の
場
面
で
あ
る
。
「
藤
中
納
言
、
『
僻

み
た
る
や
う
な
り
。
か
は
ら
け
取
り
て
ま
う
で
む
』
と
て
、
紫
苑
色
の
織

物
の
指
貫
、
同
じ
薄
色
の
直
衣
、
唐
綾
の
掻
練
襲
着
て
出
で
給
ふ
」
と
い

う
部
分
か
ら
、
母
屋
の
中
に
ず
っ
と
籠
っ
て
い
た
仲
忠
が
、
や
っ
と
出
て

き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
場
面
ま
で
に
仲
忠
が
「
外
に
出
た
」
と
い
う

記
述
は
な
い
。
女
一
の
宮
が
い
ぬ
宮
を
出
産
す
る
直
前
に
、
仲
忠
が
い
な

い
時
に
仁
寿
殿
の
女
御
が
女
一
の
宮
の
様
子
を
見
に
来
た
、
と
い
う
記
述

は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
仲
忠
は
、
少
な

く
と
も
半
年
ほ
ど
も
の
間
、
建
物
の
中
に
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
は
、
次
の
兵
部
卿
の
宮
の
発
言
で
も
証
明
さ
れ
る
。
「
い
み
じ
く
も
木

深
く
も
籠
ら
れ
た
り
つ
る
か
な
」
は
、
仲
忠
が
う
つ
ほ
育
ち
だ
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2

と
と
掛
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
先
行
研
究
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

今
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
そ
こ
で
は
な
く
、
母
屋
の
内
に
籠
っ
た
ま
ま

ず
っ
と
出
て
こ
な
い
こ
と
が
「
木
深
し
」
と
い
う
言
葉
か
ら
推
察
で
き
る
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
⑩
で
は
、
泥
酔
し
た
仲
忠
が
い
ぬ
宮
と
女
一
の
宮
の
い
る
御
帳
の
内
に

入
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
七
日
の
産
養
の
饗
宴
に
遅
れ
た
仲
忠
は
、
正
頼

か
ら
「
閾
巡
」
を
強
い
ら
れ
る
。
何
杯
も
飲
酒
し
て
泥
酔
し
た
仲
忠
は
、

「
い
と
面
白
き
声
に
歌
ひ
て
」
、
女
一
の
宮
と
い
ぬ
宮
が
い
る
御
帳
の
内
に

入
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
す
か
さ
ず
女
御
の
君
が
い
ぬ
宮
を
抱
い
て
、
御

帳
の
す
ぐ
傍
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
大
宮
の
元
に
連
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
こ
ま
で
、
「
入
る
」
「
出
ず
に
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
居
る
」
と
い
う
行
為

を
繰
り
返
し
て
き
た
仲
忠
の
、
「
入
る
」
と
い
う
行
為
に
注
目
し
て
き
た
が
、

少
々
異
例
な
「
入
る
」
と
い
う
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
の
が
⑪
の
場
面
で

あ
る
。
仲
忠
の
案
内
が
必
要
な
場
面
だ
と
い
う
の
に
、
正
頼
と
兼
雅
が
訪

ね
て
き
た
東
の
廟
に
仲
忠
は
い
な
い
。
兼
雅
の
呼
び
か
け
に
よ
り
、
母
屋

の
中
に
居
た
仲
忠
は
東
の
廟
の
間
に
出
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
仲
忠

か
ら
し
た
ら
「
出
る
」
行
為
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
入
る
」
と
い
う

表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
忠
澄
と
セ
ッ
ト
に
し
た
「
二
所
」
と
い
う
表

現
で
あ
る
た
め
、
忠
澄
に
合
わ
せ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
も

可
能
だ
が
、
こ
こ
は
そ
う
で
は
な
く
、
産
養
が
終
了
し
た
今
、
仲
忠
が
「
入

る
」
行
為
を
し
な
く
な
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
．
籠
る
仲
忠

　
仲
忠
は
、
二
十
代
後
半
の
あ
る
年
の
十
一
月
に
、
京
極
邸
の
〈
蔵
開
き
〉

を
行
な
っ
た
。
そ
こ
で
真
っ
先
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
の
が
、

「
薬
師
書
・
陰
陽
師
書
・
人
相
す
る
書
・
孕
み
子
生
む
人
の
こ
と
言
ひ
た
る
、

い
と
か
し
こ
く
て
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
の
一

月
に
妻
女
一
の
宮
が
懐
妊
し
、
生
ま
れ
て
く
る
子
が
女
の
子
で
あ
れ
ば
よ

い
、
容
姿
も
心
も
良
い
子
に
な
れ
ば
よ
い
と
、
仲
忠
は
、
蔵
に
あ
っ
た
書

物
、
特
に
「
産
経
」
を
活
用
す
る
。
こ
れ
は
、
逆
に
考
え
る
と
、
「
い
ぬ
宮
」

と
い
う
絶
世
の
美
少
女
が
生
ま
れ
て
く
る
た
め
に
は
、
仲
忠
が
蔵
を
開
け
、

何
が
蔵
に
入
っ
て
い
る
の
か
を
把
握
し
、
そ
こ
に
あ
っ
た
書
物
を
読
み
、

な
お
か
つ
そ
こ
に
書
か
れ
た
こ
と
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
仲
忠
は
、
女
一
の
宮
の
世
話
を
す
る
一
方
、
「
書
ど
も
を
見
つ
つ
、
夜
昼
、

学
問
を
」
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
仲
忠
が
屋
内
に
籠
っ
て
い
た

期
間
は
、
ど
ん
な
に
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
、
一
月
か
ら
八
月
ま
で
の
半

年
以
上
は
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
期
間
で
、
仲
忠
は
、
清
原
一
族
の
学
問

を
継
承
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
確
か
に
仲
忠
は
、
女
の
子

が
生
ま
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
子
の
容
姿
・
心
が
良
く
な
る
よ
う
に
と
努
力

は
し
た
が
、
そ
れ
が
結
果
に
結
び
つ
く
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
た

だ
、
仲
忠
は
、
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
〈
琴
〉
の
系
譜
を
担
う
者

で
あ
り
、
清
原
家
の
学
問
を
担
う
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
こ
れ
よ
り
後

　
　
　
　
　
　
　
注
1
3

の
話
に
な
る
が
、
拙
論
で
指
摘
し
た
よ
う
に
〈
手
本
〉
の
系
譜
を
担
う
者

で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
仲
忠
の
子
は
、
何
か
し
ら
の
系
譜

を
担
う
者
で
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
く
な
る
。

　
し
か
し
、
女
一
の
宮
が
い
ぬ
宮
を
身
籠
っ
た
時
点
で
仲
忠
が
次
世
代
に

継
承
で
き
る
の
は
〈
琴
〉
の
み
で
あ
っ
た
。
生
ま
れ
て
く
る
の
が
女
の
子

と
決
ま
っ
て
い
れ
ば
、
〈
琴
〉
だ
け
で
良
い
の
だ
が
、
男
の
子
で
あ
っ
た

場
合
に
は
、
そ
の
直
前
に
開
い
た
俊
蔭
伝
承
の
蔵
か
ら
出
て
き
た
書
物
に

象
徴
さ
れ
る
〈
学
問
〉
を
継
承
さ
せ
た
方
が
良
い
。
そ
の
た
め
に
、
仲
忠
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は
、
女
一
の
宮
が
出
産
す
る
ま
で
の
間
、
籠
も
っ
て
、
清
原
一
族
の
学
問

を
継
承
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
〈
蔵
開
き
〉
の
場
面
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
と
、
娠
と
翁
が

昔
語
り
を
す
る
場
面
で
は
、
「
俊
蔭
」
の
巻
が
回
想
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

兵
部
卿
の
宮
は
「
い
み
じ
く
も
木
深
く
も
籠
ら
れ
た
り
つ
る
か
な
」
と
、

仲
忠
が
俊
蔭
の
娘
か
ら
秘
琴
を
伝
授
さ
れ
た
時
に
籠
っ
て
い
た
う
つ
ほ
を

想
起
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
次
の
節
で

見
る
が
、
仲
忠
と
朱
雀
帝
の
会
話
で
も
、
仲
忠
が
学
問
を
し
て
い
る
間
、

出
仕
し
な
か
っ
た
理
由
を
答
え
る
と
き
に
、
仲
忠
自
身
が
「
籠
る
」
と
い

う
表
現
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
〈
蔵
開
き
V
の
時
に
は
、
「
清
原
家
」
が
全

面
に
出
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
注
意
し
て
み
る
と
、
仲
忠
が
学
問
を
し
て

籠
っ
て
い
た
半
年
ほ
ど
の
時
間
は
、
仲
忠
自
身
が
清
原
家
の
学
問
を
継
承

し
、
な
お
か
つ
も
う
す
ぐ
生
ま
れ
て
く
る
子
に
継
承
さ
せ
る
も
の
を
、

〈
琴
〉
以
外
に
も
う
一
つ
獲
得
す
る
時
間
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
籠
り
の

空
間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
女
一
の
宮
が
い
ぬ
宮
を
出
産
し
て
か
ら
七
日
の
産
養
ま
で
、
仲

忠
は
、
屋
内
ど
こ
ろ
か
母
屋
の
中
か
ら
も
出
ず
、
さ
ら
に
は
御
帳
台
の
傍

に
い
る
様
子
が
何
度
も
描
か
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
七
日
の
問
に
、
仲
忠

は
龍
角
風
を
い
ぬ
宮
の
守
り
と
し
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
い
ぬ
宮
を
膝
に

抱
え
て
琴
を
弾
く
。
こ
れ
は
、
い
ぬ
宮
こ
そ
が
、
俊
蔭
を
始
祖
と
す
る

〈
琴
〉
の
継
承
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
行
為
以
外
の
な
に
も
の
で

も
な
い
。

　
「
い
ぬ
宮
」
が
女
の
子
で
あ
る
か
ら
、
〈
琴
〉
を
継
承
さ
せ
る
。
そ
の
た

め
に
、
仲
忠
は
母
屋
に
籠
る
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
何
度
も
い
ぬ
宮
の

い
る
と
こ
ろ
に
入
り
、
「
い
ぬ
宮
」
と
い
う
自
分
の
子
ど
も
を
確
認
し
て

い
る
の
だ
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
「
い
ぬ
宮
」
と
い
う
自
身
の
子
ど
も
に
、

〈
琴
〉
の
継
承
者
に
な
る
こ
と
を
決
定
づ
け
る
た
め
の
行
為
だ
と
も
言
え

る
。
そ
し
て
、
〈
琴
〉
の
継
承
者
と
し
て
育
て
よ
う
と
決
め
た
が
た
め
に
、

仲
忠
は
、
膝
に
い
ぬ
宮
を
抱
い
た
ま
ま
琴
を
弾
き
、
そ
の
琴
に
御
侃
刀
を

添
え
て
守
り
に
し
て
い
る
の
だ
。

　
今
一
度
振
り
返
る
と
、
俊
蔭
伝
来
の
蔵
に
入
っ
て
行
け
る
の
は
、
〈
蔵

開
き
〉
を
し
た
仲
忠
た
だ
一
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
蔵
か
ら
持
ち
出

し
た
書
物
を
持
っ
て
仲
忠
は
籠
り
の
空
間
に
入
り
、
半
年
ほ
ど
も
の
間
に

清
原
家
の
く
学
問
V
を
継
承
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
仲
忠
は
学
問
を

継
承
す
る
者
と
な
っ
た
。
ま
た
仲
忠
は
、
母
屋
と
い
う
空
間
の
中
で
、
御

帳
台
や
御
湯
殿
と
い
っ
た
、
さ
ら
に
区
切
ら
れ
た
空
間
に
入
っ
て
い
き
、

つ
い
に
は
そ
こ
か
ら
い
ぬ
宮
を
抱
き
上
げ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
い
ぬ
宮

を
抱
え
た
ま
ま
琴
を
弾
き
、
そ
の
琴
と
御
楓
刀
を
添
え
て
い
ぬ
宮
の
守
り

と
す
る
こ
と
で
、
い
ぬ
宮
を
琴
を
継
承
す
る
者
と
し
た
の
だ
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
仲
忠
の
行
動
を
見
て
い
く
と
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
は
、

継
承
さ
れ
て
い
く
も
の
　
　
こ
こ
で
は
〈
琴
〉
と
〈
学
問
〉
を
指
す

を
継
承
す
る
者
が
、
い
か
に
し
て
継
承
者
と
な
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
を

描
い
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
「
俊
蔭
」
巻
に
お
い
て
、
木
の
う
つ

ほ
の
中
で
仲
忠
が
琴
を
継
承
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な
状
態
だ
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
．
朱
雀
帝
へ
の
進
講

こ
こ
で
は
、
〈
蔵
開
き
〉
で
出
て
き
た
書
物
を
、
仲
忠
が
朱
雀
帝
に
進
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講
す
る
場
面
を
見
て
行
く
。

①
「
な
ど
か
、
い
と
久
し
く
。
先
つ
頃
、
節
会
な
ど
あ
り
し
に
、

れ
や
す
る
』
と
思
ひ
し
に
、
さ
も
あ
ら
ざ
り
し
か
ば
、

し
く
な
む
あ
り
し
。
人
よ
り
は
む
つ
ま
し
か
る
べ
き
心
地
す
る
を
、

き
上
達
部
な
ど
よ
り
は
。
さ
れ
ば
、
も
の
せ
ら
れ
む
こ
そ
よ
か
ら
め
」
。

大
将
、
か
し
こ
ま
り
て
、
「
日
々
に
参
り
来
べ
く
侍
る
を
、
月
ご
ろ
、

　
　
　
『
参
ら

）
と
さ
う
さ
う

　
　
　
　
疎

清原家の〈学問の系譜〉を担う藤原仲忠

仲
忠
が
先
祖
に
侍
る
人
々
の
し
置
き
て
侍
り
け
る
書
ど
も
な
ど
の
、
い

と
侍
り
が
た
き
所
に
、
捨
て
た
る
や
う
に
て
侍
り
け
る
を
、
さ
す
が
、

人
の
、
え
取
り
失
は
で
侍
り
け
る
を
、
い
と
見
つ
け
が
た
く
て
取
り
出

で
て
侍
り
、
『
累
代
の
書
の
抄
物
と
い
ふ
物
見
給
ふ
』
と
て
な
む
、
文

書
と
い
ふ
物
見
給
へ
つ
き
ぬ
れ
ば
、
世
間
の
こ
と
侍
ら
ぬ
も
の
な
り
け

れ
ば
、
籠
り
侍
り
ぬ
る
」
。
上
、
「
よ
き
こ
と
に
こ
そ
は
あ
な
れ
。
学
問

な
ど
、
心
に
入
れ
て
も
の
せ
ら
る
る
は
、
朝
廷
の
た
め
に
も
、
い
と
頼

も
し
き
こ
と
な
り
。
…
…
さ
る
文
書
・
書
な
ど
を
さ
へ
尋
ね
出
で
ら
れ

た
ら
む
、
い
と
か
し
こ
き
こ
と
。
よ
う
つ
の
書
ど
も
な
ど
、
具
し
て
、

皆
あ
り
や
」
。
大
将
、
「
皆
具
し
て
、
な
き
書
な
く
侍
り
け
り
。
俊
蔭
の

朝
臣
の
、
手
書
き
侍
り
け
る
人
な
り
け
る
盛
り
に
、
有
職
に
侍
り
け
る
、

そ
れ
が
、
皆
書
き
読
み
て
侍
り
け
る
、
俊
蔭
の
朝
臣
の
父
書
き
読
み
て

侍
り
け
る
、
全
く
細
か
に
し
て
侍
る
め
り
。
そ
れ
を
ぞ
さ
る
も
の
に
て
、

い
と
い
み
じ
き
物
を
な
む
見
給
へ
つ
け
た
る
」
。
上
、
「
い
か
な
る
物
ぞ
」
。

大
将
は
、
「
家
の
記
・
集
の
や
う
な
る
物
に
侍
る
。
俊
蔭
の
朝
臣
、
唐

に
渡
り
け
る
日
よ
り
、
父
の
日
記
せ
し
一
つ
、
母
が
和
歌
ど
も
一
つ
、

世
を
去
り
侍
り
け
る
日
ま
で
、
日
、
、
つ
け
し
な
ど
し
て
書
き
て
侍
り
け
る

と
、
俊
蔭
、
帰
り
ま
う
で
来
け
る
ま
で
作
れ
る
詩
ど
も
、
そ
の
人
の
日

記
な
ど
な
む
、
そ
の
中
に
侍
り
し
。
そ
れ
を
見
給
ふ
る
な
む
、
い
み
じ

う
悲
し
う
侍
る
」
な
ど
奏
し
給
ふ
。
上
、
「
な
ど
か
、
今
ま
で
も
の
せ

ら
れ
ざ
り
つ
る
。
有
職
ど
も
の
、
い
み
じ
き
悲
し
び
を
な
し
て
し
置
き

た
る
物
、
げ
に
、
い
か
な
ら
む
。
な
ほ
、
朝
臣
は
、
あ
り
が
た
き
物
領

ぜ
む
と
な
れ
る
人
に
こ
そ
。
か
れ
、
と
く
見
る
べ
き
物
な
な
り
」
。
大
将
、

「
見
給
へ
し
す
な
は
ち
奏
す
べ
く
侍
る
を
、
か
の
書
の
序
に
言
ひ
て
侍

る
や
う
に
も
、
『
唐
の
間
の
記
は
、
俊
蔭
の
朝
臣
の
ま
う
で
来
る
ま
で
は
、

異
人
見
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
間
、
霊
添
ひ
て
守
る
』
と
申
し
た
り
。
俊

蔭
の
朝
臣
の
遺
言
、
先
の
書
に
は
、
『
俊
蔭
、
後
侍
ら
ず
。
文
書
の
こ

と
は
、
わ
つ
か
な
る
女
子
知
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
二
、
三
代
の
間
に
も
、

後
出
で
ま
で
来
ば
、
そ
が
た
め
な
り
。
そ
の
間
、
霊
寄
り
て
守
ら
む
』

と
な
む
申
し
て
侍
る
。
そ
れ
に
慎
み
て
、
今
ま
で
奏
せ
で
侍
り
つ
る
」

…
…
上
、
「
朝
臣
の
読
み
て
聞
か
せ
む
に
は
、
そ
の
霊
ど
も
、
よ
も
崇

り
は
な
さ
じ
。
今
日
は
、
府
の
者
ど
も
労
る
こ
と
あ
ら
む
を
、
今
日
過

ぐ
し
て
、
し
め
や
か
な
ら
む
時
に
、
そ
の
家
集
ど
も
・
道
の
抄
物
ど
も

持
た
せ
て
も
の
せ
ら
れ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
開
・
上
五
二
七
～
五
二
八
）

②
か
く
て
、
一
、
二
日
あ
り
て
、
大
将
殿
、
内
裏
の
仰
せ
ら
れ
し
書
ど
も

　
持
た
せ
て
参
り
給
ひ
て
、
そ
の
よ
し
奏
せ
さ
せ
給
ふ
。
…
…
俊
蔭
の
ぬ

　
し
の
集
、
そ
の
手
に
て
、
古
文
に
書
け
り
。
今
一
つ
に
は
、
俊
蔭
の
ぬ

　
し
の
父
式
部
大
輔
の
集
、
草
に
書
け
り
。
「
手
つ
か
ら
点
し
、
読
み
て

聞
か
せ
よ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
古
文
、
文
机
の
上
に
て
読
む
。
例
の
花
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の
宴
な
ど
の
講
師
の
声
よ
り
は
、
少
し
み
そ
か
に
読
ま
せ
給
ふ
。
七
、

八
枚
の
書
な
り
。
果
て
に
、
一
度
は
訓
、
一
度
は
音
に
読
ま
せ
給
ひ
て
、

「
面
白
し
」
と
聞
こ
し
召
す
を
ば
諦
ぜ
さ
せ
給
ふ
。
何
ご
と
し
給
ふ
に
も
、

声
い
と
面
白
き
人
の
諦
じ
た
れ
ば
、
い
と
面
白
く
悲
し
け
れ
ば
、
聞
こ

し
召
す
帝
も
、
御
し
ほ
た
れ
給
ふ
。
大
将
も
、
涙
を
流
し
つ
つ
仕
う
ま

つ
り
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
開
・
中
　
五
三
五
）

③
大
将
、
「
い
と
ほ
し
」
と
思
ひ
て
、
か
い
直
し
て
、

　
な
す
。
そ
の
声
、
い
と
面
白
し
。
し
ろ
く
あ
り
。

い
と
面
白
く
読
み

声
う
ち
静
め
て
、
い

と
高
く
面
白
く
論
す
る
声
、

て
、
面
白
き
こ
と
限
り
な
し
。 鈴

を
振
り
た
る
や
う
に
て
、
雲
居
を
穿
ち

　
　
　
　
　
　
（
蔵
開
・
中
　
五
四
二
）

④
「
か
か
る
こ
と
あ
り
」
と
て
、

は
、
大
将
に
御
目
く
は
せ
て
、
み
そ
か
に
読
ま
せ
給
ふ
。
后
の
宮
、

裏
こ
そ
、
聞
か
せ
給
は
ざ
ら
め
。
講
師
は
、
心
せ
よ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、

え
読
ま
で
と
り
く
ひ
も
て
候
ふ
。
上
、
「
い
と
悪
き
朝
臣
な
り
け
り
。

か
く
な
臆
せ
ら
れ
そ
。
た
だ
、
言
ふ
に
従
ひ
て
読
め
。
こ
れ
は
、
誰
も

御
簾
の
も
と
に
后
の
宮
お
は
せ
ば
、
H
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
内

誰
も
読
み
つ
べ
け
れ
ど
、
そ
ゑ
に
異
人
の
読
む
ま
じ
き
由
の
あ
れ
ば
、

ま
つ
読
ま
す
る
ぞ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
少
し
高
く
読
む
。
所
々
は
、
声

に
も
読
む
。
后
の
宮
、
い
み
じ
う
憎
み
給
ふ
。
さ
れ
ど
、
い
と
よ
く
聞

こ
し
召
す
。
異
人
は
、
え
聞
き
知
ら
ず
。
　
　
（
蔵
開
・
中
　
五
四
八
）

①
は
、
仲
忠
が
朱
雀
帝
に
書
物
の
進
講
を
す
る
に
至
る
経
緯
が
示
さ
れ

る
場
面
で
あ
る
。
朱
雀
帝
が
仲
忠
に
「
な
ど
か
、
い
と
久
し
く
。
先
つ
頃
、

節
会
な
ど
あ
り
し
に
、
『
参
ら
れ
や
す
る
』
と
思
ひ
し
に
、
さ
も
あ
ら
ざ

り
し
か
ば
」
と
、
節
会
に
も
来
な
か
っ
た
理
由
を
聞
い
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
、
仲
忠
は
、
「
仲
忠
が
先
祖
に
侍
る
人
々
の
し
置
き
て
侍
り
け
る
書

ど
も
」
を
得
て
、
「
籠
り
侍
り
ぬ
る
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
節

で
述
べ
た
、
仲
忠
が
屋
敷
か
ら
出
ず
に
書
物
を
読
み
続
け
る
様
子
を
「
籠

る
」
と
す
る
こ
と
の
根
拠
で
も
あ
る
。
続
く
朱
雀
帝
の
、
書
物
は
皆
あ
る

か
、
ど
う
い
っ
た
も
の
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、
仲
忠
は
、
「
皆

具
し
て
、
な
き
書
な
く
侍
り
け
り
。
俊
蔭
の
朝
臣
の
、
手
書
き
侍
り
け
る

人
な
り
け
る
盛
り
に
、
有
職
に
侍
り
け
る
、
そ
れ
が
、
皆
書
き
読
み
て
侍

り
け
る
、
俊
蔭
の
朝
臣
の
父
書
き
読
み
て
侍
り
け
る
、
全
く
細
か
に
し
て

侍
る
め
り
。
そ
れ
を
ぞ
さ
る
も
の
に
て
、
い
と
い
み
じ
き
物
を
な
む
見
給

へ
つ
け
た
る
」
、
「
家
の
記
・
集
の
や
う
な
る
物
に
侍
る
。
俊
蔭
の
朝
臣
、

唐
に
渡
り
け
る
日
よ
り
、
父
の
日
記
せ
し
一
つ
、
母
が
和
歌
ど
も
一
つ
、

世
を
去
り
侍
り
け
る
日
ま
で
、
日
づ
け
し
な
ど
し
て
書
き
て
侍
り
け
る
と
、

俊
蔭
、
帰
り
ま
う
で
来
け
る
ま
で
作
れ
る
詩
ど
も
、
そ
の
人
の
日
記
な
ど

な
む
、
そ
の
中
に
侍
り
し
。
そ
れ
を
見
給
ふ
る
な
む
、
い
み
じ
う
悲
し
う

侍
る
」
と
奏
上
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
朱
雀
帝
は
、
「
な
ほ
、
朝
臣
は
、

あ
り
が
た
き
物
領
ぜ
む
と
な
れ
る
人
に
こ
そ
。
か
れ
、
と
く
見
る
べ
き
物

な
な
り
」
と
、
清
原
一
族
の
書
物
を
褒
め
る
。

　
ま
た
、
仲
忠
は
、
宮
中
に
赴
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、

「
か
の
書
の
序
に
言
ひ
て
侍
る
や
う
に
も
、
『
唐
の
問
の
記
は
、
俊
蔭
の
朝

臣
の
ま
う
で
来
る
ま
で
は
、
異
人
見
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
間
、
霊
添
ひ
て

守
る
』
と
申
し
た
り
。
俊
蔭
の
朝
臣
の
遺
言
、
先
の
書
に
は
、
『
俊
蔭
、

後
侍
ら
ず
。
文
書
の
こ
と
は
、
わ
つ
か
な
る
女
子
知
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
二
、
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三
代
の
間
に
も
、
後
出
で
ま
で
来
ば
、
そ
が
た
め
な
り
。
そ
の
間
、
霊
寄

り
て
守
ら
む
』
と
な
む
申
し
て
侍
る
。
そ
れ
に
慎
み
て
、
今
ま
で
奏
せ
で

侍
り
つ
る
」
と
述
べ
、
そ
れ
に
対
し
て
朱
雀
帝
は
、
「
朝
臣
の
読
み
て
聞

か
せ
む
に
は
、
そ
の
霊
ど
も
、
よ
も
崇
り
は
な
さ
じ
。
今
日
は
、
府
の
者

ど
も
労
る
こ
と
あ
ら
む
を
、
今
日
過
ぐ
し
て
、
し
め
や
か
な
ら
む
時
に
、

そ
の
家
集
ど
も
・
道
の
抄
物
ど
も
持
た
せ
て
も
の
せ
ら
れ
よ
」
と
、
書
物

を
進
講
す
る
よ
う
に
と
命
令
し
て
い
る
。

　
②
は
、
実
際
に
進
講
を
始
め
た
場
面
で
あ
る
。
俊
蔭
の
集
を
読
む
よ
う

に
と
朱
雀
帝
に
言
わ
れ
た
仲
忠
は
、
「
古
文
、
文
机
の
上
に
て
読
む
。
例

の
花
の
宴
な
ど
の
講
師
の
声
よ
り
は
、
少
し
み
そ
か
に
読
」
ん
だ
。
「
み

そ
か
に
」
と
は
、
殿
上
に
集
ま
っ
て
い
る
人
々
に
は
聞
か
せ
な
い
よ
う
す

る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
は
、
朱
雀
帝
と
仲
忠
の
二
人
だ
け
が
い

る
空
間
で
、
仲
忠
は
俊
蔭
の
集
を
見
て
読
み
、
そ
れ
を
朱
雀
帝
が
聞
い
て

い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
こ
の
直
後
、
夜
の
御
膳
の
時
に
、
后
の
宮
の

五
の
宮
が
加
わ
る
。
そ
し
て
、
翌
朝
、
朱
雀
帝
は
五
の
宮
を
使
い
に
し
て

春
宮
を
進
講
の
場
に
呼
び
寄
せ
る
が
、
春
宮
は
正
午
に
な
っ
て
か
ら
参
上

し
、
遅
れ
て
仲
忠
が
参
上
し
て
、
二
日
目
か
ら
は
、
進
講
は
こ
の
四
人
で

行
わ
れ
る
。

　
一
日
中
進
講
を
行
な
い
、
そ
し
て
夜
も
進
講
を
行
な
っ
て
、
朱
雀
帝
、

春
宮
、
五
の
宮
は
楽
器
を
弾
き
、
仲
忠
は
書
を
読
む
。
進
講
二
日
目
の
夜

を
描
い
た
の
が
③
で
あ
る
。
仲
忠
は
、
春
宮
の
と
こ
ろ
に
来
た
藤
壺
の
手

紙
を
見
て
動
揺
し
、
「
僻
読
み
」
を
多
く
す
る
が
、
そ
れ
を
朱
雀
帝
に
指

摘
さ
れ
、
気
を
取
り
直
し
て
読
み
な
お
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
、
「
声
う

ち
静
め
て
、
い
と
高
く
面
白
く
請
す
る
声
、
鈴
を
振
り
た
る
や
う
に
て
、

雲
居
を
穿
ち
て
、
面
白
き
こ
と
限
り
な
し
」
で
あ
っ
た
。

　
④
は
、
進
講
三
日
目
の
夜
か
ら
四
日
目
の
暁
ま
で
を
描
い
た
場
面
で
あ

る
。
后
の
宮
が
進
講
を
聞
き
に
き
た
た
め
に
、
朱
雀
帝
は
仲
忠
に
合
図
し

て
、
よ
り
い
っ
そ
う
、
小
さ
な
声
で
読
ま
せ
て
い
る
。
后
の
宮
か
ら
、
「
講

師
は
、
心
せ
よ
」
と
の
言
葉
が
か
か
る
が
、
朱
雀
帝
は
「
こ
れ
は
、
誰
も

誰
も
読
み
つ
べ
け
れ
ど
、
そ
ゑ
に
異
人
の
読
む
ま
じ
き
由
の
あ
れ
ば
、
ま

つ
読
ま
す
る
ぞ
」
と
言
っ
た
た
め
、
仲
忠
は
、
「
少
し
高
く
読
む
。
所
々
は
、

声
に
も
読
」
む
。
こ
れ
を
后
の
宮
は
、
憎
た
ら
し
く
思
い
は
す
る
も
の
の
、

理
解
は
で
き
る
と
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
人
は
理
解
が
で
き
な
い
、
と
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
朱
雀
帝
の
要
請
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
俊
蔭
の
書
物
の
進
講
は
、
朱
雀
帝
、
春
宮
、
春
宮
の
同
母
兄

弟
五
の
宮
と
、
全
て
、
皇
統
に
関
わ
る
人
物
が
聴
衆
と
し
て
集
め
ら
れ
、

そ
れ
以
外
の
人
物
の
介
入
が
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
唯
一
、

后
の
宮
だ
け
が
、
仲
忠
が
「
声
に
も
読
」
ん
だ
際
に
内
容
を
理
解
し
て
い

る
が
、
こ
の
后
の
宮
こ
そ
が
、
春
宮
と
五
の
宮
の
母
で
あ
る
の
で
、
や
は

り
、
皇
統
に
密
に
関
わ
る
人
物
と
し
て
考
え
て
良
い
。

五
．
〈
学
問
の
系
譜
〉

　
前
節
に
お
い
て
、
仲
忠
に
よ
る
朱
雀
帝
を
は
じ
め
と
し
た
皇
統
関
係
者

た
ち
へ
の
進
講
を
見
て
き
た
。
こ
の
仲
忠
の
進
講
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
禎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
4

子
が
、
声
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
学
問
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
確

か
に
、
学
問
が
声
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
大
き
い
が
、

こ
こ
で
は
、
別
の
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
前
節
の
③
で
、
仲
忠
の
声
が
大

き
く
な
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
そ
の
声
が
涼
に
聞
え
た
と
い
う
場

29



面
が
こ
の
後
に
あ
る
。

殿
上
に
は
、
源
中
納
言
・
右
大
弁
・
中
将
、
異
人
も
い
と
多
か
り
。

…
…
源
中
納
言
、
大
将
の
君
に
申
し
給
ふ
や
う
、
「
な
ど
か
、
君
は
、

昔
よ
り
、
い
か
ば
か
り
か
は
契
り
聞
こ
ゆ
る
、
『
こ
の
御
文
を
承
ら
む
』

と
て
、
妻
の
懐
を
捨
て
て
、
か
く
寒
き
に
、
震
ふ
震
ふ
う
ち
は
へ
候
ふ

効
な
く
、
一
文
字
を
だ
に
聞
か
せ
給
は
ぬ
。
少
し
高
く
だ
に
や
は
仕
う

ま
つ
り
給
は
ぬ
」
。
大
将
、
「
仰
せ
言
あ
れ
ば
、
高
く
は
、
え
。
そ
が
う

ち
に
、
苦
し
う
侍
れ
ば
、
声
も
出
で
ず
」
。
中
納
言
、
「
さ
て
、
い
か
で
、

昨
夜
は
、
ひ
と
と
は
、
雲
を
穿
ち
て
、
空
に
は
上
り
し
。
こ
の
ぬ
し
こ

そ
は
、
『
わ
が
世
の
末
の
博
士
』
と
は
思
ひ
つ
れ
。
…
…
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
開
・
中
　
五
四
四
～
五
五
五
）

一
部
の
許
さ
れ
た
人
間
し
か
い
な
い
空
間
で
、
仲
忠
に
よ
る
俊
蔭
の
書
物

の
進
講
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、
た
だ
一
度
の
み
、
そ
の
場
か
ら
は
排
除
さ

れ
て
い
た
涼
に
も
仲
忠
の
声
は
聞
こ
え
て
い
た
。
俊
蔭
の
書
物
の
進
講
は
、

琴
と
同
様
、
公
開
と
非
公
開
の
狭
間
に
あ
っ
て
、
人
々
の
関
心
を
惹
き
寄

せ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
、
進
講
の
場
と
は
、
規
模
こ

そ
違
う
も
の
の
、
楼
の
上
に
お
け
る
秘
琴
披
露
の
場
と
同
様
、
学
問
披
露

の
場
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
清
原
氏
」
を
始
祖
と
し
た
〈
系
譜
〉
と
、
そ
の
〈
系
譜
〉

が
継
承
し
て
き
た
物
を
求
め
る
皇
統
を
担
う
者
た
ち
が
あ
り
、
彼
ら
が

「
清
原
氏
」
の
〈
系
譜
〉
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
周
囲
の
人
物
た
ち
も

〈
系
譜
〉
の
存
在
を
知
り
、
〈
系
譜
V
を
担
う
者
た
ち
が
持
つ
物
や
技
法
を

求
め
て
ゆ
く
と
い
う
構
造
は
、
〈
琴
〉
だ
け
で
は
な
く
、
〈
学
問
〉
で
も
同

じ
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
論
者
は
、
こ
れ
を
く
学
問
の
系
譜
V
と
考
え

た
い
。
そ
し
て
、
蔵
を
作
り
、
そ
こ
に
書
物
を
納
め
て
鎖
を
さ
し
た
の
は

俊
蔭
だ
が
、
〈
学
問
の
系
譜
〉
の
始
祖
は
、
俊
蔭
の
両
親
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
物
語
の
「
主
人
公
」
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
る
藤
原
仲
忠
は
、
藤
原
氏
で
あ
り
な
が
ら
も
、
〈
琴
〉
と
〈
学
問
〉
と

い
う
、
清
原
家
を
象
徴
す
る
二
つ
の
系
譜
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊
『
う
つ
ほ
物
語
』
本
文
は
、
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語
　
全
　
改
訂
版
』

　
（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
五
）
に
よ
り
、
適
宜
傍
線
を
付
し
た
。
な
お
、

　
巻
名
と
ぺ
ー
ジ
数
に
つ
い
て
は
括
弧
内
に
記
し
た
。

1 注23

『
う
つ
ほ
物
語
　
全
　
改
訂
版
』
の
注
に
は
、
「
「
式
部
大
輔
」
は
、

式
部
省
の
次
官
で
、
儒
者
で
、
御
侍
読
を
し
た
者
の
中
か
ら
選
ば

れ
た
。
」
「
左
弁
官
局
の
長
官
。
『
職
原
抄
』
に
は
、
「
文
才
な
き
人

こ
れ
に
居
ら
ず
」
と
あ
る
。
」
と
あ
る
。

三
田
村
雅
子
「
宇
津
保
物
語
の
〈
琴
〉
と
〈
王
権
〉
ー
繰
り
返
し

の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
東
横
国
文
学
』
　
一
五
、
一
九
八
三
・

三
）大

井
田
晴
彦
「
仲
忠
と
藤
壺
の
明
暗
I
I
・
「
蔵
開
」
の
主
題
と
方

法
」
（
「
俊
蔭
一
族
復
興
　
　
「
蔵
開
」
に
お
け
る
〈
書
物
〉
の
力
」

の
主
題
と
方
法
」
『
書
物
と
語
り
（
新
物
語
研
究
）
』
五
、
一
九
九

八
・
三
、
「
う
つ
ほ
物
語
巻
々
論
（
梗
概
付
）
第
二
部
」
『
国
文
学
』
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一
九
九
八
・
二
）
（
『
う
つ
ほ
物
語
の
世
界
』
、
二
〇
〇
二
）
。
こ
の

他
に
、
蔵
開
き
に
関
係
す
る
大
井
田
晴
彦
の
論
文
と
し
て
、
「
蔵

開
巻
梗
概
」
（
『
国
文
学
』
　
一
九
九
八
・
二
）
、
「
「
国
譲
」
の
主
題

と
方
法
－
仲
忠
を
軸
と
し
て
ー
」
（
『
う
つ
ほ
物
語
の
世
界
』
、

二
〇
〇
二
）
（
「
『
う
つ
ほ
物
語
』
国
譲
巻
の
主
題
と
方
法
　
　
仲

忠
を
軸
と
し
て
　
　
」
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
九
八
・
三
）
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

伊
井
春
樹
「
俊
蔭
の
家
集
と
日
記
類
ー
『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
巻

の
意
義
」
（
『
中
古
文
学
の
形
成
と
展
開
－
王
朝
文
学
前
後
』
】
九

九
五
・
四
）

猪
川
優
子
「
『
う
つ
ほ
物
語
』
宮
の
君
と
小
君
ー
次
世
代
の
確

執
ー
」
（
『
古
代
中
世
国
文
学
』
一
八
、
二
〇
〇
二
・
一
二
）

本
論
に
お
い
て
く
蔵
開
き
V
と
は
、
俊
蔭
伝
来
の
蔵
を
開
く
こ
と

を
指
す
。

前
掲
の
三
田
村
論
に
同
じ
。

前
掲
の
大
井
田
論
に
同
じ
。

伊
藤
禎
子
「
『
う
つ
ほ
物
語
』
〈
蔵
開
き
V
と
音
楽
物
語
」
（
『
日
本

文
学
』
二
〇
〇
七
・
一
二
、
後
に
「
書
物
の
〈
音
〉
」
『
『
う
つ
ほ

物
語
』
と
転
倒
さ
せ
る
快
楽
』
森
話
社
、
二
〇
一
一
）

『
う
つ
ほ
物
語
』
本
文
は
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語
　
全
　
改
訂

版
』
（
お
う
ふ
う
・
一
九
九
五
）
に
よ
り
、
適
宜
傍
線
を
付
し
た
。

な
お
、
巻
名
と
ぺ
ー
ジ
数
に
つ
い
て
は
括
弧
内
に
記
し
た
。

中
嶋
尚
は
「
う
つ
ほ
物
語
論
（
6
）
琴
の
族
序
説
」
（
『
東
洋
大
学

大
学
院
紀
要
』
三
九
、
二
〇
〇
二
年
）
に
お
い
て
、
「
あ
た
か
も

121314

京
極
旧
庫
を
開
い
て
貴
重
品
の
発
見
を
見
た
こ
と
と
、
仲
忠
家
に

お
け
る
一
女
子
を
儲
け
た
慶
事
と
が
、
ど
こ
か
で
連
な
っ
て
い
る

よ
う
に
さ
え
受
取
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
う
つ
ほ
物
語
②
』
（
中
野
幸
一
校
注
、

小
学
館
、
二
〇
〇
一
）
は
、
「
木
深
く
も
籠
ら
れ
た
り
つ
る
か
な
」

に
つ
い
て
、
「
奥
深
い
、
の
意
か
ら
転
じ
て
、
ひ
っ
そ
り
と
目
立

た
な
い
さ
ま
。
仲
忠
が
北
山
の
う
つ
ほ
に
幼
児
期
を
過
し
た
過
去

を
念
頭
に
置
い
た
も
の
か
」
と
注
す
る
。

口
頭
発
表
「
王
朝
物
語
に
お
け
る
「
手
本
」
　
　
仲
忠
の
「
手
本

四
巻
」
を
中
心
に
　
　
」
（
日
本
文
学
協
会
第
三
二
回
研
究
発
表

大
会
、
於
長
野
県
短
期
大
学
、
至
二
〇
一
二
年
七
月
一
日
）

前
掲
の
伊
藤
論
文
に
同
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
む
と
う
・
な
が
こ
　
博
士
後
期
課
程
）
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