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『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
琴
の
琴

︱
一
品
宮
と
の
「
合
は
せ
」
︱

毛　

利　

香　

奈　

子

一
　
は
じ
め
に

　

日
本
で
は
記
紀
時
代
よ
り
、
琴
は
天
界
と
の
交
流
手
段
と
し
て
、
天
皇

家
の
象
徴
と
な
る
霊
的
な
楽
器
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
奈
良
時
代
に
中
国

か
ら
七
絃
琴
（
琴
の
琴
）
が
持
ち
込
ま
れ
る
と
、「
君
子
左
琴
」
の
よ
う

な
儒
学
的
な
礼
楽
思
想
の
影
響
を
受
け
、
帝
王
学
の
ひ
と
つ
と
み
な
さ

れ
、
琴
の
琴
は
王
権
を
象
徴
す
る
楽
器
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
影
響
は
物
語
文
学
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
琴
の
物
語
」

で
あ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
琴
の
琴
が
最
も
重
視
さ
れ
て
お
り
、
俊
蔭

一
族
の
琴
は
天
皇
家
に
賞
賛
さ
れ
、
求
め
ら
れ
て
い
く
。『
源
氏
物
語
』

で
も
琴
の
琴
は
た
び
た
び
登
場
す
る
。「
琴
の
奏
者
が
光
源
氏
の
ほ
か
皇

族
に
多
く
、
皇
統
を
象
徴
す
る
楽
器
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
」
と
の
山
田

考
雄
の
指
摘
以
降
、
様
々
に
考
察
さ
れ
て
き
た
。
実
は
『
源
氏
物
語
』
成

立
時
期
で
あ
る
一
条
朝
で
は
、
既
に
天
皇
に
よ
る
琴
の
琴
の
演
奏
は
見
ら

れ
な
く
な
っ
て
い
た
。『
源
氏
物
語
』
作
中
の
琴
は
、
当
時
の
現
実
で
は

な
く
、
漢
籍
の
影
響
を
受
け
た
紫
式
部
に
よ
る
、
物
語
世
界
特
有
の
論
理

の
も
と
描
か
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
物
語
に
お
い

て
、
琴
を
は
じ
め
と
す
る
楽
器
を
奏
で
る
こ
と
は
、
単
な
る
行
為
を
超
え

て
、
物
語
を
展
開
さ
せ
る
要
素
と
し
て
の
役
割
を
帯
び
て
お
り
、
必
ず
し

も
史
実
に
即
し
て
描
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
の

影
響
を
受
け
た
後
期
物
語
で
は
、
中
心
と
な
る
楽
器
が
琴
だ
け
で
は
な

く
、
笛
や
琵
琶
も
対
象
に
な
っ
て
い
く
。『
夜
の
寝
覚
』
で
は
、
寝
覚
の

上
の
筝
の
琴
や
琵
琶
が
、
中
納
言
や
帝
を
惹
き
つ
け
る
き
っ
か
け
と
な

る
。『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
狭
衣
大
将
の
笛
が
奇
瑞
を
引
き
起
こ
し
、
琴

の
琴
が
賀
茂
明
神
を
動
か
し
、
狭
衣
即
位
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
物
語
を

大
き
く
動
か
す
よ
う
な
奇
瑞
が
増
え
る
一
方
で
、
琴
の
琴
の
存
在
感
は
薄

れ
た
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
の
文
学
史
上
の
流
れ
の
中
に
、
再
び
琴
の
琴
に

注
目
し
た
作
品
と
し
て
現
れ
る
の
が
、
中
世
王
朝
物
語
『
い
は
で
し
の

ぶ
』
で
あ
る
。

　
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
人
物
関
係
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
。
白
河
帝

（
院
）
の
一
品
宮
は
、
先
帝
故
一
条
院
の
遺
児
で
あ
り
関
白
の
養
子
で
あ

る
内
大
臣
の
も
と
に
降
嫁
し
て
い
る
が
、
常
に
宮
中
を
思
慕
し
て
い
る
。

注
1

注
2

注
3

注
4

注
5

注
6

注
7

注
8



─ 11 ─

実
兄
で
あ
る
嵯
峨
帝
、
姉
弟
の
よ
う
に
と
も
に
育
っ
た
二
位
中
将
の
一
品

宮
へ
の
執
着
は
、
変
わ
ら
ず
続
い
て
い
る
。
一
品
宮
の
難
産
を
契
機
に
不

可
解
な
噂
が
広
ま
り
、
一
品
宮
は
白
河
院
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
、
内
大
臣
は
嘆
き
の
末
死
去
す
る
。
以
上
が
推
定
全
八
巻
中
、
巻

三
ま
で
の
大
ま
か
な
流
れ
で
あ
る
。
こ
の
一
品
宮
と
内
大
臣
夫
婦
を
中
心

に
進
む
物
語
前
半
に
、
琴
の
琴
の
叙
述
が
集
中
し
て
お
り
、
そ
れ
は
主
に

管
弦
の
合
奏
場
面
で
、「
王
権
の
象
徴
」
た
る
一
品
宮
に
よ
っ
て
奏
で
ら

れ
て
い
る
。『
い
は
で
し
の
ぶ
』
は
王
権
の
復
活
や
融
合
を
中
心
に
据
え

た
物
語
で
あ
る
た
め
、
琴
の
琴
が
「
王
権
の
象
徴
」
と
し
て
の
み
機
能
し

て
い
る
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
本
作
が
成
立
し
た
鎌

倉
時
代
前
期
で
は
、
天
皇
が
好
ん
で
演
奏
す
る
楽
器
は
、
琴
で
も
笛
で
も

な
く
、
琵
琶
へ
と
変
化
し
て
い
た
。
そ
の
時
代
に
敢
え
て
琴
の
琴
を
物
語

に
用
い
る
の
は
、
本
作
が
『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』
の
影
響
を
色
濃

く
受
け
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
物
語
を
展
開
さ
せ
る
ひ
と
つ
の
機

能
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
を
琴
の
琴
に
注
目
し
て
読
み
解
き
、

物
語
内
部
で
の
琴
の
機
能
や
そ
の
影
響
を
先
行
作
品
と
比
較
す
る
こ
と

で
、
王
朝
物
語
と
し
て
の
本
作
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
こ

れ
以
降
、
琴
の
琴
に
つ
い
て
は
「
琴
」
と
表
記
し
、
箏
の
琴
や
和
琴
な
ど

と
は
区
別
す
る
。

二
　『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
お
け
る
音
楽

　
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
叙
述
さ
れ
る
管
弦
の
演
奏
場
面
は
決
し
て
多
く

な
い
。
あ
る
程
度
の
紙
幅
を
割
い
て
描
か
れ
る
の
は
、
大
き
く
分
け
て
五

箇
所
で
、
本
作
の
巻
三
以
降
が
抜
書
き
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
少
な

い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ
、
⑴
端
午
の
節
句
の
御

遊
（
巻
一
）、
⑵
嵯
峨
帝
の
御
遊
（
巻
一
）、
⑶
一
条
院
の
御
遊
（
巻
一
）、

⑷
白
河
院
六
十
賀
の
御
遊
（
冷
泉
本
巻
四
）、
⑸
宮
中
で
の
高
麗
笛
試
奏

（
巻
八
）
と
呼
称
し
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

五
場
面
の
概
観
を
述
べ
る
と
、
四
場
面
に
琴
の
琴
が
登
場
し
て
い
る
と

い
う
特
徴
が
あ
り
、
先
行
作
品
と
比
較
し
て
も
そ
の
割
合
は
高
い
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
⑸
宮
中
で
の
高
麗
笛
試
奏
以
外
は
全
て
合
奏
で
あ

り
、
い
ず
れ
も
楽
器
を
奏
で
る
人
物
が
複
数
い
る
中
で
の
演
奏
に
な
っ
て

い
る
点
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
王
朝
物
語
に
お
け
る

典
型
と
言
え
る
、
管
弦
の
音
色
を
契
機
と
し
た
男
女
の
出
会
い
や
、
互
い

の
愛
情
の
確
認
と
い
っ
た
場
面
が
、
現
存
本
文
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。

　

例
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
末
摘
花
巻
で
の
源
氏
と
末
摘
花
の
出
会
い
が

意
識
さ
れ
て
い
る
、
二
位
中
将
と
宮
の
君
の
出
会
い
の
場
面
で
は
、「（
二

位
中
将
が
）
笛
を
少
し
吹
き
鳴
ら
し
つ
つ
（
巻
一
︱
四
二
）」
と
さ
れ
る

が
出
会
い
の
契
機
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
琴
も
描
か
れ
な
い
。
橋
姫
巻
で

の
大
君
と
中
の
君
と
薫
の
出
会
い
を
彷
彿
と
さ
せ
る
、
内
大
臣
と
伏
見
大

君
・
中
の
君
の
出
会
い
の
場
面
で
も
、「
君
達
二
人
、
手
習
い
な
ど
し
つ

つ
、
そ
ひ
臥
し
て
ゐ
給
へ
る
、（
巻
二
︱
九
〇
）」
と
さ
れ
、
楽
器
は
一
切

登
場
し
な
い
。
⑶
一
条
院
の
御
遊
の
場
面
で
は
、
内
大
臣
夫
婦
が
琴
の
演

奏
を
し
て
い
る
が
、
明
石
巻
で
琴
を
「
掻
き
合
は
せ
」
る
約
束
を
す
る
源

氏
と
明
石
の
上
の
よ
う
な
、
愛
情
の
確
認
は
な
さ
れ
な
い
。
唯
一
例
外
と
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言
え
る
の
は
、
内
大
臣
の
夜
離
れ
に
嫉
妬
し
た
一
品
宮
が
、
物
思
い
に
ま

か
せ
て
箏
の
琴
を
掻
き
鳴
ら
す
巻
二
の
場
面
が
、『
夜
の
寝
覚
』
の
寝
覚

の
上
の
様
子
に
共
通
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
を
含
め
て
も
完
本
で
あ

る
巻
一
・
二
を
通
し
て
、
男
女
関
係
に
ま
つ
わ
る
管
弦
の
叙
述
は
、
宮
の

君
と
二
位
中
将
の
出
会
い
と
、
物
思
い
を
す
る
一
品
宮
の
二
箇
所
し
か
な

く
、
こ
れ
だ
け
少
な
い
の
は
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
に
く
い
。
す
る
と
、

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
は
、
男
女
関
係
の
契
機
や
、
そ
れ
に
伴
う
人
物
の
感

情
の
発
露
と
し
て
は
楽
器
を
敢
え
て
用
い
ず
、
合
奏
の
場
面
に
楽
器
を
集

中
し
て
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
中
で
も
琴
を
重
視

し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

琴
の
琴
が
登
場
す
る
四
つ
の
合
奏
場
面
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
は
、

奇
瑞
が
起
こ
ら
な
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
合
奏
場
面
で
の
管
弦
の
音
色
の

叙
述
は
、「
そ
ぞ
ろ
寒
き
」「
澄
み
上
る
」「
雲
居
を
響
か
す
」
な
ど
の
言

葉
を
用
い
て
、
先
行
作
品
を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
修
飾
表
現
に
と
ど
ま
り
、『
狭
衣
物
語
』
や
『
夜
の
寝
覚
』
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
奇
瑞
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
な
い
。『
い
は
で
し
の
ぶ
』

の
内
大
臣
と
『
狭
衣
物
語
』
の
狭
衣
大
将
の
場
合
を
、
本
文
を
引
用
し
て

確
認
す
る
。
重
要
な
箇
所
に
そ
れ
ぞ
れ
傍
線
を
引
い
た
。

①　

…
（
内
大
臣
の
）
御
身
の
才
の
か
し
こ
う
お
は
す
る
さ
ま
、
は

か
な
き
遊
び
た
は
ぶ
れ
、
琴
・
笛
の
調
べ
ま
で
も
、
人
の
耳
お
ど
ろ

く
ば
か
り
の
音
を
と
ど
め
給
ふ
。（
巻
一
︱
一
四
）

②　

ま
た
、（
狭
衣
大
将
は
）
琴
、
笛
の
音
に
つ
け
て
も
雲
居
を
響

か
し
て
、
こ
の
世
の
外
ま
で
澄
み
の
ぼ
り
て
、
天
人
も
驚
か
し
た
ま

ひ
つ
べ
け
れ
ば
、
…
（『
狭
衣
物
語
』
巻
一
︱
二
六
）

①
は
、
内
大
臣
の
楽
の
才
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
箇
所
、
②
は
『
狭
衣
物

語
』
で
同
じ
く
狭
衣
大
将
の
楽
の
才
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
箇
所
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
傍
線
部
で
、
狭
衣
の
音
色
が
「
天
人
も
驚
か
」
す
の
に

対
し
、
内
大
臣
は
「
人
の
耳
お
ど
ろ
く
」
音
色
を
奏
で
る
と
さ
れ
る
点
は

示
唆
的
で
あ
る
。『
い
は
で
し
の
ぶ
』
で
は
、
い
か
に
素
晴
ら
し
い
音
色

で
あ
ろ
う
と
も
、
天
人
を
驚
か
す
こ
と
は
な
く
、
そ
の
奇
瑞
に
よ
っ
て
物

語
が
展
開
す
る
の
で
は
な
い
の
だ
。
奏
者
の
演
奏
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
奇

瑞
に
よ
っ
て
物
語
が
展
開
し
て
い
く
『
う
つ
ほ
物
語
』『
狭
衣
物
語
』
と

は
異
な
る
形
で
、
本
作
は
楽
器
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
王

権
の
象
徴
」
た
る
琴
も
例
外
で
は
な
い
。
で
は
、
本
作
は
ど
の
よ
う
な
意

図
で
合
奏
場
面
、
特
に
琴
を
重
視
し
た
叙
述
を
、
物
語
前
半
に
繰
り
返
し

た
の
か
。
琴
が
合
奏
に
用
い
ら
れ
る
四
場
面
を
そ
れ
ぞ
れ
分
析
し
つ
つ
、

検
討
し
て
い
く
。

三
　
宮
中
で
の
御
遊
―
内
大
臣
の
一
の
才
と
一
品
宮
の
矜
持

　

宮
中
で
の
琴
を
含
む
合
奏
場
面
は
、
⑴
端
午
の
節
句
の
御
遊
、
⑵
嵯
峨

帝
の
御
遊
、
の
二
箇
所
で
あ
る
。
ま
ず
⑴
か
ら
本
文
を
確
認
し
て
い
く
。

　

③　

端
午
の
節
句
の
御
遊
（
巻
一
︱
三
一
・
三
二
）

春
宮
（
嵯
峨
帝
）
の
御
笛
を
大
将
（
内
大
臣
）
に
ゆ
づ
ら
せ
給
へ
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ば
、
い
と
い
た
う
も
て
な
や
み
つ
つ
、「
こ
れ
は
な
ほ
賜
は
り
侍
ら

じ
。
は
や
、
何
ご
と
よ
り
も
初
々
し
き
こ
と
に
な
ん
」
と
聞
こ
え
給

ふ
を
、「
か
う
聞
く
し
も
い
と
ゆ
か
し
き
心
地
進
み
ぬ
る
を
。
知
ら

ず
と
も
た
だ
今
は
じ
め
て
」
な
ど
、
上
（
白
河
院
）
も
宮
も
の
た
ま

は
す
れ
ば
、（
内
大
臣
）「
い
と
か
ら
き
わ
ざ
か
な
」
と
は
申
し
給
ひ

な
が
ら
、
吹
き
た
て
給
へ
る
音
、
い
と
お
も
し
ろ
く
心
こ
と
に
、
雲

居
を
響
か
す
ば
か
り
な
る
を
、（
嵯
峨
帝
）「
何
ご
と
も
い
か
で
か
く

し
も
す
ぐ
れ
給
ひ
け
ん
」
と
、
上
は
常
よ
り
こ
と
に
御
耳
と
ど
め
さ

せ
給
へ
り
。
中
将
（
二
位
中
将
）
は
琵
琶
賜
は
り
給
へ
り
。
物
の
音

が
ら
の
、
気
高
う
心
に
く
き
を
、
な
ほ
際
こ
と
に
澄
み
通
り
、
な
ま

め
か
し
う
た
を
や
か
な
る
方
を
さ
へ
添
へ
給
う
て
、
ま
こ
と
に
お
も

し
ろ
き
に
、
春
宮
（
嵯
峨
帝
）
の
御
扇
う
ち
鳴
ら
し
て
唱
歌
せ
さ
せ

給
へ
る
御
声
、
さ
は
言
へ
ど
、
気
高
う
、
な
べ
て
な
ら
ず
お
も
し
ろ

き
。
中
に
も
、
一
品
宮
の
御
琴
の
世
に
す
ぐ
れ
て
、
聞
く
人  

そ
ぞ

ろ
寒
き  

ま
で
聞
こ
ゆ
る
を
、
…

白
河
院
の
御
前
で
合
奏
を
し
て
い
る
の
は
、
内
大
臣
（
笛
）、
二
位
中
将

（
琵
琶
）、
嵯
峨
帝
（
唱
歌
）、
一
品
宮
（
琴
）
の
四
名
に
加
え
、
叙
述
は

な
い
が
女
三
の
宮
（
箏
の
琴
）
で
あ
る
。
③
傍
線
部
の
よ
う
に
、
笛
を
奏

で
る
内
大
臣
は
、
演
奏
を
躊
躇
す
る
『
狭
衣
物
語
』
の
狭
衣
の
姿
に
重
な

る
。
そ
れ
に
次
い
で
、
二
位
中
将
の
琵
琶
と
嵯
峨
帝
の
唱
歌
も
点
線
部
の

よ
う
に
賛
美
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
中
に
も
」
と
い
う
前
置
き
の
の
ち
、

最
も
賛
美
さ
れ
て
い
る
の
は
、
波
線
部
の
一
品
宮
の
琴
で
あ
る
。
注
目
し

た
い
の
は
、「
そ
ぞ
ろ
寒
き
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

　

④　

奇
瑞
を
起
こ
す
狭
衣
の
笛
の
音
（『
狭
衣
物
語
』
巻
一
︱
四
三
）

宵
過
ぐ
る
ま
ま
に
、
笛
の
音
い
と
ど
澄
み
の
ぼ
り
て
、
雲
の
は
た
て

ま
で
も
あ
や
し
う
、  

そ
ぞ
ろ
寒
く  

、
も
の
悲
し
き
に
、
稲
妻
の
た

び
た
び
し
て
、
雲
の
た
た
ず
ま
ひ
例
な
ら
ぬ
を
、
神
の
鳴
る
べ
き
に

や
と
見
ゆ
る
を
…

　

④
は
ま
さ
に
奇
瑞
を
起
こ
す
瞬
間
の
狭
衣
の
笛
の
音
色
の
叙
述
だ
が
、

③
の
一
品
宮
の
琴
と
同
様
に
「
そ
ぞ
ろ
寒
く
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
楽

器
の
音
色
に
「
そ
ぞ
ろ
寒
く
」
が
用
い
ら
れ
る
例
は
少
な
く
、
こ
の
他
に

は
『
夜
の
寝
覚
』
の
石
山
姫
君
の
琴
の
叙
述
に
み
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

③
傍
線
部
で
は
内
大
臣
に
も
狭
衣
が
意
識
さ
れ
た
叙
述
が
あ
る
が
、
用
例

が
少
な
い
「
そ
ぞ
ろ
寒
く
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
、
一
品
宮
の
優
位

が
表
れ
て
い
よ
う
。
ち
な
み
に
、
狭
衣
に
し
て
も
石
山
の
姫
君
に
し
て

も
、
作
中
で
琴
を
奏
で
、
の
ち
に
皇
統
と
か
か
わ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る

人
物
で
あ
る
。

　

続
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、
一
品
宮
の
演
奏
を
耳
に
し
た
白
河
院
が
、

内
大
臣
を
賛
美
す
る
場
面
で
あ
る
。

　

⑤　

内
大
臣
を
褒
め
る
白
河
院
（
巻
一
︱
三
二
）

…
上
（
白
河
院
）
は
、
う
ち
し
ほ
た
れ
つ
つ
聞
こ
し
め
し
て
、（
白

河
院
）「
こ
の
御
琴
の
音
こ
そ
ま
め
や
か
に
こ
よ
な
う
な
り
に
け
れ
。

い
と
か
ば
か
り
に
て
と
は
思
は
ざ
り
し
を
。
こ
れ
は
一
筋
に
御
里
住

み
の
ゆ
ゑ
な
り
。
里
人
に
禄
あ
ら
ん
や
」
と
大
将
（
内
大
臣
）
に
の
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た
ま
は
す
れ
ば
、
か
し
こ
ま
り
て
候
ひ
給
ふ
を
、
御
み
づ
か
ら
（
一

品
宮
）
は
、
い
と
か
た
は
ら
い
た
く
、「
何
し
に
こ
れ
を
し
も
」
と

な
の
め
な
ら
ず
く
や
し
う
ぞ
思
さ
る
る
。

白
河
院
は
、「
里
住
み
の
ゆ
ゑ
な
り
」
と
、
一
品
宮
の
琴
の
上
達
は
内
大

臣
の
教
え
に
よ
る
も
の
だ
と
し
、
褒
め
て
い
る
。
場
面
の
構
成
は
異
な
る

も
の
の
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
巻
、
女
楽
の
際
に
、
上
達
し
た
女
三
の

宮
の
琴
を
聞
い
て
「
い
と
う
つ
く
し
く
面
た
だ
し
く
（
二
〇
一
）」
思
う

源
氏
と
、
内
大
臣
の
立
場
は
重
な
っ
て
見
え
る
。
若
菜
下
巻
で
は
、
源
氏

は
禄
と
し
て
女
三
の
宮
か
ら
高
麗
笛
を
与
え
ら
れ
る
が
、『
い
は
で
し
の

ぶ
』
で
は
内
大
臣
が
大
納
言
の
位
に
昇
進
し
て
お
り
、
褒
賞
の
出
所
が
異

な
っ
て
い
る
。
若
菜
下
巻
と
の
大
き
な
違
い
は
、
琴
を
教
授
さ
れ
た
女
宮

の
反
応
で
あ
る
。
女
三
の
宮
は
源
氏
に
琴
の
上
達
を
認
め
ら
れ
た
際
、

「
何
心
な
く
う
ち
笑
み
て
、
う
れ
し
く
、
か
く
ゆ
る
し
た
ま
ふ
ほ
ど
に
な

り
に
け
る
と
思
す
（
一
八
四
）」
と
い
う
反
応
を
見
せ
る
。
奏
法
の
教
授

は
男
女
間
の
愛
情
の
指
標
で
も
あ
る
た
め
、
女
三
の
宮
は
源
氏
の
愛
情
を

確
認
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
女
三
の
宮
に
と
っ
て
、
源
氏
の
教
え
に
よ

っ
て
︱
つ
ま
り
、
源
氏
の
も
と
に
降
嫁
し
愛
さ
れ
た
成
果
と
し
て
、
奏
法

の
上
達
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
喜
ば
し
い
現
象
だ
と
言
え
る
。
一
方
、

一
品
宮
の
場
合
は
、
⑤
傍
線
部
の
よ
う
に
、「
な
の
め
な
ら
ず
く
や
し
う

ぞ
思
さ
る
る
」
と
い
う
反
応
で
あ
る
。
内
大
臣
の
も
と
に
降
嫁
し
愛
さ
れ

た
成
果
と
し
て
の
奏
法
の
評
価
は
、
一
品
宮
に
と
っ
て
受
け
入
れ
が
た
い

の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
一
品
宮
は
物
語
冒
頭
か
ら
常
に
宮
中
を
思
慕
し
、
宮
中
に

い
た
こ
ろ
の
自
分
と
は
「
変
は
る
身
（
巻
一
︱
六
二
）」
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
厭
わ
し
く
思
っ
て
い
る
。
端
午
の
節
句
で
琴
を
奏
で
る
直
前

で
も
、「
昔
に
は
変
は
り
て
も
の
憂
き
心
地
（
巻
一
︱
三
一
）」
に
な
っ
て

い
る
。
宮
中
に
い
た
こ
ろ
の
一
品
宮
と
は
、「
王
権
の
象
徴
」
た
る
聖
な

る
皇
女
で
あ
る
。
品
位
こ
そ
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
一
品
宮
に
と
っ
て
降

嫁
は
、
少
な
か
ら
ず
自
身
の
聖
性
を
損
な
う
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
一
品
宮
が
、
い
ま
だ
に
「
一
品
宮
」
と
し
て
の
矜
持
を
持
ち

続
け
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
も
あ
る
。
一
品
宮
は
内
大
臣
に
降
嫁
す
る
ま

で
の
間
、
朱
雀
院
か
ら
琴
を
習
っ
て
い
た
女
三
の
宮
と
同
じ
よ
う
に
、
宮

中
で
白
河
院
か
ら
琴
を
教
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
他
で

も
な
い
そ
の
白
河
院
に
、「
内
大
臣
に
教
え
ら
れ
た
」
も
の
と
し
て
自
身

の
奏
法
を
評
価
さ
れ
、
我
が
身
の
変
化
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
一

品
宮
の
胸
中
が
、
穏
や
か
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
若
菜
下
巻
の
女
三
の
宮

と
の
違
い
は
、
一
品
宮
自
身
の
、
皇
女
と
し
て
の
矜
持
や
宮
中
へ
の
強
い

思
い
に
根
差
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
理
解
し
き
れ
な
い
内
大
臣
と

の
溝
は
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
い
く
。
次
に
⑵
嵯
峨
帝
の
御
遊
の
場
面

を
見
て
い
く
。

　

⑥　

内
大
臣
の
琴
の
評
価
（
巻
一
︱
四
〇
）

…
調
べ
を
松
の
風
に
た
ぐ
ふ
る 

（
内
大
臣
の
）
琴
の
御
琴
、
中
納
言

（
二
位
中
将
）
の
御
笛
の
音
な
ど
、
さ
ば
か
り
の
御
身
に
と
り
て
だ

に
、
な
ほ
一
の
御
才
ど
も
な
り
け
れ
ば
、
お
も
し
ろ
し
な
ど
言
ふ
べ

き
言
の
葉
も
な
く
な
く
に
な
ん
、
袖
を
絞
る
た
ぐ
ひ
多
か
り
け
る
。

注
12
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⑴
端
午
の
節
句
の
御
遊
と
比
べ
る
と
詳
細
な
叙
述
は
さ
れ
て
い
な
い

が
、
一
品
宮
不
在
の
御
遊
で
内
大
臣
が
琴
を
演
奏
し
て
い
る
の
は
重
要
で

あ
る
。
端
午
の
節
句
で
は
あ
れ
だ
け
笛
の
演
奏
を
熱
望
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
突
如
、
⑥
傍
線
部
の
よ
う
に
琴
が
「（
内
大
臣

の
）
一
の
御
才
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
楽
器
の
持
ち
替
え
に
は
、
⑴
端

午
の
節
句
の
御
遊
で
一
品
宮
へ
の
琴
の
教
授
を
褒
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
少

な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
よ
う
。

　

当
該
場
面
以
前
の
内
大
臣
は
、
故
一
条
院
の
忘
れ
形
見
と
し
て
、
一
条

院
系
の
血
を
引
く
皇
統
に
連
な
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
白
河
院
に
そ
れ

を
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
内
大
臣
の
琴
は
、
表
舞
台
か
ら
姿
を

消
し
た
一
条
院
系
の
音
色
を
継
承
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を

一
品
宮
に
教
え
た
の
だ
。
内
大
臣
に
と
っ
て
、
一
品
宮
の
琴
の
評
価
は
、

自
身
が
持
つ
一
条
院
系
の
奏
法
が
、「
王
権
の
象
徴
」
の
奏
法
と
し
て
認

め
ら
れ
た
に
等
し
い
出
来
事
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
琴
を
通
し

て
、
内
大
臣
の
抱
え
る
皇
統
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
、
多
少
な
り
と
も

解
消
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
変
化
が
、
笛
を
琴
に

持
ち
換
え
た
内
大
臣
の
行
動
に
表
れ
て
い
る
。
そ
の
内
大
臣
が
継
承
し
て

い
る
と
思
し
き
、
一
条
院
系
の
琴
の
奏
法
の
出
自
を
確
認
し
て
お
く
。

　

⑦　

伏
見
入
道
式
部
卿
宮
の
様
子
（
巻
二
︱
八
七
）

…
立
ち
出
で
給
ふ
を
、
お
ろ
そ
か
な
る
明
り
障
子
を
開
け
て
、
見
送

り
き
こ
え
給
へ
る
墨
染
の
御
姿
、
い
み
じ
う
尊
げ
に
、
や
せ
や
せ
な

る
し
も
、
雅
び
か
に
あ
て
に
な
ま
め
か
し
う
ぞ
お
は
す
る
。

　

⑧　

八
の
宮
の
様
子
（『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
︱
一
二
二
）

容
貌
い
と
き
よ
げ
に
お
は
し
ま
す
宮
な
り
、
年
ご
ろ
の
御
行
ひ
に
痩

せ
細
り
た
ま
ひ
に
た
れ
ど
、
さ
て
し
も
あ
て
に
な
ま
め
き
て
、
君
た

ち
を
か
し
づ
き
た
ま
ふ
御
心
ば
へ
に
、
直
衣
の
萎
え
ば
め
る
を
着
た

ま
ひ
て
、
し
ど
け
な
き
御
さ
ま
い
と
恥
づ
か
し
げ
な
り
。

　

⑦
は
巻
二
冒
頭
で
、
内
大
臣
が
異
母
兄
伏
見
入
道
式
部
卿
宮
を
訪
ね
た

際
の
、
見
送
り
に
出
て
き
た
伏
見
入
道
宮
の
様
子
で
あ
る
。
出
家
し
て
も

美
し
さ
を
損
な
わ
な
い
そ
の
姿
は
、
⑧
傍
線
部
の
『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻

の
八
の
宮
の
様
子
に
重
な
る
。
立
坊
か
な
わ
ず
山
里
へ
隠
棲
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
半
生
や
、
二
人
の
娘
を
残
し
て
北
の
方
が
亡
く
な
っ
て
い
る

状
況
も
似
通
っ
て
い
る
。
伏
見
入
道
宮
に
弾
琴
の
描
写
は
な
い
が
、
苦
い

昔
を
想
起
さ
せ
る
琴
の
演
奏
を
避
け
る
八
の
宮
の
姿
勢
も
ま
た
、
伏
見
入

道
宮
の
人
物
造
形
に
影
響
し
た
だ
ろ
う
。
橋
姫
巻
の
八
の
宮
と
同
じ
く
伏

見
入
道
宮
も
琴
の
名
手
な
ら
、
父
故
一
条
院
か
ら
伝
え
ら
れ
た
奏
法
を
、

昔
を
知
ら
な
い
異
母
弟
内
大
臣
に
伝
え
る
の
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ

る
。

　

⑵
嵯
峨
帝
の
御
遊
の
場
面
で
は
、
今
上
帝
で
あ
る
嵯
峨
帝
で
は
な
く
、

内
大
臣
が
弾
琴
し
て
い
る
。
先
行
作
品
で
は
、『
狭
衣
物
語
』
狭
衣
大
将

や
、『
夜
の
寝
覚
』
石
山
の
姫
君
な
ど
、
琴
を
奏
で
る
人
物
は
、
そ
の
後

に
皇
統
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
人
物
で
あ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
特
に

狭
衣
が
即
位
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
本
作
の
内
大
臣
も
ま
た
、

嵯
峨
帝
の
後
に
即
位
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
も
言
え
る
。
す
る
と
、
内
大

臣
が
宮
中
で
琴
を
弾
く
契
機
と
な
っ
た
一
品
宮
は
、
い
わ
ば
一
条
院
系
の

注
13
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皇
統
復
活
の
た
め
の
踏
み
台
で
あ
る
。
一
品
宮
の
「
く
や
し
う
ぞ
お
ぼ
さ

る
る
」
態
度
に
は
、
自
身
が
内
大
臣
や
一
条
院
系
に
と
っ
て
の
「
王
権
の

象
徴
」
と
な
り
、
白
河
院
系
の
皇
統
が
侵
食
さ
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
不
安

が
含
ま
れ
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
の
ち
一
品
宮
が
一

条
院
系
の
皇
統
復
活
の
引
き
金
に
な
ら
な
い
こ
と
が
、
一
品
宮
自
身
の
琴

に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

四
　
一
条
院
の
御
遊
―
一
品
宮
と
の
「
合
は
せ
」

　

内
大
臣
の
琴
と
一
品
宮
の
琴
の
関
係
性
は
、
宮
中
で
は
な
く
、
内
大
臣

の
邸
宅
で
あ
る
⑶
一
条
院
の
御
遊
の
場
面
か
ら
よ
く
わ
か
る
。

　

⑨　

内
大
臣
と
一
品
宮
の
琴
の
琴
の
演
奏
（
巻
一
︱
七
一
）

…
（
二
位
中
将
は
）
内
裏
よ
り
出
で
給
ふ
ま
ま
に
一
条
院
へ
さ
し
入

り
給
ひ
つ
れ
ば
、
二
所
琴
の
御
琴
弾
か
せ
給
ふ
ほ
ど
な
り
け
り
。
…

（
中
略
）
…
渡
殿
の
ほ
ど
に
や
す
ら
ひ
て
聞
き
給
へ
ば
、
さ
る
世
に

す
ぐ
れ
た
る
も
の
の
音
を
、
う
ち
と
け
心
に
ま
か
せ
て
ま
じ
れ
る
も 

の
な
う  

弾
き
合
は
せ  

給
へ
る
お
も
し
ろ
さ
、
た
ぐ
ひ
も
な
う
澄
み 

と
ほ
り
空
に
響
あ
る
心
地
す
る
に
、
女
宮
の
は
い
か
に
ぞ
や
一
際
な

ま
め
か
し
げ
に
は
言
は
ん
方
な
く
、
い
ま
少
し
身
に
し
む
色
の
秋
の

風
な
れ
ば
に
や
、
…

場
面
冒
頭
か
ら
、
内
大
臣
と
一
品
宮
が
琴
を
演
奏
し
て
い
る
。
一
条
院
を

日
常
的
に
訪
れ
て
い
る
二
位
中
将
が
そ
れ
を
観
察
し
て
い
る
と
い
う
前
提

が
あ
る
も
の
の
、
⑴
端
午
の
節
句
の
御
遊
で
の
白
河
院
の
評
価
に
基
づ
け

ば
、
こ
こ
で
も
内
大
臣
の
琴
が
よ
り
良
い
、
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
⑨
傍
線
部
の
よ
う
に
、
二
位
中
将
が
賛
美
し
て
い
る
の
は
、「
ま
じ

れ
る
も
の
な
う
弾
き
合
は
せ
」
て
い
る
内
大
臣
と
一
品
宮
の
両
方
で
あ

る
。
さ
ら
に
点
線
部
の
よ
う
に
、
一
品
宮
の
方
が
「
一
際
な
ま
め
か
し

げ
」
だ
と
し
て
い
る
。
よ
り
良
い
の
は
一
品
宮
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
が
一
品
宮
を
恋
慕
し
て
い
る
二
位
中
将
の
贔
屓
目
で
は
な
い
こ
と
は
、

女
房
た
ち
か
ら
の
評
価
や
二
位
中
将
自
身
が
合
奏
に
加
わ
っ
た
あ
と
の
評

価
で
確
認
で
き
る
。

　

⑩　

宮
の
君
の
和
琴
と
女
房
た
ち
の
演
奏
（
巻
一
︱
七
二
・
七
三
）

…
こ
の
人
々
（
女
房
た
ち
）
に
も
琵
琶
・
筝
の
琴
な
ど
賜
ひ
て
宮
の

君
に
東
奉
り
給
へ
れ
ば
、
ま
こ
と
に
え
な
ら
ぬ
御
気
色
に
て
搔
き
た

て
給
へ
る
ほ
ど
も
上
衆
め
か
し
げ
に
愛
敬
づ
き
た
る
。
い
づ
れ
も
さ

ば
か
り
の
御
中
に
ま
じ
り
ぬ
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
を
か
し
う
聞
こ
ゆ
る

に
、
内
大
臣
の
唱
歌
し
給
へ
る
御
声
な
の
め
な
ら
ず
お
も
し
ろ
き

に
、
権
大
納
言
（
二
位
中
将
）
の
笛
を
持
ち
な
が
ら
折
々
う
ち
添
へ

給
ひ
つ
る
な
ど
ぞ
、
げ
に
と
り
あ
つ
め
、
か
ば
か
り
す
ぐ
れ
た
る
た

ぐ
ひ
、
い
か
に
二
つ
し
も
も
の
し
給
ひ
け
む
と
、
と
に
か
く
目
も
耳

も
う
つ
る
御
さ
ま
ど
も
な
り
か
し
。

　

⑪　

二
位
中
将
の
笛
（
巻
一
︱
七
四
）

（
一
品
宮
の
）
御
琴
の
音
に
心
も
う
き
立
ち
て
音
の
限
り
吹
き
と
ほ

し
給
ひ
つ
る
（
二
位
中
将
の
）
御
笛
、
は
た
さ
ら
に
こ
の
世
の
も
の
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な
ら
ず
や
、
雲
居
に
澄
み
上
る
心
地
す
る
に
、
ま
こ
と
に
あ
か
ぬ
ほ

ど
に
て
月
も
入
り
な
ん
と
す
る
に
、
…

　

⑩
の
直
前
、
一
品
宮
の
周
囲
の
女
房
た
ち
は
、「
あ
ま
り
な
る
御
事
の

な
ら
ひ
」
︱
一
品
宮
に
倣
っ
て
い
る
の
で
、
並
よ
り
も
美
し
い
と
褒
め
ら

れ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
の
演
奏
に
つ
い
て
も
、
⑩
傍
線
部
の
よ
う
に
、
一

品
宮
の
よ
う
な
名
手
の
中
に
「
ま
じ
り
ぬ
れ
ば
」
良
く
聞
こ
え
る
と
評
さ

れ
て
い
る
。
最
後
に
演
奏
に
加
わ
っ
た
二
位
中
将
の
笛
の
音
は
、
⑪
傍
線

部
の
よ
う
に
、「（
一
品
宮
の
）
御
琴
の
音
に
心
も
う
き
立
」
っ
た
結
果
、

奏
で
ら
れ
た
音
色
が
「
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ず
や
」
と
賛
美
さ
れ
て
い

る
。
一
条
院
の
合
奏
場
面
に
お
い
て
一
品
宮
以
外
の
演
奏
者
は
、
必
ず
一

品
宮
の
音
色
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
、
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
こ
の
場
に
お
い
て
一
品
宮
の
琴
が
最
良
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
最
良
の
音
と
「
弾
き
合
は
せ
」
る
こ
と
で
、
一
品
宮
周
辺

の
奏
者
の
評
価
が
上
が
っ
て
い
る
の
だ
。

　

琴
の
「
合
は
せ
」
か
ら
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
下

巻
の
女
楽
で
あ
る
。
女
楽
の
の
ち
、
源
氏
は
夕
霧
と
の
音
楽
談
義
で
、
琴

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

⑫　

 

源
氏
、
夕
霧
に
琴
の
琴
を
語
る
（『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
巻
︱ 

一
九
八
・
一
九
九
）

（
源
氏
）「
…
さ
れ
ど
、
な
ほ
、
か
の
鬼
神
の
耳
と
ど
め
、
か
た
ぶ
き

そ
め
に
け
る
も
の
な
れ
ば
に
や
、
な
ま
な
ま
に
ま
ね
び
て
、
思
ひ
か

な
は
ぬ
た
ぐ
ひ
あ
り
け
る
後
、
こ
れ
（
琴
）
を
弾
く
人
よ
か
ら
ず
と

か
い
ふ
難
を
つ
け
て
、
う
る
さ
き
ま
ま
に
、
今
は
、
を
さ
を
さ
伝
ふ

る
人
な
し
と
か
。
い
と
口
惜
し
き
こ
と
に
こ
そ
あ
れ
。
琴
の
音
を
離

れ
て
は
、
何
ご
と
を
か
物
を
と
と
の
へ
知
る
し
る
べ
と
は
せ
む
。
…
」

　

⑫
傍
線
部
で
は
、
琴
が
他
の
楽
器
の
「
し
る
べ
」
と
な
る
、
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
言
う
の
は
、
音
の
調
子
を
合
わ
せ
る
基
準
の
意
味
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
は
合
奏
全
体
の
レ
ベ
ル
を
引
き
上
げ
る
の
も
下
げ
る
の
も
琴

次
第
、
と
い
う
論
理
に
も
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
合
奏
の

「
し
る
べ
」
た
る
琴
に
「
合
は
せ
」
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
、
そ
の
他
の
楽

器
の
奏
者
の
良
し
悪
し
を
決
め
る
の
で
あ
る
。
中
川
正
美
は
、『
源
氏
物

語
』
の
音
楽
記
述
の
根
底
に
は
「
合
は
す
」
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
音
楽

観
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
女
楽
を
は
じ
め
合
奏
を
主
催
し
て
い
く
源
氏
の

力
は
「
人
々
を
連
帯
さ
せ
合
一
さ
せ
る
能
力
、
つ
ま
り
「
合
は
せ
」
う
る

能
力
で
あ
る
こ
と
に
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。
公
的
な
宴
を
主
催
し
、
そ

の
席
に
集
う
こ
と
は
当
人
の
政
治
的
立
場
の
表
明
で
も
あ
っ
た
が
、
作
者

は
そ
れ
を
楽
器
を
「
合
は
せ
」
声
を
「
添
へ
」
て
場
を
共
有
し
、
一
体
感

に
浸
る
こ
と
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
源

氏
が
楽
の
中
心
と
な
る
こ
と
は
、
彼
が
社
会
的
な
中
心
で
あ
る
こ
と
も
示

し
て
い
る
。『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
お
い
て
、
そ
れ
は
一
品
宮
の
琴
で
あ

る
。
い
か
に
内
大
臣
の
琴
が
「
一
の
御
才
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
一
品
宮
の

琴
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
合
奏
の
叙
述
か
ら
読
み
取
れ
る
。

本
作
は
「
似
る
こ
と
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
中
心
や
基
準
は
一
品
宮
だ
が
、

音
楽
の
中
心
も
ま
た
一
品
宮
な
の
で
あ
る
。

　

六
条
院
世
界
を
統
括
す
る
存
在
で
あ
っ
た
源
氏
に
対
し
、
本
作
の
「
合

注
15

注
16
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は
せ
」
の
中
心
に
一
品
宮
の
琴
が
あ
る
こ
と
に
は
、
ど
ん
な
意
味
が
あ

り
、
物
語
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
の
か
。
そ
れ
を
見
極
め

る
た
め
に
、
次
に
一
品
宮
の
琴
の
音
色
の
由
来
を
確
認
し
た
い
。
ま
た
、

源
氏
の
琴
は
次
世
代
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
が
、
一
品
宮
の

琴
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
も
確
認
し
た
い
。

五
　
白
河
院
六
十
賀
の
御
遊
―
一
品
宮
の
琴
に
染
ま
る
世
界

　

合
奏
の
中
心
に
あ
り
、
最
良
の
も
の
と
さ
れ
る
一
品
宮
の
琴
の
音
色

は
、
ど
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
品
宮
は
内
大
臣
の
も
と

に
降
嫁
す
る
以
前
か
ら
、
白
河
院
よ
り
伝
え
ら
れ
た
琴
の
奏
法
を
身
に
つ

け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
節
に
て
述
べ
た
。
一
品
宮
の
音
色

が
、
全
面
的
に
内
大
臣
の
影
響
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
は
考
え
難

い
。
そ
も
そ
も
一
品
宮
は
、
内
大
臣
か
ら
何
を
教
え
ら
れ
た
の
か
。
そ
の

一
端
が
、
⑶
一
条
院
の
御
遊
の
中
の
内
大
臣
の
言
葉
に
垣
間
見
え
る
。

　

⑬　

一
品
宮
の
琴
の
音
色
、
そ
の
由
来
（
巻
一
︱
七
三
）

…
内
大
臣
も
笑
ひ
給
ひ
て
、「
天
つ
乙
女
な
ど
の
下
り
て
教
へ
き
こ

ゆ
る
に
や
、
耳
も
及
ば
ぬ
こ
と
の
み
な
む
多
か
む
め
る
。
あ
や
し
あ

や
し
と
あ
る
こ
と
ど
も
の
中
に
も
お
の
づ
か
ら
残
し
お
か
ば
や
と
思 

ふ
こ
と
も
あ
り
し
か
ど
、
こ
の
一
、
二
年
に
恐
ろ
し
き
ま
で  

な
ぞ 

り
と
ら
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば  

、
い
と
こ
そ
ね
た
け
れ
。
こ
れ
は
た
だ  

ぬ 

け
殻  

な
れ
ば
一
所
弾
か
せ
給
へ
か
し
。
さ
る
に
て
も
そ
の
憂
き
音

と
か
や
は
侍
ら
ば
や
」
と
い
づ
方
も
す
す
め
き
こ
え
給
ひ
つ
つ
お
は

す
れ
ば
…

　

⑬
傍
線
部
の
よ
う
に
、
一
品
宮
は
内
大
臣
の
奏
法
を
二
年
ほ
ど
で
「
な

ぞ
り
と
」
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
内
大
臣
が
一
品
宮
に
教
え
ず
に
「
残

し
お
か
ば
や
」
と
思
っ
た
も
の
ま
で
全
て
だ
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
自
身

が
身
に
つ
け
た
琴
の
手
を
全
て
吸
い
取
ら
れ
、
内
大
臣
は
「
ぬ
け
殻
」
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
品
宮
が
内
大
臣
か
ら
得
た
の
は
、
一
条

院
系
の
琴
の
奏
法
で
あ
る
。
一
品
宮
は
、
白
河
院
か
ら
継
承
し
た
白
河
院

系
の
琴
に
加
え
て
、
内
大
臣
か
ら
「
な
ぞ
り
と
」
っ
た
一
条
院
系
の
琴
を

習
得
し
た
た
め
、
内
大
臣
の
琴
を
凌
駕
し
、
最
良
の
音
色
を
奏
で
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
品
宮
の
琴
に
「
合
は
せ
」

ら
れ
る
奏
者
が
賛
美
さ
れ
、
増
殖
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
中
心
か
つ

基
準
で
あ
る
一
品
宮
の
琴
の
価
値
は
さ
ら
に
上
が
り
、
不
動
の
も
の
と
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

巻
一
に
集
中
す
る
琴
の
合
奏
場
面
は
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
叙
述
さ
れ
な

く
な
る
。
再
び
登
場
す
る
の
は
、
巻
四
ま
で
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

内
大
臣
の
死
後
、
息
子
の
若
君
は
白
河
院
に
引
き
取
ら
れ
、
後
継
者
の
い

な
い
嵯
峨
帝
の
養
子
と
し
て
、
東
宮
と
な
っ
た
。
ま
も
な
く
嵯
峨
帝
は
譲

位
し
、
若
君
は
即
位
。
一
品
宮
は
女
院
と
し
て
息
子
を
後
見
し
て
い
る
。

今
上
帝
と
な
っ
た
若
君
は
、
⑷
白
河
院
六
十
賀
の
御
遊
で
琴
を
演
奏
す

る
。
そ
の
様
子
に
は
、
中
心
た
る
一
品
宮
の
琴
の
そ
の
後
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。

　

⑭　

白
河
院
六
十
賀
で
の
合
奏
（
冷
泉
本
巻
四
︱
三
八
四
）
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冷
泉
院
の
御
前
に
御
琵
琶
、
式
部
卿
宮
和
琴
、
左
大
将
筝
の
琴
、
源

大
納
言
篳
篥
、
三
位
中
将
笙
の
笛
、
中
に
も
上
（
若
君
）
の
御
前
、

昔
の
調
べ
変
は
ら
ぬ  

琴
の
御
琴
の
、
女
院
の
御
世
よ
り
伝
へ
さ
せ

給
へ
る  
を
、
こ
の
折
な
ら
で
は
と
思
さ
る
る
に
や
、
お
は
し
ま
す
、

弾
か
せ
給
へ
る
、
た
だ  

古
へ
の
同
じ
御
琴
の
音  

な
れ
ど
、
か
れ
は

澄
み
の
ぼ
る
雲
居
を
わ
け
て
言
ふ
限
り
な
く
音
ば
か
り
な
り
し
を
愛

敬
づ
き
、  

た
を
や
か
な
る
母
宮
の
御
方
を
添
へ
て  

、
い
ま
少
し
た

ぐ
ひ
も
な
き
を
、
言
忌
み
す
べ
き
折
も
わ
か
ず
、
今
さ
ら
昔
を
引
き

返
し
袖
を
し
ぼ
り
給
は
ぬ
人
な
し
。

⑭
傍
線
部
の
よ
う
に
若
君
が
奏
で
る
の
は
一
品
宮
由
来
の
琴
で
、
そ
の
音

色
は
「
古
へ
の
同
じ
御
琴
の
音
」
で
あ
る
。
巻
四
で
は
、
故
人
と
な
っ
て

久
し
い
内
大
臣
に
ま
つ
わ
る
事
情
は
「
む
か
し
」「
い
に
し
へ
」
と
称
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
若
君
の
琴
は
内
大
臣
の
音
を
継
承
し
て
い

る
と
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
続
く
点
線
部
で
は
「
た
を
や
か
な
る
母
宮

の
御
方
を
添
へ
て
」
と
さ
れ
て
お
り
、
一
品
宮
の
音
も
継
承
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
若
君
の
琴
に
は
一
条
院
系
の
琴
と
白
河
院
系
の
琴
が
共
存

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

巻
四
に
お
け
る
若
君
の
即
位
は
、
一
条
院
系
復
活
と
白
河
院
系
零
落
の

始
ま
り
を
意
味
す
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
で

一
条
院
系
の
人
々
は
相
次
い
で
死
に
、
残
さ
れ
た
伏
見
大
君
や
中
の
君
も

幸
福
と
は
い
い
が
た
い
。
一
方
、
皇
統
を
一
条
院
系
に
譲
り
渡
す
形
に
な

っ
た
白
河
院
は
、
若
君
の
即
位
に
際
し
て
「
げ
に
昔
は
さ
ま
ざ
ま
あ
か
ず

く
ち
を
し
と
の
み
見
き
こ
え
し
女
御
子
た
ち
の
御
末
し
も
、
か
う
光
を
付

き
給
ふ
こ
と
こ
そ
（
冷
泉
本
巻
四
︱
三
八
一
）」
と
喜
び
の
涙
を
流
し
て

い
る
。
若
君
は
一
品
宮
に
よ
く
似
た
白
河
院
鍾
愛
の
孫
で
も
あ
る
。
内
大

臣
に
降
嫁
し
な
け
れ
ば
、
一
品
宮
の
子
供
が
即
位
す
る
可
能
性
は
生
ま
れ

ず
、
白
河
院
で
の
若
君
養
育
を
可
能
に
し
た
の
は
、
内
大
臣
の
死
で
あ

る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
嵯
峨
帝
に
入
内
し
た
内
大
臣
の
姉
中
宮
と
、
従
妹

伏
見
大
君
が
男
皇
子
を
出
産
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
若
君
は
即
位
で
き

た
。
若
君
の
即
位
に
は
、
内
大
臣
や
一
条
院
系
の
人
々
を
踏
み
台
に
し
た

上
で
成
り
立
っ
て
い
る
一
面
も
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
巻
で
源
氏

が
言
う
「
奏
者
に
よ
っ
て
禍
福
両
様
が
生
じ
る
」
と
い
う
琴
の
性
質
が
、

本
作
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
琴
の
奏
法
を
持
つ
白
河
院
系
と
一
条
院

系
の
皇
統
の
問
題
と
し
て
表
出
し
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
両
方
の
琴
の
音
を
継
承
す
る
若
君
の
即
位
は
、
若
君
に
よ
っ
て
二
つ

の
皇
統
が
融
合
し
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
若
君
は
内
大
臣
の
奏
法
を
い
か
に
し
て
習
得
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
内
大
臣
は
若
君
が
三
歳
の
時
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
直
接
琴
を
教

え
る
機
会
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
白
河
院
系
の
琴
を
継
ぐ
者
は
内

大
臣
以
外
に
は
い
な
い
は
ず
で
あ
り
、
白
河
院
で
育
っ
た
若
君
が
伏
見
一

族
に
か
か
わ
る
機
会
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
再
び
注
目
し

た
い
の
が
、
一
品
宮
の
琴
で
あ
る
。
一
品
宮
が
内
大
臣
の
琴
を
「
な
ぞ
り

と
」
り
、
一
条
院
系
の
奏
法
を
習
得
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
そ
し
て
、

若
君
に
と
っ
て
一
番
身
近
な
琴
の
奏
者
は
一
品
宮
で
あ
る
。
若
君
は
二
つ

の
皇
統
の
奏
法
の
ど
ち
ら
も
、
一
品
宮
か
ら
継
承
し
た
と
考
え
て
良
い
だ

ろ
う
。
西
本
香
子
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
源
氏
が
人
生
を
通
じ
て

体
得
し
た
琴
は
、
皇
権
の
支
配
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
と
し
、
朱
雀
院

注
17

注
18
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が
そ
れ
を
女
三
の
宮
へ
伝
授
す
る
よ
う
要
請
す
る
の
は
、「（
王
権
に
と
っ

て
脅
威
で
あ
る
）
源
氏
の
琴
を
皇
権
側
に
収
奪
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
他

な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
。『
い
は
で
し
の
ぶ
』
で
は
、
一
品
宮
を
通
じ

て
一
条
院
系
の
琴
を
収
奪
す
る
こ
と
で
、
白
河
院
系
に
と
っ
て
脅
威
で
あ

る
一
条
院
系
を
血
脈
ご
と
吸
収
、
融
合
し
た
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
一

品
宮
が
そ
の
身
に
宿
し
た
二
つ
の
琴
を
若
君
に
伝
授
し
た
こ
と
で
、
皇
統

の
融
合
は
白
河
院
系
に
と
っ
て
の
大
団
円
と
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
そ

れ
が
、
一
品
宮
由
来
の
琴
を
、
一
品
宮
か
ら
伝
授
さ
れ
た
手
で
奏
で
る
若

君
の
姿
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
で
は
源
氏
が
持
ち
得
て
い
た
「
合
は
せ
」
う
る
能
力
は
、

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
で
は
一
品
宮
の
持
ち
物
と
な
り
、
ふ
た
つ
の
皇
統
は

ひ
と
つ
に
「
合
は
せ
」
ら
れ
た
。
一
品
宮
が
「
王
権
の
象
徴
」
た
る
琴
を

奏
で
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
た
理
由
も
、
そ
の
役
割
ゆ
え
だ
ろ
う
。
巻
三

以
降
が
抜
書
き
で
あ
る
た
め
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
現
存
本
文
で
は
巻

四
以
降
琴
は
叙
述
さ
れ
な
く
な
り
、
物
語
終
盤
で
は
集
中
的
に
笛
の
場
面

が
展
開
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
作
の
琴
は
巻
四
白
河
院
六
十
賀
で

の
若
君
の
演
奏
を
も
っ
て
、
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
若
君
の
琴
の

音
色
で
ひ
と
つ
に
な
る
世
界
︱
そ
れ
は
一
品
宮
の
琴
に
染
ま
る
世
界
で
あ

る
。
一
品
宮
の
琴
の
音
を
塗
り
替
え
、
中
心
に
な
り
替
わ
る
ほ
ど
の
音
が

出
現
す
る
気
配
は
な
い
。
実
際
に
、
女
院
と
し
て
若
君
を
後
見
す
る
一
品

宮
は
皇
統
に
か
か
わ
り
続
け
、
若
君
の
琴
が
途
絶
え
な
い
限
り
世
界
の
中

心
に
在
り
続
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
度
失
わ
れ
か
け
た
「
王
家
の

象
徴
」
た
る
一
品
宮
の
矜
持
は
、
一
品
宮
の
琴
と
い
う
最
良
の
音
色
で
整

え
ら
れ
た
美
し
い
「
一
品
宮
中
心
世
界
」
の
確
立
に
よ
っ
て
、
そ
の
手
に

取
り
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

六
　
お
わ
り
に

　
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
琴
の
琴
の
叙
述
を
辿
る
と
、
音
楽
に
お
い
て
も

本
作
の
中
心
が
一
品
宮
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
稿
で
は
そ
の
他
の
女

君
に
つ
い
て
詳
細
に
考
察
し
な
か
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
一
品
宮
以
外
の
女

君
の
ほ
と
ん
ど
が
楽
器
と
共
に
叙
述
さ
れ
る
箇
所
が
な
い
。
一
品
宮
が
音

楽
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
描
か
な
か
っ
た
と

も
言
え
よ
う
。

　

本
作
は
、
管
弦
の
合
奏
の
叙
述
に
先
行
作
品
の
言
葉
を
多
く
用
い
な
が

ら
も
、
男
女
の
出
会
い
や
愛
情
確
認
の
手
段
と
し
て
機
能
さ
せ
ず
、
天
変

地
異
を
伴
う
奇
瑞
や
神
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
物
語
の
展
開
を
招
来
し

よ
う
と
し
な
い
。
先
行
作
品
で
は
定
番
で
あ
っ
た
音
楽
の
方
法
を
用
い
な

い
本
作
の
姿
勢
は
、
男
女
間
の
歌
の
贈
答
場
面
の
減
少
な
ど
と
も
無
関
係

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
王
朝
物
語
的
な
方
法
や
場
面
が
現
実
に
は

成
立
し
に
く
い
中
世
と
い
う
時
代
に
、
王
朝
物
語
を
作
る
こ
と
の
歪
み
が

生
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
残
さ
れ
た
音
楽
に
ま
つ
わ
る
叙
述
か
ら
は
、
本

作
が
憧
憬
し
、
物
語
世
界
に
反
映
し
よ
う
と
し
た
王
朝
物
語
の
要
素
が
、

凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
作
が
音
楽
を
用
い
て
試
み
た
の
は
、「
一
品
宮
中
心
世
界
」
の
成
立

で
あ
る
。
作
品
成
立
当
時
衰
退
し
て
い
た
琴
の
琴
を
「
王
権
の
象
徴
」
た

る
一
品
宮
に
演
奏
さ
せ
、
最
良
の
音
色
と
し
、
そ
れ
に
「
合
は
せ
」
ら
れ

る
音
を
重
ね
、
一
品
宮
が
世
界
の
中
心
と
な
る
布
石
と
し
た
の
だ
。
そ
の
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一
品
宮
の
琴
は
次
世
代
に
継
承
さ
れ
、
ふ
た
つ
の
皇
統
が
融
合
し
た
世
界

の
中
心
で
奏
で
ら
れ
続
け
る
。
一
品
宮
を
超
え
る
琴
の
奏
者
が
誕
生
す
る

気
配
は
な
く
、
一
品
宮
に
な
り
か
わ
る
「
王
権
の
象
徴
」
た
り
う
る
皇
女

も
誕
生
し
て
い
な
い
。
若
君
の
琴
と
て
、「
そ
ぞ
ろ
寒
き
」
と
評
さ
れ
た
一

品
宮
の
音
色
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
。
一
品
宮
と
そ
の
琴
の
「
合
は

せ
」
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
世
界
は
、
一
品
宮
と
い
う
中
心
が
あ
る

限
り
安
定
す
る
が
、
彼
女
を
喪
失
す
れ
ば
瓦
解
す
る
、
儚
い
世
界
で
も
あ

る
。
本
作
の
琴
は
継
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
叙
述
さ
れ
な
が
ら
も
、
一
品

宮
一
代
限
り
の
琴
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
の
唯
一
性
こ
そ
が
、
中
世
と
い
う

時
代
が
憧
憬
し
た
王
朝
世
界
な
の
で
は
な
い
か
。

　

物
語
世
界
の
中
に
は
、
一
品
宮
の
琴
に
「
合
は
せ
」
ら
れ
な
い
者
も
い

る
。
そ
の
ひ
と
り
が
二
位
中
将
の
息
子
右
大
将
で
あ
る
。
右
大
将
は
物
語

終
盤
、
一
品
宮
と
の
「
合
は
せ
」
と
は
関
係
な
く
高
麗
笛
を
独
奏
し
、
周

囲
の
人
々
を
驚
か
せ
る
。
そ
れ
は
、
巻
四
に
お
け
る
白
河
院
六
十
賀
の
若

君
の
琴
と
は
、
異
な
る
「
昔
」
を
人
々
に
思
い
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
右
大
将
は
音
楽
に
限
ら
ず
、
容
貌
も
「
似
る
こ
と
」
が
で
き
な
い
人

物
で
あ
る
。
一
品
宮
を
中
心
に
統
一
さ
れ
た
世
界
に
と
っ
て
、
容
貌
も
音

色
も
異
な
る
存
在
は
異
分
子
で
あ
る
。
右
大
将
は
吉
野
へ
と
旅
立
ち
、
本

作
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
右
大
将
の
そ
の
後
が
描
か
れ
な
い
こ
と
に
は
、

本
作
成
立
当
時
、
衰
退
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
王
朝
世
界
を
、
真
空
保
存

す
る
か
の
よ
う
に
物
語
に
と
ど
め
よ
う
と
し
た
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の

試
み
の
一
端
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

注1　

琴
の
琴
と
王
権
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
西
本
香
子
「『
琴

（
キ
ン
）』
と
『
琴
（
こ
と
）』」（『
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
』
二
八

集
、
一
九
九
一
年
二
月
）、
上
原
作
和
『
光
源
氏
物
語
の
思
想
的

変
貌
︱
〈
琴
〉
の
ゆ
く
へ
』（
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
）、
萩

美
津
夫
「
平
安
文
学
と
音
楽
︱
『
落
窪
物
語
』・『
宇
津
保
物

語
』・『
源
氏
物
語
』
︱
」（『
叢
書
想
像
す
る
平
安
文
学
第
３
巻　

言
説
の
制
度
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）、
豊
永
聡
美
『
中
世

天
皇
と
音
楽
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）、
な
ど
が
詳
し

い
。

2　

野
口
元
大
『
う
つ
ほ
物
語
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
六

年
）、
三
田
村
雅
子
「
宇
津
保
物
語
の
〈
琴
〉
と
〈
王
権
〉
︱
繰

り
返
し
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
︱
」（『
東
横
国
文
学
』
第
１
５
号
、

一
九
八
三
年
三
月
）

3　

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

4　

豊
永
聡
美
「
鎌
倉
期
以
前
に
お
け
る
天
皇
と
音
楽
」（『
中
世
天
皇

と
音
楽
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）

5　

上
原
作
和
「〈
琴
〉
の
ゆ
く
へ
⑴
︱
楽
統
継
承
譚
の
方
法
あ
る
い

は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
思
想
的
位
相
︱
」（『
光
源
氏
物
語
の
思
想

的
変
貌
︱
〈
琴
〉
の
ゆ
く
へ
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
）

6　

正
道
寺
康
子
「『
狭
衣
物
語
』
の
七
絃
琴
」（『
狭
衣
物
語
が
拓
く

言
語
文
化
の
世
界
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）

7　

大
槻
修
「
楽
の
音
に
よ
る
奇
瑞
に
つ
い
て
︱
「
夜
の
寝
覚
」「
狭

衣
」「
有
明
け
の
別
れ
」
の
場
合
︱
」（『
日
本
文
藝
學
』
第
三
十

注
19

注
20
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号
、
一
九
九
三
年
十
一
月
）

8　

本
作
の
登
場
人
物
は
時
期
に
よ
り
呼
称
が
変
化
す
る
が
、
本
稿
で

は
「
内
大
臣
・
二
位
中
将
・
一
品
宮
・
白
河
院
・
嵯
峨
帝
・
右
大

将
」
に
統
一
し
て
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
引
用
本

文
で
も
こ
れ
ら
の
呼
称
を
適
宜
補
記
し
て
い
る
。

9　
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
が
王
権
の
復
活
や
融
合
を
描
き
、
主
要
人
物

の
ひ
と
り
で
あ
る
一
品
宮
が
「
王
権
の
象
徴
」
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
三
田
村
雅
子
「
い
は
で
し
の
ぶ
物
語
」（『
体
系
物
語
文

学
史　

第
四
巻
』（
物
語
文
学
の
系
譜
Ⅱ　

鎌
倉
物
語
Ⅰ
））
有
精

堂
、
一
九
八
九
年
）、
横
溝
博
「『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
表
現
機
構

︱
皇
統
譜
の
喩
と
し
て
の
桜
︱
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
紀
要
』
四
十
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）、
助
川
幸
逸
郎

「
一
品
宮
」（『
中
世
王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』
勉
誠
出
版
・

二
〇
〇
二
年
）
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

10　

前
掲
豊
永
論
文
（
注
４
）

11　

寝
覚
の
上
が
、
物
思
い
の
頂
点
で
箏
の
琴
を
演
奏
す
る
こ
と
は
、

山
中
恵
理
子
「
中
の
君
へ
の
楽
器
伝
授
︱
『
夜
の
寝
覚
』
の
音
楽

︱
」（
文
学
研
究
科
論
集
）
第
六
号
、
一
九
九
六
年
三
月
）
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
本
作
の
一
品
宮
は
、『
夜
の
寝
覚
』
の
寝
覚
の

上
だ
け
で
な
く
、
女
一
宮
と
も
人
物
造
型
に
共
通
点
が
見
出
せ
る

が
、
別
稿
に
て
検
討
し
た
い
。

12　

三
村
友
希
「
女
君
た
ち
の
音
風
景
︱
女
三
の
宮
の
微
笑
み
」（「
ア

ジ
ア
遊
学
１
２
６　
〈
琴
〉
の
文
化
史
︱
東
ア
ジ
ア
の
音
風
景
」

勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）

13　

横
溝
博
「『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
表
現
機
構
︱
皇
統
譜
の
喩
と
し

て
の
桜
︱
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
十
五

号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）

14　

吉
井
美
弥
子
「
宇
治
八
の
宮
の
「
琴
の
琴
」
︱
響
か
ぬ
音
色
」

（『
読
む
源
氏
物
語　

読
ま
れ
る
源
氏
物
語
』
森
話
社
、
二
〇
〇
八

年
）

15　

中
川
正
美
「「
合
は
ざ
る
」
楽
の
音
︱
源
氏
物
語
に
お
け
る
女
の

主
題
と
音
楽
︱
」（「
国
語
と
国
文
学
」
第
六
八
巻
十
二
号
、
一
九

九
一
年
十
二
月
）

16　

本
作
の
「
似
る
こ
と
」
の
中
心
が
一
品
宮
に
あ
る
こ
と
は
、
拙
稿

「『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
碁
と
氷
︱
交
差
す
る
『
源
氏
物
語
』『
狭

衣
物
語
』
︱
」（『
日
本
文
学
』
第
６
６
巻
９
号
、
二
〇
一
七
年
九

月
）
に
て
論
じ
た
。

17　

西
本
香
子
「
源
氏
物
語
の
音
楽
︱
光
源
氏
の
琴
と
そ
の
相
承
を
中

心
に
︱
」（『
源
氏
物
語　

煌
め
く
こ
と
ば
の
世
界
』
翰
林
書
房
、

二
〇
一
四
年
）

18　

前
掲
西
本
論
文
（
注
17
）

19　

勝
亦
志
織
は
二
品
宮
に
つ
い
て
「
一
品
宮
と
二
品
宮
は
母
娘
で
あ

り
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
「
ゆ
か
り
」
と
表
現
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
二
品
宮
は
一
品
宮
の
ク
ロ
ー
ン
的
存
在

で
あ
り
、
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
に
と
っ
て
は
一
品
宮
そ
の
も
の

な
の
で
あ
る
。」（「『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
お
け
る
前
斎
院
」（『
物

語
の
〈
皇
女
〉
︱
も
う
ひ
と
つ
の
王
朝
物
語
史
︱
』
笠
間
書
院
、

二
〇
一
〇
年
））
と
し
て
い
る
。
一
品
宮
そ
の
も
の
な
の
で
あ
れ
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ば
、
彼
女
を
超
え
る
存
在
に
は
な
り
得
な
い
。
二
品
宮
が
一
品
宮

を
超
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
い
は
で
し
の
ぶ
』

に
お
け
る
「
似
る
こ
と
」
︱
「
見
る
こ
と
」
と
の
相
関
関
係
︱
」

（『
物
語
研
究
』
１
８
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）
に
て
論
じ
た
。

20　

拙
稿
「『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
右
大
将
︱
揺
ら
ぐ
「
似
る
こ
と
」

と
遁
世
︱
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
２
７
号
、
二
〇
一

九
年
十
一
月
）
に
て
詳
細
に
論
じ
た
。
右
大
将
の
笛
が
物
語
世
界

に
残
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
分
子
を
排
除
し
き
れ
て
い
な

い
「
一
品
宮
中
心
世
界
」
の
綻
び
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
加
え

て
『
源
氏
物
語
』
横
笛
巻
と
の
か
か
わ
り
も
重
要
で
あ
り
、
別
稿

に
て
検
討
し
た
い
。

（
付
記
１
）『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
本
文
引
用
は
、『
中
世
王
朝
物
語
全
集

４　

い
は
で
し
の
ぶ
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
七
年
）
に
依
り
、
適
宜
主

語
を
補
記
し
、
傍
線
を
引
き
、
巻
名
と
頁
数
を
付
し
た
。
中
略
は
…
で
示

し
た
。
ま
た
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
、
小
木
喬
『
い
は
で
し
の
ぶ

物
語　

本
文
と
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
七
年
）
を
参
照
し
た
箇
所

が
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
本
文
引
用
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」

（
小
学
館
）
に
よ
り
、
適
宜
「
源
氏
物
語
大
成
」（
中
央
公
論
社
）
に
て
異

同
を
確
認
し
た
。『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
引
用
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
」（
小
学
館
）
に
よ
る
。


