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一　

は
じ
め
に

「
い
と
い
み
じ
く
御
命
も
絶
ゆ
ば
か
り
お
ぼ
し
た
め
る
御
事
を
、か
け
て
も
思
ひ

出
で
じ
と
思
ひ
は
べ
れ
ど
も
、
む
げ
に
き
こ
え
知
ら
せ
で
は
、
い
か
で
か
。
お

は
せ
し
人
は
、
こ
の
中
納
言
に
こ
そ
お
は
し
け
れ
。
但
馬
が
女
と
お
ぼ
し
お
と

し
て
、『
我
を
も
知
ら
れ
じ
』
と
お
ぼ
し
て
、
宮
の
中
将
の
君
と
は
名
の
り
た
ま

ふ
な
り
け
り
。

（
五
十
七
頁
―
五
十
八
頁①
）

夜
の
寝
覚
は
、
天
人
か
ら
女
主
人
公
に
対
す
る
宿
世
の
予
言
と
い
う
べ
き
か
、
告

白
と
も
つ
ぶ
や
き
と
も
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
い
く
ら
か
の
言
説
か
ら
物
語
ら
れ
て

い
る
。
天
人
は
「
こ
れ
も
さ
る
べ
き
昔
の
世
の
契
り
な
り
。
こ
れ
弾
き
と
ど
め
た
ま

ひ
て
、
国
王
ま
で
伝
へ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
ば
か
り
」（
十
八
頁
）
と
秘
曲
を
伝
え
、

翌
年
の
来
訪
も
予
告
し
て
去
る
も
の
の
、
そ
の
次
の
年
に
は
、「
あ
は
れ
、
あ
た
ら
、

人
の
い
た
く
も
の
を
思
ひ
、
心
を
乱
し
た
ま
ふ
べ
き
宿
世
の
お
は
す
る
か
な
」（
二
十

頁
）
と
い
い
放
っ
た
ま
ま
、
そ
の
の
ち
に
姿
を
見
せ
な
い
。
女
主
人
公
は
二
年
目
と

同
様
、
三
年
目
も
天
人
の
再
来
を
待
つ
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
、
天
人
は
そ
の
約
束

を
交
わ
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ひ
と
り
待
つ
ば
か
り
の
女
主
人
公
は
「
天
の
原

雲
の
か
よ
ひ
路
と
ぢ
て
け
り
月
の
都
の
ひ
と
も
問
ひ
来
ず
」（
二
十
頁
）
と
、
閉
じ
て

し
ま
っ
た
天
上
と
の
回
路
を
た
だ
嘆
く
し
か
な
い
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
天
人
に
よ
る
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
に
束
縛
さ
れ
た
ま
ま
、
中
で
も
後
者
の
射

程
に
な
ろ
う
が
、
女
主
人
公
は
、
物
忌
み
で
訪
れ
た
九
条
に
お
い
て
、
姉
で
あ
る
大

君
の
婚
約
者
で
あ
っ
た
男
主
人
公
と
契
り
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
現
存
本

の
末
尾
が
「
夜
の
寝
覚
絶
ゆ
る
世
な
く
と
ぞ
。」（
五
四
六
頁
）
と
締
め
く
く
ら
れ
る
よ

う
に
、
九
条
で
の
一
夜
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
途
絶
え
る
こ
と
の
な
い
悲
嘆
が
描
き

つ
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
九
条
の
一
夜
、
男
主
人
公
は
、
女
主
人
公
を
但
馬
守
三
女
と
誤
認
し
て
逢
瀬

を
交
わ
し
、
女
主
人
公
に
も
、
次
い
で
対
応
し
た
対
の
君
に
も
、
自
分
じ
し
ん
が
宮

の
中
将
で
あ
る
と
偽
っ
て
や
り
過
ご
し
て
い
る
。
宮
の
中
将
で
あ
る
と
虚
偽
の
発
言

を
し
た
の
は
、
但
馬
守
三
女
が
宮
の
中
将
に
心
惹
か
れ
て
い
た
と
事
前
に
聞
い
て
い

た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
の
ち
、
宮
の
中
将
と
語
っ
た
人
物
が
実
は
男
主
人
公
で
あ
っ

た
と
対
の
君
が
見
抜
き
、
女
主
人
公
に
語
る
場
面
が
、
い
ま
、
冒
頭
に
掲
げ
た
一
節

で
あ
る
。
対
の
君
は
「
宮
の
中
将
の
君
と
は
名
の
り
た
ま
ふ
な
り
け
り
。」
と
い
い
、

男
主
人
公
が
た
し
か
に
偽
り
を
名
の
っ
た
の
だ
と
述
べ
な
が
ら
真
相
を
解
き
明
か
し

て
い
る
。

あ
の
人
は
宮
の
中
将
と
名
の
っ
た
の
だ
、
と
い
う
対
の
君
の
強
烈
な
こ
と
ば
か
ら

は
、
偽
り
を
名
の
っ
た
男
主
人
公
に
対
す
る
恨
み
と
そ
れ
を
信
じ
て
し
ま
っ
た
対
の

君
の
悲
痛
な
感
情
が
透
け
て
み
え
て
く
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

「
名
の
り
」
と
い
う
行
為
に
対
す
る
男
主
人
公
と
対
の
君
、
あ
る
い
は
、
女
主
人
公
と

の
理
解
の
差
異
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
差
異
の
内
側
に
、
物
語
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い

「
宮
の
中
将
の
君
と
は
名
の
り
た
ま
ふ
な
り
け
り
」
考

―
夜
の
寝
覚
に
お
け
る
偽
り
の
名
の
り
の
意
義

―

須　

藤　
　
　

圭
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「
宮
の
中
将
の
君
と
は
名
の
り
た
ま
ふ
な
り
け
り
」
考
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く
女
主
人
公
の
自
己
認
識
の
問
題
さ
え
も
把
捉
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
宮
の
中

将
の
君
と
は
名
の
り
た
ま
ふ
な
り
け
り
。」こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
夜
の
寝
覚
の
あ
り

か
た
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

二　
「
声
」
を
聞
く
対
の
君

女
主
人
公
に
告
白
す
る
以
前
、
対
の
君
が
事
実
を
知
る
場
面
を
ま
ず
は
見
て
お
く

こ
と
に
し
よ
う
。

　

こ
の
対
の
君
、
宵
の
間
な
ど
に
参
り
つ
つ
見
る
に
、（
男
主
人
公
ノ
）
も
の
う

ち
の
た
ま
へ
る
け
は
ひ
な
ど
の
、
た
だ
見
し
夜
の
夢
な
る
に
、
い
と
ま
た
あ
さ

ま
し
く
、「
こ
は
、
い
か
な
る
さ
ま
ぞ
」
と
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
式
部
卿
の
宮
の
中
将

の
け
は
ひ
聞
き
合
は
せ
ま
ほ
し
く
な
り
て
、（
中
略
）
こ
の
中
将
も
つ
ね
よ
り
も

し
げ
く
参
り
て
、
宰
相
中
将
に
付
き
て
こ
の
御
方
に
馴
れ
寄
り
来
る
を
、
例
は

さ
し
も
も
て
は
や
さ
ぬ
を
、
若
き
人
出
だ
し
会
は
せ
て
、
も
の
な
ど
言
は
せ
て

忍
び
て
聞
く
に
、
こ
の
け②
は
ひ
、
い
と
あ
て
や
か
に
心
に
く
け
れ
ど
、
似
る
べ

く
も
あ
ら
ざ
り
け
り
。

　
「
な
ほ
こ
の
中
納
言
に
こ
そ
も
の
し
た
ま
ひ
け
れ
」
と
、見
聞
き
合
は
せ
つ
る

に
、（
中
略
）「
声
聞
か
ば
、
お
ぼ
え
た
ま
ひ
な
む
。
知
り
だ
に
そ
め
た
ま
ひ
な

ば
、
男
の
御
心
は
、
今
は
い
か
が
は
せ
む
と
、
よ
に
お
ぼ
さ
じ
。
も
の
の
聞
こ

え
、
い
ま
す
こ
し
わ
づ
ら
は
し
く
、
聞
き
苦
し
か
る
べ
し
」
と
思
へ
ば
、
音
な

く
て
引
き
入
り
た
ま
ふ
。

（
五
十
五
頁
―
五
十
七
頁
）

対
の
君
は
、
男
主
人
公
の
「
も
の
う
ち
の
た
ま
へ
る
け
は
ひ
な
ど
」
に
、
九
条
の

一
夜
の
人
物
で
は
な
い
か
と
不
審
を
抱
い
た
こ
と
か
ら
、「
式
部
卿
の
宮
の
中
将
の
け

は
ひ
聞
き
合
は
せ
ま
ほ
し
く
な
り
て
」、折
か
ら
訪
れ
て
い
た
宮
の
中
将
に
「
も
の
な

ど
言
は
せ
」
る
こ
と
で
、
や
は
り
、
あ
の
夜
の
人
物
が
宮
の
中
将
で
な
く
男
主
人
公

で
あ
っ
た
と
確
信
す
る
。「
な
ほ
こ
の
中
納
言
に
こ
そ
も
の
し
た
ま
ひ
け
れ
」
と
「
見

聞
き
合
は
せ
」
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
真
実
か
ど
う
か
を
た
し
か
め

る
た
め
、
幾
度
も
く
り
か
え
し
、
男
主
人
公
や
宮
の
中
将
の
様
子
を
見
た
り
聞
い
た

り
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
引
用
し
た
一
連
の
叙
述
を
見
て
い
る
と
、
人
物
た
ち
の
声
が

極
め
て
重
要
な
要
素
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
対
の
君
は｢

音
な
く

て
引
き
入｣

っ
て
し
ま
う
が
、
男
主
人
公
が
自
分
じ
し
ん
の｢

声
聞
か
ば
、
お
ぼ
え

た
ま
ひ
な
む
」
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
瞬
に
い
た
る
ま
で
、
声
に

対
す
る
意
識
は
傾
け
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
て
、
中
村
本
で
は
、
こ
の

声
に
注
目
す
る
姿
勢
が
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

対
の
君
、
少
将
な
ど
、
う
ち
も
ま
ど
ろ
ま
ず
心
を
く
だ
き
、
な
が
め
暮
ら
す

折
、
こ
の
中
納
言
殿
の
、
大
君
の
方
に
て
宵
の
間
な
ど
も
の
の
た
ま
ふ
声
、
気

配
の
、
あ
り
し
夜
の
夢
に
違
は
ね
ば
、
あ
さ
ま
し
く
て
、
い
か
な
る
こ
と
ぞ
と

あ
や
し
く
、宮
の
中
将
の
声
と
聞
き
合
は
せ
ま
ほ
し
く
て
、（
中
略
）
こ
の
中
将
、

常
に
参
り
て
、
宰
相
の
中
将
に
つ
き
て
参
り
寄
ら
る
る
を
、
例
は
も
て
な
さ
ね

ど
、
さ
る
べ
き
若
き
人
な
ど
出
だ
し
会
は
せ
て
、
も
の
な
ど
言
は
せ
て
聞
く
に
、

気
配
い
と
あ
て
に
心
に
く
け
れ
ど
、
似
る
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、「
な
ほ
こ

の
中
納
言
に
て
こ
そ
お
は
し
け
れ
」
と
思
ひ
合
は
せ
て
、（
中
略
）「
わ
が
声
聞
き

給
は
ば
、
思
し
合
は
せ
て
、
知
り
初
め
給
ひ
な
ば
、
男
の
御
心
は
、
今
は
と
も
、

よ
に
思
し
過
ご
さ
じ
。
音
聞
き
今
少
し
苦
し
か
る
べ
き
」
と
思
へ
ば
、
声
も
せ

ず
引
き
入
り
つ
つ
、
見
え
奉
ら
ず
。

（
二
十
九
頁
―
三
十
頁③
）
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現
存
本
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、「
も
の
う
ち
の
た
ま
へ
る
け
は
ひ
な
ど
」
と
す
る
と

こ
ろ
が
「
も
の
の
た
ま
ふ
声
、
気
配
」、「
式
部
卿
の
宮
の
中
将
の
け
は
ひ
」
が
「
宮

の
中
将
の
声
」、さ
ら
に
「
音
な
く
て
引
き
入
り
」
が
「
声
も
せ
ず
引
き
入
り
」
な
ど

と
見
え
、
殊
更
に
「
声
」
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
様
子
が
見
て
と
れ
る
。

夜
の
寝
覚
の
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
「
声
」
を
捉
え
た
論
考
に
、末
沢
明
子
氏
「
聞

く
こ
と
の
機
能
―
『
夜
の
寝
覚
』
の
「
声
」
―④
」
が
あ
る
。
夜
の
寝
覚
に
「
聴
覚
系

の
語
」
が
多
く
、「
声
」
を
「
聞
く
」
こ
と
を
媒
介
と
し
て
男
主
人
公
と
女
主
人
公
の

関
係
が
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
夜
の
寝
覚
が
心
中
表
現
の
肥
大
化

し
た
物
語
で
あ
る
こ
と
と
も
か
か
わ
ら
せ
な
が
ら
、「
聞
く
」
行
為
が
こ
の
物
語
の
選

択
し
た
方
法
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
「
声
」
が
伴
わ
れ

て
描
か
れ
る
例
を
見
て
お
け
ば
、

（
男
主
人
公
ハ
）
例
の
中
障
子
の
ほ
ど
に
寄
り
て
（
女
主
人
公
ノ
部
屋
ノ
様
子
ヲ
）
聞

き
た
ま
へ
ど
、
人
音
も
せ
ね
ば
、
や
を
ら
母
屋
よ
り
通
り
て
聞
き
た
ま
へ
ば
、

対
の
君
の
声
に
て
、「
御
格
子
ま
ゐ
り
て
、
御
殿
油
な
ど
ま
ゐ
り
て
よ
」
と
言
ふ

な
れ
ば
、
近
く
参
る
人
の
ゐ
ざ
り
退
き
た
る
ほ
ど
に
、
い
と
よ
く
推
く
量
り
て
、

や
を
ら
帳
の
帷
を
引
き
あ
け
て
、
す
べ
り
入
り
た
ま
ふ
を
、

（
九
十
八
頁
―
九
十
九
頁
）

と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
対
の
君
の
発
話
に
よ
っ
て
女
房
た
ち
が
戸
じ
ま
り
な
ど
の
た

め
に
退
出
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
男
主
人
公
が
察
し
、
女
主
人
公
の
も
と
に
入
り
こ

ん
で
い
る
し
、
他
に
も
、「
人
は
池
の
わ
た
り
な
ど
涼
み
歩
く
な
る
べ
し
、
そ
な
た
に

声
な
ど
あ
ま
た
し
て
、（
女
主
人
公
ノ
居
ル
ト
コ
ロ
ハ
）
い
と
静
や
か
な
る
に
、」（
三
十

頁
）
の
よ
う
に
、
女
房
た
ち
の
賑
や
か
な
声
と
対
比
さ
れ
な
が
ら
、
女
主
人
公
の
い

る
場
所
の
静
け
さ
が
強
調
さ
れ
、男
主
人
公
の
侵
入
を
招
く
と
い
っ
た
例
も
見
え
る
。

　

夜
の
寝
覚
は
極
め
て
方
法
的
に
「
声
」
を
語
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
対
の
君
が
真
実
を
探
る
た
め
、
直
接
問
い
か
け
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
相
手
の

顔
を
見
る
の
で
も
な
く
、
声
を
聞
い
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
に
も
、
相
応
の
理
由
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
異
様
な
ま
で
に
「
声
」
に
埋
め
尽
く
さ
れ

た
、
対
の
君
が
真
実
を
知
る
こ
と
に
な
る
こ
の
叙
述
は
、
前
掲
末
沢
氏
論
考
に
お
い

て
も
「
対
の
君
が
真
相
に
気
付
く
場
で
は
、
視
覚
、
聴
覚
を
働
か
せ
て
い
る
が
、
決

め
手
と
な
る
の
は
声
で
あ
る
。
声
に
よ
っ
て
相
手
が
誰
な
の
か
を
探
る
の
が
特
徴
的

で
あ
る
。」
と
指
摘
さ
れ
、声
に
よ
る
気
づ
き
に
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

も
あ
っ
た⑤
。

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
、
声
に
よ
っ
て
、
九
条
で
女
主
人
公
と
契
り
を
交
わ
し
た
相
手

が
男
主
人
公
で
あ
る
と
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
逢
瀬
の
さ
い
、
女

主
人
公
の
こ
と
を
但
馬
守
三
女
と
思
い
こ
ん
で
い
た
男
主
人
公
は
、「
直
々
し
き
あ
た

り
に
我
ま
だ
き
に
知
ら
れ
じ
。
見
で
は
片
時
あ
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
を
、お
の
づ
か
ら
、

我
が
た
め
、世
の
音
聞
き
、見
苦
し
く
も
ど
き
な
か
る
べ
き
さ
ま
に
て
こ
そ
」（
三
十
三

頁
）
と
思
い
、
真
実
を
「
名
の
り
も
し
た
ま
は
ず
」（
同
上
）
で
あ
っ
た
。
身
分
意
識

か
ら
名
の
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
男
主
人
公
は
、
愛
お
し
く
離
れ
が
た
い
女
主

人
公
を
前
に
「
宮
の
中
将
と
思
は
せ
て
、
い
と
か
き
混
ぜ
な
る
言
葉
」（
同
上
）
を
語

る
の
で
あ
る
。
そ
の
直
後
、
立
ち
去
り
際
に
、
男
主
人
公
は
対
の
君
と
対
面
す
る
。

　

さ
す
が
に
ゆ
か
し
け
れ
ば
、
対
の
御
方
、
端
近
く
ゐ
ざ
り
出
で
た
る
に
、（
男

主
人
公
ガ
）
寄
り
お
は
し
て
、（
中
略
）
こ
の
人
に
も
中
将
と
思
は
せ
て
の
た
ま

ふ
に
、（
対
ノ
君
）「
げ
に
、
宮
の
中
将
の
、
妬
が
り
て
、
一
人
離
れ
居
た
る
ほ
ど

を
う
か
が
ひ
て
、
入
り
来
た
る
な
め
り
」
と
心
得
つ
る
に
、

（
三
十
四
頁
）

男
主
人
公
は
、
対
の
君
に
対
し
て
も
、
や
は
り
、
宮
の
中
将
と
思
わ
せ
る
態
度
を

と
り
、
正
体
を
偽
っ
て
い
る⑥
。
引
用
し
た
箇
所
に
つ
づ
い
て
、
和
歌
の
贈
答
も
行
っ
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て
い
る
こ
と
か
ら
、
対
の
君
が
男
主
人
公
の
声
を
聞
い
て
い
た
こ
と
も
な
る
ほ
ど
納

得
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
対
の
君
が
、
男
主
人
公
の
顔
を
見
る
こ
と
も
な
く
、

確
信
を
も
っ
て
声
の
み
か
ら
判
断
で
き
た
理
由
は
、
単
に
声
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

と
い
う
こ
と
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
声
の
み
な
ら
ず
、
男
主
人
公

が
宮
の
中
将
で
あ
る
と
語
っ
た
事
実
と
と
も
に
、
は
っ
き
り
と
心
底
に
記
憶
さ
れ
て

い
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

前
も
っ
て
聞
い
て
い
た
情
報
を
も
と
に
宮
の
中
将
に
な
り
き
っ
て
語
る
こ
と
で
、

男
主
人
公
は
女
主
人
公
や
対
の
君
に
宮
の
中
将
と
認
識
さ
せ
て
お
り
、「
名
の
り
も
し

た
ま
は
ず
」
と
決
め
こ
ん
で
真
実
を
語
ろ
う
と
し
な
い
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
一
方
で
、
対
の
君
が
女
主
人
公
に
真
相
を
明
ら
か
に
す
る
冒
頭
に
掲
げ

た
場
面
に
お
い
て
、
対
の
君
は
「
宮
の
中
将
の
君
と
は
名
の
り
た
ま
ふ
な
り
け
り
。」

と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
男
主
人
公
が
自
分
は
宮
の
中
将
で
あ
る
と
名
の
っ
た
の
だ
、

と
は
っ
き
り
と
語
る
対
の
君
の
姿
勢
か
ら
は
、
こ
の
一
件
が
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た

と
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
男
主
人
公
に
と
っ
て
は
女
主
人
公
の
気
を
惹
こ
う
と

宮
の
中
将
と
偽
っ
て
あ
れ
こ
れ
と
語
っ
た
だ
け
の
こ
と
が
、対
の
君
に
と
っ
て
は「
名

の
り
た
ま
ふ
な
り
け
り
」
と
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
事
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
が
「「
な
り
け
り
」
は
、
そ
の
こ
と
が
今
わ

か
っ
た
、
気
付
い
た
ら
…
だ
っ
た
、
の
気
持
。」（
五
十
八
頁
）
と
注
し
て
い
る
が
、
よ

う
や
く
気
づ
い
た
驚
き
と
と
も
に
、男
主
人
公
の
偽
り
の
こ
と
ば
を
真
実
と
誤
認
し
、

声
と
と
も
に
記
憶
し
た
対
の
君
の
姿
も
見
て
と
れ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
同
じ

箇
所
を
、
中
村
本
で
も
見
て
お
こ
う
。

「
い
み
じ
く
御
命
も
絶
え
ぬ
べ
く
思
し
た
る
こ
と
を
、か
け
て
も
申
し
出
で
じ
と

思
へ
ど
も
、
む
げ
に
聞
こ
え
知
ら
せ
奉
ら
で
や
は
と
て
申
し
侍
る
な
り
。
か
の

お
は
せ
し
人
は
、
こ
の
中
納
言
に
こ
そ
お
は
し
け
れ
。
但
馬
の
守
の
む
す
め
と

思
し
落
と
し
て
、
わ
れ
と
も
知
ら
れ
じ
の
御
心
に
て
、
宮
の
中
将
と
は
名
の
り

給
ひ
け
る
な
り
。

（
三
十
一
頁
）

お
お
よ
そ
現
存
本
と
似
た
か
た
ち
を
と
る
の
で
あ
る
が
、「
宮
の
中
将
と
は
名
の
り

給
ひ
け
る
な
り
。」は
ほ
ぼ
言
辞
を
一
致
さ
せ
て
描
か
れ
て
い
る
。
中
村
本
に
お
い
て

も
、
こ
の
こ
と
ば
は
対
の
君
の
心
情
を
表
現
す
る
の
に
も
っ
と
も
適
し
た
も
の
と
把

握
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
対
の
君
は
、
男
主
人
公
に
よ
る
偽
り
の
こ
と
ば
を

「
名
の
り
」
と
捉
え
、そ
の
声
と
と
も
に
深
く
心
に
刻
み
こ
ん
で
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

三　
「
名
の
り
」
の
解
釈

「
名
の
り
」
と
は
、
は
た
し
て
、
ど
う
い
っ
た
行
為
で
あ
っ
た
か
。
夜
の
寝
覚
に
は

「
宮
の
中
将
と
は
名
の
り
た
ま
ふ
な
り
け
り
。」
の
一
例
を
含
め
て
、
十
三
の
用
例
を

見
る
こ
と
が
で
き
る⑦
。
五
巻
本
に
よ
っ
て
巻
ご
と
に
分
け
れ
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

巻
一　
　

八
例

巻
二　
　

一
例

巻
三　
　

〇
例

巻
四　
　

四
例

巻
五　
　

〇
例

巻
一
に
多
い
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
指
摘
で
き
る
が
、
巻
一
は
、
真
実
を
名
の
ろ
う
と

し
な
い
男
主
人
公
と
、
宮
の
中
将
と
名
の
っ
た
と
い
う
対
の
君
の
、「
名
の
り
」
を
媒

介
と
し
た
す
れ
ち
が
い
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
巻
一
の
八
例
の
う
ち
三
例
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は
、
男
主
人
公
の
子
ど
も
を
切
望
す
る
父
関
白
が
、
男
主
人
公
の
子
と
「
名
の
り
」

出
る
者
が
い
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
身
分
で
も
、
い
か
な
る
非
難
を
受
け
て
い
た
と
し
て

も
構
わ
な
い
と
言
及
す
る
さ
い
に
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
い
ま
は
と
り
あ
げ
な
い⑧
。

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
男
主
人
公
は
「
名
の
り
も
し
た
ま
は
ず
」
と
い
う
態

度
で
あ
っ
た
が
、
女
主
人
公
と
の
逢
瀬
を
思
い
だ
す
に
つ
け
、「
う
ち
名
の
り
て
も
、

駒
の
脚
と
く
、
ふ
り
は
へ
ま
ほ
し
く
」（
四
十
二
頁
）
感
じ
て
、
真
実
を
名
の
っ
て
で

も
会
い
に
行
き
た
い
と
も
思
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
間
体
を
重
ん
じ

る
男
主
人
公
は
、
女
主
人
公
の
こ
と
を
但
馬
守
三
女
と
誤
認
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

身
分
の
低
い
女
と
の
噂
は
避
け
た
い
と
願
い
、「
よ
く
こ
そ
は
、
思
ひ
の
ま
ま
に
名
の

り
寄
ら
ず
な
り
に
け
る
。」（
四
十
六
頁
）
と
も
思
う
。
名
の
る
べ
き
か
、名
の
ら
な
い

べ
き
か
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、い
ず
れ
の
ば
あ
い
に
お
い
て
も
、男
主
人
公
に
と
っ

て
、
真
実
を
告
げ
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
互
い
に
真
相
を
知
っ
た
の
ち
、
男
主
人
公
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

我
も
人
も
、
あ
い
な
か
り
け
る
人
違
へ
に
、
あ
ら
ぬ
名
の
り
を
変
へ
つ
つ
、
は

か
な
く
空
に
た
だ
よ
ひ
て
、
互
ひ
に
か
か
る
契
り
の
、
前
の
世
ま
で
恨
め
し
き

に
、「
身
を
知
ら
ず
は
」
と
、
心
は
思
ひ
な
さ
れ
ず
。

（
七
十
七
頁
―
七
十
八
頁
）

両
者
と
も
が
人
違
い
を
し
た
こ
と
か
ら
、
宮
の
中
将
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
っ
た

り
、
あ
て
も
な
く
彷
徨
っ
て
い
た
り
し
た
こ
と
を
反
芻
し
な
が
ら
も
、
女
主
人
公
へ

の
想
い
を
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
偽
り
を
述
べ
た
こ
と
へ
の
反
省
と

見
て
と
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
、
巻
二
に
な
る
と
、
男
主
人
公
は
ま
た
も
や

偽
り
の
名
を
語
っ
て
女
主
人
公
に
接
近
す
る
。

う
へ
は
い
と
す
く
よ
か
な
る
立
文
に
て
、「
宰
相
中
将
の
も
と
よ
り
」
と
名
の
ら

せ
て
、（
男
主
人
公
カ
ラ
女
主
人
公
ノ
モ
ト
ヘ
）
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
れ
ば
、「
さ

に
こ
そ
は
あ
ら
め
」
と
思
ひ
て
、
御
前
に
参
ら
せ
た
れ
ば
、
引
き
あ
け
た
ま
へ

る
に
、
か
か
れ
ば
、
胸
つ
ぶ
れ
て
、「
中
将
の
と
は
見
え
ず
こ
そ
」
と
て
う
ち
置

き
た
ま
へ
る
を
、

（
二
〇
四
頁
）

女
主
人
公
じ
し
ん
か
ら
の
対
応
を
望
む
あ
ま
り
、
男
主
人
公
は
、
女
主
人
公
の
兄

で
あ
る
宰
相
中
将
と
名
の
っ
て
消
息
を
と
ど
け
さ
せ
る
。
女
主
人
公
は
何
の
疑
い
も

な
く
、
こ
れ
を
開
け
て
見
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
言
葉
少
な
く
、
消
息
を
脇
に
置
か

ざ
る
を
え
な
い
女
主
人
公
の
心
中
は
は
か
り
し
れ
な
い
。
男
主
人
公
に
と
っ
て
、
偽

り
の
こ
と
ば
を
も
っ
て
名
の
っ
た
こ
と
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
な
く
、
そ
こ
に

は
、
女
主
人
公
に
対
す
る
配
慮
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
存
在
し
な
い
。
男
主
人
公
に

と
っ
て
の
「
名
の
り
」
は
、
容
易
に
変
更
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
重
ん
じ
ら
れ

る
も
の
で
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

一
方
、
風
情
の
な
い
立
て
文
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、「
さ
に
こ
そ
は
あ
ら
め
」
と
あ

る
よ
う
に
、
女
主
人
公
が
宰
相
中
将
か
ら
と
い
う
「
名
の
り
」
を
信
じ
て
ま
っ
た
く

疑
わ
な
か
っ
た
と
す
る
叙
述
に
は
、
対
の
君
が
「
宮
の
中
将
の
君
と
は
名
の
り
た
ま

ふ
な
り
け
り
。」
と
切
実
に
語
っ
て
い
た
の
と
同
様
、
女
主
人
公
に
お
け
る
「
名
の

り
」
と
い
う
行
為
も
男
主
人
公
の
そ
れ
と
は
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

巻
一
、
巻
二
の
「
名
の
り
」
を
見
た
が
、
次
に
、
巻
四
の
「
名
の
り
」
四
例
を
と

り
あ
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
女
主
人
公
の
名
を
語
る
物
の

怪
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

病
に
倒
れ
た
女
一
の
宮
を
看
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
女
主
人
公
の
と
こ
ろ
へ
訪

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
男
主
人
公
の
も
と
に
、「
北
殿
の
御
生
霊
、
恐
し
げ
な
る
名
の
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り
す
る
も
の
」（
三
八
二
頁
）
が
現
れ
る
。
北
殿
は
女
主
人
公
の
邸
を
指
し
、
す
な
わ

ち
、
女
主
人
公
の
生
霊
だ
と
「
名
の
り
」
す
る
物
の
怪
が
女
一
の
宮
に
と
り
つ
い
て

登
場
し
た
の
で
あ
る
。
物
の
怪
は
、
男
主
人
公
と
女
主
人
公
の
仲
を
妨
げ
る
女
一
の

宮
に
対
し
、「
さ
ら
に
生
け
た
て
ま
つ
り
た
る
ま
じ
」（
三
八
三
頁
）
と
語
り
、
そ
の
命

を
奪
お
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
男
主
人
公
は
ま
っ
た
く
動
じ
な
い
ど
こ
ろ
か
、「
言

ふ
こ
と
と
て
、
ま
ね
び
も
て
は
や
す
こ
と
の
な
か
に
、
つ
ゆ
の
ま
こ
と
は
な
き
か
な
」

（
同
上
）
と
一
切
の
真
実
は
な
い
と
断
じ
、「
を
か
し
う
も
見
聞
き
た
ま
ふ
」（
同
上
）
あ

り
さ
ま
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
女
主
人
公
が
生
霊
に
な
っ
て
祟
り
を
起
こ
す
こ
と
な
ど

あ
り
え
な
い
と
思
う
男
主
人
公
は
、「
も
の
ぐ
る
ほ
し
き
狐
な
ど
が
名
の
り
を
、
し
か

続
け
申
し
出
で
む
こ
と
を
、
ま
こ
と
と
し
た
ま
ふ
、
い
と
不
便
に
、
人
聞
き
思
ふ
ら

む
こ
と
も
、
か
へ
り
て
を
こ
が
ま
し
き
こ
と
に
さ
ぶ
ら
ふ
」（
三
八
五
頁
）
と
も
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
男
主
人
公
の
い
う
よ
う
に
、
物
の
怪
が
語
る
内
実
は
、
物
語
が
丹
念

に
語
り
つ
づ
け
て
き
た
女
主
人
公
の
心
中
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
大
皇
の

宮
を
中
心
と
す
る
女
一
の
宮
側
が
女
主
人
公
を
排
除
し
よ
う
と
画
策
し
て
い
た
こ
と

は
知
っ
て
い
よ
う
し
、
疑
い
を
も
つ
こ
と
も
当
然
の
対
応
と
解
さ
れ
よ
う⑨
。

そ
れ
で
は
、
同
じ
く
、
女
一
の
宮
側
の
思
惑
を
感
じ
て
い
た
女
主
人
公
は
、
こ
の

事
態
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

く
は
し
う
人
告
げ
申
す
に
、（
女
主
人
公
ハ
）
い
と
あ
さ
ま
し
う
、
胸
ふ
た
が
り

た
ま
ひ
ぬ
。

　
「（
中
略
）
今
と
な
り
て
は
、（
男
主
人
公
ニ
）
う
ち
と
け
頼
み
き
こ
ゆ
べ
き
も
の

と
は
思
ひ
だ
に
寄
ら
ぬ
こ
と
に
て
、
ま
こ
と
に
、
い
み
じ
う
つ
ら
か
ら
む
節
に

も
、
身
を
こ
そ
恨
み
め
、
人
を
つ
ら
し
と
思
ひ
あ
く
が
る
る
魂
は
、
心
の
ほ
か

の
心
と
い
ふ
と
も
、
あ
べ
い
こ
と
に
も
あ
ら
ぬ
も
の
を
。（

三
八
八
頁
―
三
八
九
頁
）

生
霊
の
噂
を
告
げ
ら
れ
、
驚
く
女
主
人
公
で
あ
る
が
、「
心
の
ほ
か
の
心
」
で
あ
っ

た
と
し
て
も
あ
り
え
る
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
あ
る
は
ず
が
な
い
と
思
い

な
が
ら
も
、
し
か
し
、
つ
づ
け
て
語
ら
れ
る
心
中
を
見
る
と
、「
つ
き
づ
き
し
う
名
の

り
言
ふ
ら
む
」（
三
八
九
頁
）
物
の
怪
に
対
し
て
、
男
主
人
公
が
そ
れ
を
信
じ
、「
げ

に
、
さ
り
げ
な
く
て
、
さ
も
や
あ
ら
む
な
。
疎
ま
し
」（
同
上
）
と
感
じ
た
と
も
思
っ

て
い
る
様
子
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

前
述
し
た
と
お
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
男
主
人
公
は
こ
の
物
の
怪
が
偽
の
生
霊
で

あ
り
、
女
主
人
公
と
は
か
か
わ
ら
な
い
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
男
主
人
公
は
生
霊
出
現
が
自
分
じ
し
ん
の
せ
い
で
あ
る
と
信
じ
て
い

る
の
だ
と
苦
悩
す
る
女
主
人
公
の
姿
は
、
右
に
引
用
し
た
一
節
の
ほ
か
に
も
、
い
た

る
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
男
主
人
公
を
前
に
し
て
、
我
が
身
の
つ
ら
さ
に
涙

が
こ
ぼ
れ
た
こ
と
に
対
し
、「
げ
に
、
こ
れ
恨
む
る
気
色
な
ら
む
」（
三
九
二
頁
）
と
、

生
霊
を
生
み
だ
し
嫉
妬
に
狂
う
女
の
流
す
涙
な
の
か
と
感
じ
る
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て

い
る
し
、
生
霊
の
噂
を
信
じ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
笑
っ
た
り
、
あ
き
れ
た
り
し

て
も
よ
い
の
に
、そ
う
は
し
な
い
態
度
に
、「
げ
に
と
お
ぼ
し
け
る
な
め
り
」（
三
九
三

頁
）
と
も
考
え
て
い
る
。
く
り
か
え
し
「
げ
に
」
と
表
現
さ
れ
、
女
主
人
公
じ
し
ん

が
生
霊
に
な
っ
た
と
納
得
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。あ
る
い
は
、

男
主
人
公
か
ら
送
ら
れ
た
消
息
に
返
事
を
し
よ
う
と
し
て
は
、「
ま
こ
と
に
深
き
恨
み

に
、
か
か
れ
ば
こ
そ
」（
三
九
七
頁
）
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
し
、
石

山
の
姫
君
を
男
主
人
公
母
尼
上
の
も
と
に
連
れ
戻
す
と
い
い
だ
せ
ず
に
口
ご
も
る
男

主
人
公
を
見
て
は
、「
さ
れ
ば
よ
。
一
夜
も
、
さ
ば
か
り
現
は
れ
出
で
て
の
の
し
る
気

色
を
、『
さ
こ
そ
あ
り
し
か
』
と
、
あ
ら
ぬ
こ
と
と
お
ぼ
さ
ば
、
の
た
ま
は
ざ
ら
ま
し

や
は
。
深
く
ま
こ
と
と
お
ぼ
す
な
め
り
。」（
三
九
九
頁
）
と
、男
主
人
公
の
語
ろ
う
と

す
る
内
実
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
女
主
人
公
の
生
霊
の
噂
を
真
実
だ
と
思
っ
て
い

る
た
め
の
行
動
で
あ
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
の
で
あ
る⑩
。

ど
う
し
て
、
女
主
人
公
は
、
男
主
人
公
が
生
霊
出
現
を
事
実
で
な
い
と
判
断
し
て
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い
る
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
こ
う
し
た
反
応
を
示
さ
ざ
る
を
え
な

い
要
因
に
は
、
物
の
怪
自
ら
が
女
主
人
公
で
あ
る
と
「
名
の
り
」
を
行
っ
た
こ
と
に

関
与
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。「
名
の
り
」
を
す
る
生
霊
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、無
頓

着
に
否
定
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
女
主
人
公
の
意
識
が
汲
み
と
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。女

主
人
公
が
「
名
の
り
」
を
過
敏
に
意
識
し
た
と
考
え
る
所
以
は
、
夜
の
寝
覚
の

始
発
、
天
人
降
下
事
件
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
女
主
人
公
は
一
度
目
の
天
人
降
下
の

の
ち
、
翌
年
の
訪
れ
を
「
人
知
れ
ず
教
へ
し
月
日
を
数
へ
て
待
」（
十
九
頁
）
っ
て
い

た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
、
三
年
目
に
天
人
が
訪
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し

て
は
「
天
の
原
雲
の
か
よ
ひ
路
と
ぢ
て
け
り
月
の
都
の
ひ
と
も
問
ひ
来
ず
」
と
詠
じ

て
い
た
。『
古
今
和
歌
集
』
の
「
あ
ま
つ
か
ぜ
雲
の
か
よ
ひ
ぢ
吹
き
と
ぢ
よ
を
と
め
の

す
が
た
し
ば
し
と
ど
め
む
」（
巻
第
十
七
・
雑
歌
上
・
八
七
二⑪
）
を
ふ
ま
え
た
表
現
と
さ

れ
る
が
、
古
今
歌
は
天
人
の
姿
を
と
ど
め
た
い
と
詠
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
女
主
人

公
の
詠
歌
に
お
い
て
、天
人
は
も
は
や
不
在
で
あ
る
。「
お
の
が
琵
琶
の
音
弾
き
伝
ふ

べ
き
人
、
天
の
下
に
は
君
一
人
な
む
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
。」（
十
七
頁
―
十
八
頁
）
と

天
人
に
語
り
か
け
ら
れ
、
唯
一
の
選
ば
れ
た
存
在
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
な
が
ら
も
、

遂
に
見
放
さ
れ
た
悲
痛
な
告
白
で
も
あ
る
。
三
年
目
の
天
人
不
降
下
は
、
女
主
人
公

に
「
自
己
の
不
確
実
な
存
在
を
知
っ
た
不
安
」
を
か
き
た
た
せ
、
そ
の
存
在
を
「
中

途
半
端
に
迷
う
少
女⑫
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
自
分
じ
し
ん
と
は
い
か
な
る
存
在
で

あ
る
か
を
考
え
る
う
え
で
、
た
だ
な
ら
な
い
危
う
さ
を
喚
起
さ
せ
る
事
件
は
、
自
ら

の
存
在
を
宣
言
す
る
「
名
の
り
」
と
い
う
行
為
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
に
も
似
た
感
覚

を
女
主
人
公
に
生
じ
さ
せ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

巻
一
、
巻
二
、
そ
し
て
、
巻
四
と
見
て
き
た
よ
う
に
、
女
主
人
公
側
に
は
、
偽
っ

て
名
の
る
こ
と
を
公
然
の
も
の
と
し
な
い
姿
が
看
取
さ
れ
る
。
対
の
君
が
「
宮
の
中

将
の
君
と
は
名
の
り
た
ま
ふ
な
り
け
り
。」
と
強
烈
に
語
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。「
名
の

り
」
を
す
る
生
霊
の
噂
に
対
し
、
女
主
人
公
は
、
そ
れ
は
あ
り
え
な
い
こ
と
と
自
分

じ
し
ん
の
心
を
否
定
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
男
主
人
公
は
必
ず
信
じ
て
い
る
に
違

い
な
い
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
要
因
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
対
の
君
や
女
主
人
公

に
と
っ
て
、「
名
の
り
」
と
は
、
信
憑
性
を
も
ち
、
肝
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
捉
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
「
名
の
り
」
を
捉
え
て
い

る
か
と
い
っ
た
問
題
が
表
出
し
て
お
り
、
対
の
君
、
女
主
人
公
と
、
男
主
人
公
と
の

あ
い
だ
は
決
定
的
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
。

四　

結
び
に
か
え
て

女
主
人
公
、
お
よ
び
、
対
の
君
と
男
主
人
公
の
中
で
、
名
の
る
こ
と
が
ど
の
よ
う

に
受
け
と
め
ら
れ
、
ま
た
、
互
い
に
異
な
っ
て
い
た
か
を
述
べ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、

女
主
人
公
側
と
男
主
人
公
と
の
「
名
の
り
」
と
い
う
行
為
に
対
す
る
理
解
の
致
命
的

な
乖
離
が
存
し
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
倉
比
呂
志
氏
「『
夜
の
寝

覚
』
論
―
〈
ズ
レ
〉
の
意
味
性
―⑬
」
は
、天
人
不
降
下
に
よ
っ
て
「
異
化
さ
れ
た
〈
か

ぐ
や
姫
〉
の
様
相
を
帯
び
て
語
ら
れ
」
る
こ
と
が
、
男
主
人
公
や
帝
と
い
っ
た
現
実

に
同
化
し
え
な
い
女
主
人
公
の
あ
り
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
く
と
述
べ
た
。
本
稿
に
お

い
て
は
、
そ
の
深
奥
に
、
天
人
不
降
下
を
き
っ
か
け
と
す
る
女
主
人
公
の
自
己
認
識

の
揺
れ
を
見
い
だ
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、そ
の
自
ら
に
対
す
る
不
安
は
、

女
主
人
公
の
異
質
な
ま
で
の
「
名
の
り
」
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
生
じ
さ
せ
、
女
主

人
公
と
男
主
人
公
の
交
わ
る
こ
と
の
な
い
「
夜
の
寝
覚
」
の
物
語
を
描
き
出
し
て
い

く
の
で
あ
る⑭
。

最
後
に
、
夜
の
寝
覚
と
同
じ
よ
う
に
、「
名
の
り
」
を
主
軸
に
据
え
る
い
く
つ
か
の

物
語
を
展
望
し
て
お
き
た
い
。「
名
の
り
」が
物
語
を
お
し
す
す
め
る
重
要
な
要
素
に

な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
源
氏
物
語
を
ま
ず
は
と
り
あ
げ
る
。
夜
の
寝
覚
に
お
け

る
引
用
が
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
夕
顔
の
物
語
で
あ
る⑮
。

道
す
が
ら
、
夕
顔
を
知
っ
た
源
氏
は
、
こ
の
女
を
詮
索
し
な
い
ま
ま
、「
我
も
名
の
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「
宮
の
中
将
の
君
と
は
名
の
り
た
ま
ふ
な
り
け
り
」
考

575

り
を
し
た
ま
は
」（
二
二
五
頁⑯
）
な
い
で
通
っ
て
い
た
が
、
夕
顔
の
心
中
を
思
い
、
遂

に
正
体
を
明
か
す
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
夕
顔
に
も
名
の
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。

（
源
氏
）「
尽
き
せ
ず
隔
て
た
ま
へ
る
つ
ら
さ
に
、あ
ら
は
さ
じ
と
思
ひ
つ
る
も
の

を
。
今
だ
に
名
の
り
し
た
ま
へ
。
い
と
む
く
つ
け
し
」
と
、
の
た
ま
へ
ど
、（
夕

顔
）「
海
人
の
子
な
れ
ば
」
と
て
、
さ
す
が
に
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま
、
い
と
あ
い
だ

れ
た
り
。

（
二
三
六
頁
）

源
氏
が
「
名
の
り
し
た
ま
へ
」
と
求
め
た
も
の
の
、
夕
顔
は
『
新
古
今
和
歌
集
』

に
も
所
収
さ
れ
る
「
白
波
の
よ
す
る
な
ぎ
さ
に
よ
を
つ
く
す
海
人
の
こ
な
れ
ば
や
ど

も
さ
だ
め
ず
」（
巻
第
十
八
・
雑
歌
下
・
一
七
〇
三
）
を
引
い
て
、
身
分
違
い
を
理
由
に

名
の
り
を
拒
絶
す
る
。
こ
の
直
後
、
夕
顔
は
物
の
怪
に
と
り
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
瞬
間
ま
で
、
両
者
は
名
の
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
身
分
か

ら
解
放
さ
れ
た
恋
愛
に
身
を
お
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
。「
名
の
り
」を
行
わ
な
い
と

い
う
選
択
が
一
因
と
な
り
、
物
語
の
進
行
し
て
い
く
あ
り
か
た
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

夜
の
寝
覚
と
同
一
作
者
に
目
さ
れ
る
散
逸
物
語
の
朝
倉
も
、『
拾
遺
百
番
歌
合
』

五
十
四
番
右
に
、

　
　

 

見
初
め
給
へ
り
し
こ
ろ
、
我
が
心
な
が
ら
う
つ
し
心
も
な
き
ほ
ど
に
、
人

の
そ
し
ら
む
こ
と
も
た
ど
る
ま
じ
う
お
ぼ
ゆ
る
を
、
お
ぼ
つ
か
な
き
な
む

心
憂
き
、
な
ほ
名
乗
り
せ
よ
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば　
　

朝
倉
の
女
君

名
乗
る
と
も
木
の
丸
殿
の
雲
居
な
る
朝
倉
ま
で
は
た
れ
か
尋
ね
む⑰

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
名
の
り
を
求
め
る
男
君
と
名
の
る
こ
と
を
し
な
い
女
君
と
の
恋

愛
譚
で
あ
る
こ
と
が
予
感
さ
れ
る
。
朝
倉
を
名
の
る
こ
と
を
主
題
に
し
た
物
語
と
し

て
読
み
解
く
辛
島
正
雄
氏⑱
は
、
こ
の
物
語
を
源
氏
物
語
夕
顔
巻
と
比
較
し
、「
同
じ
く

女
の
「
名
の
り
」
を
男
に
求
め
さ
せ
な
が
ら
、「
海
人
の
子
」
で
は
な
く
「
朝
倉
」
を

も
っ
て
女
に
承
け
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
夕
顔
と
は
ま
た
違
う
ヒ
ロ
イ
ン
像
へ
の
志
向

が
見
て
取
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
説
く
。
加
え
て
、
夜
の
寝
覚
を
俎
上
に
載

せ
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
中
の
品
で
自
意
識
の
強
い
女
を
主
人
公
と
す
る
朝
倉
と

比
べ
て
、「「
名
の
り
」
の
欠
如
に
よ
る
意
志
疎
通
の
不
十
分
さ
ゆ
え
、
い
た
ず
ら
に

悲
恋
の
様
相
を
深
め
て
ゆ
く
の
は
、
同
工
異
曲
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。（
中
略
）
つ
ま

り
、
女
の
身
の
上
の
違
い
が
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
世
界
の
色
合
い
を
規
定
し
つ
つ
、
対

照
的
な
趣
を
見
せ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
が
、
そ
の
じ
つ
、｢

名
の
り｣

を
し
な
い
こ
と

で
男
と
女
が
す
れ
違
い
、
そ
れ
が
劇
的
展
開
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
点
で
、
き
わ
め
て

近
似
し
た
手
法
に
よ
る
物
語
だ
」
と
推
定
し
、
朝
倉
は
夜
の
寝
覚
の
「
雛
形
的
性
格

を
も
つ
作
品
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
夜
の
寝
覚
と
朝
倉
は
非
常
に
よ
く

似
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
叙
述
し
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
夜
の
寝

覚
の
男
主
人
公
は
決
し
て
名
の
ら
な
い
の
で
は
な
い
。真
実
で
な
く
偽
り
で
は
あ
れ
、

た
し
か
に
名
の
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
名
の
ら
な
い
こ
と
を
主

軸
と
す
る
朝
倉
は
、
夜
の
寝
覚
よ
り
も
、
源
氏
物
語
夕
顔
巻
に
近
似
す
る
。

夜
の
寝
覚
は
、
身
分
違
い
か
ら
名
の
ら
な
い
源
氏
物
語
夕
顔
巻
や
朝
倉
と
は
異

な
っ
て
、
偽
り
を
名
の
る
こ
と
で
、
新
た
な
名
の
り
の
物
語
と
し
て
物
語
史
上
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
引
用
の
方
法
と
し
て
捉
え
な
お
せ
ば
、
源
氏
物
語
夕
顔
巻
に
お
け

る
名
の
ら
な
い
あ
り
か
た
を
、
朝
倉
が
「
海
人
の
子
」
か
ら
「
朝
倉
」
に
据
え
な
お

し
た
の
に
対
し
、
夜
の
寝
覚
は
偽
り
を
名
の
る
と
い
う
か
た
ち
に
変
容
さ
せ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
名
の
り
と
い
う
行
為
は
、
生
霊
出
現
事
件
に
見
ら
れ
た
よ
う

に
、
夕
顔
巻
引
用
を
伴
っ
て
構
成
さ
れ
る
但
馬
守
三
女
と
の
人
違
い
の
一
件
に
と
ど

ま
ら
ず
、
夜
の
寝
覚
全
体
に
わ
た
る
方
法
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
に
も
、
源
氏
物
語
夕
顔
巻
を
ふ
ま
え
る
狭
衣
物
語
の
飛
鳥
井
女
君
を
め
ぐ
る
物

語
に
は
、「
海
人
の
子
」
が
引
用
さ
れ
る
し
、
別
当
の
少
将
と
偽
ろ
う
と
す
る
狭
衣
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と
、
そ
れ
を
す
る
ど
く
見
抜
く
飛
鳥
井
女
君
の
姿
も
見
え
る⑲
。
儀
式
や
芸
能
、
偽
書
、

あ
る
い
は
、
軍
記
物
語
と
い
っ
た
周
辺
文
芸
に
お
け
る
「
名
の
り
」
と
の
か
か
わ
り

も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
が⑳
、
源
氏
物
語
夕
顔
巻
か
ら
朝
倉
、
そ
し
て
、

夜
の
寝
覚
と
、
名
の
る
、
名
の
ら
な
い
物
語
は
継
承
さ
れ
、
更
新
さ
れ
て
い
っ
た
こ

と
を
ひ
と
ま
ず
は
捉
え
て
お
き
た
い
。

注①　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
28
『
夜
の
寝
覚
』（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）
に
依
り
、

文
中
の
（　

）
は
私
に
補
う
。
文
末
の
（　

）
内
に
は
頁
数
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

②　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
「
御
け
は
ひ
」
と
す
る
が
、
前
田
家
本
、
島
原
本
、
そ

の
他
の
い
ず
れ
の
諸
本
に
も
「
け
は
ひ
」
と
あ
る
。
校
訂
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
も
理
解

さ
れ
る
が
、
諸
本
に
従
っ
て
私
に
改
め
る
。

③　

中
世
王
朝
物
語
全
集
19
『
夜
寝
覚
物
語
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
に
依
り
、

文
中
の
（　

）
は
私
に
補
う
。
文
末
の
（　

）
内
に
は
頁
数
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

④　
「
中
古
文
学
」（
五
十
九
、一
九
九
七
年
五
月
）。
な
お
、源
氏
物
語
や
狭
衣
物
語
を
対

置
さ
せ
た
ば
あ
い
の
夜
の
寝
覚
の
「
声
」
は
、多
く
の
問
題
を
は
ら
む
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
本
稿
の
趣
旨
と
異
な
る
た
め
、
い
ま
は
措
く
。
源
氏
物
語
の
「
声
」
に
関
す
る

三
田
村
雅
子
氏
『
源
氏
物
語　

感
覚
の
論
理
』
Ⅰ
五
「〈
音
〉
を
聞
く
人
々
―
宇
治
十

帖
の
方
法
―
」（
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
六
年　

初
出
・
物
語
研
究
会
編
『
物
語
研
究

―
特
集
・
語
り
そ
し
て
引
用
』
新
時
代
社
、
一
九
八
六
年
）、
狭
衣
物
語
の
「
声
」
に

関
す
る
鈴
木
泰
恵
氏
『
狭
衣
物
語
／
批
評
』
Ⅰ
第
4
章
「〈
声
〉
と
王
権
―
狭
衣
帝
の

条
理
」（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
七
年　

初
出
・「
狭
衣
物
語
と
〈
声
〉
―
王
権
へ
の
視
線

を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
日
本
文
学
」
四
十
四
―
五
、一
九
九
五
年
五
月
））
ほ
か
参
照
。

⑤　

声
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
し
よ
う
と
す
る
要
因
の
ひ
と
つ
に
、対
の
君
じ
し
ん

の
性
質
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
の
君
に
は
、利
己
的
な
側
面
も
か
い
ま
見
え
る

の
で
あ
り
、九
条
の
一
夜
に
訪
れ
た
人
物
と
直
接
対
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
が
問

い
詰
め
ら
れ
る
事
態
を
避
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。対
の
君
の
女
主
人
公
に
献
身
的
に

尽
く
す
姿
と
は
別
に
、
我
が
身
を
思
う
姿
も
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
野
口
元
大
氏

『
夜
の
寝
覚　

研
究
』
Ⅱ
第
一
章
二
「
宿
世
の
発
顕
」（
笠
間
書
院
、一
九
九
〇
年
）
や

星
山
健
氏
『
王
朝
物
語
史
論
―
引
用
の
『
源
氏
物
語
』
―
』
第
Ⅱ
部
第
一
編
第
一
章

「『
夜
の
寝
覚
』第
一
部
の
再
評
価
―
物
語
展
開
と
作
中
人
物
の
心
理
的
必
然
性
―
」（
笠

間
書
院
、
二
〇
〇
八
年　

初
出
・「
文
芸
研
究
」
一
五
五
、二
〇
〇
三
年
三
月
）
に
言
及

が
あ
る
。

⑥　

高
橋
由
記
氏
「
摂
関
家
嫡
子
の
結
婚
と
『
夜
の
寝
覚
』
の
男
君
―
但
馬
守
三
女
へ
の

対
応
に
関
連
し
て
―
」（「
国
語
国
文
」
七
十
三
―
九
、二
〇
〇
四
年
九
月
）
は
、
物
語

と
史
実
の
か
か
わ
り
を
考
証
し
、「
男
君
が
但
馬
守
女
と
の
結
婚
を
あ
く
ま
で
も
避
け

た
の
は
、
源
太
政
大
臣
家
の
大
君
と
の
結
婚
が
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
摂

関
家
嫡
子
に
と
っ
て
は
当
然
の
決
断
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。」
と
述
べ
る
。
物
語
の
基

盤
と
も
な
る
史
実
は
ふ
ま
え
て
お
き
た
い
が
、描
か
れ
た
男
主
人
公
の
行
動
に
焦
点
を

あ
わ
せ
て
お
く
。

⑦　

他
の
物
語
に
お
け
る
「
名
の
り
」
の
用
例
を
見
て
み
る
と
、源
氏
物
語
に
二
十
八
例

（『
源
氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引
』
勉
誠
出
版
、
一
九
九
四
年
）、
浜
松
中
納
言
物
語
に

二
例
（『
浜
松
中
納
言
物
語
総
索
引
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
六
四
年
）、
狭
衣
物
語
に
五

例
（『
狭
衣
物
語
語
彙
索
引　

内
閣
文
庫
蔵
本
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
と
な
っ

て
い
る
。
な
お
、
対
の
君
が
九
条
で
男
主
人
公
に
事
の
始
終
を
語
る
場
面
、「
な
く
な

り
に
し
心
」（
八
十
九
頁
）
と
あ
る
現
存
本
の
本
文
に
「
名
の
り
」
を
含
む
脱
文
が
疑

わ
れ
て
い
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
が
中
村
本
に
「
な
の
り
せ
す
な
り
に
し
事
」

と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
で
あ
っ
て
も
、
男
主
人
公

の
心
内
語
に
、
真
実
を
名
の
っ
て
い
な
い
と
見
え
る
こ
と
に
な
り
、
後
述
す
る
論
旨
と

相
違
し
な
い
。

⑧　

具
体
的
に
示
せ
ば
、「
中
納
言
子
と
名
の
り
来
る
者
あ
ら
ば
、」（
六
十
三
頁
）「
こ
の

人
の
子
と
だ
に
名
の
り
出
づ
る
人
あ
ら
ば
、」（
七
十
九
頁
）「
中
納
言
子
と
名
の
り
出

づ
る
が
あ
る
ま
じ
き
」（
九
十
六
頁
）
と
な
る
。

⑨　

関
根
慶
子
氏
「「
寝
覚
」
の
生
霊
を
め
ぐ
っ
て
―
偽
生
霊
と
そ
の
位
相
―
」（「
平
安

文
学
研
究
」
二
十
九
、一
九
六
二
年
十
一
月
）
は
、
生
霊
出
現
が
ま
っ
た
く
の
偽
の
生

霊
で
、
女
一
の
宮
側
の
陥
穽
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

⑩　

女
主
人
公
が
自
ら
の
生
霊
を
認
め
て
い
る
か
否
か
、
ま
た
、
認
め
て
い
る
と
し
て
も

い
つ
の
段
階
か
ら
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
分
か
れ
る
。「
心
の
ほ
か
の
心
」
と

嘆
い
た
と
き
に
そ
れ
を
認
め
た
と
説
く
野
口
元
大
氏
『
夜
の
寝
覚　

研
究
』
Ⅱ
第
三
章

二
「
生
霊
事
件
の
心
理
的
素
地
」、
同
Ⅱ
第
三
章
三
「
生
霊
事
件
―
自
恃
の
崩
壊
―
」

（
注
⑤
）
で
は
、
同
様
の
見
解
を
述
べ
た
野
口
氏
の
旧
稿
へ
の
批
判
に
対
す
る
回
答
も
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示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、こ
れ
を
含
め
た
諸
注
釈
の
多
く
が
「
心
の
ほ
か
の
心
」
を
無

意
識
の
心
と
解
し
、
女
主
人
公
が
生
霊
化
を
信
じ
て
い
る
と
見
な
し
つ
つ
、
そ
の
深
層

心
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
読
み
に
再
検
討
を
加
え
る
東
俊
也
氏「
寝
覚
の
上
の

心
―「
心
の
ほ
か
の
心
」を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
国
語
と
国
文
学
」八
十
一
―
一
、二
〇
〇
四

年
一
月
）
は
、「
寝
覚
の
上
は
、
自
身
の
生
霊
化
に
は
悩
ま
さ
れ
て
い
な
い
。
自
分
の

心
に
は
確
固
た
る
信
念
を
も
ち
つ
つ
も
、
周
囲
の
思
惑
に
、
そ
し
て
何
よ
り
も
内
大
臣

と
の
関
係
に
押
し
潰
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
。
東
氏
の
論

考
は
、物
語
に
語
ら
れ
な
い
「
無
意
識
」
や
「
深
層
心
理
」
の
考
究
を
見
な
お
そ
う
と

試
み
る
も
の
で
あ
っ
て
首
肯
す
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
。
い
ず
れ
の
見
解
も
示
唆
に
富

み
、
私
の
結
論
は
留
保
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
女
主
人
公
の
生
霊
と
い
う
噂
を
否
定
す

る
男
主
人
公
と
、男
主
人
公
の
心
中
に
思
い
悩
ま
ざ
る
を
え
な
い
女
主
人
公
の
差
異
は

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
生
霊
事
件
の
、
女
主
人
公
の
み
な
ら
ず
、

男
主
人
公
に
与
え
た
影
響
を
問
う
横
溝
博
氏
「『
寝
覚
物
語
』
生
霊
事
件
の
一
面
―
男

君
自
身
の
問
題
と
し
て
―
」（「
平
安
朝
文
学
研
究
」
復
刊
六
、一
九
九
七
年
十
二
月
）

も
参
照
さ
れ
よ
う
。

⑪　

和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
依
る
。
以
下
同
じ
。

⑫　

永
井
和
子
氏
『
続
寝
覚
物
語
の
研
究
』
第
一
章
八
「
夜
の
寝
覚
―
無
力
な
人
間
―
」

（
笠
間
書
院
、
一
九
九
〇
年
、
一
七
四
頁
・
一
七
九
頁
初
出
・「
国
文
学　

解
釈
と
鑑

賞
」
五
十
二
―
十
一
、一
九
八
七
年
十
一
月
）
に
依
る
。
こ
れ
は
天
人
降
下
事
件
の
み

を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、同
氏
「
夜
の
寝
覚
の
悲
恋
―
女
主
人
公
は
何
を
恋
う

た
か
」（
久
保
朝
孝
氏
編
『
悲
恋
の
古
典
文
学
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
七
年
）
は
、

さ
ら
に
い
く
ら
か
の
例
を
挙
げ
、「
以
後
物
語
は
曲
折
あ
る
も
の
の
、
こ
の
自
己
へ
の

懐
疑
と
い
う
姿
勢
は
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。」
と
述
べ
る
。

⑬　

平
安
文
学
論
究
会
編
『
講
座
平
安
文
学
論
究　

第
十
八
輯
』（
風
間
書
房
、二
〇
〇
四

年
）

⑭　

対
の
君
の
「
名
の
り
」
意
識
の
原
初
は
確
認
で
き
な
い
が
、「
宮
の
中
将
の
君
と
は

名
の
り
た
ま
ふ
な
り
け
り
。」
と
い
う
叙
述
が
女
主
人
公
へ
の
語
り
で
あ
っ
た
こ
と
に

は
注
目
さ
れ
る
し
、対
の
君
が
女
主
人
公
に
寄
り
添
っ
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
も
思
い

起
こ
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、対
の
君
が
単
に
女
主
人
公
の
分
身
で
な
い
こ
と
は
注
⑤
に
詳

し
い
。
野
口
氏
、
星
山
氏
の
ほ
か
、
三
田
村
雅
子
氏
「
寝
覚
物
語
の
〈
我
〉
―
思
い
や

り
の
視
線
に
つ
い
て
―
」（
物
語
研
究
会
編
『
物
語
研
究
第
二
集
―
特
集
・
視
線
』
新

時
代
社
、
一
九
八
八
年
）
や
長
南
有
子
氏
「『
夜
の
寝
覚
』
の
女
君
た
ち
―
沈
黙
の
意

味
す
る
も
の
―
」（「
緑
岡
詞
林
」
二
十
三
、一
九
九
九
年
三
月
）
な
ど
、
対
の
君
の
人

物
論
は
充
実
し
て
い
る
。

⑮　

夜
の
寝
覚
に
お
け
る
源
氏
物
語
夕
顔
巻
引
用
は
、鈴
木
弘
道
氏
『
寝
覚
物
語
の
基
礎

的
研
究
』
第
三
章
第
一
節
二
(2)
「
源
氏
物
語
帚
木
・
空
蝉
・
夕
顔
諸
巻
と
寝
覚
物
語
」

（
塙
書
房
、
一
九
六
五
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
研
究
が
そ
な
わ
り
、
そ
れ
ら
を

追
考
す
る
赤
迫
照
子
氏
「『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
夕
顔
物
語
引
用
の
方
法
―
「
身
分

違
い
の
恋
」
と
い
う
装
い
―
」（
和
田
律
子
氏
・
久
下
裕
利
氏
編
『
更
級
日
記
の
新
研

究
―
孝
標
女
の
世
界
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。

⑯　

日
本
古
典
文
学
全
集
12
『
源
氏
物
語
一
』（
小
学
館
、
一
九
七
〇
年
）
に
依
り
、
文

中
の
（　

）
は
私
に
補
う
。
文
末
の
（　

）
内
に
は
頁
数
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

⑰　

樋
口
芳
麻
呂
氏
『
王
朝
物
語
秀
歌
選
（
上
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
一
四
八

頁
）
に
依
る
。

⑱　
「「
名
の
り
を
し
つ
つ
ゆ
か
ぬ
」
女
君
の
物
語
―
『
朝
倉
』
物
語
管
見
―
」（
王
朝
物

語
研
究
会
編
『
論
集
源
氏
物
語
と
そ
の
前
後
3
』
新
典
社
、
一
九
九
二
年
）

⑲　

井
上
眞
弓
氏
『
狭
衣
物
語
の
語
り
と
引
用
』
Ⅰ
第
四
章
「「
夢
の
わ
た
り
の
浮
橋
」

論
」（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
は
、
源
氏
物
語
夕
顔
巻
を
翻
案
し
つ
つ
、
狭
衣
の

一
方
的
な
「
海
人
の
子
」
と
い
う
評
価
に
よ
っ
て
飛
鳥
井
女
君
が
規
定
さ
れ
て
い
く
あ

り
か
た
を
明
ら
か
に
す
る
。

⑳　

中
世
文
芸
に
お
け
る
「
名
の
り
」
に
つ
い
て
は
、小
峯
和
明
氏
『
説
話
の
言
説
―
中

世
の
表
現
と
歴
史
叙
述
』
第
9
章
「
名
の
る
語
り
手
―
説
話
の
語
り
」（
森
話
社
、

二
〇
〇
二
年　

初
出
・
説
話
の
講
座
2
『
説
話
の
言
説　

口
承
・
書
承
・
媒
体
』
勉
誠

社
、
一
九
九
一
年
）
ほ
か
参
照
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
／
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）


