
は
じ
め
に

中
世
期
は
、
父
権
が
高
ま
る
時
代
で
あ
る
。
服
藤
早
苗
氏
は
、
平
安

中
期
頃
の
貴
族
女
性
は
、
貴
族
男
性
と
結
婚
し
、
同
居
の
正
妻
と
し
て

安
定
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
と
し
、
上
層
貴
族
女

性
は
基
本
的
に
朝
廷
に
出
仕
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
に
よ
り
父
親
の
経
済
力
で
も
っ
て
子
を
扶
養
す
る
こ
と
が

一
般
的
と
な
り
、
家
業
の
父
子
継
承
を
背
景
に
父
の
子
へ
の
権
限
強
化

が
始
ま
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る

(

１)

。
こ
の
よ
う
な
中
世
期
の
父
子
関
係
の

研
究
に
お
い
て
は
、
お
も
に
貴
族
の
日
記
が
題
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て

き
た
。
文
学
作
品
も
研
究
対
象
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
多
く
は

『

栄
花

物
語』

や

『

大
鏡』

な
ど
の
歴
史
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
物
語

に
限
ら
ず
文
学
作
品
に
は
、
書
き
手
の
生
き
た
時
代
に
当
た
り
前
の
こ

と
と
し
て
存
在
し
た
社
会
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
広
く
文
学
作
品
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
中
世
家
族

史
研
究
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。

中
世
期
の
物
語
は
、
家
父
長
的
社
会
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
る
影
響

を
受
け
て
い
る
。
特
に
鎌
倉
時
代
に
多
く
見
ら
れ
る
親
探
し
の
物
語
で

は
、
母
子
の
繋
が
り
よ
り
も
家
を
象
徴
す
る
父
と
の
繋
が
り
を
重
視
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
子
ど
も
が
別
れ
た
父
親
を
探
す
こ
と
を
テ
ー
マ

と
す
る
作
品
が
多
く
生
ま
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
作
品
群
を

中
世
父
子
別
離
邂
逅
譚
と
総
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

中
世
父
子
別
離
邂
逅
譚
に
お
い
て
は
、
大
抵
の
場
合
、
両
親
が
身
分
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違
い
の
恋
や
不
倫
関
係
に
あ
っ
た
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

生
ま
れ
た
子
ど
も
は
父
や
母
の
こ
と
を
知
ら
ぬ
ま
ま
成
長
す
る
。
こ
の

よ
う
な
物
語
に
つ
い
て
神
田
龍
身
氏
は
、
多
く
の
場
合
、
子
ど
も
は
母

方
で
育
ち
、
後
に
父
方
に
帰
属
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
子
は
父
方
で
養

育
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
時
代
状
況
か
ら
、
あ
え
て
母
方
に
い
る
と
い
う

欠
損
状
況
を
つ
く
り
出
し
、
父
方
に
帰
属
す
る
ま
で
を
描
く
型
が
編
み

出
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
始
め
か
ら
子
が
父
方
に
い
る
場
合
の

物
語
に
つ
い
て
も
触
れ
、
そ
の
あ
ら
か
た
は
父
の
悲
恋
遁
世
譚
で
あ
り
、

父
の
失
踪
や
死
に
よ
っ
て
親
子
間
に
距
離
を
設
け
て
物
語
を
成
立
さ
せ

て
い
る
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る

(

２)

。

本
稿
は

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

を
中
心
に
、
中
世
父
子
別
離
邂
逅
譚

に
見
え
る
中
世
期
の
親
子
観
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
中
世
期
に
成
立
し
た
他
の
親
探
し
の
物
語
を
と
り
あ
げ
、
別
離
し
た

親
子
の
描
写
の
さ
ま
か
ら
、
中
世
期
を
通
じ
て
親
子
観
が
ど
の
よ
う
に

変
わ
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
、
中
世
に
お
け
る
父
子
別
離
邂
逅
譚
の

展
開
に
占
め
る『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

の
立
ち
位
置
を
確
認
し
て
い
く
。

第
一
章

『

遊
女
絵
物
語』

か
ら

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

へ

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

は
、
後
継
者
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
、
失
踪
し

て
山
伏
と
な
っ
た
太
政
大
臣
の
子
息
と
、
そ
の
三
人
の
子
ど
も
た
ち
の

父
探
し
の
物
語
で
あ
る
。
細
見
美
術
館
蔵
の
一
巻
と
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ル
ッ

ク
リ
ン
美
術
館
蔵
の
一
巻
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美

術
館
と
フ
リ
ア
美
術
館
に
そ
れ
ぞ
れ
一
図
あ
る
絵
か
ら
な
る
。
成
立
年

代
に
つ
い
て
伊
東
祐
子
氏
は
、
詞
書
と
画
中
詞
と
で
は
、
国
語
史
の
観

点
か
ら
み
て
成
立
年
代
が
異
な
っ
て
い
る
と
し
、
詞
書
は
鎌
倉
時
代
、

画
中
詞
は
室
町
時
代
の
成
立
で
あ
る
と
し
て
い
る

(

３)

。

こ
こ
ま
で『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

と
し
て
述
べ
て
き
た
こ
の
物
語
は
、

実
は
原
題
未
詳
の
物
語
絵
巻
で
あ
る
。
本
絵
巻
を
初
め
て
紹
介
し
た
楢

崎
宗
重
氏
は
、｢

遊
女
の
物
語
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
推
察
で
き
る
。｣

と
し
て

『

遊
女
絵
物
語』

と
題
し
た

(

４)

。
し
か
し
、
そ
の
論
文
に
お
い
て

翻
刻
や
紹
介
が
さ
れ
た
の
は
前
半
部

(

細
見
美
術
館
蔵)

の
詞
書
の
み

で
、
後
半
部

(

ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵)

に
つ
い
て
の
翻
刻
や
紹
介

は
さ
れ
な
か
っ
た
。『

遊
女
絵
物
語』

と
い
う
名
称
に
つ
い
て
伊
東
祐

子
氏
は
、
細
見
美
術
館
蔵
の
一
巻
と
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵
の
一
巻
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の
詞
書
と
画
中
詞
を
読
ん
だ
う
え
で
、｢

物
語
全
体
を
反
映
す
る
適
切

な
題
名
と
は
い
い
に
く
い
。｣

と
し
た
。
伊
東
氏
は
、｢

藤
の
衣｣

が
山

伏
の
象
徴
で
あ
り
、
父
と
子
の
物
語
の
象
徴
で
あ
る
と
し
て
、
本
絵
巻

の
名
称
を

『
藤
の
衣
物
語
絵
巻』

と
命
名
し
た

(

５)

。
本
稿
で
は
、
伊
東
氏

に
従
い

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

の
名
称
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

前
半
部
は

｢

若
き
人｣

(
後
の
山
伏)

と
あ
そ
び
の
出
逢
い
と
別
れ

か
ら
始
ま
り
、
女
の
子
の
誕
生
、
あ
そ
び
の
死
、
女
の
子
が
太
政
大
臣

邸
に
引
き
取
ら
れ
る
ま
で
を
描
き
、
後
半
部
で
は
山
伏
が
登
場
し
、
あ

そ
び
の
娘
、
太
政
大
臣
邸
に
残
し
て
き
た
若
君
、
僧
正
の
妹
と
の
間
に

産
ま
れ
た
荒
験
者
と
い
う
、
山
伏
の
三
人
の
子
ど
も
と
の
邂
逅
に
始
ま

る
親
子
の
絆
の
確
認
あ
る
い
は
す
れ
違
い
が
描
か
れ
て
い
る
。

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

の
主
題
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
よ
う
に
伊
東

氏
は
父
と
子
の
物
語
と
み
て

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

と
命
名
し
た
。
は

た
し
て

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

は
父
と
子
の
物
語
と
み
て
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
前
半
部
で
あ
そ
び
の
娘
に
つ
い
て
描
き
、
後
半
部
で
は
山
伏

と
若
君
の
様
子
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
見
す
る
と
父
と

娘
を
中
心
と
し
た
物
語
と
、
父
と
息
子
を
中
心
と
し
た
物
語
の
二
つ
を

繋
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

を
一
つ
の
物
語
と
し
て
貫
く
テ
ー
マ
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
考
察

が
、
本
稿
の
主
要
な
課
題
で
あ
る
。

第
二
章

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

の
主
題
は
何
か

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

は
前
述
し
た
よ
う
に
、
前
半
部
は
あ
そ
び
の

娘
が
誕
生
し
父
方
に
引
き
取
ら
れ
る
ま
で
を
細
か
く
描
写
し
て
い
る
た

め
、
父
山
伏
と
あ
そ
び
の
娘
の
物
語
で
あ
る
と
し
、
神
田
氏
の
い
う
、

子
が
母
方
か
ら

｢

父
方
へ
帰
属
す
る
ま
で
を
描
く
型｣

の
物
語
と
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
一
方
、
後
半
部
は
山
伏
と
の
偶
然
の

再
会
後
、
ま
た
し
て
も
会
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
山
伏
を
想
う
若
君

の
描
写
が
多
い
た
め
、
父
山
伏
と
若
君
の
物
語
で
あ
る
と
し
、
同
じ
く

神
田
氏
の
い
う
、｢

父
の
失
踪｣

を
主
題
と
す
る
物
語
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
親
子
の
伴
に
つ
い
て
の
あ
そ
び
の
娘
と
若
君
そ

れ
ぞ
れ
の
描
写
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
見
方
に
は

疑
問
が
生
じ
る
。

第
一
節

あ
そ
び
の
娘
と
父

あ
そ
び
の
娘
が
父
に
つ
い
て
の
話
を
初
め
て
耳
に
す
る
の
は
、
父
方

で
あ
る
太
政
大
臣
邸
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
が
決
ま
り
、
使
い
の
者
が
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迎
え
に
来
た
際
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
そ
び
の
娘
の
美
し
さ
と
、
何
よ
り

行
方
知
れ
ず
と
な
っ
た

｢

若
き
人｣

の
面
影
を
は
っ
き
り
と
残
し
た
そ

の
姿
を
見
て
、
使
い
の
者
は
涙
を
流
す
。
さ
ら
に
、
あ
そ
び
の
死
後
そ

の
娘
を
育
て
て
き
た
長
者
が
、
こ
れ
ま
で
の
あ
そ
び
の
娘
の
境
遇
と
別

れ
の
寂
し
さ
を
語
り
、
こ
ち
ら
も
涙
を
流
す
。
こ
の
と
き
の
あ
そ
び
の

娘
の
様
子
は
、

君
も
目
を
す
り
て
、
ね
ぶ
た
げ
に
ま
ぎ
ら
は
し
給
へ
ば
、｢

御
殿

籠
れ｣

な
ど
、
尼
君
の
膝
に
か
き
伏
せ
ら
れ
て
、
は
か
な
く
寝
入

り
給
ひ
ぬ
。

と
描
か
れ
て
い
る
。
尼
君
と
は
、
あ
そ
び
の
娘
が
引
き
取
ら
れ
る
ま
で

の
数
ヶ
月
間
娘
の
側
に
仕
え
て
い
た
者
で
、
嵯
峨
の
入
道
太
政
大
臣

(

太
政
大
臣
の
父)

に
仕
え
て
い
た
過
去
が
あ
る
。
こ
の
と
き
あ
そ
び

の
娘
は
十
歳
ほ
ど
で
あ
る
。
年
齢
か
ら
し
て
、
自
ら
の
父
の
話
で
あ
る

と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
な
も
の
だ
が
、
父
に
つ
い
て
興
味
を
示

す
よ
う
な
描
写
は
な
い
。
娘
が
涙
を
流
し
て
い
た
理
由
も
、
長
者
の
語

り
の
後
に
娘
が
涙
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
長
者
と
の
別
れ

の
寂
し
さ
が
理
由
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
初
め
て
父
の
こ
と
を
耳
に

す
る
場
面
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
そ
び
の
娘
が
父
に
対
し
て
抱
く
想
い
を

読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
し
か
に
、
子
が
母
方

(

長
者)

か
ら

｢

父
方
へ
帰
属
す
る
ま
で
を
描
く
型｣

の
要
素
を
満
た
し
て
い
る
が
、

物
語
は
そ
こ
で
完
結
し
な
い
。

あ
そ
び
の
娘
と
父
山
伏
が
出
会
う
の
は
そ
れ
か
ら
四
、
五
年
の
こ
と

で
あ
る
。
娘
が
病
を
罹
っ
た
た
め
、
祖
母
宮
の
御
方

(｢

若
き
人｣

の

母)

は
娘
や
若
君
な
ど
を
連
れ
て
参
籠
し
て
い
た
。
訪
れ
た
寺
に
偶
然

居
合
わ
せ
た
二
人
の
山
伏
の
う
ち
の
一
人
が
、
娘
や
若
君
の
父
で
あ
り
、

祖
母
宮
の
御
方
の
息
子
で
あ
る
失
踪
し
た

｢

若
き
人｣

そ
の
人
で
あ
っ

た
。
娘
の
加
持
祈
�
を
こ
の
山
伏
が
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
と
き

娘
は
伏
せ
っ
て
い
た
と
描
か
れ
て
お
り
、
父
の
姿
を
目
に
し
た
可
能
性

は
低
い
。

物
語
で
は
こ
の
後
に
、
あ
そ
び
の
娘
と
山
伏
が
再
び
出
会
う
描
写
は

な
い
。
ま
た
、
娘
が
父
に
つ
い
て
語
る
描
写
も
見
ら
れ
ず
、
よ
う
や
く

父
へ
の
想
い
が
見
ら
れ
る
の
は
、
父
山
伏
が
亡
く
な
っ
て
の
ち
の
こ
と

で
あ
る
。
若
君
に
父
山
伏
を
探
す
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
た
あ
こ
丸
と
い

う
人
物
か
ら
、
あ
そ
び
の
娘
と
若
君
は
父
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を

伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
あ
そ
び
の
娘
が
、
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夢
か
や
、
さ
れ
ば
。
い
ま
だ
世
に
お
は
せ
ば
、
い
ま
一
度
と
こ
そ

思
ひ
念
じ
つ
れ
。
し
く
し
く
。

と
言
っ
て
悲
し
む
姿
が
画
中
詞
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
到
る
ま
で

の
あ
そ
び
の
娘
の
描
写
は
、
春
宮
の
女
御
と
な
り
、
二
人
の
皇
子
と
一

人
の
皇
女
を
産
み
、
中
宮
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
簡
単
に
描
く
の
み

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
あ
そ
び
の
娘
が
父
を
探
す
物
語
で

あ
る
と
は
言
い
難
い
。

第
二
節

若
君
と
父

で
は
、『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

に
お
い
て
父
探
し
を
行
っ
た
人
物
は

誰
か
。
そ
れ
は
若
君
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
若
君
の
母
親
は
父

｢

若

き
人｣

の
従
姉
妹
に
あ
た
る
女
性
で
あ
る
。
深
い
仲
と
な
っ
た
二
人
を

｢

若
き
人｣

の
父
太
政
大
臣
は
よ
く
思
わ
ず
、
そ
の
状
況
に
二
人
は
嘆

い
て
い
た
。
そ
ん
な
折
に
生
ま
れ
た
の
が
若
君
で
あ
る
。
し
か
し
、
状

況
は
好
転
せ
ぬ
ま
ま
母
が
死
亡
、
父
も
失
踪
し
、
一
人
残
さ
れ
た
若
君

は
祖
母
宮
の
御
方
の
も
と
で
育
て
ら
れ
た
。
若
君
は
、
幼
い
こ
ろ
に
父

と
別
れ
た
た
め
父
の
姿
を
覚
え
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
父
と
の
再
会
を

果
た
す
も
、
父
と
気
づ
か
ぬ
ま
ま
再
び
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

若
君
と
父
山
伏
の
再
会
は
、
あ
そ
び
の
娘
と
同
じ
く
参
籠
し
た
寺
で
の

こ
と
で
あ
る
。
父
山
伏
に
同
行
し
て
い
た
も
う
一
人
の
山
伏
と
宮
の
御

方
の
会
話
の
場
面
で
、
若
君
は
父
と
顔
を
合
わ
す
こ
と
に
な
る
。
若
君

は
父
山
伏
の
姿
を
見
て
次
の
よ
う
に
思
い
、
素
性
も
わ
か
ら
な
い
山
伏

に
親
し
み
を
感
じ
て
い
る
。

か
く
聞
く
人

(

も
う
一
人
の
山
伏)

よ
り
も
、
な
ど
や
ら
ん
、
行

方
も
知
ら
ぬ
、
あ
の
山
伏
の
、
よ
に
も
の
な
つ
か
し
く
、
あ
は
れ

に
お
ぼ
ゆ
る
。
い
か
な
る
人
な
ら
ん
。
か
や
う
に
て
過
ぐ
す
人
、

い
か
が
心
も
澄
む
ら
ん
。
う
ら
や
ま
し
や
、
な
ど
、
案
じ
ゐ
た
り
。

若
君
に
父
の
記
憶
は
無
い
な
が
ら
も
、
親
子
の
繋
が
り
を
感
じ
さ
せ

る
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
山
伏
は
、
も
う
一
人
の
山
伏
と
宮

の
御
方
の
会
話
か
ら
目
の
前
に
い
る
の
が
息
子
若
君
で
あ
る
と
知
り
、

一
人
前
に
な
っ
た
そ
の
姿
を
感
慨
深
く
思
う
が
、
自
ら
名
乗
る
こ
と
は

し
な
い
。
こ
の
後
、
山
伏
が
あ
そ
び
の
娘
の
加
持
祈
�
を
行
う
場
面
と

な
り
、
山
伏
や
若
君
た
ち
の
前
に
物
の
怪
が
出
現
す
る
。
物
の
怪
は
山

伏
に
対
し
、
泣
き
な
が
ら
次
の
よ
う
に
語
る
。
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君
を
ば
、
我
、
失
ひ
て
し
人
ぞ
か
し
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
ゆ
ゑ
、
か

く
尊
き
人
と
も
な
り
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
そ
の
結
縁
と
な
り
て
、
か
く

め
ぐ
り
あ
ひ
き
こ
え
て
、
読
み
給
ふ
御
経
の
声
を
も
聞
き
つ
る
に
、

罪
軽
み
て
、
仏
道
近
く
な
り
ぬ
。
我
が
子
を
世
に
あ
ら
せ
ん
と
せ

し
心
ざ
し
に
、
は
か
り
し
こ
と
な
れ
ど
、
か
か
る
心
し
あ
れ
ば
、

い
か
で
か
よ
く
も
あ
ら
ん
。
は
か
ば
か
し
く
も
あ
ら
で
、
亡
せ
に

き
。
君
の
御
末
こ
そ
、
道
理
の
ま
ま
に
栄
え
給
ふ
べ
け
れ
ば
、
こ

の
姫
君
も
国
の
親
と
も
な
り
給
ふ
べ
け
れ
ば
、
い
と
く
ち
を
し
く

て
さ
ま
た
げ
き
こ
え
ん
と
し
つ
れ
ど
、
対
面
た
ま
は
り
ぬ
れ
ば
、

恥
づ
か
し
く
て
去
ぬ
る
な
り
。
同
じ
く
は
仏
道
な
し
果
て
給
ひ
て

よ
。
ま
た
、
こ
の
御
あ
た
り
へ
さ
ら
に
ま
う
で
じ
。

こ
の
物
の
怪
の
正
体
は
、
太
政
大
臣
の
三
人
の
妻
の
う
ち
の
一
人
、

大
臣
殿
の
御
方
の
死
霊
で
あ
る
。
大
臣
殿
の
御
方
の
子
息
は
、
若
き
人

と
同
い
年
で
、
月
違
い
の
弟
で
あ
っ
た
。
我
が
子
を
嫡
子
に
と
い
う
大

臣
殿
の
御
方
の
思
い
か
ら
後
継
者
争
い
が
勃
発
し
、
こ
れ
が
原
因
で
若

き
人
は
失
踪
し
、
山
伏
と
な
っ
た
。
大
臣
殿
の
御
方
の
思
い
ど
お
り
に

そ
の
子
息
が
嫡
子
と
な
っ
て
、
三
位
中
将
に
ま
で
昇
っ
た
が
、
重
い
疱

瘡
を
患
っ
て
死
亡
す
る
。
そ
れ
に
続
く
よ
う
に
大
臣
殿
の
御
方
も
死
亡

し
た
。

物
の
怪
が
泣
き
な
が
ら
語
っ
た
内
容
に
周
囲
の
者
た
ち
は
ざ
わ
つ
き

だ
す
。
太
政
大
臣
の
家
の
者
た
ち
で
あ
る
た
め
、
大
臣
殿
の
御
方
の
策

謀
で
後
継
者
争
い
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
姫
君

(

あ
そ
び
の
娘)

と
若
君
が
若
き
人
の
子
ど
も
で
あ
る
こ

と
は
、
こ
れ
以
前
の
場
面
で
語
ら
れ
て
い
る
。
人
々
の
な
か
に
、
あ
の

山
伏
は
い
っ
た
い
誰
だ
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
画
中
詞
で
は
、｢

あ
の

山
伏
は
誰
な
の
か｣

と
問
う
宮
の
御
方
に
対
し
て
、｢

あ
な
た
の
息
子

だ｣

と
物
の
怪
が
返
し
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
宮
の
御
方
は
山
伏
を

一
目
見
た
時
か
ら
我
が
子
で
あ
る
と
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
の
か
と
い

う
疑
問
が
生
じ
る
が
、
物
語
は
そ
の
こ
と
に
は
触
れ
ず
、
こ
の
よ
う
に

展
開
し
て
い
る
。
皆
が
夢
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
な
思
い
で
呆
然
と
す

る
な
か
、
詞
書
に
よ
れ
ば
、
山
伏
は
若
君
に

｢

笛
だ
つ
も
の｣

を
残
し

て
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
出
来
事
が
あ
っ
て
、
若
君
は

あ
の
山
伏
が
自
ら
の
父
で
あ
る
と
感
じ
、
父
に
思
い
を
寄
せ
る
描
写
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
以
降
、
父
山
伏
と
会
う
こ
と
の
な
か
っ
た
あ
そ
び
の
娘
と
は
違

い
、
若
君
は
も
う
一
度
父
の
姿
を
目
に
す
る
機
会
が
あ
る
。
祖
父
太
政

大
臣
が
亡
く
な
り
、
供
養
の
た
め
に
高
野
山
へ
登
り
、
奥
の
院
に
参
詣
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し
た
若
君
は
、
そ
の
夜
い
つ
も
以
上
に
強
く
父
に
思
い
を
は
せ
て
い
た
。

す
る
と
経
を
読
む
声
が
聞
こ
え
、
ど
こ
か
親
し
み
を
感
じ
る
。
声
の
人

物
が
近
く
を
通
り
過
ぎ
る
の
を
見
る
と
、
そ
の
雰
囲
気
は
ま
さ
し
く
か

の
山
伏
の
も
の
で
あ
っ
た
。
急
い
で
外
に
出
た
若
君
を
見
た
山
伏
は
、

ま
た
し
て
も
ど
こ
へ
と
も
な
く
消
え
て
し
ま
う
。
あ
こ
丸
に
命
じ
て
父

を
探
し
続
け
て
い
た
が
、
結
局
こ
れ
が
父
山
伏
を
見
た
最
後
と
な
っ
て

し
ま
う
。

父
山
伏
に
思
い
を
は
せ
る
と
き
の
若
君
は
、
涙
を
流
す
姿
で
描
か
れ

る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
父
と
会
う
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
、
あ
そ
び
の
娘
よ
り
も
強
い
思
い
を
父
に
抱
い
て
い
る
と
読
み

取
れ
る
。
あ
そ
び
の
娘
と
若
君
の
、
父
山
伏
へ
の
思
い
が
見
ら
れ
る
描

写
に
明
ら
か
に
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
体
を
通
し
て
物
語
の
中
心
人

物
は
山
伏
と
若
君
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
前
提
に
物
語
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
あ
そ
び
の
娘

を
主
人
公
と
し
て
い
る
と
見
え
て
い
た
前
半
は
、
実
は
娘
を
見
た
人
々

が
、
失
踪
す
る
前
の
若
き
人
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
る
描
写
が
多
い
こ

と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
す
る
と
、
前
半
は
あ
そ
び
の
娘
を
介

し
て
、
若
き
人
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
を
読
み
手
に
伝
え

る
役
割
を
持
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
半
と
の
つ
な

が
り
を
見
て
も
、
若
き
人
の
人
物
像
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
後
半
に
入
り
、

若
き
人

(

こ
の
と
き
は
山
伏)

の
視
点
で
始
ま
る
た
め
、
物
語
の
流
れ

が
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
。
さ
ら
に
、
後
半
で
あ
そ
び
の
娘
の
描
写
が
減
り
、

代
わ
り
に
若
君
の
描
写
が
増
え
た
こ
と
も
、
そ
も
そ
も
が
山
伏
と
若
君

の
物
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
納
得
が
い
く
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、『

藤

の
衣
物
語
絵
巻』

は
父
山
伏
と
息
子
若
君
を
中
心
と
し
た
物
語
で
あ
り
、

父
方
に
い
た
子
を
残
し
て
父
が
失
踪
し
て
し
ま
う
型
の
物
語
で
あ
る
と

考
え
る
。

第
三
節

荒
験
者
と
父

若
君
は
物
語
の
中
心
人
物
で
あ
り
、
あ
そ
び
の
娘
は

｢

若
き
人｣

の

人
物
像
を
示
す
役
割
を
持
つ
な
ら
ば
、
三
人
目
の
子
荒
験
者
は
ど
の
よ

う
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は

｢

山
伏｣

の
姿
を
伝
え
る
役

割
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

山
伏
が
あ
そ
び
の
娘
の
加
持
祈
�
を
行
っ
た
年
の
夏
、
帝
が
病
に
か

か
る
。
験
者
た
ち
に
祈
祷
さ
せ
る
も
一
向
に
良
く
な
ら
ず
、
国
中
に
不

安
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
阿
闍
梨
か
ら
、
最
近
修
行
を
積
ん
で
出

て
き
た
荒
験
者
が
い
る
の
で
試
し
て
み
て
は
ど
う
か
と
提
案
が
あ
り
、

荒
験
者
を
呼
び
寄
せ
た
。
荒
験
者
は
加
持
祈
�
に
よ
っ
て
帝
の
病
を
治
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し
、
帝
は
そ
の
霊
験
の
高
さ
を
評
価
し
て
、
荒
験
者
に
僧
都
の
位
を
授

け
た
。
こ
れ
が
荒
験
者
が
初
め
て
登
場
す
る
場
面
で
あ
る
。

帝
は
荒
験
者
の
師
で
あ
る
僧
正
を
呼
び
寄
せ
、
霊
験
が
高
い
だ
け
で

な
く
、
心
づ
か
い
や
立
ち
居
振
る
舞
い
ま
で
も
が
立
派
で
あ
る
荒
験
者

は
、
一
体
誰
の
子
な
の
か
と
質
問
す
る
。
こ
れ
に
対
し
僧
正
は
、｢

は
っ

き
り
申
し
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い｣

と
前
置
き
を
し
て
、
荒
験
者
の

誕
生
に
つ
い
て
話
し
始
め
た
。
荒
験
者
の
父
は
、
僧
正
が
修
行
を
し
て

い
た
頃
に
出
会
っ
た
人
で
、
出
家
の
望
み
が
強
か
っ
た
が
、
出
家
姿
に

変
え
が
た
く
、
ど
う
に
か
こ
の
世
に
思
い
と
ど
ま
っ
て
く
れ
な
い
か
と

思
い
、
妹
と
一
緒
に
住
ま
わ
せ
た
が
、
跡
形
も
な
く
消
え
て
し
ま
っ
た
。

形
見
と
し
て
荒
験
者
が
妹
の
も
と
に
生
ま
れ
、
自
ら
大
事
に
育
て
て
き

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
僧
正
が
前
置
き
し
た
通
り
、
荒
験
者
の
父
が

誰
で
あ
る
か
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。｢

と
も
に
暮
ら
し
て
い
た
間
に
ど

の
よ
う
な
家
柄
の
者
か
聞
か
な
か
っ
た
の
か｣

と
の
帝
か
ら
の
問
に
、

｢

居
つ
か
せ
た
い
と
思
っ
て
、
し
つ
こ
く
尋
ね
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た｣

と
僧
正
は
答
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
話
を
聞
い
て
い
た
女
房
た
ち
が
、

僧
都

(

荒
験
者)

の
容
姿
が
中
納
言

(

若
君)

と
似
て
い
る
と
話
し
て

お
り
、
荒
験
者
の
父
が
若
君
た
ち
と
同
じ
く

｢

若
き
人｣

で
あ
る
と
匂

わ
せ
る
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
物
語
を
す
べ
て
読
む
と
、
こ
の
場
面
が

荒
験
者
の
誕
生
が
語
ら
れ
る
と
と
も
に
、
父
山
伏
が

｢

若
き
人｣

か
ら

｢

山
伏｣

に
な
る
直
前
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

荒
験
者
は
、
若
君
や
あ
そ
び
の
娘
と
違
い
、
父
が
山
伏
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
荒
験
者
が
幼
い
こ
ろ
に
父
山
伏
と
再
会
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
荒
験
者
は
幼
い
こ
ろ
、
天
狗
の
よ
う
な
も
の
に
連

れ
去
ら
れ
山
中
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
。
偶
然
出
く
わ
し
た
山
伏
が
加

持
祈
�
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
山
王
権
現
が
現
れ
、
二
人
が
親
子
で
あ
る

こ
と
を
伝
え
た
。
し
か
し
、
父
山
伏
は
荒
験
者
を
息
子
と
知
り
な
が
ら

も
、
同
じ
場
所
に
は
留
ま
ら
ず
、
そ
の
後
は
修
行
中
に
偶
然
出
会
う
の

み
で
あ
っ
た
と
荒
験
者
は
語
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
父
が
山

伏
で
あ
る
と
知
っ
た
荒
験
者
だ
が
、
父
の
出
家
前
の
姿
に
つ
い
て
は
何

も
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
物
語
の
最
終
場
面
で
わ
か
る
。

物
語
の
最
終
場
面
は
若
君
と
荒
験
者
が
父
に
つ
い
て
語
り
合
う
と
い

う
も
の
で
、
こ
こ
で
荒
験
者
は
若
君
に
次
の
よ
う
に
語
る
。

ま
か
り
も
む
か
ひ
候
ふ
。
ま
た
、
ま
さ
し
く
山
王
の
御
託
候
ひ
し

う
へ
は
、
か
れ
も
あ
ら
が
ひ
所
な
く
、
あ
は
れ
に
も
思
は
れ
て
候

ひ
し
か
ど
も
、
誰
と
い
ふ
こ
と
を
う
け
た
ま
は
り
ひ
ら
き
候
は
ざ

り
つ
る
に
、
邪
気
の
申
し
候
ひ
し
こ
と
も
、
今
こ
そ
思
ひ
あ
は
せ
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ら
れ
候
へ
。

｢

邪
気
の
申
し
候
ひ
し
こ
と｣

と
は
、
こ
れ
よ
り
前
の
場
面
、
中
宮

(

あ
そ
び
の
娘)
が
皇
女
を
出
産
後
、
容
態
が
悪
化
し
た
た
め
僧
都

(

荒
験
者)

が
加
持
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
描
か
れ
て
い
る
。
僧
都
が
加

持
を
す
る
と
物
の
怪
が
現
れ
る
。
物
の
怪
は
泣
き
な
が
ら
次
の
よ
う
に

言
う
。な

が
く
こ
の
御
あ
た
り
に
ま
う
で
じ
、
と
聞
こ
え
し
か
ど
、
昔
、

意
趣
深
く
思
ひ
き
こ
え
し
御
末
の
み
、
か
く
あ
や
に
く
に
栄
え
給

ふ
を
見
る
が
心
憂
き
に
、
ひ
ま
を
う
か
が
ひ
つ
る
な
り
。
こ
の
后

宮
、
中
納
言
殿
な
ど
こ
そ
あ
ら
め
、
こ
の
僧
都
さ
へ
、
こ
と
人
に

や
お
は
す
る
。
人
こ
そ
知
ら
ね
ど
、
同
じ
野
の
ゆ
か
り
の
草
の
み
、

栄
え
給
ふ
め
れ
ば
、
さ
る
た
び
に
は
、
我
を
の
み
、
う
た
て
あ
り

て
人
の
言
う
な
ん
、
悪
心
の
や
む
世
な
き
に
、
初
瀬
に
て
対
面
聞

こ
え
し
人
も
、
な
ほ
ざ
り
な
ら
ず
と
ぶ
ら
ひ
給
へ
ば
、
は
る
か
に

浮
か
み
ぬ
れ
ど
、
い
ま
だ
折
々
の
炎
を
、
え
さ
ま
さ
ぬ
な
ん
苦
し

き
に
、
こ
の
御
ゆ
か
り
に
の
み
か
く
恥
を
か
く
よ
。

こ
の
物
の
怪
の
正
体
は
、
父
山
伏
が
あ
そ
び
の
娘
の
加
持
祈
�
を
行
っ

た
と
き
に
出
て
き
た
物
の
怪
と
同
じ
、
大
臣
殿
の
御
方
の
死
霊
で
あ
る

こ
と
が
最
初
の
文
を
見
る
と
わ
か
る
。
僧
都
は
物
の
怪
の
言
葉
を
不
思

議
に
思
っ
て
聞
い
て
い
た
が
、
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
り
、
驚
き
急
い

で
物
の
怪
を
封
じ
込
め
た
。
こ
の
物
の
怪
の
言
葉
を
荒
験
者
は
気
に
な
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
追
求
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
荒

験
者
は
父
山
伏
の
最
期
を
看
取
っ
て
い
る
が
、
若
君
と
語
り
合
う
場
面

で
、｢

邪
気
の
申
し
候
ひ
し
こ
と
も
、
今
こ
そ
思
ひ
あ
は
せ
ら
れ
候
へ
。｣

と
言
っ
て
い
る
た
め
、
最
後
ま
で
父
に
直
接
素
性
を
聞
く
こ
と
は
し
な

か
っ
た
の
だ
と
読
み
取
れ
る
。

父
山
伏
と
再
会
す
る
も
す
ぐ
に
別
れ
、
物
の
怪
の
言
葉
は
追
求
せ
ず
、

｢

若
き
人｣

の
情
報
を
得
る
機
会
を
荒
験
者
は
す
べ
て
逃
し
て
い
る
。

荒
験
者
に

｢

若
き
人｣

の
情
報
を
入
れ
ず
、｢

若
き
人｣

に
つ
い
て
知

る
若
君
や
あ
そ
び
の
娘
と
違
い
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、
荒
験
者
を

｢

山

伏｣

の
情
報
を
持
つ
も
の
に
位
置
づ
け
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

小
括

『
藤
の
衣
物
語
絵
巻』

は
、
若
君
に
よ
る
父
探
し
の
物
語
で

あ
り
、｢

父
の
失
踪｣

を
主
題
と
し
た
物
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
れ
は
三
人
の
子
の
役
割
と
物
の
怪
の
存
在
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

三
人
の
子
が
そ
れ
ぞ
れ
に
父
の
姿
を
伝
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と

は
、
す
で
に
考
察
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
物
語
の
主
軸
で
あ

る
父
探
し
の
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
の
は
物
の
怪
で
あ
る
。
父
の
こ
と

を
覚
え
て
い
な
い
若
君
は
、
物
の
怪
の
言
葉
か
ら
山
伏
が
父
で
あ
る
と

知
る
ま
で
、
父
に
思
い
を
は
せ
る
姿
は
見
ら
れ
な
い
。
物
の
怪
に
よ
っ

て
山
伏
が
父
だ
と
知
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
若
君
が
父
探
し
を
行
う
こ

と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
二
度
目
に
物
の
怪
が
登
場
す

る
と
き
は
、
荒
験
者
に
若
君
や
あ
そ
び
の
娘
と
父
が
同
じ
で
あ
る
こ
と

を
伝
え
て
い
る
。
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
荒
験
者
は
す
ぐ
に
物
の
怪
を
封

じ
、
修
行
に
出
て
い
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
荒
験
者
が
修
行

に
出
て
い
な
け
れ
ば
、
父
山
伏
の
最
期
を
看
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
う
な
れ
ば
、
父
の
最
後
を
知
る
者
が
い
な
く
な
り
、
物
語
と
し
て
終

わ
り
が
み
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

物
の
怪
の
存
在
は
、
物
語
の
展
開
を
握
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
人
の
子
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
を
持
た
せ
、
物
の
怪
に
よ
っ
て
物
語
を

展
開
さ
せ
る
こ
と
で
、｢

若
き
人｣

と

｢

山
伏｣

の
二
つ
の
情
報
が
揃

い
、
父
の
存
在
感
を
読
み
手
に
印
象
づ
け
、
父
の
人
生
が
あ
っ
て
こ
そ

三
人
の
子
の
栄
達
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

は
強
く
押
し
出
す
構
成
と
な
っ
て
い
る
と
察
せ
ら
れ
る
。

第
三
章

中
世
期
の
親
子
観

中
世
期
の
物
語
は
、
家
父
長
的
社
会
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。『

藤

の
衣
物
語
絵
巻』

で
は
、
父
が
あ
っ
て
こ
そ
子
の
栄
達
が
あ
る
の
だ
と

い
う
父
の
存
在
の
大
き
さ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
父

の
存
在
感
や
絶
対
性
は
、
同
じ
中
世
期
に
お
い
て
も
物
語
の
成
立
し
た

時
代
ご
と
で
違
い
が
み
ら
れ
る
。
物
語
に
み
え
る
家
父
長
的
意
識
は
時

代
ご
と
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
た
の
か
。
以
下
に
、
平
安
時
代
後

期
に
成
立
し
た

｢

高
藤
内
大
臣
語
第
七｣

(『

今
昔
物
語
集』)

か
ら
、

鎌
倉
時
代
成
立
の

『

住
吉
物
語』

と

『

雫
に
に
ご
る』

、
最
後
に
室
町

時
代
成
立
の

『

小
敦
盛』

(

御
伽
草
子)

を
取
り
上
げ
、
各
物
語
の
親

子
の
別
離
や
再
会
の
描
写
か
ら
、
時
代
ご
と
の
親
子
観
に
つ
い
て
の
考

察
に
視
点
を
お
き
つ
つ
、
順
次
検
討
を
加
え
る
。

第
一
節

｢

高
藤
内
大
臣
語
第
七｣

(『

今
昔
物
語
集』)

『

今
昔
物
語
集』

巻
二
十
二

｢

高
藤
内
大
臣
語
第
七｣

は
恋
愛
色
の
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強
い
物
語
で
あ
る
が
、
離
れ
て
い
た
父
と
娘
が
対
面
す
る
場
面
が
描
か

れ
て
い
る
。
高
藤
が
十
五
、
六
歳
の
こ
ろ
、
鷹
狩
り
に
出
か
け
る
と
、

急
に
雨
が
降
り
、
風
が
強
く
、
雷
も
鳴
っ
て
い
た
た
め
、
馬
を
走
ら
せ

近
く
の
家
で
雨
宿
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
家
主
の
男
に
案
内
さ
れ

中
に
入
る
と
、
年
の
こ
ろ
十
三
、
四
く
ら
い
の
美
し
い
女(

家
主
の
娘)

が
い
た
。
夜
も
ふ
け
て
寝
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
女
が
気
に
な
っ
て
仕

方
が
な
い
の
で
、｢

一
人
で
寝
る
の
は
心
も
と
な
い｣

と
い
っ
て
女
を

呼
び
よ
せ
、
二
人
は
契
り
を
交
わ
し
た
。
朝
に
な
っ
て
出
立
の
と
き
を

迎
え
る
と
、
高
藤
は
女
に
太
刀
を
渡
し
、

此
れ
を
形
見
に
置
き
た
れ
、
祖
、
心
浅
く
し
て
男
な
ど
合
す
と
も
、

努
ゝ
人
に
見
す
る
事
な
せ
そ

と
言
い
残
し
て
出
立
し
た
。
京
の
家
に
帰
る
と
、
心
配
し
た
父
親
に
よ
っ

て
鷹
狩
り
な
ど
の
出
歩
き
を
禁
じ
ら
れ
、
女
に
会
い
に
い
く
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
長
い
年
月
を
経
て
、
よ
う
や
く
女
の
家
を

訪
ね
る
と
、
家
主
の
男
は
泣
き
た
く
な
る
ほ
ど
に
喜
ん
で
高
藤
を
迎
え

る
。
家
に
入
る
と
、
以
前
よ
り
少
し
背
丈
が
伸
び
、
さ
ら
に
美
し
く
な
っ

た
女
が
い
た
。
女
の
傍
に
は
五
、
六
歳
ほ
ど
の
女
の
子
が
い
る
。
こ
こ

か
ら
父
と
娘
の
出
会
い
の
場
面
が
描
か
れ
る
。
そ
の
記
述
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

｢

此
れ
は
誰
そ｣

と
問
給
へ
ば
、
女
う
つ
ふ
し
て
泣
く
に
や
有
ら

む
と
見
ゆ
、
墓
ゝ
し
く
答
ふ
る
事
も
无
け
れ
ば
、
心
も
不
得
で
、

父
の
男
を
呼
べ
ば
出
来
て
、
前
に
平
が
り
居
た
り
。
君
の
宣
は
く
、

｢

此
の
有
る
児
は
誰
そ｣

と
。
父
答
て
云
く
、｢

一
と
せ
御
ま
し
た

り
し
に
、
其
の
後
、
人
の
當
り
に
罷
寄
る
事
も
不
候
ず
。
本
よ
り

も
幼
く
候
し
者
な
れ
ば
、
人
の
當
り
に
寄
る
事
も
不
候
ざ
り
し
に
、

御
ま
し
て
候
ひ
し
程
よ
り
懐
任
し
候
て
、
産
て
候
ふ
に
な
む｣

と
。

此
れ
を
聞
く
に
、
極
て
哀
れ
に
悲
く
て
、
枕
上
の
方
を
見
れ
ば
、

置
し
大
刀
有
り
。
然
ば
、｢

此
く
深
き
契
も
有
け
り｣

と
思
ふ
に
、

弥
よ
哀
に
悲
き
事
无
限
し
。
此
の
女
子
を
見
れ
ば
、
我
が
形
に
似

た
る
事
、
露
許
も
不
違
ず
。

高
藤
の
娘
は
、
こ
の
あ
と
母
と
共
に
高
藤
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
る
。

高
藤
が
出
世
し
大
納
言
に
な
る
と
、
娘
は
宇
多
院
の
女
御
と
な
り
、
そ

の
後
、
醍
醐
天
皇
の
母
と
な
っ
た
。

こ
の
物
語
の
高
藤
の
娘
の
境
遇
は
、『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

の
あ
そ
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び
の
娘
の
境
遇
と
よ
く
似
て
い
る
。
成
立
年
代
が

｢

高
藤
内
大
臣
語
第

七｣
の
ほ
う
が
早
い
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
物
語
を
踏
ま
え
て

『

藤
の
衣

物
語
絵
巻』
が
作
り
出
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(

６)

。

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

と
の
違
い
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
母
が
存
命

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

で
は
、
三
人
の

子
の
母
は
全
員
早
く
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
高
藤
の
娘
の
母

は
自
ら
娘
を
育
て
、
高
藤
と
の
再
会
後
、
二
人
の
男
子
を
産
ん
で
い
る
。

『

今
昔
物
語
集』

が
成
立
し
た
平
安
後
期
は
、
鎌
倉
時
代
ほ
ど
女
性
の

力
は
弱
ま
っ
て
お
ら
ず
、
物
語
で
も
子
ど
も
の
成
長
に
お
い
て
は
父
と

母
の
力
の
差
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
二
人
の
男
子
を
産
ん
で
い

る
こ
と
か
ら
、
家
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
跡
継
ぎ
を
産
む
と
い
う｢

家｣

に
入
っ
た
女
性
の
役
割
が
、
す
で
に
人
々
の
意
識
の
な
か
に
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
高
藤
が
太
刀
を
渡
し
た
際
に
、
他
の
男
に
会
わ

な
い
よ
う
言
い
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
女
性
へ
の
貞
操
観
の
強
制
が

見
ら
れ
る
。
よ
っ
て
こ
の
物
語
か
ら
、
女
性
は
母
と
し
て
の
力
は
あ
る

も
の
の
、
妻
と
し
て
は
夫
に
従
属
す
る
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。

第
二
節

『

住
吉
物
語』

『

住
吉
物
語』

は
継
子
い
じ
め
の
物
語
と
い
わ
れ
る
作
品
で
あ
る
。

継
子
い
じ
め
の
物
語
は
、
十
世
紀
末
に
成
立
し
た

『

落
窪
物
語』

が
現

存
最
古
で
あ
る
と
さ
れ
、
ほ
か
に

『

小
夜
衣』

や

『

秋
月
物
語』

な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る
。『

住
吉
物
語』

の
原
作
は
、
十
世
紀
末
に
成
立
し
た

と
さ
れ
る
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
改
作
さ
れ
た
現
存
本
は
十
三
世
紀
中
頃

の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(

７)

。

こ
の
物
語
に
も
、
父
と
娘
の
再
会
が
描
か
れ
て
い
る
。
中
納
言
兼
左

衛
門
督
で
あ
る
人
に
は
、
二
人
の
妻
が
い
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
は
、

古
い
帝
の
娘
で
、
女
の
子
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
姫
君
が
八
歳
の
と
き
、

母
は
病
に
罹
り
死
ん
で
し
ま
い
、
姫
君
は
中
納
言
邸
に
引
き
取
ら
れ
た
。

こ
こ
か
ら
、
中
納
言
の
も
う
一
人
の
妻
に
よ
る
継
子
い
じ
め
が
始
ま
る

こ
と
に
な
る
。
つ
ら
い
日
々
を
送
る
姫
君
は
、
人
知
れ
ず
京
を
離
れ
る

決
意
を
し
、
父
中
納
言
に
す
ら
何
も
伝
え
ぬ
ま
ま
離
れ
て
し
ま
っ
た
。

時
が
経
ち
、
姫
君
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
四
位
の
少
将
が
、
住
吉
に
い

た
姫
君
を
見
つ
け
る
と
、
二
人
は
結
ば
れ
と
も
に
帰
京
す
る
。
し
か
し

中
納
言
一
家
に
そ
れ
を
知
ら
せ
ず
、
二
人
の
子
ど
も
が
七
歳
と
五
歳
に

な
っ
た
と
き
に
、
そ
の
お
祝
い
と
し
て
中
納
言
を
招
待
し
た
。
受
け
取
っ

た
引
き
出
物
が
、
か
つ
て
姫
君
が
幼
か
っ
た
こ
ろ
に
、
は
じ
め
て
着
せ
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た
袿
で
あ
る
と
気
づ
い
た
中
納
言

(

こ
の
と
き
は
大
納
言)

が
少
将
の

元
へ
行
き
、
そ
こ
で
父
と
娘
が
再
会
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
様

子
は
、姫

君
・
侍
従
、
母
屋
の
御
簾
の
内
よ
り
急
ぎ
出
で
て
、
涙
に
く
れ

て
物
を
だ
に
言
ひ
給
は
ね
ば
、
大
納
言
見
給
ひ
て
、
心
も
消
え
か

へ
り
、｢

こ
は
い
か
に｣
と
て
あ
き
れ
給
ひ
ぬ
。

と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
後
、
す
べ
て
の
事
実
を
知
っ
た
中
納
言
は
、

継
母
と
別
居
を
し
、
そ
の
継
母
は
自
ら
の
子
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
人
々

に
嫌
わ
れ
没
落
し
た
。
継
母
の
実
子
は
、
実
母
の
し
た
こ
と
を
知
り
泣

い
て
ば
か
り
い
た
が
、
幼
い
頃
か
ら
姫
君
と
親
し
か
っ
た
た
め
、
姫
君

の
も
と
へ
迎
え
ら
れ
た
。
こ
の
後
、
少
将
は
関
白
と
な
り
、
少
将
と
姫

君
の
娘
は
女
御
に
な
る
な
ど
、
一
族
は
繁
栄
し
た
。

継
子
い
じ
め
の
物
語
の
始
ま
り
が
十
世
紀
末
で
あ
る
と
す
る
と
、
ち
ょ

う
ど
父
権
の
高
ま
り
が
見
え
始
め
た
こ
ろ
と
重
な
る
。｢

家｣

の
な
か

で
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
た
女
性
た
ち
が
、
力
を
発
揮
で
き
る
の
は
母
と

し
て
の
役
割
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
跡
継
ぎ
と
な
る
男
子
を
産
む
こ
と

で
あ
る
が
、『

住
吉
物
語』

に
お
い
て
は
、
中
納
言
の
二
人
の
妻
の
ど

ち
ら
も
男
子
は
産
ん
で
い
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
い
か
に
自
身
の
娘
を

高
位
の
男
性
と
結
婚
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
力
の
入
れ
ど
こ
ろ
と

な
る
。
姫
君
の
母
は
亡
く
な
る
前
に
、
中
納
言
に
対
し
て
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。

｢

わ
れ
、
は
か
な
く
な
り
な
む
の
ち
、
こ
の
姫
君
の
こ
と
あ
わ
れ

な
れ
。
な
か
ら
む
跡
な
り
と
も
、
な
み
な
み
な
ら
む
有
様
さ
せ
給

ふ
な
よ
。
い
か
に
も
い
か
に
も
、
内
裏
へ
奉
り
給
へ
。
あ
の
姫
た

ち

(

も
う
一
人
の
妻
の
娘
た
ち)

に
お
ぼ
し
劣
ら
す
な
よ｣

も
う
一
人
の
妻
と
そ
の
娘
た
ち
の
こ
と
を
出
す
あ
た
り
に
、
強
く
意

識
し
、
負
け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
対
抗
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
う
一
人
の
妻
も
同
様
で
あ
る
。
美
し

く
育
っ
た
姫
君
に
、
右
大
臣
の
子
息
で
あ
る
四
位
の
少
将
が
手
紙
を
送
っ

て
い
る
と
知
る
と
、
少
将
の
手
紙
を
自
身
の
娘
で
あ
る
三
の
君
に
渡
し
、

返
事
を
書
か
せ
た
。
少
将
も
三
の
君
も
騙
さ
れ
て
い
る
と
知
ら
な
い
ま

ま
手
紙
の
や
り
と
り
を
続
け
、
つ
い
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

母
を
早
く
に
亡
く
し
て
い
て
も
子
が
美
し
く
立
派
に
育
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
子
の
成
長
に
母
の
存
在
が
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
い
こ
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と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
母
に
と
っ
て
は
子
の
存
在
と
そ
の
行
く
末
が

非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
母
の
愛
と
も
呼
べ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
嫉
妬
や
対
抗
心
が
入
り
交
じ
り
、
た
だ
純
粋
に
子

を
想
っ
て
の
行
動
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

第
三
節

『

雫
に
に
ご
る』

鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る

『

雫
に
に
ご
る』

は
、
前
半
部
が

脱
落
し
、
錯
簡
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
内
容
の
わ
か
ら
な
い
部
分
の
多
い

物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
残
さ
れ
た
部
分
に
父
と
息
子
の
別
離
の

描
写
が
み
ら
れ
る
た
め
こ
こ
に
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

中
納
言
は
自
分
の
こ
と
が
原
因
で
、
内
侍
督
が
帝
か
ら
離
縁
さ
れ
て

実
家
に
戻
っ
た
こ
と
を
悩
ん
で
い
た
。
内
侍
督
は
実
家
で
若
宮
を
出
産

し
、
若
宮
は
内
裏
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
を
嬉
し
く
感
じ
る
と
と
も
に
、

若
宮
に
会
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
悲
し
さ
を
感
じ
て
い
た
。
生
き
長

ら
え
る
気
持
ち
の
な
い
内
侍
督
は
、
薬
も
飲
ま
な
く
な
り
、
ほ
ど
な
く

し
て
亡
く
な
る
。
内
侍
督
へ
の
思
い
を
断
ち
切
れ
て
い
な
か
っ
た
帝
は
、

内
侍
督
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
を
聞
く
と
臥
し
て
し
ま
う
。
内

侍
督
の
兄
で
あ
る
宰
相
の
中
将
は
、
山
の
麓
で
火
葬
し
よ
う
と
す
る
が
、

こ
の
世
に
未
練
が
あ
る
よ
う
で
な
か
な
か
燃
え
尽
き
な
い
。
こ
れ
を
聞

い
た
帝
は
内
侍
督
へ
手
紙
を
書
き
、
さ
ら
に
、
内
侍
督
を
后
宮
に
す
る

と
の
宣
旨
を
授
け
た
。
帝
の
手
紙
を
煙
の
中
に
入
れ
る
と
、
内
侍
督
は

天
に
昇
っ
た
。
帝
は
、
つ
ら
く
儚
い
こ
の
世
を
捨
て
て
出
家
し
よ
う
と

考
え
、
中
宮
と
の
間
に
生
ま
れ
た
姫
宮
に
、
若
宮
を
子
ど
も
と
し
て
世

話
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
た
。
年
が
経
ち
、
帝
は
二
歳
に
な
っ
た
若
宮

を
春
宮
に
据
え
、
宰
相
の
中
将
の
官
位
を
少
し
ず
つ
上
げ
て
内
大
臣
に

し
た
。
譲
位
し
て
出
家
す
る
決
意
を
内
大
臣
に
伝
え
た
帝
は
、
春
宮
に

譲
位
し
、
内
大
臣
に
帝
が
幼
い
う
ち
は
一
品
の
宮

(

姫
宮)

と
相
談
し

て
後
見
す
る
よ
う
依
頼
し
た
。
出
家
後
、
院
は
人
に
姿
を
見
せ
ず
、
経

を
よ
ん
で
い
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
経
を
読
む
院
の
声
が
遠
く
な
り
、

遺
体
も
残
さ
ず
に
即
身
成
仏
し
て
し
ま
っ
た
。
一
品
の
宮
や
女
院

(

中

宮)

は
、
帝
を
見
る
と
院
の
面
影
を
思
い
出
し
、
よ
り
い
っ
そ
う
大
事

に
育
て
た
。

こ
の
物
語
は
、
帝
や
中
納
言
が
内
侍
督
を
思
う
気
持
ち
が
多
く
描
か

れ
て
お
り
、
子
の
親
探
し
の
描
写
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
親
子
の
絆
を

中
心
と
し
た
物
語
で
は
な
く
、｢

高
藤
内
大
臣
語
第
七｣

と
同
じ
く
恋

愛
色
が
強
い
物
語
で
あ
る
と
い
え
る
。
前
述
し
た

『

住
吉
物
語』

の
現

存
本
と
同
時
代
ご
ろ
の
成
立
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
の
物
語
は
、『

住

吉
物
語』
と
同
じ
く
母
を
早
く
に
亡
く
し
た
子
が
登
場
す
る
。
し
か
し
、
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『
雫
に
に
ご
る』

で
は
、
残
さ
れ
た
子
に
対
す
る
継
母
か
ら
の
い
じ
め

が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
継
母
で
あ
る
中
宮
に
は
、
大
事
に
育
て
て

い
こ
う
と
い
う
意
識
が
み
ら
れ
る
。
で
は
、
何
が
継
母
の
態
度
の
違
い

を
生
む
の
か
。
そ
れ
は
息
子
か
娘
か
の
違
い
に
あ
る
と
考
え
る
。
残
さ

れ
た
子
の
性
別
は
、『
住
吉
物
語』

で
は
女
子
で
、『

雫
に
に
ご
る』

で

は
男
子
で
あ
る
。『

住
吉
物
語』

の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
母
に

と
っ
て
重
要
な
の
は
跡
継
ぎ
と
な
る
男
子
を
産
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

は

｢

家｣

を
存
続
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。『

住
吉
物
語』

で
は
、
男
子

が
お
ら
ず
、
女
子
ば
か
り
で
あ
っ
た
た
め
、
自
身
の
娘
を
よ
り
良
く
し

よ
う
と
し
て
継
子
い
じ
め
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、『

雫
に
に
ご
る』

で
は
、
残
さ
れ
た
子
は
男
子
で
、
中
宮
が
産
ん
だ
子
は
女
子
で
あ
る
。

男
子
が
生
ま
れ
て
い
る
時
点
で
い
じ
め
る
理
由
が
な
く
、
む
し
ろ
継
子

で
あ
ろ
う
と
も

｢

家｣

を
継
ぐ
存
在
で
あ
り
、
か
つ
次
の
帝
と
な
る
子

で
あ
る
な
ら
ば
、
大
事
に
す
る
以
外
な
か
っ
た
の
で
は
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
い
か
に

｢

家｣

の
存
続
が
重
要
視
さ
れ
て
い

た
か
が
わ
か
り
、
ま
た
、｢

家｣

の
主
は
男
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
強

固
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

第
四
節

『

小
敦
盛』

(

御
伽
草
子)

御
伽
草
子
の

『

小
敦
盛』

と
い
う
物
語
で
は
、
他
の
物
語
と
違
い
、

母
と
息
子
の
再
会
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
の
谷
の
合
戦
で
討
た
れ
た
平

敦
盛
の
北
の
方
は
、
生
ま
れ
た
若
君
が
源
氏
方
に
見
つ
か
っ
て
は
危
険

と
思
い
、
泣
く
泣
く
一
乗
寺
下
り
松
に
捨
て
た
。
そ
の
と
き
、
た
ま
た

ま
通
り
か
か
っ
た
法
然
上
人
が
若
君
を
見
つ
け
、
法
然
上
人
の
も
と
で

育
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
八
歳
と
な
っ
た
若
君
が
同
じ
こ
ろ
の
子
ど

も
た
ち
と
遊
ん
で
い
る
と
、
あ
る
稚
児
に
、

父
母
も
な
き
孤
児
が
わ
れ
わ
れ
に
向
ひ
て
口
を
き
く
こ
と
よ
。
上

人
取
り
上
げ
さ
せ
給
ひ
て
こ
そ
、
か
く
は
あ
れ

と
言
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
若
君
は
父
母
が
い
な
い
こ
と
を
嘆
く
よ
う
に
な

る
。
見
か
ね
た
法
然
上
人
が
、
説
法
を
催
し
、
若
君
の
こ
と
を
語
る
と
、

以
前
か
ら
説
法
の
聴
聞
に
来
て
い
た
女
が
名
乗
り
出
る
。
こ
の
女
こ
そ

若
君
の
母
・
北
の
方
で
あ
る
。

さ
る
ほ
ど
に
、
そ
の
聴
聞
の
中
よ
り
も
、
十
二
単
に
袴
着
た
る
女

房
の
、
容
顔
美
麗
な
る
が
出
で
給
ひ
て
、
物
を
ば
何
と
も
の
た
ま
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は
で
、
か
の
を
さ
あ
い
を
膝
に
か
き
乗
せ
、
は
ら
は
ら
と
泣
き
給

ふ
。
い
た
は
し
や
な
、
こ
の
若
君
、
容
顔
い
つ
く
し
く
ま
し
ま
し

し
が
、
御
嘆
き
に
や
つ
れ
給
ひ
、
御
目
の
う
ち
も
衰
へ
は
て
給
ひ

た
る
に
て
、
こ
の
上
�
を
見
給
ひ
て
、
た
が
ひ
に
声
も
惜
し
ま
ず

泣
き
給
う
。
上
人
も
こ
れ
を
御
覧
じ
て
、
椅
子
よ
り
こ
ぼ
れ
落
ち
、

落
涙
し
給
ふ
ぞ
あ
は
れ
な
る
。
聴
聞
の
人
々
も
袖
を
濡
ら
さ
ぬ
は

な
か
り
け
り
。

こ
の
よ
う
に
し
て
母
と
の
再
会
を
果
た
し
た
若
君
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
物
語
は
終
わ
ら
な
い
。
親
子
の
再
会
を
描
い
た
物
語
は
、
一
般
に
再

会
を
果
た
し
た
後
、
そ
の
一
族
が
栄
達
を
つ
か
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
結

び
と
な
る
。
し
か
し
こ
の

｢

小
敦
盛｣

で
は
、
母
と
の
再
会
後
、
父
を

思
っ
て
嘆
く
若
君
が
描
か
れ
る
。
若
君
は
、

願
は
く
は
、
父
御
の
御
遺
骨
に
な
り
と
も
、
ま
た
は
御
面
影
を
な

り
と
も
、
見
さ
せ
給
へ

と
言
い
、
賀
茂
の
明
神
に
祈
願
す
る
。
そ
の
と
き
夢
想
が
あ
り
、
生
田

の
小
野
へ
と
向
か
っ
た
。
若
君
が
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
ず
途
方
に

く
れ
て
い
る
と
、
御
堂
の
縁
側
を
歩
く
人
が
い
る
。
こ
れ
が
父
・
敦
盛

の
亡
霊
で
あ
る
。
目
の
前
に
い
る
の
が
父
と
は
知
ら
な
い
若
君
が
、
父

は
敦
盛
で
あ
る
と
語
る
と
、
我
が
子
で
あ
る
と
知
っ
た
敦
盛
の
亡
霊
は

涙
を
流
す
。
御
堂
に
若
君
を
引
き
入
れ
る
と
、
膝
を
枕
に
し
て
若
君
を

寝
か
せ
た
。
夢
の
な
か
で
若
君
を
慰
め
る
と
、

恋
ひ
恋
ひ
て
ま
れ
に
逢
ふ
夜
も
夢
な
れ
や

現
に
帰
る
身
に
し
あ
ら
ね
ば

と
書
き
置
く
。
若
君
は
父
に
会
え
た
こ
と
を
喜
ん
で
、
袖
を
つ
か
も
う

と
し
た
が
、
夢
が
覚
め
て
し
ま
い
、
辺
り
を
見
回
し
て
も
父
の
姿
は
な

か
っ
た
。
膝
だ
と
思
い
枕
に
し
て
い
た
場
所
に
は
、
膝
の
骨
が
苔
の
付

い
た
状
態
で
草
む
ら
に
埋
も
れ
て
い
た
。
悲
し
み
泣
き
な
が
ら
敦
盛
の

遺
骨
を
持
っ
て
帰
っ
た
若
君
は
、
こ
の
の
ち
母
と
と
も
に
出
家
し
、
物

語
は
終
わ
り
と
な
る
。

父
の
亡
霊
に
会
っ
て
か
ら
、
自
ら
の
今
後
の
人
生
を
決
め
て
い
る
た

め
、
こ
の
物
語
で
重
視
さ
れ
る
の
は
、
母
と
息
子
の
再
会
で
は
な
く
、

亡
霊
の
父
と
息
子
の
出
会
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
父
敦
盛
は
既
に
亡
く

な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
亡
霊
と
い
う
か
た
ち
で
も
っ
て
若
君
と
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の
出
会
い
を
可
能
に
し
て
お
り
、
母
だ
け
で
は
子
の
行
く
末
を
決
め
る

に
は
足
り
な
い
の
だ
と
考
え
る
。
子
の
人
生
の
な
か
で
父
の
存
在
が
ど

れ
ほ
ど
大
き
い
の
か
を
示
し
た
物
語
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
母

と
の
再
会
と
父
の
亡
霊
と
の
出
会
い
の
両
方
を
描
く
こ
と
で
、
よ
り
子

に
対
す
る
父
母
の
力
の
差
を
明
確
に
表
し
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
た
、

親
子
の
再
会
を
描
い
た
物
語
は
再
会
後
に
一
族
が
栄
達
を
つ
か
む
こ
と

が
一
般
で
あ
る
と
し
た
が
、
若
君
は
出
家
の
道
を
選
ん
だ
。
こ
れ
は
、

偉
大
な
父
が
も
は
や
存
在
し
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
夢
で
会
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
実
感
し
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
選
択
を
し
た
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

を
中
心
に
、｢

高
藤
内
大
臣
語
第

七｣

、『

住
吉
物
語』

、『

雫
に
に
ご
る』

、『

小
敦
盛』

の
親
子
の
別
離
と

再
会
に
つ
い
て
み
て
き
た
。

平
安
末
期
の
成
立
と
さ
れ
る

『

今
昔
物
語
集』

の

｢

高
藤
内
大
臣
語

第
七｣

で
は
、
父
も
母
も
生
き
て
お
り
、
鎌
倉
時
代
ほ
ど
父
母
の
力
に

差
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
女
性
へ
の
貞
操
観
の
強
制

は
見
ら
れ
、
少
し
ず
つ
父
権
が
強
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

で
は
、
山
伏
の
三
人
の
子
ど
も
た
ち
が
少
し

ず
つ
栄
達
を
掴
み
、
一
族
が
高
み
へ
と
の
ぼ
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
ま

た
、
父
山
伏
と
三
人
の
子
の
な
か
で
も
若
君
と
の
強
い
繋
が
り
を
描
き
、

跡
継
ぎ
の
男
子
で
あ
る
が
故
の
特
別
な
存
在
感
を
示
し
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

と
同
時
代
の
成
立
で
あ
る

『

住
吉
物
語』

と

『

雫
に
に
ご
る』

は
、『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

と
同
じ
く
母
を
早
く
に
亡

く
し
た
子
が
描
か
れ
、
子
の
成
長
に
お
け
る
母
の
存
在
は
重
視
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
残
さ
れ
た
子
が
女
子
で
あ
る

『

住
吉
物
語』

で
は
継

子
い
じ
め
が
あ
り
、
男
子
で
あ
る

『

雫
に
に
ご
る』

で
は
大
事
に
育
て

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
も

｢

家｣

の
継
承
者
で
あ
る

男
子
で
あ
る
が
故
の
存
在
感
が
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
、
室
町
時
代
に
成
立
し
た
御
伽
草
子
の

『

小
敦
盛』

は
、
母

と
息
子
の
再
会
も
描
い
て
い
る
が
、
序
章
に
過
ぎ
ず
、
本
当
に
伝
え
た

い
こ
と
は
父
の
亡
霊
と
出
会
う
場
面
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

父
の
亡
霊
と
出
会
う
こ
と
で
子
の
人
生
が
決
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
子
に

と
っ
て
重
要
な
の
は
父
の
存
在
で
あ
る
の
だ
と
示
し
、
父
母
の
子
へ
の

影
響
力
の
差
を
明
確
な
も
の
と
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
時
代
を
追
っ
て
順
に
物
語
に
お
け
る
親
子
関
係
を
見
て

い
く
と
、
少
し
ず
つ
家
父
長
的
意
識
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

特
に
鎌
倉
時
代
以
降
、
家
父
長
的
意
識
は
子
ど
も
の
父
母
に
対
す
る
想

い
の
差
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
物
語
の
中
の
子
ど
も
た
ち
は
、
母

が
い
な
く
と
も
立
派
に
育
ち
、
母
が
い
な
い
こ
と
を
嘆
き
ふ
さ
ぎ
込
ん

だ
り
す
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
父
が
い
な
い
と
会
い
た
い
と
願
い
、

父
を
想
っ
て
泣
く
様
子
が
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
父
が

｢

家｣

の

主
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
い
る
べ
き

｢

家｣

を
示
す
人
物
で
あ
る
か

ら
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
父
親
の
絶
対
的
な
力
は
、
婚
姻
形
態
が
妻

問
婚
か
ら
嫁
取
婚
へ
と
変
化
し
た
こ
と
で

｢
家｣

意
識
が
確
立
し
、
父

に
対
す
る
妻
と
子
の
従
属
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
。

最
後
に
再
度

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

に
立
ち
帰
っ
て
、
こ
の
物
語
に

お
け
る
笛
に
つ
い
て
の
考
察
を
述
べ
て
稿
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

詞
書
に
記
さ
れ
た
、
父
山
伏
か
ら
若
君
へ
送
ら
れ
た｢

笛
だ
つ
も
の｣

の

｢

〜
だ
つ｣

は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉

で
あ
る
た
め
、｢

笛

(

の
よ
う)

に
な
る
も
の｣

と
い
う
表
現
と
な
っ

て
い
る

(

８)

。
そ
も
そ
も
何
故
、
笛
を
子
に
渡
す
と
い
う
場
面
で
笛
と
断
定

せ
ず
、
こ
の
よ
う
な
ぼ
か
し
た
表
現
が
用
い
ら
れ
た
の
か
。｢

笛
だ
つ

も
の｣

に
関
し
て
は
、
詞
書
の
う
ち
に
は
他
に
記
述
が
み
ら
れ
な
い
。

詞
書
の
成
っ
た
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
物
語
に
お
い
て

｢

笛
だ

つ
も
の｣

は
、
〈
父
と
は
知
る
こ
と
の
な
い
若
君
を
、
父
た
る
山
伏
へ

と
引
き
寄
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
も
の
〉
と
い
う
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し

て
の
役
割
を
以
て
登
場
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
対
応
す
る
詞
書
が
存
在
し
な
い
絵
の
画
中
詞
の
う
ち
に

は
、
い
く
つ
か
に

｢

笛
だ
つ
も
の｣

に
関
す
る
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。

ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵
本
の
絵
で
は
、
尼
の
よ
う
な
人
物
と
女
性

が
笛
の
音
を
聞
き
、
近
く
に
い
た
山
伏
に
誰
が
吹
い
た
の
か
と
尋
ね
る

場
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
笛
の
主
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

伊
東
氏
は
、
女
性
が
山
伏
に
親
し
み
を
覚
え
、
山
伏
も
ま
た
女
性
に
対

し
、｢

お
の
づ
か
ら
見
し
人
に
て
や
あ
る
ら
ん
、
と
思
へ
ど
、
さ
し
て

誰
と
も
お
ぼ
え
ず
。｣

(

画
中
詞)

と
感
じ
て
い
る
さ
ま
か
ら
、
こ
の
絵

の
女
性
と
山
伏
は
、
あ
そ
び
の
娘
と
父
山
伏
で
は
な
い
か
と
考
察
し
て

い
る
。
さ
ら
に
同
館
蔵
本
に
は
別
に
、
山
の
中
の
建
物
で
二
人
の
女
性

が
偶
然
耳
に
し
た
笛
の
音
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
絵
が
あ
り
、
こ
れ
ら

二
つ
の
絵
で
笛
を
吹
い
た
の
は
父
山
伏
で
は
な
い
か
と
し
、
若
君
に
渡

し
た
笛
が
父
山
伏
の
愛
用
品
で
あ
る
と
わ
か
る
絵
だ
と
述
べ
て
い
る

(

９)

。
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笛
を
吹
い
た
の
が
父
山
伏
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
若
君
に
渡
す
前
の
こ
と

に
な
る
た
め
、
物
語
の
前
半
部
と
後
半
部
の
間
に
位
置
す
る
絵
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

細
見
美
術
館
蔵
本
の
絵
に
も
笛
の
描
写
が
あ
る
。
そ
れ
は
祖
母
宮
の

御
方
の
父
の
法
事
の
場
面
で
あ
る
。
画
中
詞
に
よ
る
と
、
別
室
で
若
君

が
叔
父
に
、
行
方
知
れ
ず
の
父
と
思
わ
れ
る
人
に
会
っ
た
と
語
る
。
叔

父
が
ど
う
し
て
そ
う
思
っ
た
の
か
と
問
う
と
、
若
君
は

｢

�
丸｣

を
私

に
く
れ
た
か
ら
だ
と
答
え
て
い
る
。｢

�
丸｣

と
い
う
笛
の
名
は
こ
の

場
面
の
画
中
詞
で
唐
突
に
登
場
し
、
父
が

｢

�
丸｣

と
い
う
笛
を
持
っ

て
い
た
こ
と
を
、
な
ぜ
若
君
が
知
っ
て
い
る
の
か
な
ど
様
々
な
疑
問
が

生
じ
る
。
こ
の
絵
に
は
、
あ
そ
び
の
娘
が
産
ん
だ
宮
た
ち
が
描
か
れ
て

い
る
。
ま
た
画
中
詞
に
よ
れ
ば
、〈
父
と
思
わ
れ
る
山
伏
に
会
っ
て
以

来
、
父
の
こ
と
が
心
か
ら
離
れ
な
い
〉
と
語
る
若
君
の
姿
が
あ
っ
て
、

若
君
の
父
山
伏
へ
の
想
い
が
強
く
な
っ
て
い
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
祖
父
太
政
大
臣
の
供
養
で
高
野
山
に
登
っ
た
お

り
に
、
奥
の
院
で
父
を
想
っ
て
泣
く
段
の
前
に
位
置
す
る
絵
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
父
山
伏
か
ら
授
け
ら
れ
た
メ
タ
フ
ァ
ー

と
し
て
の

｢

笛
だ
つ
も
の｣

は
、｢

�
丸｣

と
い
う
固
有
名
詞
を
与
え

ら
れ
、
父
で
あ
る
山
伏
と
若
君
を
結
ぶ
確
か
な
紐
帯
へ
と
変
じ
て
い
る
。

笛
の
描
写
を
物
語
の
展
開
に
沿
っ
て
並
べ
る
と
、
笛
を
吹
い
た
の
が

山
伏
ら
し
い
と
い
う
暗
示
か
ら
、｢

笛
だ
つ
も
の｣

の
授
与
、
そ
し
て

父
の
愛
用
し
て
い
た｢

�
丸｣

で
あ
る
と
い
う
確
信
へ
と
進
ん
で
い
く
。

｢

笛
だ
つ
も
の｣

が
、
次
第
に
父
が
与
え
た
笛
で
あ
る
こ
と
の
確
信
へ

と
変
わ
り
、｢

�
丸｣

と
い
う
く
っ
き
り
と
し
た
姿
と
な
っ
て
現
れ
る

と
い
う
展
開
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
笛
の
描
写
は
、｢

笛
だ
つ
も
の｣

を

授
け
る
場
面
の
み
が
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
詞
書
に
あ
り
、
そ
の
ほ
か

は
室
町
時
代
に
成
立
し
た
画
中
詞
に
あ
る
。

詞
書
の

｢

笛
だ
つ
も
の｣

の
み
で
は
笛
が
父
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
確
信
に
は
至
ら
な
い
。
若
君
と
父
山
伏
の
関
係
性
が
い
ま
だ
曖
昧
な

場
面
で

｢

笛
だ
つ
も
の｣

と
ぼ
か
し
た
表
現
を
し
て
お
き
、
こ
の
あ
と

の
物
語
の
展
開
に
お
け
る
、
山
伏
が
父
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の

(

伏
線)

と
し
て
描
か
れ
た
の
だ
と
理
解
で
き
る
。
事
実
、
若
君
が
笛

を
受
け
取
っ
て
か
ら
父
の
こ
と
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
若
君
と
父
の
存
在
を
引
き
寄
せ
る
笛
に
な
る
と
い
う
役
割
を

与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
詞
書
段
階
に
お
い
て
は
、

い
ま
だ
こ
の
よ
う
に
暗
示
的
で
曖
昧
で
あ
っ
た
も
の
を
、
確
信
へ
と
変

え
、
笛
が
繋
ぐ
父
と
息
子
の
絆
の
物
語
へ
と
展
開
す
べ
く
、
室
町
時
代

に
な
っ
て
、
笛
に
か
か
わ
る
叙
述
が
画
中
詞
と
し
て
書
き
加
え
ら
れ
た
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と
考
え
ら
れ
る
。｢

笛
だ
つ
も
の
物
語｣

の
完
結
で
あ
る

(

�)

。

室
町
時
代
成
立
の

『

小
敦
盛』

に
お
い
て
は
、
父
の
亡
霊
が
子
の
将

来
を
決
定
し
た
。『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

に
お
い
て
は
、
父
は
存
命
で

あ
る
も
の
の
物
語
の
最
後
に
お
い
て
も
子
か
ら
遠
ざ
か
り
、｢

�
丸｣

を
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
若
君
ら
の
栄
達
を
保
証
す
る
と
い
う
形
が
、

『

小
敦
盛』

と
同
じ
く
室
町
期
に
完
成
し
て
い
る
。
父
の
存
在
に
よ
っ

て
、
前
者
は
出
家
、
後
者
は
貴
族
社
会
で
の
栄
達
と
、
そ
の
結
果
は
大

き
く
異
な
る
が
、
物
語
最
後
の
場
面
に
お
い
て
あ
え
て
父
を
欠
失
さ
せ

た
設
定
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
父
の
絶
対
性
を
印
象
づ
け
る
と
い
う
構

図
が
両
者
に
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
『
藤
の
衣
物
語
絵
巻』

に

お
け
る
笛｢

�
丸｣

は
、
室
町
時
代
に
お
け
る
絶
対
的
父
権
の｢

形
見｣

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

注

(

１)

服
藤
早
苗

『

平
安
朝
の
父
と
子

貴
族
と
庶
民
の
家
と
養
育』

(
中

央
公
論
新
社
、
二
〇
一
〇
年)

に
よ
る
。

(

２)

神
田
龍
身

｢

鎌
倉
時
代
物
語
論
序
説
―
仮
装
、
も
し
く
は
父
子
の
物

語
―｣

(『

日
本
文
学』

三
十
五
巻
十
二
号

�
〜
�
頁
、
一
九
八
六
年

十
二
月)

に
よ
る
。

(

３)

伊
東
祐
子

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻

(

遊
女
物
語
絵
巻)

影
印
・
翻
刻
・

研
究』
(

笠
間
書
院
、
一
九
九
六
年)

に
よ
る
。

(

４)

楢
崎
宗
重

｢

新
出

『

遊
女
絵
物
語』

と
白
描
挿
絵
に
つ
い
て｣

(『

國

華』

八
二
一
号
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
〇
年
八
月)

に
よ
る
。

(

５)

伊
東
前
注

(

３)

書
な
ら
び
に
伊
東
祐
子

『

中
世
王
物
語
全
集
二
十

二

物
語
絵
巻
集』

(

笠
間
書
院
、
二
〇
一
九
年)

に
よ
る
。

(

６)

伊
東
前
注

(

５)

書
。

(

７)

室
城
秀
之
、
桑
原
博
史

『

中
世
王
朝
物
語
全
集
十
一

雫
に
に
ご
る

住
吉
物
語』

(

笠
間
書
院
、
一
九
九
五
年)

に
よ
る
。

(

８)

名
詞
や
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
語
幹
、
そ
の
他
の
語
に
付
い
て
、
そ

の
よ
う
な
様
子
を
帯
び
る
、
そ
の
よ
う
な
状
態
が
現
わ
れ
る
意
を
表
わ

す

(『

日
本
国
語
大
辞
典

第
八
巻

第
二
版』

小
学
館
、
二
〇
〇
一

年)

。

(

９)

伊
東
前
注

(

５)

書
。

(

�)
『

源
氏
物
語』

横
笛
巻
で
は
、
夕
霧
の
夢
枕
に
亡
く
な
っ
た
柏
木
が

現
わ
れ
、
自
分
の
笛
を
自
ら
の
子
孫
に
伝
え
た
い
と
願
う
場
面
が
あ
る
。

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
柏
木
と
、
光
源
氏
の
子
と
さ
れ
て
い
た
薫
と
の
血

縁
が
明
ら
か
と
な
る
。
成
長
し
た
薫
が
吹
く
笛
の
音
色
は
、
柏
木
ら
藤

原
氏
の
吹
く
音
に
似
て
い
る
と
言
わ
れ
、
笛
の
存
在
と
そ
の
音
に
よ
っ

て
父
子
関
係
が
証
明
さ
れ
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
笛
が
父
子

関
係
を
顕
現
し
て
い
く
と
い
う
、
共
通
の
モ
チ
ー
フ
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

史
料
典
拠
一
覧

伊
東
祐
子

『
中
世
王
朝
物
語
全
集
二
十
二

物
語
絵
巻
集』

笠
間
書
院
、
二

70



〇
一
九
年

松
尾
拾『

今
昔
物
語
集
読
解
二

巻
二
十
、
二
十
二
、
二
十
三』

笠
間
書
院
、

一
九
九
四
年

松
本
�
信

『
新
潮
日
本
古
典
集
成

御
伽
草
子
集』

新
潮
社
、
一
九
八
〇
年

室
城
秀
之
、
桑
原
博
史

『

中
世
王
朝
物
語
全
集
十
一

雫
に
に
ご
る

住
吉

物
語』

笠
間
書
院
、
一
九
九
五
年

参
考
文
献
一
覧

辞
典

『

日
本
国
語
大
辞
典

第
八
巻

第
二
版』

小
学
館
、
二
〇
〇
一
年

著
書
・
研
究
論
文

池
田
恭
子

｢

継
子
物
語
研
究
―
継
子
物
語
の
誕
生
に
関
す
る
一
仮
説
―｣

『

日
本
文
學』

四
十
巻
、
一
九
七
三
年
十
一
月

岩
田
真
由
子

『

日
本
古
代
の
親
子
関
係
―
孝
養
・
相
続
・
追
善
―』

八
木
書

店
、
二
〇
二
〇
年

伊
東
祐
子

｢『

遊
女
物
語
絵
巻』

試
論
―
復
原
と
そ
の
全
体
像｣

『
学
習
院
大

学
文
学
部
研
究
年
報』

三
十
七
号
、
一
九
九
一
年
三
月

伊
東
祐
子

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻

(

遊
女
物
語
絵
巻)

影
印
・
翻
刻
・
研
究』

笠
間
書
院
、
一
九
九
六
年

伊
東
祐
子

『

中
世
王
物
語
全
集
二
十
二

物
語
絵
巻
集』

笠
間
書
院
、
二
〇

一
九
年

神
田
龍
身

｢

鎌
倉
時
代
物
語
論
序
説
―
仮
装
、
も
し
く
は
父
子
の
物
語
―｣

『

日
本
文
学』

三
十
五
巻
十
二
号

�
〜
�
頁
、
一
九
八
六
年
十
二
月

北
島
優
子

｢『

雫
に
濁
る』

の
結
末：

｢

め
で
た
し｣

を
め
ぐ
っ
て｣

『

日
本

文
芸
論
叢』

二
十
四
号

�
〜
�
頁
、
二
〇
一
五
年
三
月

楢
崎
宗
重

｢

新
出

『

遊
女
絵
物
語』

と
白
描
挿
絵
に
つ
い
て｣

『

國
華』

八

二
一
号
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
〇
年
八
月

服
藤
早
苗

『

平
安
朝
の
母
と
子

貴
族
と
庶
民
の
家
族
生
活
史』

中
央
公
論

社
、
一
九
九
一
年

服
藤
早
苗

『

平
安
朝
の
父
と
子

貴
族
と
庶
民
の
家
と
養
育』

中
央
公
論
新

社
、
二
〇
一
〇
年

室
城
秀
之
、
桑
原
博
史

『

中
世
王
朝
物
語
全
集
十
一

雫
に
に
ご
る

住
吉

物
語』

笠
間
書
院
、
一
九
九
五
年

山
本
夏
希

｢『

源
氏
物
語』

｢

陽
成
院
の
御
笛｣

考
―
准
拠
と
そ
の
も
た
ら
す

も
の
―｣

『

國
學
院
雑
誌』

百
十
六
巻
九
号
、
二
〇
一
五
年
九
月

脇
田
晴
子

『

日
本
中
世
女
性
史
の
研
究
―
性
別
役
割
分
担
と
母
性
・
家
政
・

性
愛
―』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年

渡
邉
桂
子｢

継
子
譚
と
し
て
み
た『

落
窪
物
語』

の
特
質
―『

住
吉
物
語』

・

『

小
夜
衣』

・『

秋
月
物
語』

と
の
比
較
か
ら｣

『

椙
山
国
文
学』

二
十
六

号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
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