
—=l 

条
摂
政
御
集
』

問
題
の
所
在

藤
原
伊
手
の
家
集

『一

条
摂
政
御
集
』
は、

冒
頭
か
ら
四

一
首
ま
で

（以
後

「
と
よ
か
げ
」）
伊
手
を
、

「大
蔵
の
史
生
く
ら
は
し
の
と
よ
か

げ
」
と
い
う
卑
位
卑
官
の
人
物
に
仮
託
し
、
内
容
を
展
開
し
て
い
る
。
四
二
首
以
降
は
虚
構
の
な
い
伊
手
自
身
の
歌
の
収
載
で
、

「
と
よ
か
げ
」

を
第

一
部
、
四
二
首
以
降
を
第
二
部
と
構
成
上
二
部
に
分
類
が
可
能
で
あ
る
。
両
部
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

な
る
人
物
に
仮
託
し
得
る
者
は
伊
手
そ
の
人
で
あ
ろ
う
こ
と
、
及
び

『大
鏡
』
伊
手
伝
の
「
い
み
じ
き
御
集
つ
く
り
て
、
と
よ
か
げ
と
な
の
ら

せ
給
へ
り
」
と
あ
る
記
載
か
ら
、

「
と
よ
か
げ
」
を
自
撰
、
以
降
の
第
二
部
は

「
と
よ
か
げ
」
成
立
以
降
に
後
人
が
伊
手
歌
を
編
箕
し
た
他
撰

(l
)

(

2

)

（

3
)
 

と
す
る
認
識
が
鈴
木
棠
三
氏
、
難
波
喜
造
氏
、
片
桐
洋

一
氏
ら
に
よ
り
示
さ
れ
て
以
後
、
定
着
し
て
き
て
い
る
。

ま
た

「
と
よ
か
げ
」
の
構
成
に
つ
い
て
は
全
四

一
首
中
、

二
三
番
歌
の
左
注
を
境
に
前
半
部
、
後
半
部
に
分
か
れ
る
と
す
る
指
摘
が
内
田
強

「
と
よ
か
げ
」

一
代
の
権
力
者
伊
手
を
大
蔵
史
生

大

貫

正

皓

の
部
の
形
成
に
つ
い
て
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(4
)

(

5
)
 

氏
、
堤
和
博
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
「
と
よ
か
げ
」
ニ
―

‘
二
二
、

通
っ
た
が
、

「
う
ち
わ
た
り
な
り
け
る
人
」
で
は
な
く
、

か
つ
ぺ
き
箇
所
と
判
断
さ
れ
、

い
う
理
解
が
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

三
二
番
歌
は
、
豊
蔭
が

「
う
ち
わ
た
り
な
り
け
る
人
」
の
も
と
に

そ
の
人
に
仕
え
る
女
童

「
の
べ

」
と
贈
答
を
交
わ
し
、
後
に
関
係
を
持
っ
て
い
く

一

連
の
展
開
を
み
せ
る
が
、

二
三
番
歌
左
注

「
そ
の
を
り
は
い
と
を
か
し
と
お
も
ひ
け
る
こ
と
ゞ
も
ヽ
あ
り
け
れ
ど
、
こ
と
な
る
こ
と
な
き
ひ
と

(
6
)
 

の
う
へ
は
み
な
わ
す
れ
に
け
り
」
の
記
載
に
つ
い
て
、
平
安
文
学
輪
読
会
編

『一

条
摂
政
御
集
注
釈
』（
以
後

『
注
釈
』）

で
は

「
そ
の
当
座
は

ま
こ
と
に
典
あ
り
と
思
っ
た
こ
と
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
が
、
高
か
ら
ぬ
身
分
の
も
の
の
こ
と
は
み
な
忘
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
訳
し
、
注
で
は

「大
蔵
史
生
豊
蔭
の
身
分
な
ら
ば
ふ
さ
わ
し
い
相
手
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
の
に
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
使
わ
れ
た
の
は
、

意
識
が
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と、

冒
頭
よ
り

一
貰
し
て
い
た
豊
蔭
へ
の
仮
託
が
こ
こ
で

一
度
途
切
れ
、
伊
手
の
立
場
と
し
て
の
身
分
意
識
が

(7
)
 

表
出
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
読
解
を
考
慮
の
上
で
前
掲
内
田
氏
は
こ
こ
を
境
に
意
識
の
つ
ら
な
り
が
小
休
止
し
て
お
り
、
前
後
に
分

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
堤
氏
は
、
人
物
の
心
境
叙
述
、

『伊
勢
物
語
』
の
影
轡
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
語
り
手
の
心

境
叙
述
が
前
半
部
の
み
に
み
ら
れ
る
こ
と
や
、
左
注
の
言
辞
が
前
半
部
に
は

一―

箇
所
あ
る
が
後
半
部
は

一
っ
し
か
な
い
こ
と
、
ま
た
前
半
部

に
比
べ
後
半
部
は
各
段
に
お
け
る
統

一
し
た
主
題
が
見
出
せ
な
い
こ
と
な
ど
を
検
証
さ
れ
、
後
半
部
は
作
者
伊
手
が
未
定
稿
の
ま
ま
筆
を
置
か

(
8
)
 

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
状
況
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
曽
根
誠
一

氏
も
、
前
後
半
と
い
う
認
識
で
は
な
い
が
、

二
三
番
歌
左
注
に
つ
い
て

「歌
物
語
化
の
試
み
は
こ
こ
で
放
棄
さ
れ
て
い
る
」
と
認
識
さ
れ
、
作
者
伊
手
に
よ
る
歌
物
語
化
の
造
形
の
変
節
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。

「
と
よ
か
げ
」
の
構
成
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
、

二
三
番
歌
左
注
を
契
機
と
し
た
堤
氏
の
未
定
稿
説
や
曽
根
氏
の
歌
物
語
造
形
の
変
節
と

そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
作
者
伊
手
の
所
為
に
よ
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

「
と

よ
か
げ
」
に
先
行
す
る
歌
物
語
と
の
関
連
、
ま
た
呼
称
の
性
質
を
考
慮
し
て
い
く
と
、
前
後
半
部
に
区
分
さ
れ
る
構
成
に
つ
い
て
、
ま
た
後
半

部
の
伊
手
に
よ
る
未
定
稿
、
及
び
物
語
造
形
の
変
節
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
理
解
が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
以
下
そ
の

こ
と
を
述
べ
た
い
。
な
お

「
と
よ
か
げ
」
全
四

一
首
の
構
成
は
堤
氏
、
曽
根
氏
同
様
、

I
段

（一

、
二
番
歌
）
、

つ
い
本
来
の
身
分

II
段

（三
ー
七
番
歌
）
、

m段
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り

け

る

I
段
の

「
は
や
う
の
人
は
か
う
や
う
に
ぞ
あ
る
べ
き
、

左
注
は

『
伊
勢
物
語
』
の

「
む
か
し
人
は
、
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
ひ
を
な
む
し
け
る
」
（
一

段
）
、
「
む
か
し
の
わ
か
人
は
、
さ
る
す
け
る
物

お
も
ひ
を
な
む
し
け
る
。
い
ま
の
お
き
な
、
ま
さ
に
し
な
む
や
」
（四

0
段
）
の
注
記
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

「
と
よ
か
げ
」
か
先

行
す
る

『
伊
勢
物
語
』
の
影
孵
を
受
け
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
本
稿
は
こ
の
影
響
の
点
を
考
慮
し
、

『
伊
勢
物
語
』
各
章
段
の
内
容
、

主
題
の
面
を

「
と
よ
か
げ
」
が
ど
の
よ
う
に
摂
取
し
、
物
語
を
展
開
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
る
。
ま
た

『
大
和
物
語
』、
『
平
中
物

(
9
)

（

10
)
 

語
』
の
摂
取
状
況
も
考
慮
に
い
れ
て
い
く
。
前
者
は
天
暦
五
年
（
九
五
一
）
成
立
説
、
後
者
は
康
保
二
年

（九
六
五
）
頃
ま
で
の
成
立
説
が
代

表
的
な
推
定
成
立
年
代
と
し
て
存
し
、
伊
手
の
生
没
年

〔延
長
二
年
か
ら
天
禄
――
一
年
（
九
二
四
ー
九
七
二
）
〕
を
考
慮
す
れ
ば
、

当
代
の
ゴ
シ
ッ

プ
を
題
材
と
し
た
両
歌
物
語
は
伊
手
の
文
化
圏
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
存
在
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

冒
頭
段
は
豊
蔭
と
身
分
の
変
わ
ら
な
い
女
と
の
関
係
と
な
る
。
豊
蔭
歌
に
至
る

「
と
し
つ
き
を
へ
て
か
へ
り
ご
と
を
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
ま
け

じ
と
お
も
ひ
て
い
ひ
け
る
」
の
一
文
か
ら
、
豊
蔭
か
女
か
ら

一
向
に
返
事
を
貰
え
な
く
な
っ
た
状
況
に
お
け
る
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
そ
う
い
っ
た
な
か
で
詠
ん
だ

「
あ
は
れ
と
も
」
の
歌
に
よ
り
、

豊
蔭
は
女
か
ら
の
返
歌
を
か
ろ
う
じ
て
得
る
展
開
を
示
す
が
、
こ
の
段

の
眼
目
は
女
の

二
番
歌

「
な
に
ご
と
も
お
も
ひ
し
ら
ず
は
あ
る
べ
き
を
ま
た
は
あ
は
れ
と
た
れ
か
い
ふ
べ
き
」
の

「
ま
た
は
」
の
表
現
に
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
「
ま
た
は
」
を
考
慮
す
れ
ば
女
の
歌
は
、

「
あ
な
た
と
の
つ
ら
い
様
々
な
事
を
思
い
知
っ
て
い
な
い
自
分
で
あ
れ
ば
、

〔

I
段
〕

「
と
よ
か
げ
」
と
先
行
歌
物
語
の
関
係

珊
段
（
四

一
番
歌
）
に
区
切
る
。

（八
I

―一

番
歌
）
、

IV
段

(
―
ニ
ー
ニ

0
番
歌
）
、
＞
段

（
ニ
―

I

二
三
番
歌
）
、

VI
段
（
二
四
ー
三

0
番
歌
）
、

VII
段

(
-
三
ー
四

0
番
歌
）
、

い
ま
や
う
の
わ
か
い
人
は
、
さ
し
も
あ
ら
で
上
ず
め
き
て
や
み
な
ん
か
し
」
と
あ
る

あ
な
た
に
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が
、
そ
こ
で
は
女
の
返
歌
は
記
さ
れ
て
い
な
い
、

と
い
へ
り
け
れ
ど
、
な
に
と
も
思
は
ず
や
あ
り
け
む

む
か
し
、
も
の
い
ひ
け
る
女
に
、
年
ご
ろ
あ
り
て
、

「
あ
は
れ
」
と
も
言
お
う
が
、

そ
れ
を
知
っ
て
い
る
今
、
ま
た

「
あ
は
れ
」
な
ど
と
誰
が
言
お
う
か
」
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

つ
ま
り
、
豊
蔭
と

女
と
の
間
に
は
以
前
交
際
が
あ
り
、
そ
れ
が
終
焉
し
た
後
に
再
び
豊
蔭
が
関
係
を
迫
っ
て
い
る
状
況
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
出
資
料
の

『拾
遺
集
』
（巻

一
五
．
恋
五
・
九
五

0
・
謙
徳
公
）
で
は
返
し
の
女
の
歌
は
な
い
が
、
詞
書
に

「
も
の
い
ひ
侍
け
る
女
」
が

「後
に
つ
れ
な
く
」

な
っ
た
こ
と
か
記
さ
れ
、
ま
た
恋
五
に
位
置
づ
く
こ
と
か
ら
も
同
様
の
状
況
か
想
定
さ
れ
る
。

――

―
一段
に
見
ら
れ
る

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

I
段
左
注
の

「
は
や
う
の
人
は
か
う
よ
う
に
ぞ
あ
る
べ
き
」
と
の
賞
賛
は
、
既
に
交
際
の
絶
え
た
女
に

再
ひ
懸
想
を
し
、
脈
が
ま
だ
あ
る
こ
と
の
証
と
も
い
え
る
返
歌
を
詠
み
出
だ
さ
せ
た
下
衆
豊
蔭
の
類
ま
れ
な
行
為
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
く

る
。
こ
こ
で
豊
蔭
の
行
動
を
類
ま
れ
と
す
る
の
は
、
例
え
ば
『
伊
勢
物
語
』
三
二
段
の
よ
う
に
、

れ
な
い
。

い
に
し
へ
の
し
づ
の
を
だ
ま
き
く
り
か
へ
し
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が
な

と
、
先
行
歌
物
語
に
も
復
縁
を
求
め
る
男
の
話
は
見
出
さ
れ
る
も
の
の
、
豊
蔭
の
よ
う
に
破
局
後
に
男
の
行
為
に
よ
り
返
歌
を
得
た
り
、
復
縁

し
て
い
く
内
容
の
話
が
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
に
拠
る
。
男
側
か
ら
復
縁
を
求
め
る
展
開
を
示
す
話
は
そ
の
他
―二
五
段
、

内
で
男
女
が
復
縁
し
て
い
く
展
開
を
見
せ
る
が
、

捉
え
て
い
る
向
き
が
あ
る
が
、

つ
ま
り
返
歌
を
得
る
展
開
を
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た

ニ―

段、

二
ニ
段
で
は
章
段

二
―

段
は

一
度
去
っ
た
女
か
再
び
男
を
思
い
は
じ
め
る
過
程
は
自
発
的
な
も
の
で
、
女
が
去
っ

た
後
、
男
は
物
思
い
に
沈
み
独
詠
歌
を
詠
む
の
み
で
あ
る
。
二
ニ
段
も
復
縁
に
到
る
過
程
と
し
て
女
か
男
を
思
う
歌
を
詠
み
か
け
て
い
て
、
男

側
か
ら
復
縁
を
求
め
る
展
開
を
示
す
話
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。
な
お

『大
和
物
語
』
、
『
平
中
物
語
』
で
は
復
縁
を
求
め
る
話
自
体
が
確
認
さ

I
段
左
注
で
は

「
い
ま
や
う
の
わ
か
い
人
は
、
さ
し
も
あ
ら
で
上
す
め
き
て
や
み
な
ん
か
し
」
と

「
上
衆
め
く
」
こ
と
を
否
定
的
に

そ
の
よ
う
な

「
上
衆
め
く
」
貴
族
の
指
標
と
し
て
、

『
伊
勢
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
歌
物
語
に
描
か
れ
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つ
設
定
の
、
東
国
を
舞
台
に
し
た
話
で
あ
り
、

京
に
お
け
る
男
女
の
恋
愛
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。
ま
た
斎
宮
と
の
密
通
を
示
唆
す
る
六
九
段

も
、
斎
宮
の
親
は
男
を
も
て
な
す
よ
う
娘
に
指
示
し
て
い
る
が
、
親
が
禁
忌
の
密
通
を
許
し
、
促
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
話
も
恋

愛
に
お
け
る
親
の
介
人
の
話
と
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『伊
勢
物
語
』
四

0
段
、
『
大
和
物
語
』
七
六
段
、

『
平
中
物
語
』
二
四、

し
て
、

「
と
よ
か
げ
」
の
場
合
は
、
親
の
制
止
に
屈
せ
ず

「
ま
た
し
き
さ
ま
の
ふ
み
を
か
き
て
や
る
」
と
、

ふ
り
を
し
た
贈
答
を
交
わ
し
親
を
だ
ま
し
、
秘
密
裡
に
恋
愛
を
断
行
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
も
、
従
来
の
歌
物
語
の
話
型
を
熟
知
し
た
、

若
干
強
引
と
も
い
え
る
新
し
い
展
開
の
創
作
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

の
関
係
発
展
に
際
し
、
反
対
す
る
展
開
を
示
す
こ
と
が
な
い
が
、

介
在
し
、
反
対
し
て
く
る
展
開
を
示
し
て
い
る
。
先
行
歌
物
語
に
お
い
て
親
が
介
在
し
て
く
る
話
は
、

『
伊
勢
物
語
』
の
四

0
段
、
『
大
和
物
語
』

の
七
六
段
、

『
平
中
物
語
』
の
二
四、

二
七
段
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

ら
な
い
と
い
う
共
通
す
る
展
開
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、

『
伊
勢
物
語
」

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
後
半
は

「
を
ん
な
の
お
や
き
ヽ
て
、

〔

ll
段
〕

る
人
間
模
様
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
既
存
の
歌
物
語
と
の
重
複
や
同
調
で
な
く
、
そ
れ
ら
と
は
風
合
い
の
異
な
る
多
少
大
胆
な
展
開
こ
そ
、

「
と
よ
か
げ
」
の
個
性
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
先
行
歌
物
語
か
ら
の
若
干
の
飛
躍
と
い
う
志
向
性
は
、
以
後
の
展
開
に
も
確
認
さ

れ
る
も
の
と
考
え
る
。

宮
仕
え
す
る
女
と
の
関
係
を
扱
っ
た
こ
の
話
は
、
内
容
上
前
後
に
分
け
ら
れ
る
長
大
な
章
段
で
三
、
四
、
五
番
歌
ま
で
が
前
半
、
六
、
七
番

歌
が
後
半
と
な
る
。
前
半
は
豊
蔭
に
な
び
く
こ
と
の
な
い
女
が
次
第
に
心
を
開
い
て
い
く
展
開
を
示
し
、

い
と
か
し
こ
う
い
ふ
と
き
ヽ
て
」
と
、
前
半
か
ら
連
続
す
る
女
の
、
親
が
恋
愛
に

そ
れ
ら
の
章
段
は
権
限
を
持
つ
親
の
制
止
に
よ
っ
て
、
関
係
が
成
就
に
至

1
0
段
は
母
親
が
娘
を
高
貴
な
身
分
の
男
に
嫁
が
せ
た
い
と
い
う
野
心
を
持

二
七
段
の
よ
う
な
、
権
限
を
持
つ
親
の
制
止
が
描
か
れ
る
話
に
対

ま
だ
女
と
関
係
を
持
っ
て
い
な
い

1
0段
の
た
の
む
の
雁
、
六
九
段
の
狩
の
使
い
の
話
は
、
親
が
一

一人

）
れ
は
1
段
の
主
題
の
延
長
と
見
倣
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大
炊
の
御
門
渡
り
に
住
む
女
と
の
や
り
と
り
を
扱
っ
た
こ
の
話
は
、

「
ひ
と
お
ほ
か
り
け
る
な
か
に
、
を
と
こ
の
、
い
へ
の
ま
へ
を
つ
ね
に

(12
)
 

わ
た
り
て
、
も
の
も
い
は
ざ
り
け
れ
ば
、
女
」
と
豊
蔭
が
、
男
性
を
多
く
通
わ
す
女
の
許
に
通
わ
な
い
状
況
が
示
さ
れ
る
。
先
行
歌
物
語
に
お

れ
る
が
、

―
―
二
段、

そ
こ
で
は
み
な
、
恋
心
か
ら
そ
の
女
へ
の
執
着
心
を
振
り
切
れ
な
い
男
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
対
し
て

「
と
よ
か
げ
」
で
は
、
別

一
切
通
わ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
翻
っ
て
女
に
男
へ
の
執
着
心
を
抱
か
せ
る
内
容
を
展
開
し
て
い
る
。
『
伊
勢

一
九
段
に
別
の
男
を
通
わ
す
不
実
な
女
性
か
ら
、
男
自
ら
離
れ
て
い
く
話
が
確
認
さ
れ
る
が
、

容
を
摂
取
し
、
恋
愛
に
対
し
ひ
た
む
き
で
意
志
の
強
い
男
性
を
造
形
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

I
l
l
段
で
は
そ
の
よ
う
な
内

「
と
よ
か
げ
、
ま
た
し
の
び
て
す
み
わ
た
り
け
る
人
に
、
え
あ
ふ
ま
じ
く
や
あ
り
け
ん
」
と
、
関
係
を
露
見
で
き
な
い
忍
ぷ
恋
の
話
と
な
る
。

先
行
歌
物
語
に
お
い
て
忍
ぶ
恋
を
主
題
と
す
る
も
の
は
、
入
内
を
予
定
さ
れ
た
摂
関
家
の
姫
君
と
の
禁
忌
の
内
容
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た

『
伊

勢
物
語
』
三
ー
六
段
が
著
名
だ
が
、
他
に
も
五
三
段、

―

1
0
段
、
異
本
九
段

（阿
波
文
庫
本
）
も
確
認
さ
れ
る
。
な
お

『大
和
物
語
』
、
『
平

中
物
語
』
に
は
忍
ぶ
恋
の
主
題
の
話
は
確
認
さ
れ
な
い
。
『
伊
勢
物
語
』
類
型
話
と

「
と
よ
か
げ
」
を
比
較
し
て
い
く
と
、
結
末
の
描
か
れ
方

に

「
と
よ
か
げ
」
の
特
異
性
が
確
認
さ
れ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
同
主
題
の
話
は
、
事
情
に
よ
り
女
に
逢
え
な
い
男
側
が
、
悶
々
と
し

た
思
い
を
歌
で
吐
露
す
る
共
通
の
展
開
を
み
せ
る
が
、

そ
の
終
末
ま
で
描
か
れ
た
四
、
六
段
で
は
、
関
係
破
綻
の
事
態
の
の
ち
、
終
焉
の
状
況

に
対
す
る
男
の
絶
唱
を
も

っ
て
話
が
閉
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
流
れ
で
あ
り
、
女
側
の
男
へ
の
思
い
、
歌
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
し
か
し

IV
段
で
は
二
0
番
歌
で
女
側
か
ら

「
わ
す
れ
な
ん
い
ま
は
と
お
も
ふ
を
り
に
こ
そ
あ
り
し
に
ま
さ
る
も
の
お
も
ひ
は
す
れ
」
と
関

係
終
焉
を
嘆
く
歌
が
詠
ま
れ
、

二
0
番
歌
詞
書
で
は

「
あ
し
た
に
な
ほ
か
な
し
け
れ
ば
」
と
、
終
焉
時
の
女
の
心
境
ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る
。

〔

IV
段
〕

物
語
』
で
は
唯

一
、

の
男
を
通
わ
す
女
に
執
着
せ
ず
、

け
る
不
実
な
女
性
と
の
関
係
を
扱
っ
た
話
は

『
伊
勢
物
語
』
の
四
二
段、

―
二
二
段、

『平
中
物
語
』
の
三
四
段
な
ど
か
挙
げ
ら

〔

III段
〕
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先
ほ
ど
も
確
認
し
た
よ
う
に
従
来
前
後
半
に
分
か
れ
る
狭
間
に
位
置
す
る
と
見
ら
れ
て
き
た
段
だ
が
、
内
容
面
に
は
検
討
す
べ
き
問
題
が
あ

る
。
こ
の
段
で
は
豊
蔭
と

「
う
ち
わ
た
り
な
り
け
る
人
」
、
女
童
「
の
へ

」
の
三
者
が
登
場
し
、
豊
蔭
は
初
め
主
人
の
女
に
逢
い
に
行
く
。
し

か
し
、

「
ひ
る
よ
り
ち
ぎ
り
け
れ
ど
、
女
は
え
し
ら
て
、
た
ゞ
の
ぺ
に
の
み
あ
ひ
て
あ
る
に
」
と
、
昼
か
ら
約
束
を
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

主
人
の
女
は
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
て
逢
え
ず
、

は
あ
っ
て
も
、

「上
衆
め
く
」
こ
と
の
な
い

「
の
べ

」
と
の
熱
情
的
な
恋
愛
へ
と
発
展
し
て
い
き
そ
う
だ
が
、
続
く
豊
蔭
の
詠
歌
は
、

し
る
人
も
あ
ら
じ
に
か
へ
る
＜
ず
の
は
の
あ
き
は
て
が
た
の
ヽ
ペ
や
し
る
ら
ん

ま
つ
む
し
の
こ
ゑ
も
き
こ
え
ぬ
の
べ
に
く
る
人
も
あ
ら
じ
に
よ
さ
へ
ふ
け
に
き
（
二
ニ
）

と、

二
首
と
も
主
人
の
女
に
逢
え
な
い
寂
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
関
係
を
持

っ
た
「
の
べ

」

な
い
。
先
行
歌
物
語
に
お
い
て
、
女
童
と
の
恋
を
主
題
と
し
た
話
は
『
大
和
物
語
』
の
三
九
、
四

0
、

源
正
明
が
伊
勢
の
守
衆
望
の
娘
に
通
っ
て
い
た
際
に
女
の
家
に
い
る

「
う
な
ゐ
」
と
関
係
を
持
つ
話
で
、
正
明
は
歌
で

「
う
な
ゐ
」

一
三
四
段
は
先
帝
が
御
息
所
に
仕
え
る
女
童
と
関
係
を
持
ち
、
先
帝
は
女
童
ヘ

後
に
主
人
の
御
息
所
に
見
つ
か
り
女
童
が
譴
責
さ
れ
る
展
開
を
示
し
て
い
る
。

へ
の
切
な

豊
蔭
と

「
の
へ

」
の
関
係
は
こ
れ
ら
に
比
べ
れ
は
、

二
人
の
深
い
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
内
容
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

IV
段
ま
で
は
す
べ
て
、
歌
物
語
の
代
表
と
も
い
え
る

『伊
勢
物
語
』
の
内
容
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
の
に
、
こ
の
段
は
そ
れ
が
確
認
さ
れ
な
い

こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
「
ま
た
の
と
し
、
こ
の
ヽ
ヘ
か
し
に
け
れ
は
」
と
翌
年

「
の
べ
」
か
死
ん
だ
後
に
示
さ
れ
る
一一三
番
歌
左
注
の
、
身
分

る
思
い
を
示
し
て
お
り
、

「
あ
は
れ
」
の
思
い
を
詠
み
伝
え
、

一
三
四
段
が
挙
げ
ら
れ
る
。
三
九
段
は

〔＞
段
〕

従
来
の
女
を
失
っ
た
男
の
み
の
哀
切
で
は
な
く
、
女
側
の
男
へ
の
執
着
心
を
描
く
こ
と
て
、
両
者
相
愛
を
強
調
し
た
結
末
と
し
て
、
こ
こ
も
従

来
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
展
開
の
創
作
か
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
豊
蔭
は

「
の
べ

」
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
。

(―

二
）

そ
の
展
開
か
ら
す
れ
ば
下
仕
え
の
童
で

へ
の
思
い
が
全
面
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
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11
番
歌

10
番
歌

9

番

歌

を

と

こ

m段

8
番
歌

7
番
歌

6
番
歌

5
番
歌

4
番
歌

Il
段

3
番
歌

2
番
歌

I
段

1
番
歌

と
よ
か
げ

／ 
と
よ
か
げ
、
を
と
こ

／ 
と
よ
か
げ

／
 

／
 

と
よ
か
げ

／ 
と
よ
か
げ

VI
段

-
24
番
歌
お
き
な
、
を
と
こ

-
25
番
歌

-
26
番
歌

-
27
番
歌

-
28
番
歌

rー
1
1
1

／
 

を
と
こ

／ ／ 

卑
し
い
者
の

こ
と
は
み
な
忘
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
内
容
も
、
先
行
歌
物
語
に
例
の
な
い
新
た
な
展
開
と
し
て
、

す
る
内
容
と
い
う
点
で
、
筋
の
通
っ
た
豊
蔭
像
が

I
段
か
ら

IV
段
ま
で
描
か
れ
て
い
た
の
に
対
し、

交
情
の
あ
っ
た
女
の
こ
と
を
忘
れ
る
と
い

う
点
、
軽
薄
な
印
象
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
異
質
な
内
容
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
従
来
、

て
き
た
の
だ
が
、
稿
者
は
こ
の
段
に
お
い
て
豊
蔭
が

「
お
き
な
」
と
称
さ
れ
て
い
る
点
と
、
章
段
内
容
の
変
質
と
の
関
係
を
重
視
す
る
。

構
成
意
識
の
変
質
と
呼
称
の
関
係

「
と
よ
か
げ
」
各
段
に
お
け
る
豊
蔭
の
呼
称
を
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

i -------------------

＞
段
一

21
番

歌

お

き

な

一

＿

一

＿

＿
 

-22
番
歌

／

一

＿

一

＿

＿

 

-
23
番
歌

／

一

r
'
1ー
ー

ー

ー

1
ー

1
ー

ー

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
―

J

こ
は
前
半
の
跛
文
の
よ
う
に
見
倣
さ
れ

ひ
た
む
き
な
恋
愛
を
志
向
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こ
こ
t
t
 

＿

＿

 

-
18
番

歌

お

き

な

一

＿

一
―

―

 

-
19
番

歌

お

き

な

一

r
 _
_
_
_
_
 1

ー

1
_
_
_
_
 1ー

1

1ー

1
ー

ー

ー

ー

ー

1
-

20
番
歌
と
よ
か
げ
、
を
と
こ

見
て
い
く
と
、
＞
段
以
降
「
お
き
な
」
や

「
し
さ
う
」
の
呼
称
が
多
い
。
し
か
し

vn段
三
一

、
三
二
番
歌
に
は

「
と
よ
か
げ
」
呼
称
も
み
ら

と
よ
か
げ
、
な
か
の
み
か
ど
わ
た
り
な
り
け
る
を
ん
な
を
、

れ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
呼
称
の
違
い
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。

珊
段
ご
引
番
歌

L
I
I
I
 

い
と
し
の
び
て
は
か
な
き
と
こ
ろ
に
ゐ
て
ま
か
り
て
、
か
へ
り
て
あ
し

お
き
な

1

1ー

1
ー

ー

ー

＿

17
番
歌

／
 

16
番
歌

し
さ
う

15
番
歌

／ 

14
番
歌

し
さ
う

―

―

 

-
33
番

歌

お

き

な

一

＿

l
 

―

―

 

-
34
番
歌

／

一

i

＿
 

-

＿
 

-
3
5
番
歌
お
き
な

一

―

―
 

＿

＿

 

}
36
番
歌

／

一

-

＿

 

-

＿

 

-
37
番

歌

お

き

な

一

-

＿

 

―

―

 

-38
番

歌

お

き

な

一

-

＿

 

―

―

 

-39
番

歌

／

一

-

＿

 

-

＿

 

-40
番

歌

お

き

な

一

r

1

ー

1
_
1
1ー

1
_

_

 
_
 

32
番
歌

／
 

13
番
歌

VII
段

31
番

歌

と

よ

か

げ

IV
段

12
番
歌

／ 
と
よ
か
げ
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づ
く
IV
段
に
も
確
認
さ
れ
る
。

歌
物
語
に
多
く
み
ら
れ
、

『
伊
勢
物
語
』
は
有
名
な
六
、

一
五
五

か
ぎ
り
な
く
む
す
び
お
き
つ
る
く
さ
ま
く
ら
こ
の
た
び
な
ら
ず
お
も
ひ
わ
す
る
な
（
三一

）

く
さ
ま
く
ら
む
す
ぶ
た
び
ね
を
わ
す
れ
ず
は
う
ち
と
け
ぬ
ぺ
き
こ
ヽ
ち
こ
そ
す
れ

（
三
二
）

VII
段
は
中
御
門
渡
り
に
住
む
女
と
の
話
で
、
豊
蔭
は
女
を

「
は
か
な
き
と
こ
ろ
」
に
盗
み
出
し
て
い
る
。
女
を
盗
み
出
す
主
題
を
扱
っ
た
話
は

―
二
段
、
ま
た
異
本
二
段

（阿
波
文
庫
本
）
、
『
大
和
物
語』

に
も

一
五
四、

段
に
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
先
行
歌
物
語
の
女
を
盗
み
出
す
話
は
、
逃
げ
の
び
る
途
中
で
命
を
落
と
し
た
り
、
捕
縛
の
身
と
な
っ
た
り
、

辺
境
で
の
生
活
が
耐
え
ら
れ
ず
絶
命
す
る
な
ど
の
、
悲
惨
な
結
末
に
い
た
る
の
が
、

そ
の
共
通
す
る
話
型
で
あ
る
。
し
か
し
、

二
番
歌
で
は

「
は
か
な
き
と
こ
ろ
」
か
ら
無
事
に
、
問
題
も
な
く
豊
蔭
も
女
も
帰
宅
し
て
い
る
。

＞
段
三

一、

三

そ
の
点
を
重
視
す
る
と
、
こ
こ
も
I
段
か
ら

IV
段
同
様
、
先
行
歌
物
語
を
踏
ま
え
つ
つ
、

「
と
よ
か
げ
」
独
自
の
新
た
な
展
開
を
志
向
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
ま
た
、
こ
こ
は
伊

手
の
弟
兼
通
と
本
院
侍
従
の
恋
を

「男
」
、
「女
」
と
し
て
描
い
た

『本
院
侍
従
集
』
に
お
い
て
、
女
が
別
の
男
に
盗
ま
れ
て
し
ま
う
話
と
表
裏

を
成
し
て
い
る
も
の
と
の
指
摘
が

『
注
釈
』
に
あ
る
。
物
語
上
の
虚
構
の
可
能
性
も
あ
り
検
証
を
要
す
る
が
、
こ
の
見
解
を
考
慮
す
れ
ば
、

事

実
を
題
材
に
し
た
伊
手
に
よ
る
歌
物
語
創
作
の
状
況
も
想
定
さ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、

み
出
す
話
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

三
五
番
歌
詞
書
は

「
お
き
な
、
こ
の
女
の
も
と
に
き
ぬ
を
わ
す
れ
て
、

＞
段
は
以
後
の
展
開
に
は
問
題
が
あ
る
。
三
三
番
歌
以
後
、
豊
蔭
の
呼
称
は
突
然

「
お
き
な
」
に
統

一
さ
れ
る
。
ま
た
、
女
を
盗

（
マ
マ

）

と
り
に
や
る
る
と
て
」
、
三
八

番
歌
詞
書
は

「
お
き
な
、
山
と
よ
り
か
へ
り
て
、
女
の
も
と
に
や
る
」
と
、
場
面
が
変
わ
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
相
愛
の
関
係
で
や
り
と
り
さ

れ
て
い
た
三
一

、
三
二
番
歌
か
ら

一
転
し
、

そ
れ
以
後
は
、
豊
蔭
に
対
し
て
の
女
の
否
定
的
な
詠
歌
の
応
酬
が
続
い
て
い
る
。
呼
称
の
変
化
と

と
も
に
、
明
ら
か
に
展
開
内
容
に
も
変
質
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
呼
称
及
び
展
開
の
変
質
箇
所
は
前
半
部
に
位
置

か
へ
し
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と
い
へ
り
け
れ
ど
、
を
と
こ
あ
り
け
れ
ば
、
え
い
か
ず

玉
ぼ
応
こ
っ
ね
に
う
ら
み
て
、
人
に
は
い
は
ず
い
は
み
が
た
と
い
へ
り
け
れ
ば
、
女

い

は

み

な
に
は
が
た
な
に
か
は
つ
ら
き
つ
ら
か
ら
ば
う
ら
み
が
て
ら
に
き
て
も
み
よ
か
し
(
-
九）

つ
ヽ
む
人
あ
る
を
り
に
て
、

か
へ
り
ご
と
も
な
か
り
け
り

忍
び
逢
い
の
展
開
を
示
す
W
段
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
四
、
六
段
等
の
内
容
を
摂
取
し
な
が
ら
も
、
独
自
の
展
開
を
有
す
る
こ
と
を
前
章
で

確
認
し
た
が
、
こ
の
段
に
は

「
し
さ
う
」
、
「
お
き
な
」
呼
称
が
章
段
の
途
中
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち

「
し
さ
う
」
呼
称
は
、

一
六
番
歌

お
な
じ
女
の
本
に
ま
か
り
て
、
ま
だ
よ
ぷ
か
き
に
い
で
ヽ
、
ま
だ
し
か
り
け
り
と
て
、
か
へ
り
い
り
て
、
あ
け
て
ま

詞
書
に

「
こ
必
几
ほ
い

か
り
か
へ
り
て
、
う
つ
ろ
ひ
た
る
き
く
に
つ
け
て
」
と
あ
り
、
ま
た
段
は
異
な
る
が

VI
段
の

「
し
さ
う
」
呼
称
箇
所
の
詞
書
に
も

「
こ
ぬ
し
さ
う

お
な
じ
女
の
も
と
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
を
ん
な
の
け
し
き
や
い
か
ゞ
あ
り
け
ん
、
た
ち
な
が
ら
ま
か
り
か

へ
り
て
、
又
の
あ
し
た
に
」
と

あ
り
、

「
と
よ
か
げ
」
中
全
九
例
見
ら
れ
る
謙
譲
語

「ま
か
る
」
か
こ
の
呼
称
に
集
中
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

呼
称
は
文
章
表
現
の
点
で
も
酷
似
し
て
お
り
、
呼
称
の
変
化
を
も
含
め
、
章
段
に
お
け
る
異
質
性
は
際
立
っ
て
い
る
。

こ
立
固
困

5]、
か
く
い
ひ
つ
ヽ

、
心
や
す
く
も
え
も
の
い
は
ぬ
こ
と
を
お
も
ひ
な
げ
く
に
、
ま
た
あ
ら
は
れ
た
る
人
も
あ
れ
ば
、

れ
に
も
つ
ヽ
む
な
る
べ
し
、

つ
ら
か
り
し
き
み
に
ま
さ
り
て
う
き
も
の
は
お
の
が
い
の
ち
の
な
が
き
な
り
け
り
(
-
八
）

続
く
IV
段

一
八、

一
九
番
の

「お
き
な
」
呼
称
箇
所
に
着
目
す
る
と
、
そ
こ
で
は
豊
蔭
の
行
為
か

「
え
も
の
い
は
ぬ
こ
と
を
お
も
ひ
な
げ
く
」

や
、
女
を

「
う
ら
む
」
な
ど
と
あ
り
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
、
諦
め
ず
に
女
か
ら
返
歌
を
詠
み
出
さ
せ
る
、
親
の
制
止
に
屈
し
な
い
、
不

実
な
女
か
ら
自
ら
離
れ
て
い
く
、
な
ど
筋
の
通

っ
た
厳
し
く
ひ
た
む
き
な
男
性
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
豊
蔭
の
行
動
と
は
見
倣
し
難
い
行
為

が
目
に
付
く
よ
う
に
な
る
。
他
に
も

「
男
あ
り
け
れ
ば
、
え
い
か
ず
」
と
他
の
男
性
の
存
在
を
気
兼
ね
す
る
点
な
ど
、

「
と
よ
か
げ
」
呼
称
箇

つ
ね
に
も
え
あ
は
で
、
か
ら
う
じ
て

W
、
VI
段

「
し
さ
う
」

そ
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所
と
は
異
な
る
、
貫
禄
の
な
い
軽
薄
な
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、

「
お
き
な
」
呼
称
箇
所
か
ら

「
と
よ
か
げ
」
呼
称
箇
所
の
つ
な
ぎ
目
に
あ
た
る
二
0
番
歌
詞
書
に
は

「
こ
の
を
ん
な
と
よ
か
げ
に
か

く
し
の
び
つ
ヽ
あ
る
も
、
び
な
き
人
に
や
あ
り
け
ん
、
き
く
人
の
い
み
じ
う
い
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
こ
と
や
み
な
む
な
ど
ち
ぎ
り
て
、
あ
し
た
に

な
ほ
か
な
し
け
れ
ば
、
を
と
こ
に
や
り
け
る
」
と
女
が
不
都
合
な
状
況
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
い
う

「便
な
き
」
状
況
と
い

う
の
は
、

「
お
き
な
」
呼
称
箇
所
か
ら
続
く
別
の
男
の
こ
と
な
の
か
、

表
現
と
思
わ
れ
る
。
別
の
男
の
こ
と
と
し
て
連
続
し
た
書
き
ぶ
り
を
せ
ず
、
改
め
て

「
便
な
き
人
に
や
あ
り
け
ん
」
と
提
示
す
る
あ
た
り
、

「
お
き
な
」
呼
称
箇
所
の
内
容
と
は
異
質
な
場
面
の
意
識
で
書
か
れ
た
内
容
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
脈
絡
の
不
具
合
自
体
は
、
書

き
記
す
側
の
断
絶
の
状
況
が
考
え
ら
れ
て
く
る
。
ま
た

二
0
番
歌
以
降
は
別
の
男
の
問
題
は
描
か
れ
な
く
な
る
が
、

呼
称
箇
所
で
盟
蔭
は
別
の
男
が
通
う
た
め
消
極
的
に
何
も
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
異
質
な
豊
蔭
像
を
有
し
、
ま
た
そ
の
箇
所
の
み
で
内
容
が
区
切
り
得
る
こ
の
状
況
は
、

像
に
抵
触
す
る
性
質
を
露
見
す
る
こ
と
に
な
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

「
と
よ
か
げ
」
に
お
け
る

「
お
き
な
」
呼
称
箇
所
を
す
べ
て
採
り
挙
げ
て
み
る
と
、

存
す
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は

「
と
よ
か
げ
」
呼
称
箇
所
の
内
容
、
豊
蔭
像
に
対
し
、
批
判
性
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な

軽
薄
か
つ
戯
画
的
な
内
容
、
豊
蔭
像
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
VI
段
は

「
お
き
な
」
呼
称
か
ら
は
じ
ま
る
章
段
で
二
四
番
詞
書
「
お
き
な
、

に
し
の
京
わ
た
り
な
り
け
る
女
に
も
の
な
ど
い
ひ
て
、

れ
な
い
女
の
心
を
開
こ
う
と
す
る
展
開
と
し
て
、

な
人
物
像
が
こ
こ
だ
け
浮
き
彫
り
に
な
る
こ
と
に
な
る
。

つ

そ
れ
と
も
違
う
状
況
を
い
う
の
か
読
み
取
り
に
く
い
、
不
自
然
な
連
続

思
い
を
鑑
み
、
よ
う
や
く
返
歌
を
詠
み
贈
る
二
六
番
歌
に
続
く
二
七
番
歌
に
お
い
て
、

そ
う
な
る
と
、

「
お
き
な
」

I
段
よ
り
展
開
さ
れ
て
い
た
豊
蔭
像
と
は
異
な
る
卑
屈

つ
ま
り
、

「
お
き
な
」
呼
称
箇
所
が
内
容
に
幅
を
持
た
せ
る
た
め
の
話
の
書
き
足
し

I
段
か
ら

一
貫
し
て
い
た
豊
蔭

そ
の
内
容
面
に
お
い
て
共
通
す
る
性
質
が

ひ
さ
し
う
な
り
に
け
れ
ど
、
か
へ
り
ご
と
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
を
と
こ
」
と
あ
り
、

II
段
前
半
部
の
主
題
と
内
容
の
類
似
し
た
章
段
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
段
で
は
、
女
が
男
の
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と、

J

の
お
き
な
、
た
え
て
ひ
さ
し
う
な
り
に
け
る
人
の
も
と
に

を
と
こ
ま
か
り
そ
め
て
ま
た
え
ま
か
ら
で

く
れ
た
け
の
ゆ
く
す
ゑ
と
ほ
き
ふ
し
な
る
を
ま
だ
き
よ
が
れ
と
人
や
み
る
ら
ん

と
記
さ
れ
る
。
女
の
心
を
よ
う
や
く
開
い
た
矢
先
に
は
、
も
う
夜
離
れ
と
な
る
の
で
あ
る
。
豊
蔭
歌
は
、
あ
な
た
と
は
行
く
末
長
く
連
れ
添
っ

て
い
く
仲
な
の
に
、

（二
七）

は
や
く
も
夜
離
れ
を
し
た
と
周
り
の
人
は
み
る
で
し
ょ
う
か
、
と
安
泰
の
関
係
性
を
伝
え
る
が
、
脈
絡
を
考
慮
す
れ
ば
明

ら
か
に
女
へ
の
不
実
で
軽
薄
な
行
為
、
対
応
と
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た

「
と
よ
か
げ
」
最
終
珊
段
は
、

な
が
き
よ
に
つ
き
ぬ
な
げ
き
の
た
え
ざ
ら
ば
な
に
ヽ
い
の
ち
を
か
け
て
わ
す
れ
ん

お
ほ
や
け
ご
と
い
そ
が
し
き
こ
ろ
に
て
、
こ
れ
が
ヽ
ヘ
し
を
え
せ
ず
こ
そ
な
り
に
け
れ

こ
こ
は
以
前
関
係
が
あ
っ
た
女
性
へ
の
復
縁
の
内
容
と
し
て
、

い
新
し
い
展
開
で
あ
り
、

I
段
主
題
と
の
対
応
が
意
識
さ
れ
る
。
「
と
よ
か
げ
」
呼
称
の

I
段
で
は

女
の
返
歌
を
詠
み
出
だ
さ
せ
た
豊
蔭
で
あ
っ
た
が
、
最
終
段
は
返
歌
を
貰
え
な
い
豊
蔭
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
段
の
内
容
が
類
例
の
な

そ
の
冒
頭
段
が
あ
り
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
結
末
で
あ
る
の
は
、

I
段
と

の
何
ら
か
の
対
応
（
冒
頭
段
と
対
極
を
為
す

展
開
の
志
向
や
パ
ロ
デ
ィ
の
志
向
）
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。

同
じ
く

「お
き
な
」
呼
称
を
有
す
る
＞
段
は
、
従
来

「
の
ぺ

」
の
死
後
に
記
さ
れ
る

「
そ
の
を
り
は
い
と
を
か
し
と
お
も
ひ
け
る
こ
と
ゞ
も
、

あ
り
け
れ
ど
、
こ
と
な
る
こ
と
な
き
ひ
と
の
う
へ
は
み
な
わ
す
れ
に
け
り
」
の
二
＝
一番
歌
左
注
が
、

I
段
か
ら

IV
段
ま
で
の
内
容
、
豊
蔭
像
と

異
な
る
性
質
ゆ
え
に

一
旦
の
跛
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
文
に
お
け
る

「
そ
の
折
」
が
指
し
示
す
内
容
は
考
慮
す
ぺ
き
で
あ
る
。
主
人

の
女
に
逢
え
ず

「
の
ぺ
」
と
関
係
を
持
っ
た
の
が
前
年
の
秋
、

「
の
べ

」
が
死
ん
だ
の
が
翌
年
の
秋
で
、

二
三
番
歌
の

「訪
ふ
べ
き
」
の
表
現

よ
り
、
豊
蔭
は

一
年
の
間

「
の
べ
」
に
通
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の
段
は
、

二
人
の
逢
瀬
の
期
間
を
省
筆
し
描
い
て
い
な

い
こ
と
に
な
り
、
脈
絡
を
考
え
れ
ば
、

「
そ
の
折
」
が
指
示
す
る
の
は

「
の
べ

」
と
の
交
情
の
期
間
で
あ
り
、

（四

一
）

そ
の
折
（
逢
っ
て
い
た

一
年
間
）
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は
趣
深
い
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
身
分
卑
し
い
女
童
の
こ
と
は
み
な
忘
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
左
注

は
I
段
か
ら

IV
段
ま
で
の
総
括
で
な
く
、
＞
段
文
脈
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
お
り
、

矮
小
で
軽
薄
な
豊
蔭
像
が
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に

「
お
き
な
」
呼
称
箇
所
は
、
展
開
、
人
物
像
が
軽
薄
か
つ
戯
画
的
で
あ
り
、

「
と
よ
か
げ
」
呼
称
箇
所
の
性
質
と

一
線
を
画

す
る
内
容
な
の
で
あ
る
。

前
章
ま
で
は
、

「
と
よ
か
げ
」
に
お
け
る
先
行
歌
物
語
の
摂
取
状
況
、
呼
称
の
別
と
章
段
内
容
の
性
質
を
検
証
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
こ
と

を
踏
ま
え
て
い
く
と

―
つ
の
推
論
が
成
り
立
つ
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
先
行
歌
物
語
の
内
容
を
逸
脱
す
る
展
開
、
及
び
恋
愛
に
対
し
厳
し

く
ひ
た
む
き
で
あ
る
と
い
う
点
で

一
貫
性
の
あ
る
主
人
公
像
を
描
く

「
と
よ
か
げ
」
呼
称
箇
所
に
対
し
、

「
お
き
な
」
、
「
し
さ
う
」
呼
称
箇
所

は
そ
れ
と
は
異
質
の
意
識
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
内
容
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
べ
き
も
の
が
先
に
成
っ
て
、

一
九
番
歌
）
、

歌）、

＞
段
、

全
体
の
形
成

一
三
、
二
0
番
歌
）
、

VII
段
の

一
部

（三
一

、

そ
れ
以
後
、
別
の
人
物
に
よ
っ
て
異
な
る
意
識
の
も
と
で
、
「
お
き
な
」
呼
称
の

IV
段
の

一
部

(-
八、

VI
段
の

一
部
（
二
四
ー
ニ
八
番
歌
）、
VII
段

（三
三
ー
四

0
番
歌
）
、

「
し
さ
う
」
呼
称
の

W
段
の

一
部

(-
四
ー
一

七
番

VI
段
の

一
部
（
二
九、

三

0
番
歌
）
か
増
益
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(13
)
 

な
お
、
呼
称
の
別
と
章
段
内
容
の
関
係
に
つ
い
て
は
古
く
丸
岡
誠

一
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
丸
岡
氏
は
虚
構
物
語
の
主

人
公
に
対
し
老
人
の
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
疑
念
を
持
ち
、

「
お
き
な
」
呼
称
箇
所
に
つ
い
て
は
、
晩
年
時
の
病
に
よ
り
伊
手
の
執
筆
が
中
断

し
た
も
の
を
、
以
後
側
近
が
変
わ
っ
て
付
し
た
と
さ
れ
、
伊
手
と
側
近
に
よ
る
共
同
執
筆
の
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
他
者
と
の
共
作
の

げ
」
呼
称
の

I
、
II ヽ

m、
IV
段
の

一
部

(―

二
、

四

w、
VI
、
VII
段
の

「
お
き
な
」
呼
称
箇
所
と
同
様
、

つ
ま
り

「
と
よ
か
げ
」
は
、
ま
ず

「
と
よ
か

三
二
番
歌
）
よ
り
な
る
原

「
と
よ
か
げ
」
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四
段

（和
歌
事
例
）
に
み
ら
れ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
は
増
益
の
問
題
と

(
14
)
 

し
て
も

「
と
よ
か
げ
」
と
密
接
て
あ
り
、
片
桐
洋
一
氏
に
よ
る
『
伊
勢
物
語
』
の
成
長
論
は
著
名
で
あ
る
。
片
桐
氏
は
『
伊
勢
物
語
』
中
の

「
お
き
な
」
呼
称
章
段
に
つ
い
て
、
死
ん
だ
業
平
が
翁
と
な
っ
て
自
分
に
関
わ
り
な
い
こ
と
と
し
な
が
ら
昔
の
我
が
事
跡
を
語
っ
た
り
、
相
手

を
祝
福
慶
賀
す
る
専
門
歌
人
的
な
立
場
で
業
平
が
章
段
に
登
場
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
、
段
階
的
な
成
立
の
中
で
後
年
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

(15
)
 

内
容
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
段
階
的
な
成
立
過
程
を
踏
ま
え
た
上
で
高
橋
文
二
氏
も
、

「
お
き
な
」
の
役
割
、
位
置
づ
け

(16
)
 

が
作
品
が
増
益
さ
れ
る
時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
性
質
を
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
る
こ
と
を
検
証
さ
れ
て
い
る
。

「
と
よ
か
げ
」
と

『
伊
勢
物
語』

に
お
け
る
作
品
と
し
て
の
性
質
の
違
い
は
当
然
考
慮
す
ぺ
き
で
あ
る
が
、
構
成
意
識
の
変
質
が
、
呼
称
の

変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
面
か
ら
も
、

「
と
よ
か
げ
」
は

『
伊
勢
物
語
』
に
連
な
る
歌
物
語
共
有
の
性
質
を
備
え
て
い
る
と
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

最
後
に
こ
こ
ま
で
想
定
し
て
き
た
増
益
形
成
の
妥
当
性
を
、
作
品
内
に
お
け
る
他
の
要
因
よ
り
検
証
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
家
集
に
は

「と

よ
か
げ
」
と
伊
手
没
後
に
成
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
他
撰
部
を
結
ぶ
次
の

一
文
が
あ
る
。

お
な
じ
下
ば
ば
巴
の
う
た
と
て
ほ
か
に
み
え
し
を
、
さ
か
し
ら
に
つ
ヽ
ま
し
け
れ
ど
と
て

本
院
の
女
御
う
せ
た
ま
う
て
、
ま
た
の
と
し
、
四
月

一
日
、
じ
ゞ
う
の
き
み
の
も
と
に

呼
称
は
、
四

0
、
七
六
、
七
七
、
七
九
、
八

一
、
八
三
、
九
七
、

可
能
性
を
示
さ
れ
た
点
、

重
要
な
指
摘
と
思
わ
れ
る
が
、

「
お
き
な
」
呼
称
箇
所
が
、
伊
手
の
側
近
の
手
に
よ
る
も
の
と
し
た
場
合
、
急
な
呼

称
変
化
は
明
ら
か
に
唐
突
と
思
わ
れ
る
。
場
面
展
開
に
関
し
て
も
前
章
で
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
現
代
読
ん
で
も
脈
絡
上
不
自
然
さ
を
感
じ

る
箇
所
が
多
く
目
に
付
く
。
伊
手
と
同
時
代
に
、
伊
手
認
知
の
側
近
が
、
こ
の
よ
う
な
付
け
た
し
を
し
た
と
は
考
え
に
く
く
思
わ
れ
る
。
こ
れ

ら
は
や
は
り
、
伊
手
没
後
の
後
年
に
増
益
さ
れ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た

「
お
き
な
」
呼
称
箇
所
に
つ
い
て
は
、

『
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
も

「
お
き
な
」
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ほ
と
ヽ
ぎ
す
こ
ぞ
み
し
き
み
が
な
き
や
ど
に
い
か
に
な
く
ら
ん
け
ふ
の
は
つ
こ
ゑ
（
四
二
）

こ
の
文
は
以
下
の
他
撰
部
の
歌
を
提
示
す
る
他
撰
部
編
纂
者
の

一
文
と
見
倣
さ
れ
る
が
、
こ
の
文
に
お
い
て

「お
き
な
」
の
行
為
が

「
み
え
し
」

や

「
さ
か
し
ら
」
と
敬
意
を
用
い
ず
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
に
お
け
る
主
人
公
豊
蔭
の
対
応
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。

れ
は

「
と
よ
か
げ
」
よ
り
も
成
立
が
後
に
な
る
他
撰
部
が
書
き
記
さ
れ
る
段
階
に
お
い
て
、

「
と
よ
か
げ
」
に
依
拠
し
た
文
が
書
き
足
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

一
文
の
存
在
を
考
慮
に
い
れ
る
と
、
原

「
と
よ
か
げ
」
が
成
っ
た
以
後
か
ら
他
撰
部
が
成
立
す
る
間
の

期
間
に
お
い
て
も
ま
た
、
原

「
と
よ
か
げ
」
に
依
拠
し
た
内
容
が
足
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
文
が
、

増
益
と
推
定
し
た
箇
所
と
同
じ

「
お
き
な
」
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
偶
然
で
は
な
く
、

「
お
き
な
」
の
呼
称
が
、
伊
ず
没
後
で

他
撰
部
成
立
の
時
期
周
辺
に
、

豊
蔭
を
称
す
る
名
詞
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

の
出
自
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
く
内
容
を
展
開
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の

ま
た
、
こ
の
文
か
ら
は
原

「
と
よ
か
げ
」
と
増
益
箇
所
の
構
成
意
識
の
違
い
も
読
み
取
り
得
る
。

こ
の

一
文
で
は
四
二
首
以
後
に
挙
げ
ら
れ

る
伊
手
本
人
の
歌
を

「
お
な
じ
お
き
な
」
の
歌
と
し
て
い
る
が
、
原

「
と
よ
か
げ
」
は
伊
手
の
歌
を
豊
蔭
に
仮
託
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ

文
で
は
、
伊
手
の
こ
と
を

「
お
な
じ
お
き
な
」
と
示
し
て
お
り
、

即
ち
伊
手
が
豊
蔭
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

語
に
お
い
て
伊
手
が
豊
蔭
で
あ
る
こ
と
は
表
出
さ
せ
な
い
、
と
い
う
原

「と
よ
か
げ
」
の
設
定
を
踏
襲
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か

ら
類
推
す
れ
ば
、
「
と
よ
か
げ
」
増
益
箇
所
の
作
者
も
、
必
ず
し
も
原

「
と
よ
か
げ
」
の
設
定
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
内
容
の
書
き
足
し
を
す

る
と
は
限
ら
ず
、
原

「
と
よ
か
げ
」
と
は
性
質
の
異
な
る
内
容
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
は
十
分
あ
り
得
た
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
実
際
、
今
回

増
益
と
見
倣
し
た
箇
所
に
は
、
唐
突
な
人
称
変
化
や
展
開
、
人
物
像
の
変
容
な
ど
、
原

「
と
よ
か
げ
」
と
の
差
異
が
確
認
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら

は
原

「と
よ
か
げ
」
の
作
者
伊
手
と
は
異
な
る
、
別
の
意
識
を
持
っ
た
者
に
拠
る
が
ゆ
え
の
現
象
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
他
撰
部
編
纂
者
が
付
し
た
こ
の

一
文
は
、
物

つ
ま
り
そ
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本
稿
は

「
と
よ
か
げ
」
の
段
階
的
な
成
立
を
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
、
原

「
と
よ
か
げ
」
と
推
定
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
先
行

歌
物
語
に
例
の
な
い
展
開
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
卑
位
卑
官
の
主
人
公
設
定
や

一
貫
し
た
男
性
像
な
ど
、
独
自
性
の
強
い
歌
物
語
と
見
倣
し
得
る

点
、
権
力
階
層
の
文
学
的
営
み
と
し
て
改
め
て
評
価
す
る
必
要
性
を
感
じ
る
。
原

「
と
よ
か
げ
」
か
ら
は
作
者
伊
手
の
積
極
的
な
歌
物
語
創
作

の
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
藤
原
北
家
の
、
特
に
師
輔

一
門
の
周
辺
に
は

『
後
撰
集
』
撰
集
の
十
世
紀
中
頃
よ
り
、
関
わ
り
深
い

(17
)
 

私
家
集
、
作
品
が
多
数
確
認
さ
れ
、
和
歌
を
中
心
と
し
た
文
芸
へ
の
参
画
が
注
目
さ
れ
て
久
し
い
が
、
個
の
作
品

一
っ
―
つ
の
精
査
に
よ
り
、

巨
視
的
な
問
題
提
起
で
も
あ
る
摂
関
家
の
文
学
活
動
の
実
態
も
明
ら
か
に
成
る
も
の
と
考
え
る
。

ま
た
、
内
容
、
脈
絡
、
呼
称
の
観
点
か
ら
増
益
部
と
見
倣
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
軽
薄
か
つ
戯
画
的
な
展
開
、
人
物
像
が
み
ら
れ
る
こ
と

を
確
認
し
た
が
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、

証
も
、
原
態
論
と
は
立
場
を
異
に
し
て
今
後
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
増
益
の
問
題
は
、
片
桐
洋

一
氏
の

『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
成
長

論
が
著
名
で
あ
り
、

「
と
よ
か
げ
」
は
と
も
す
れ
ば
性
急
に
歌
物
語
に
お
け
る
成
長
論
の
遡
上
に
載
せ
ら
れ
る
性
質
を
有
す
る
素
材
だ
が
、

『伊

勢
物
語
』
に
お
け
る
増
益
に
つ
い
て
も
、
従
前
の
作
品
論
や
伝
本
研
究
、
業
平
家
集
と
の
関
係
な
ど
、
長
き
に
お
け
る
検
証
が
繰
り
返
さ
れ
た

上
で
、
今
日
な
お
存
否
が
検
証
さ
れ
て
い
る
問
題
で
も
あ
る
。
「
と
よ
か
げ
」
に
お
い
て
も
、
本
稿
の
み
な
ら
ず
多
面
的
な
検
証
、
吟
味
が
必

要
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

い
か
な
る
意
識
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
形
成
過
程
に
つ
い
て
の
検

そ
の
過
程
を
経
た
上
で
は
じ
め
て
歌
物
語
生
成
の
解
明
に
資
す
る
素
材
に
成
り
得
る
と
考
え
る
。

・
「一

条
摂
政
御
集
』
の
引
用
は

『私
家
集
大
成
」（
明
治
書
院
）
に
、
そ
の
他
和
歌
引
用
は

『新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
に、

『伊
勢
物
語
』、
「大
和
物
語
』、

『平
中
物
語
」
の
引
用
は

『新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
拠
っ
た
。『
伊
勢
物
語
』
異
本
章
段
の
段
数
は
新
編
全
集
の
通
し
番
号
を
記
し
た
。
ま

た
引
用
本
文
の
表
記
は
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

五
お
わ
り
に
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〔註
〕

(l
)

「一

条
摂
政
御
集
の
研
究
」
『
文
学
』
第

六

号

第

三
巻

岩

波

書

店

昭

和

一
0
年
六
月
。

(2
)

「一

条
摂
政
御
集
の
成
立
に
就
い
て
」で
日
本
文
学
史
研
究
』
六

日
本
文
学
史
研
究
会
昭
和
二
五
年
九
月
。

(
3
)

「一

条
摂
政
御
集
に
つ
い
て
」「
国
語
国
文
』
第
三
四
巻
第

―二
号
京
都
大
学
国
文
学
会
昭
和
四

0
年

―二
月
。

(4
)

「「一

条
摂
政
御
集
」
前
半
部
の
物
語
性
」「
平
安
朝
文
学
探
求
』
二
松
学
舎
大
学
雨
海
ゼ
ミ
昭
和
五
四
年
。

(5
)

「
『
一条
摂
政
御
集

』
論
ー

「と
よ
か
げ

」
の
部
の
特
質
ー
—

'
」
『詞
林
』
第
二
号
昭
和
六

二
年

―
一
月
。

後
、
「
「と
よ
か
げ

」
の
部
の
特
質
」

『歌
語
り

・
歌
物
語
隆
盛
の
頃
伊
手

・
本
院
侍
従

・
道
綱
母
達
の
人
生
と
文
学
』
和
泉
書
院
平
成

一
九
年

一
0
月
。

(6
)

塙
書
房
昭
和
四
二
年

―一

月
。

(7
)

そ
の
後
の
犬
挫
廉
氏
校
注
書

（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
28

平
安
私
家
集
』
岩
波
書
店

平

成

六

年

―二
月
）
も

『
注
釈
』
の
理
解
を
踏
襲
さ
れ

て
い
る
。

(8
)

①
「
『
と
よ
か
げ
』
の
方
法
ー
ー
ー
I
段
か
ら

IV
段
の
検
討

」
『
古
典
和
歌
論
叢
』
犬
投
廉
編
明
治
書
院
昭
和
六
三
年
四
月
。
②
「
『
と
よ
か

げ
』
の
方
法
（
続
）
ー
＞
段
か
ら
珊
段
の
検
討
ー
|
'
」
『
平
安
文
学
研
究
』
第
七
十
九

・
八
十
輯
昭
和
六
三
年

一
0
月
。

(9
)

阿
部
俊
子
氏
①
「
大
和
物
語
の
成
立
に
関
し
て
」『
校
本
大
和
物
語
と
そ
の
研
究
増
補
版
』
三
省
堂

昭
和
二
九
年
六
月
、

②
『
校
注
古
典
叢
酋

大
和
物
語
』
「
解
説
」
明
治
書
院
昭
和
六

一
年
二
月
。
阿
部
氏
は
伊
手
別
当
て
あ
っ
た
梨
壺
に
お
け
る

『後
撰
集
』
撰
集
事
業
と
成
立
の
関
連
を
指

摘
さ
れ
る
。

(10
)
①
目
加
田
さ
く
を
氏

「平
仲
物
語
の
成
立
年
代
並
に
本
文
形
態
」
r
増
訂
平
仲
物
語
論
』
武
蔵
野
書
院
昭
和
三
三
年
五
月
。
②
萩
谷
朴
氏

「平

中
物
語
成
立
時
期
の
推
定
と
第
三
八
段
附
載
説
話
の
解
釈
附
作
者
試
考
」
『
平
中
全
講
』
同
朋

舎

昭

和

三
四
年

一
0
月
。

(11
)

『
相
如
集
』
(
-
九

・
詞
書

「祓
へ
の
使
に
、
難
波
へ
行
き
て
、
も
と
り
と
言
ふ
浮
か
れ
女
に
つ
き
て
」
か
ら
の
連
続
）
「
行
く
末
は
い
の
ち
も
知
ら

ず
夢
な
ら
で
い
づ
れ
の
よ
に
か
ま
た
は
逢
ふ
ぺ
き
」
（
二

0
)
、
『
後
拾
迫
集
』
詞
書
（
巻
一

三

・
恋
三

・
七

―ニ

・
赤
染
衛
門
）「
男
、
恨
む
る
こ
と
や

あ
り
け
む
、
今
日
を
限
り
に
て
ま
た
は
さ
ら
に
音
せ
じ
と
言
ひ
て
出
で
は
ぺ
り
に
け
れ
ど
、
い
か
に
か
思
ひ
け
ん
、
昼
方
お
と
づ
れ
て
は
ぺ
り
け
る
に

よ
め
る
」
な
ど
、

「
ま
た
は
」
が
再
度
の
意
で
用
い
ら
れ
る
和
歌
、
詞
書
事
例
は
多
い
。
そ
の
他

『
古
今
和
歌
六
帖
』
二

0
九
三
（
第
四

．
涙
河
）
、

『
伊
勢
集
』
一

八、

『兼
盛
集
』
一
三

0
、
r
千
里
集
』
一

0
三
、
『恵
艇
集
』
一
三
八
番
歌
な
ど
が
、
恋
歌
以
外
の
歌
中
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ニ

番
歌
は
上
の
句
か
ら
の
脈
絡
を
考
慮
す
れ
ば
、
再
度
の
意
で

「
ま
た
は
」
が
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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昭
和
四
七
年
五
月
。

(12
)

傍
線
箇
所
に
つ
い
て
は
、

(A
)
女
が
多
く
男
性
を
通
わ
す
、

(B
)
盟
蔭
が
多
く
の
女
性
に
通
う
、
の

二
説
に
分
か
れ
、

『注
釈
」
は

(A
)、
（
B
)

と
も
在
り
得
る
こ
と
を
示
さ
れ
、
曽
根
氏
は

(A
)、
犬
強
廉
氏
は

(B
)
の
理
解
を
示
す
。
盟
蔭
が
来
ず
嘆
く
女
の
八
番
歌

「
く
も
ゐ
に
は
わ
た
る

と
き
け
ど
ヽ
ぷ
か
り
の
こ
ゑ
き
ヽ
が
た
き
あ
き
に
も
あ
る
か
な
」
は
、
訪
れ
の
無
い
盟
蔭
を
雁
に
仮
託
し
、

雲
居
に
飛
び
立
つ
情
景
に
重
ね
る
も
の
だ

が
、
同
時
代
に
お
い
て
男
性
を
雁
に
仮
託
し
「
雲
居
l

に
行
く
と
す
る
詠
歌
は
男
と
の
疎
遠
の
関
係
を
意
味
す
る
が
、
別
の
女
に
通
う
こ
と
ま
で
を
示

唆
す
る
も
の
と
は
判
断
さ
れ
ず

（『
後
撰
集
』
七
七
七

・
巻

―
-

．
恋
三

・
よ
み
人
し
ら
ず
）
、
雁
や
時
烏
な
ど
烏
類
を
表
現
に
用
い
、
他
の
異
性
に
通

う
こ
と
を
暗
示
す
る
場
合
、
里
を
巡
行
す
る
な
ど
の
別
の
表
現
が
確
認
さ
れ
る

（『
斎
宮
女
御
集
」
二
三
、
『清
正
集
』
一

七
な
ど
）

。
ま
た
盟
蔭
の
九

番
歌

「
く
も
ゐ
に
て
こ
ゑ
き
ヽ
が
た
き
も
の
な
ら
ば
た
の
む
の
か
り
も
ち
か
く
な
き
な
む
」
に
み
ら
れ
る
係
助
詞

「
も
」
は
添
加
の
意
で
、
こ
れ
は

「頼
む
の
雁
（
私
）
も
ま
た
あ
な
た
の
近
く
て
鳴
こ
う
」
と
他
の
男
性
の
存
在
を
類
推
さ
せ
る
助
詞
と
判
断
さ
れ

（
『
注
釈
』
、
注

(8
)
曽
根
氏
論
文

①
)
、
前
後
の
段
と

の
照
応
か
ら
も

(
A
)
の
理
解
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

(13
)

「
一
条
摂
政
御
集
成
立
私
見
」『
文
学
論
藻
』
―
一

号
東
洋
大
学
国
語
国
文
学
会
昭
和
三
三
年
五
月
。

(14
)

「
伊
勢
物
語
の
研
究

〔研
究
篇
〕』

明
治
密
院

昭

和

四

三
年
二
月
。

(15
)
①
注

(14
)
の
害
、

「伊
勢
物
語
の
方
法
と
成
立
過
程
」
。
②
『
伊
勢
物
語
の
新
研
究
』
所
収

「伊
勢
物
語
に
見
る
語
り
手
の
変
貌
」
明
治
書
院

和
六
二
年
九
月
。

(16)

「伊
勢
物
語
構
造
論
の
試
み
|
|
＇
「
翁

物
語
」
の
構
造

」
『
駒
沢
国
文
』
第
九
号
駒
沢
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室

(17
)山
口
博
氏

「摂
関
家
歌
壇
と
私
家
集
」
『
王
朝
歌
壇
の
研
究
村
上
冷
泉
円
融
朝
篇
』
桜
楓
社
昭
和
四
二
年
十
月
。

【付
記
】
本
稿
は
平
成
二
十
三
年
度
和
歌
文
学
会
第
五
十
七
回
大
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
席
上
御
教
示
い
た
だ
い
た
堤
和
博
先
生
、

発
表
後
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
先
生
方
、
司
会
の
労
を
取
っ
て
下
さ
っ
た
古
瀬
雅
義
先
生
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

昭
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