
講

演
平
安
朝
の

「
風
流
」

の

先
駆
者
と
し
て
み
た
源
融

ベ
ノレ
ナ

ノレ

＊
 

フ
ラ
ン
ク

． 

源
融
は
、
平
安
初
期
に
お
け
る
、
誠
に
出
色
の
人
物
で
あ
り
、
不
思
議
に
魅
力
の
あ
る
人
物
で
す
。

融
は
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
と
し
て
、
父
の
帝
が
在
位
し
て
い
た
、
八
二
二
年
〔
弘
仁
十
三
年
〕
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
翌
年
の
弘
仁
十
四
年
、

天

皇
が
退
位
し
た
後
で
も
、
朝
廷
で
大
切
に
さ
れ
、
皇
子
に
ふ
さ
わ
し
い
、
最
高
の
教
育
を
受
け
ま
し
た
。
併
し
、
数
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
、

し
よ
う

い
わ
ゆ
る
「
皇
別
」
の
氏
に
降
ろ
さ
れ
て
、
「
源
朝
臣
」
の
姓
を
授
け
ら
れ
、
初
代
源
氏
の
十
二
人
目
に
な
り
ま
し
た
。

融
の
母
は
、
大
原
家
と
言
う
、
そ
れ
程
身
分
の
高
く
な
い
家
柄
の
出
身
で
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
彼
が
こ
の
よ
う
に

「
臣
籍
」
に
降
ろ
さ
れ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
併
し
、
時
代
背
景
を
考
察
す
れ
ば
、
藤
原
家
が
当
時
全
力
を
挙
げ
て
他
の
総
て

の
家
を
皇
族
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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融
は
恐
ら
く
、
若
い
頃
か
ら
既
に
才
人
の
姿
を
見
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
比
較
的
順
調
に
出
世
し
、
諸
国
の
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
八

五
O
年
〔
嘉
祥
三
年
〕

に
参
議
に
な
り
、
八
六
四
年
〔
貞
観
六
年
〕
に
中
納
言
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
｜
｜
彼
に
取
っ
て
は
、

非
常
に
意
味
が
あ
っ
た
乙
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
！
｜
陸
奥
出
羽
の
按
察
使
を
兼
ね
る
乙
と
に
な
り
ま
し
た
。

八
七

O
年
〔
貞
観
十
二
年
〕
に
、
大
納
言
に
昇
り
ま
し
た
。
二
年
後
の
八
七
二
年
〔
貞
観
十
四
年
〕

に
、
律
令
制
度
に
お
け
る
最
高
の
常

職
で
あ
る
左
大
臣
に
至
り
ま
し
た
。

「
好
事
魔
多
し
」
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
彼
が
乙
の
よ
う
に
左
大
臣
に
任
命
さ
れ
る
と
同
時
に
、
藤
原
基
経
が
右
大
臣
に
な
り
ま
す
。
融

よ
り
十
四
年
若
い
こ
の
基
経
は
、
前
世
代
の
権
力
者
で
あ
っ
た
太
政
大
臣
良
房
の
息
子
で
し
た
。
父
の
例
に
な
ら
っ
て
、
基
経
も
当
時
絶
え

間
な
く
権
力
を
追
い
求
め
て
い
ま
し
た
。

八
七
六
年
〔
貞
観
十
八
年
〕
に
、
わ
ず
か
九
歳
の
陽
成
天
皇
が
即
位
し
ま
す
と
、
年
輩
者
と
し
て
摂
政
に
撰
ば
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
融
を
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威
厳
か
ら
見
て
も
、
地
位
か
ら
見
て
も
、
前
途
を
遮
り
そ
う
に
見
え
た
融
が
、
気
に
か
か
る
存
在
だ
っ
た
乙
と
は
、
当
然
な
乙
と
で
す
。

口
実
を
設
け
て
排
除
し
、
目
下
で
あ
っ
た
基
経
を
任
命
す
る
詔
勅
が
下
り
ま
し
た
。
四
年
後
、
基
経
は
、
到
頭
、
太
政
大
臣
に
達
し
ま
す
。

基
経
の
甥
に
当
た
り
、
基
経
の
計
画
に
役
立
っ
た
若
い
帝
は
、
残
念
な
が
ら
奇
妙
な
振
舞
い
を
見
せ
、
色
々
の
乱
行
を
続
け
ま
す
。
皇
太

ム

子
時
代
、
彼
の
守
り
の
役
（
い
わ
ゆ
る
東
宮
の
侍
）
を
し
て
い
た
融
は
、
公
の
行
事
に
出
席
す
る
こ
と
を
止
め
て
、
そ
の
後
は
ず
っ
と
自
分

の
家
に
閉
じ
能
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
八
八
四
年
〔
元
慶
八
年
〕
に
、
基
経
は
到
頭
こ
の
天
皇
を
廃
す
る
に
至
り
ま
す
。

新
帝
を
撰
ぶ
の
に
困
っ
て
い
た
公
卿
達
の
前
で
、
皇
族
の
出
身
と
言
う
誇
り
を
持
っ
た
融
が
、
大
胆
に
も
自
分
自
身
を
推
薦
し
た
話
し
は

有
名
で
す
。

し
ょ
主
宰
な
り
た
だ
ぴ
と

そ
の
よ
う
な
乙
と
を
言
い
出
し
た
融
に
、
昔
か
ら
の
敵
で
あ
っ
た
基
経
は
、
即
座
に
「
皇
胤
な
れ
ど
、
姓
給
て
只
人
に
て
仕
へ
て
、
位
に

即
き
た
る
例
ゃ
あ
る
』

と
反
論
し
て
提
案
を
徹
底
的
に
退
け
た
そ
う
で
す
。



乙
の
話
は
「
大
鏡
」
の

「
基
経
伝
」
（
第
二
巻
、
列
伝
）
と

「
古
事
談
」
（
国
史
大
系
・
第
一
巻
）
と
言
う
説
話
集
と
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

終
に
撰
ば
れ
た
帝
は
、
年
を
と
り
、
穏
や
か
な
人
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
光
孝
天
皇
で
し
た
。

三
年
後
亡
く
な
っ
た
こ
の
天
皇
に
も
、
そ
の
後
継
ぎ
に
な
っ
た
宇
多
天
皇
に
も
、
融
は
怨
み
を
持
た
ず
忠
節
を
尽
し
て
死
に
至
る
ま
で
仕

え
ま
し
た
。
併
し
、
光
孝
天
皇
の
即
位
の
際
に
、
関
白
の
役
目
を
与
え
ら
れ
二
層
強
力
に
な
っ
た
基
経
に
抵
抗
す
る
乙
と
も
最
後
ま
で
止
め

ゑ即

F』

A
ノ

「
阿
衡
事
件
」
に
、
融
が
積
極
的
に
加
わ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
抵
抗
の

な
か
っ
た
の
も
確
か
で
す
。
関
白
の
役
割
り
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た

著
し
い
例
で
す
。

政
治
家
と
し
て
見
た
融
に
つ
い
て
、
大
変
参
考
に
な
る
論
文
を
書
い
た
山
中
裕
氏
は
、
「
風
流
人
」
の
名
を
得
た
乙
の
融
は
、
儲
か
に
嵯
峨

源
氏
の
中
で
抜
ん
で
て
い
た
政
治
家
だ
っ
た
こ
と
を
明
白
に
し
ま
し
た
。

終
に
藤
原
家
の
勢
力
拡
大
を
止
め
え
な
か
っ
た
融
は
、
当
時
の
多
く
の
貴
族
と
異
な
り
、
政
治
の
道
が
支
え
て
い
た
か
ら
世
を
は
か
な
ん
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で
「
風
流
」
の
生
活
に
没
頭
し
た
の
だ
と
は
絶
対
に
一
言
え
ま
せ
ん
。
寧
ろ
彼
が
「
若
い
頃
よ
り
持
っ
て
い
た
風
流
心
が
、
晩
年
に
は
よ
り
強

く
表
面
に
表
わ
れ
た
だ
け
で
あ
ろ
う
」
と
山
中
氏
は
強
調
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
政
治
家
融
に
見
ら
れ
る
大
胆
か
つ
雄
大
な
性
格
は
、
私
が
、
今
日
、
焦
点
を
合
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
、
彼
の
「
風
流
」
と
案
外
関

係
が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
の
上
に
又
、
そ
れ
故
、
融
が
あ
ら
ゆ
る
点
で
大
規
模
な
目
論
見
を
抱
い
た
人
間
だ
っ
た
こ
と
も
分
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

き
て
、
「
風
流
」
と
言
う
言
葉
に
つ
い
て
、
今
少
し
話
し
ま
し
ょ
う
。
「
風
流
」
と
は
、
漢
語
の
熟
語
で
、
「
風
と
流
れ
」
或
は
「
風
の
流
れ
」

と
分
解
さ
れ
ま
す
。
乙
こ
で
は
主
に
、
こ
の
言
葉
を
深
く
研
究
し
た
、
小
川
環
樹
、
星
川
清
孝
の
両
先
生
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、
簡
単
な
説

明
を
述
べ
て
見
ま
す
。



b
ぜ

な

由

「
風
」
も
「
流
れ
」
も
、
本
来
自
然
現
象
を
表
わ
す
語
で
す
が
、
人
聞
に
関
す
る
表
現
に
も
早
く
か
ら
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
「
論
語
」
の
中

ふ
う

に
「
君
子
之
徳
風
」
と
言
う
言
葉
が
出
て
来
ま
す
。
警
職
と
し
て
こ
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
「
風
」
は
、
小
川
氏
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う

に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
斗
君
主
・
：
の
態
度
が
、
そ
の
周
囲
及
ぴ
人
民
に
次
第
に
拡
っ
て
い
っ
て
、
気
が
つ
か
な
い
聞
に
道
徳
的

な
影
響
を
及
ぼ
す
。
：
：
：
儒
家
に
特
有
の
政
治
思
想
で
あ
っ
た
。
」
「
し
か
し
君
主
或
い
は
政
治
家
の
よ
う
な
政
治
的
関
係
か
ら
は
な
れ
た
個

人
に
つ
い
て
も
「
風
』
と
い
う
字
が
用
い
ら
れ
た
」
。
「
孟
子
」
の
中
に
そ
の
よ
う
な
例
が
見
え
ま
す
。
同
じ

り
？
？
＋
ヲ

順
序
で
あ
る
「
流
風
」
（
流
れ
る
風
）
と
言
う
言
葉
が
出
て
来
ま
す
。
星
川
氏
は
そ
れ
を
「
先
王
の
徳
化
の
流
伝
」
と
し
て
解
釈
し
ま
す
。
伝

ふ
’
ヲ

わ
っ
て
行
く
「
風
」
の
中
に
、
一
種
の
倫
理
的
な
「
美
」
が
あ
る
乙
と
に
注
意
し
て
欲
し
い
、
と
星
川
氏
は
強
調
し
て
お
り
ま
す
。

ふ・
つ

「
風
」
は
そ
の
原
義
か
ら
転
じ
て
、
道
徳
的
な
品
格
、
人
品
、
そ
う
し
て
、

「
孟
子
」
に
、
「
風
流
」
の
逆
の

一
般
に
、
人
柄
か
ら
受
け
る
感
じ
、
更
に
具
体
的
に
そ
の
人

の
容
貌
、
姿
、
態
度
な
ど
を
示
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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「
風
流
」
と
言
う
熟
語
そ
の
も
の
は
、
漢
以
前
の
文
献
に
は
見
え
な
い
様
で
す
。
「
漢
書
」
「
後
漢
書
」
に
出
て
来
る
極
少
な
い
例
を
見
れ
ば
、

ふ・っ

そ
の
頃
は
、
「
風
」

一
字
だ
け
の
表
現
と
略
々
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
「
風
流
」
と
い
う
語
は
貌
晋
時
代
に
広
く
流
行
し
始
め
、
そ
の
意

味
が
益
々
複
雑
に
な
り
、
南
朝
・
唐
時
代
を
通
じ
て
、
社
会
の
変
化
に
伴
い
、
本
来
の
意
味
か
ら
非
常
に
遠
ざ
か
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
語
の
意
味
の
変
遷
を
精
密
に
研
究
し
た
星
川
氏
に
従
え
ば
、
漢
末
か
ら
晋
ま
で
続
い
て
い
る
不
安
定
な
社
会
の
雰
囲
気
か
ら
現
わ
れ

出
て
来
る
「
風
流
」
の
中
で
は
「
節
操
」
｜
｜
取
り
も
直
さ
ず
「
主
義
を
守
る
こ
と
汁
ー
ー
と
言
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
大
切
で
す
。
こ
れ
に
相
当

す
る
「
み
さ
を
」
と
言
う
日
本
語
が
「
風
流
」
の
読
み
方
と
し
て
早
く
か
ら
伝
わ
り
ま
し
た
。
「
日
本
霊
異
記
」
（
上
巻
ノ
十
一
二
）
に
出
て
い
る
、

「
風
流

l
l（
読
み
は
、
美
佐
乎
〕
｜
｜
あ
る
女
」
（
原
文
「
有
風
流
女
：
：
」
）
は
、
「
心
の
高
潔
な
女
」
の
こ
と
で
す
。

乱
れ
て
来
た
社
会
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
節
操
」
の
理
念
を
守
ろ
う
と
し
た
人
達
は
「
名
士
」
（
偉
大
な
人
物
、
即
ち
忠
義
者
）
と
し
て



知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
「
名
士
の
風
流
」
は
、
ま
だ
儒
教
の
思
想
に
基
い
て
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
晋
時
代
に
は
、
道
家
｜
｜
主
に
、
老
荘
的
思
想
が
発
達
し
ま
す
。
こ
の
思
想
の
影
響
を
受
け
た

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
社
会
を
軽
蔑
し
、
儒
教
が

「
遁
世
者
」
は
儒
教
の
原
理

「
俗
」
と
思
っ
た
も
の
を
「
雅
」
と
評
価
し
、
儒
教
が

「
雅
」
と
し
た
も
の
を
「
俗
」
と
評

価
し
ま
す
。
彼
ら
に
取
っ
て
は
、
「
雅
」
の
極
致
で
あ
る
「
風
流
」
は
、
社
会
か
ら
離
れ
、
す
べ
て
の
因
襲
か
ら
抜
け
て
、
精
神
活
動
の
自
由

ぴ

を
得
た
も
の
の
態
度
で
す
。
そ
乙
に
真
の
人
格
、
真
の
美
が
求
め
ら
れ
る
乙
と
に
な
り
ま
す
。

同
時
に
、
老
荘
的
思
想
か
ら
見
て
、
「
絶
体
者
」
で
あ
る
「
自
然
」
に
帰
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
り
、
自
然
そ
の
も
の
が
持
っ
て
い
る
本

質
も
「
風
流
」
で
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

一
種
の

「
感
動
的
な
個
性
美
」
を
持
つ
自
然
物
も
、
や
は
り
人
間
と
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の

「
風
流
」
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
晋
よ
り
少
し
後
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
、
あ
る
柳
の

「
風
流
」
が
称
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

晋
時
代
に
繁
栄
し
た
貴
族
階
級
で
は
、
諸
芸
術
、
特
に
音
学
、
詩
歌
、
書
道
、
絵
画
、
さ
ら
に
ま
た

「
生
活
芸
術
」
、
が
各
分
野
に
わ
た
っ

-138-

て
、
空
前
の
発
展
を
見
ま
し
た
。
乙
れ
と
関
連
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
の
美
の
本
質
を
表
わ
す
時
に
も
、
「
風
流
」
と
言
う
表
現
を
使
う
乙
と

き
ん

に
な
り
ま
し
た
。
（
例
え
ば
、
「
琴
の
風
流
」
）
。
そ
う
し
た

「
美
的
な
風
流
」
を
求
め
て
い
た
芸
術
家
の
中
で
、
極
端
に
自
分
の

「
道
」
に
熱
中

し
て
驚
く
べ
き
個
性
を
特
っ
て
い
た
人
々
の
性
格
を
言
い
表
わ
す
時
に
は
、
偶
に

「
狂
療
」
（
し
れ
も
の
）

の
様
な
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
し
た
。

晋
以
後
の
「
風
流
人
」
の
態
度
の
中
に
は
、
兎
も
角
、
少
し
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
要
素
が
見
ら
れ
る
、
と
中
国
美
術
に
つ
い
て
数
冊
の

本
を
書
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
ニ
コ
ラ
l
・
プ
ァ
ン
デ
ィ
エ

（Z
仙の

o

－21〈
g門

戸

Z
円
）
夫
人
は
言
っ
て
お
り
ま
す
。

晋
代
の
貴
族
社
会
が
養
っ
た

「
美
」
は
南
朝
、
唐
代
に
渡
っ
て
、
益
々
華
や
か
に
な
る
傾
向
を
見
せ
ま
し
た
。
優
腕
な
、
幾
ら
か
官
能
的

な
魅
力
を
含
む
雰
囲
気
が
、
そ
れ
ら
の
時
代
の
「
風
流
」
の
特
徴
で
す
。
も
し
一
歩
進
む
と
、
「
風
流
」
は
、
「
好
色
」
「
色
好
み
」
と
略
々
同
じ

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
る
乙
と
に
な
り
ま
す
。
併
し
、
時
に
は
「
風
流
人
」
は
、
只
、
「
流
行
人
」
の
意
味
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

唐
代
の
詩
歌
に
現
わ
れ
る
「
風
流
」
の
意
味
を
研
究
し
た
小
西
甚
一
先
生
は
、
結
論
と
し
て
次
の
こ
と
を
述
べ
て
お
り
ま
す
。
「
（
そ
の
）



「
風
流
」
と
は
、
音
楽
を
め
で
、
詩
文
を
た
し
な
み
、
酒
興
を
愛
し
、
女
性
と
の
交
遊
を
た
の
し
む
、
と
い
う
生
活
か
ら
昇
華
さ
れ
た
理
想

典
型
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
」
。

小
西
先
生
が
ま
た
言
い
ま
す
「
こ
の
よ
う
な
意
味
の
風
流
は
、
か
な
ら
ず
し
も
日
本
で
は
風
流
と
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
実

質
的
に
は
中
古
の
貴
族
の
生
活
理
念
と
一
致
し
て
い
る
。
「
源
氏
物
語
」
に
描
か
れ
た
光
源
氏
の
生
活
は
、
ま
さ
に
風
流
で
あ
ろ
う
。
」

「
万
葉
集
」
の
中
に
出
て
来
る
「
風
流
」
に
今
日
の
注
釈
者
は
必
ず
「
み
や
び
」
と
言
う
日
本
語
読
み
を
当
て
ま
す
。
「
み
や
び
」
は
「
み

や
ー
ー
ー
宮
廷
」
か
ら
な
っ
て
、
「
ひ
な

（
都
）
｜
｜
田
舎
、
俗
」
か
ら
な
っ
た
「
ひ
な
び
」
の
対
照
語
で
す
。

も
と
は
、
「
宮
廷
風
」
の
意
味
だ
っ
た
の
で
す
が
、
「
上
品
」
「
洗
練
さ
れ
た
風
雅
」
「
風
味
」
「
優
雅
」
な
ど
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
加
わ
っ
て
来
ま
し
た
。

そ
う
言
う
訳
け
で
、

乙
の
「
み
や
ぴ
」
と
言
う
言
葉
は
か
な
り
多
く
の
漢
語
の
表
現
の
読
み
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

過
ぎ
な
い
様
で
す
。

乙
の
問
題
に
つ
い
て
、

今
日
詳
し
い
話
が
出
来
ま
せ
ん
が
、
大
体
、
そ
れ
ら
と
そ
れ
ら
に
近
い
言
葉
の
内
容
を
見

月
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「
万
葉
集
」
に
出
て
来
る
「
風
流
」
の
例
は
、
実
は
大
変
少
な
く
、
二
、
三
ケ
所
（
巻
第
二
、
第
一
二
六
、
二

一七
。
巻
第
四
、
第
七
二
一
。
）
に

れ
ば
、
「
み
や
ぴ
を
」
（
み
や
び
や
か
な
男
）
即
ち
「
風
流
人
」
は
「
い
き
で
上
品
な
」
人
で
、
或
る
意
味
に
お
い
て
「
紳
士
「
可

5
m
g己
0
5
9
4
、

7
2
－m
o
F
E
F
O
E
5
0
」
」
を
示
し
、
或
る
場
合
に
は
寧
ろ
「
暇
が
あ
る
若
い
大
宮
人
で
男
女
交
遊
に
通
じ
て
い
る
も
の
」
を
指
し
て
い

ま
す
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
要
に
特
に
深
い
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

併
し
「
伊
勢
物
語
」
や
「
源
氏
物
語
」
に
至
り
ま
す
と
、
そ
こ
に
出
て
来
る
人
物
の
「
み
や
び
」
｜
｜
取
り
も
直
さ
ず
「
風
流
」
ー
ー
ー
は
、

恐
ら
く
中
国
で
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
程
、
洗
練
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
私
は
、
そ
の
「
風
流
」
と
は
何
か
、
と
関
わ
れ
れ
ば

そ
れ
を
「
全
身
全
霊
で
追
い
求
め
た
、

一
種
の
絶
対
的
な
エ
レ
ガ
ン
ス
」
と
し
て
定
義
す
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

「
や
ん
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
」
母
の
腹
か
ら
生
ま
れ
て
、
若
い
時
分
源
の
姓
を
受
け
、
当
然
、
光
源
氏
の
モ
デ
ル
の
一
人
に
擬
せ
ら

れ
た
融
は
、

こ
の
よ
う
な
目
で
見
た
「
風
流
」
の
系
譜
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。



和
歌
の
世
界
に
お
い
て
は
、
融
は
、
普
通
「
河
原
の
左
大
臣
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
百
人
一
首
」
に
見
ら
れ
る
そ
れ
は
、
正
に
彼

の
こ
と
を
示
し
ま
す
。
「
河
原
」
と
は
、
乙
の
場
合
に
、
「
賀
茂
川
の
河
原
」
の
略
称
で
す
。

融
が
｜
｜
そ
れ
は
恐
ら
く
彼
が
左
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
貞
観
十
四
年
〔
八
七
二
年
〕
ご
ろ
だ
っ
た
、
と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
が
ー
ー
ー
六
条

か
は
ら
の
い
ん

よ
り
北
、
賀
茂
川
の
岸
に
、
広
さ
四
町
程
の
「
河
原
院
」
と
言
う
邸
宅
を
造
り
ま
し
た
。
平
安
京
に
あ
っ
た
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
構
内
と
し
て
、

こ
の
よ
う
な
面
積
は
最
大
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。

乙
の
広
大
な
正
方
形
の
構
内
に
、
融
は
そ
れ
ま
で
日
本
に
な
か
っ
た
よ
う
な
珍
し
い
庭
を
築
き
ま
し
た
。
特
に
有
名
に
な
っ
た
の
は
、
陸

し

お

が

ま

（

注

1
）

奥
の
塩
竃
の
浦
を
像
っ
て
掘
ら
れ
た
池
の
こ
と
で
す
。

塩
竃
は
松
島
の
海
岸
の
南
に
接
し
て
、
当
時
は
松
島
よ
り
も
名
高
い
と
こ
ろ
で
し
た
。
伊
勢
物
語
の
八
十
一
段
に
は
「
わ
が
み
か
ど
六
十

余
国
の
中
に
、
塩
竃
と
い
ふ
所
に
似
た
る
と
こ
ろ
な
か
り
け
り
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

海
を
象
っ
て
池
を
造
ろ
う
と
し
た
意
図
は
、
決
し
て
融
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
代
に
既
に
似
た
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
ま

し

ら

ぎ

く

さ

か

ベ

の

み

乙

す
。
新
羅
の
都
だ
っ
た
慶
洲
で
、
六
七
八
年
に
設
計
さ
れ
た
「
臨
海
殿
」
（
現
在
慶
洲
で
復
原
中
）
、
天
武
天
皇
の
皇
子
草
壁
皇
子
が
、
そ
れ
よ

り
二

O
年
ぐ
ら
い
後
、
「
荒
磯
」
に
準
え
て
造
っ
た
「
島
の
宮
」
の
池
、
左
大
臣
橘
諸
兄
が
、
八
世
紀
の
中
頃
、
平
城
京
で
、
松
の
木
に
固
ま

-136ー

れ
た
砂
浜
の
風
に
椿
え
た
そ
れ
も
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
、

乙
の
先
例
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
で
す
。

併
し
、
融
の
河
原
院
は
、
そ
の
昔
の
庭
と
大
分
違
っ
た
も
の
で
す
。
面
積
が
遥
か
に
大
き
か
っ
た
か
ら
ば
か
り
で
は
な
く
、
又
面
白
さ
と
い

う
見
地
か
ら
見
て
も
、

や
は
り
当
時
の
人
々
を
大
い
に
感
激
さ
せ
る
よ
う
な
、
様
々
な
要
素
に
富
ん
で
い
た
の
で
す
。

そ
の
頃
の
人
達
を
何
よ
り
も
先
ず
び
っ
く
り
さ
せ
た
の
は
、
融
が
、
塩
竃
の
風
景
を
像
っ
た
河
原
院
の
浜
辺
で
、
同
じ
塩
竃
沿
岸
の
住
民

の
日
々
の
仕
事
そ
の
も
の
を
再
現
し
た
、
と
言
う
乙
と
で
す
。

そ
の
仕
事
と
は
、
塩
を
造
る
業
で
し
た
。
方
法
は
次
の
様
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
塩
水
を
幾
度
も
振
り
掛
け
た
藻
を
干
し
、
次
に
焼



い
て
、
後
で
、
残
っ
て
い
た
そ
の
灰
殻
を
、
又
塩
水
に
溶
か
し
ま
し
た
。
塩
分
の
多
く
な
っ
た
、
そ
の
塩
水
を
大
き
な
釜
で
長
い
間
煮
詰
め

た
結
果
、
か
な
り
純
良
な
塩
が
出
来
ま
し
た
。
こ
の
方
法
を
「
藻
塩
焼
」
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
「
塩
竃
」
の
名
も
、
そ
こ
か
ら
出
て
来
た

の
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
釜
か
ら
立
ち
上
っ
て
、
塩
竃
の
空
で
棚
引
い
て
い
た
煙
は
、
有
名
に
な
り
、
和
歌
に
も
早
く
か
ら
読
ま

れ
る
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

煙
は
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
は
、
様
々
な
連
想
を
よ
ぴ
お
乙
す
も
の
で
し
た
。

一
方
で
は
、
下
で
懐
っ
て
い
る
火
が
表
に
現
わ
れ
る
印
で

あ
っ
て
、
胸
に
抱
い
た
、
相
手
に
伝
わ
ら
な
い
思
い
の
表
徴
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
も
う
一
方
で
は
、
火
葬
の
煙
を
思
い
起
さ
せ
、
世
の
無

常
の
姿
を
表
わ
す
も
の
で
し
た
。
そ
の
上
に
又
、
全
然
違
っ
た
調
子
で
、
仁
徳
天
皇
の
彼
の
有
名
な
故
事
に
従
い
、
煙
は
、
民
の
竃
が
賑
や

か
で
国
が
豊
か
で
あ
る
乙
と
も
示
唆
し
て
お
り
ま
し
た
。

塩
を
焼
い
て
い
た

「
河
原
の
院
」
の
空
で
、
塩
竃
の
煙
が
立
ち
上
っ
て
い
た
さ
ま
は
、
名
所
へ
の
深
い
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
平
安
京
の
人

達
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
面
白
い
、
風
雅
な
も
の
で
し
た
。
融
が
死
一ぬ
と
、
そ
の
煙
も
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
暫
く
経
っ
て
、
煙

（注
2

）

「
河
原
の
院
」
を
訪
れ
た
紀
貫
之
は
、
淋
し
く
な
っ
て
来
た
乙
の
さ
ま
を
、
古
今
集
に
あ
る
名
歌
で
歌
い
ま
し
た
。

が
絶
え
た

塩
を
こ
の
よ
う
に
焼
く
た
め
に
、
塩
水
が
必
要
だ
っ
た
乙
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
華
や
か
な
左
大
臣
は
そ
の
塩
水
を
大
量
に

汲
む
た
め
に
、
今
の
大
阪
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
難
波
の
浦
ま
で
多
く
の
召
使
を
送
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
水
を
運
び
行
列
し
て
い
た
人

人
の
姿
も
、
都
で
大
変
な
評
判
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
う
し
て
塩
水
を
入
れ
た
池
に
、
魚
と
「
海
の
虫
」
も
住
ま
せ
ま
し
た
。

日
本
に
は
景
色
の
面
白
い
名
所
が
沢
山
あ
る
の
に
、
融
の
心
は
な
ぜ
乙
の
塩
竃
の
風
景
を
撰
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
「
伊
勢
物
語
」
に
言
わ

れ
て
い
る
通
り
に
、
塩
竃
の
風
景
が
特
に
勝
れ
て
い
た
の
が
、
勿
論
そ
の
理
由
の
一
つ
で
し
た
が
、
私
は
や
は
り
そ
れ
許
り
で
は
な
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。
融
が
一
時
「
陸
奥
出
羽
の
按
察
使
」
を
し
て
い
た
た
め
、
陸
奥
と
の
縁
が
深
か
っ
た
の
で
す
。
「
伊
勢
物
語
」
の
初
段
の
話
及

ぴ
「
古
今
集
」
や
「
百
人
一
首
」
に
載
っ
て
い
る
、
彼
の
傑
作
の
歌
は
、
陸
奥
の
「
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
と
言
う
名
産
の
織
物
を
テ

l
マ
に



し
た
歌
で
す
。
陸
奥
の
名
を
高
め
た
河
原
の
院
の
造
作
も
、
疑
い
も
な
く
、

一
種
の
お
国
自
慢
、
或
は
言
い
換
え
る
と
、

一
種
の
紋
章
で

し
た
。非

常
に
遠
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
あ
の
塩
竃
が
、
よ
り
面
白
く
、

エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
見
晴
し
を
見
せ
る

場
面
で
し
た
。
「
風
流
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
ん
な
場
面
を
都
へ
持
っ
て
来
た
乙
と
は
憶
か
に
最
高
の
風
流
で
し
た
。
融
は
こ
う
し
て
「
風

て
い

流
を
つ
く
し
た
」
（
続
古
事
談
、
巻
第
四
）
「
風
流
の
体
を
窮
め
た
」
（
本
朝
文
集
〔
逸
文
〕
で
、
「
伊
呂
波
字
類
抄
」
三
に
引
用
）
、
と
よ
く
称
え
ら
れ
ま

し
た
。所

が
、
そ
う
言
う
乙
と
を
し
よ
う
と
し
た
融
に
は
、
も
う
一
つ
の
動
機
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

世
界
の
地
勢
を
代
表
す
る
よ
う
な
、
個
性
に
恵
ま
れ
た
風
景
を
、
小
型
化
し
た
形
で
自
分
の
庭
に
再
現
す
る
慣
わ
し
は
、
明
ら
か
に
中
国

に
起
原
を
持
つ
も
の
で
す
。
「
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
」
の
紀
要
に
掲
載
さ
れ
た
著
名
な
論
文
の
中
で
、

ロ
ル
フ
・
ス
タ
イ
ン
氏
（
間
三
喜

印
公
ニ
ロ
）

は
、
乙
の
よ
う
な
慣
わ
し
は
、
単
な
る
自
然
愛
、
或
い
は
芸
術
的
な
楽
し
み
に
基
ず
く
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
上
に
又
、
中
国
の
或

る
古
い
思
想
に
深
く
根
差
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
、
と
結
論
づ
け
ま
し
た
。

乙
の
思
想
に
従
え
ば
、
東
西
南
北
そ
れ
ぞ
れ
に
見
ら
れ
る
絶
景

並
ぴ
に
そ
の
名
石
や
珍
し
い
植
物
と
動
物
を
自
分
の
周
囲
に
集
め
た
人
は
、
自
分
の
身
に
世
界
中
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
引
き
寄
せ
吸
収
し
、
精

力
を
増
し
寿
命
も
延
ば
す
に
至
る
と
の
乙
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
明
白
に

「
不
老
不
死
」
の
探
求
と
関
係
が
あ
り
、
「
道
教
」
の
理
念
の
一
つ
の
表
わ
れ
で
あ
る

「
神
仙
思
想
」
を
思
い

浮
ば
せ
る
も
の
で
す
。

そ
う
し
た
考
え
は
、
日
本
で
名
所
に
擬
え
て
庭
を
造
っ
た
人
々
に
、
ど
れ
ほ
ど
影
響
を
与
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
特
に
、
賀
茂
川
の
辺

で
塩
竃
海
岸
の
地
勢
及
び
そ
の
住
民
の
活
躍
ま
で
を
再
現
し
た
融
は
、
今
述
べ
た
と
こ
ろ
の

「
神
仙
思
想
」
の
感
化
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る

で
し
ょ
う
か
。



中
国
に
広
く
普
及
し
た

「
道
教
」
は
、
日
本
で
は
、
仏
教
、
特
に
密
教
、
修
験
道
な
ど
、
そ
の
上
に
又
陰
陽
道
と
混
り
合
い
、
様
々
な
信

仰
や
行
事
を
通
し
て
宗
教
生
活
に
色
々
な
面
で
融
け
込
ん
だ
の
で
す
が
、
独
立
し
た
体
系
と
し
て
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
併
し
、
漢
籍
に
詳
し
い
文
人
達
の
聞
に
は
、
道
家
の
教
理
に
も
通
暁
し
、
道
教
の
理
A
B
I
－
－
殊
に
「
不
老
長
生
」

i
lーに

憧
れ
を
持
つ
人
々
が
か
な
り
大
勢
い
た
よ
う
で
す
。
勿
論
、
或
る
人
が
「
不
死
の
霊
薬
」
を
捜
し
た
か
ら
、
そ
の
人
が
必
ず
し
も
、
「
道
教
」

の
典
型
的
な
存
在
で
あ
る
「
神
仙
」
達
の
仲
間
に
加
わ
ろ
う
と
し
た
、
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
道
教
の
教
え
に
か
か
わ
ら
ず
し
て
、
そ
う
言
う

「霊
薬
」
を
求
め
た
人
達
は
、
奈
良
や
平
安
時
代
に
憶
か
に
い
た
、
と
そ
の
問
題
を
細
く
研
究
し
た
下
出
積
与
氏
が
言
っ
て
お
り
ま
す
。

併
し
、
融
の
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
よ
う
に
単
純
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
何
故
か
と
言
え
ば
、
幾
つ
か
の
証
拠
と
な
る
例
が
文

献
に
出
て
来
る
か
ら
で
す
。

先
ず
第
一
に
注
意
す
べ
き
点
は
、
融
が
、
河
原
院
を
造
る
以
前
に
、
父
の
帝
が
退
位
の
後
お
住
い
と
さ
れ
た
「
嵯
峨
の
院
」
の
近
く
に
、

「
栖
霞
観
」
と
言
う
山
荘
を
持
っ
て
い
た
乙
と
で
す
。
そ
の
場
所
は
、
凡
そ
現
在
の
有
名
な
嵯
峨
の
清
涼
寺
「
｜
或
は
、
釈
迦
堂
｜
｜
の
境
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内
に
当
り
、
今
で
も
、
融
の
墓
と
思
わ
れ
て
い
る
石
塔
が
そ
こ
に
保
存
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
平
安
時
代
に
早
く
も
そ
の
名
は
「
栖
霞
観
」
か

ら
「
栖
霞
寺
」
に
換
え
ら
れ
ま
し
た
。

「
観
」
と
言
う
文
字
は
、
後
世
の
中
国
で
は
「
道
教
の
寺
院
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
以
前
で
も
、
道
教
的
な
意
義
を
持

ち
、
天
に
な
る
べ
く
近
い
所
ま
で
聾
え
て
造
ら
れ
た

「
た
か
ど
の
」
を
示
し
た
言
葉
で
す
。
「
栖
霞
」
は
、
「
か
す
み
の
中
に
す
む
、
或
は
、
か

す
み
の
中
の
す
み
か
」
を
意
味
し
て
お
り
ま
す
。
併
し
、
乙
の
場
合
に
は
、
「
か
す
み
」
は
普
通
の

「
か
す
み
」
で
は
な
く
、
天
の
高
い
所
で
、

太
陽
の
近
く
に
棚
引
く
、
赤
く
染
っ
た
薄
雲
の
一
種
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
浄
化
さ
れ
て
、
鳥
の
よ
う
に
軽
く
な
り
、
炎
の
如
く
輝
く
身
を

備
え
て
い
る

「
神
仙
」
達
が
、
そ
の
あ
た
り
を
自
由
自
在
に
い
つ
も
飛
ん
で
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
栖
霞
観
」
は
、
や
は
り
、
そ
う
言
う

様
な
神
仙
達
と
交
渉
を
持
つ
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
場
所
だ
っ
た
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
庭
の
中
に
、
或
る
朝
雲
に
乗
じ
て
神
仙
を
求
め
て



去
っ
て
行
っ
た
准
南
王
を
暗
示
さ
せ
る
所
も
あ
っ
た

（
本
朝
文
粋
巻
十
、
源
順
著
の
詩
序
。
）
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

融
が

「
神
仙
の
道
」
を
実
際
に
学
ん
だ
と
言
う
乙
と
を
推
測
さ
せ
る
根
拠
が
他
に
見
ら
れ
ま
す
。

そ
の
一
つ
は
、
十
二
世
紀
の
初
頭
に
成
立
し
た
大
江
匡
房
の

「
本
朝
神
仙
伝
」
（
日
本
古
典
全
書
、
第
二
O
日
本
思
想
大
系

第
十
三
）
の
中

に
あ
る
話
で
す
。

さ
ぶ
ら
い

こ
の
話
に
よ
れ
ば
、
融
の
側
近
く
仕
え
て
い
た
一
人
の
「
待
」
が
、
既
に
年
老
い
た
左
大
臣
の
背
中
を
見
て
、
そ
の
姿
が
恰
も
「
神
仙
」

の
よ
う
で
あ
っ
た
乙
と
を
言
い
出
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
乙
の
侍
は
、
実
は
、
自
分
自
身
も
「
神
仙
の
道
」
を
学
ぶ
も
の
で
、
近
い
う
ち
に

「
道
」
が

に、

景
の
よ
う
な
も
の
が
現
わ
れ
て
、
（
日
本
古
典
全
書
の
川
口
久
雄
氏
校
註
に
は
、
「
か
げ
ら
ふ
」
と
あ
り
ま
す
）
、
融
を
誘
う
声
も
聞
え
て
来
ま

「
成
る
」
か
ら
、

一
緒
に
乙
の
世
を
去
っ
て
行
乙
う
、
と
融
に
勧
め
ま
し
た
。
暫
く
し
て
か
ら
、
或
る
晩
に
、
庭
の
木
の
間

し
た
。
と
こ
ろ
が
融
が
失
言
し
た
た
め
に
、
そ
の
景
は
到
頭
そ
の
ま
ま
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

融
を
い
か
に
も
皮
肉
っ
て
い
る
よ
う
な
乙
の
話
は
、
単
な
る
説
話
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
人
達
が
、
融
が
「
神
仙
の
道
」
に
凝
っ

て
い
た
と
見
倣
し
て
い
た
乙
と
を
教
え
て
い
る
と
一一昌
え
ま
し
ょ
う
。

そ
の
乙
と
を
よ
り
明
確
に
示
す
資
料
が
あ
り
ま
す
。
乙
の
資
料
は
左
大
臣
が
亡
く
な
っ
た
寛
平
八
年
〔
八
九
五
年
〕
の
後
、
彼
の
一
周
忌

が
ん
も
ん

の
機
会
に
作
ら
れ
た
「
願
文
」
の
中
の
一
節
で
す
。
「
願
文
」
の
作
者
は
菅
原
道
真
で
し
て
、
テ
キ
ス
ト
は
道
真
の
作
品
集
の
一
つ
で
あ
る

「
菅
家
文
草
」
（
巻
第
十
三
、
第
六
六
六
）
に
載
せ
て
あ
り
ま
す
。

岳

A
E享
と
る

い

せ

り

わ

そ

し

問
題
の
節
は
、
融
の
死
亡
に
つ
い
て
「
薬
動
亮
逝
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
式
的
な
文
章
の
中
で
は
、
余
り
私
的
な
細
か
い

乙
と
を
書
か
な
い
筈
で
す
か
ら
、
乙
の
節
の
意
味
は
特
別
で
し
ょ
う
。
融
が
只
、
体
の
た
め
に
悪
い
薬
を
飲
ん
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、

寧
ろ
巧
或
は
何
か
の
他
の
仙
薬
を
飲
ん
で
中
毒
し
て
亡
く
な
っ
た
、
と
解
釈
で
き
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
中
国
で
、
そ
の
よ
う
な
仙
薬
を

飲
ん
で
死
ん
だ
人
々
が
か
な
り
大
勢
い
た
ら
し
い
の
で
す
。
八
五
九
年
に
亡
く
な
っ
た
唐
の
宣
宗
皇
帝
が
そ
れ
ら
の
一
人
だ
っ
た
と
さ
れ
て



い
ま
す
。

い
か
に
も
、
遺
憾
な
、
悔
む
べ
き
こ
と
と
し
て
述
べ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。（注

3
）

融
が
死
後
に
成
仏
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
霊
が
河
原
の
院
に
止
ま
っ
て
、
人
が
怖
が
っ
た
、
と
言
う
話
が
有
名
で
す
。

「
願
文
」
は
、
そ
う
言
う
死
亡
の
仕
方
を
、

そ
の
原
因
は
、
融
が
、
在
世
中
、
河
原
の
院
に
愛
着
が
あ
り
過
ぎ
た
た
め
だ
、
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
私
は
、

や
は
り
、
そ
れ
ば
か
り
で

は
な
く
、
彼
が
、
当
時
一
般
的
だ
っ
た
仏
教
修
業
か
ら
離
れ
て
、
変
っ
た
行
な
い
を
し
た
か
ら
、
そ
う
言
う
風
に
思
わ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま

す。
現
在
の

「
棲
霞
寺
」
｜
｜
即
ち
「
清
涼
寺
」
の
中
の
「
阿
弥
陀
堂
」
1
lー
に
は
、
融
が
晩
年
比
掛
け
た
願
に
よ
っ
て
彫
ら
れ
た

「
阿
弥
陀
三

尊
」
が
、
今
で
も
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
考
え
る
と
、
彼
が
決
し
て
、
仏
道
に
背
を
向
け
た
、
と
は
言
わ
れ
ま
い
と
思
わ
れ
る
の
で

す
が
、

一
向
一
心
で
仏
教
修
業
を
行
な
っ
た
同
時
代
の
或
る
人
々
と
彼
の
乙
と
を
比
較
す
る
と
、
仏
法
の
観
点
か
ら
見
て
、
彼
が
異
端
の
疑
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を
か
け
ら
れ
た
だ
ろ
う
と
、
ど
う
し
て
も
思
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

と
お
る

謡
曲
の
中
に
、
世
阿
弥
作
と
思
わ
れ
て
い
る
「
融
」
と
言
う
有
名
な
能
が
あ
り
ま
す
。
融
は
、
そ
こ
に
、
前
ジ
テ
と
し
て
「
都
の
う
ち
に

臣
の
昔
の
豪
華
な
姿
に
戻
っ
て
舞
い
ま
す
。

移
さ
れ
た
塩
竃
」
で
あ
る
河
原
の
院
の
今
の
淋
し
さ
を
歌
う
潮
汲
み
の
老
人
の
姿
を
借
り
て
出
て
来
ま
す
。
更
に
、
後
ジ
テ
と
し
て
、
左
大

た
び
そ
う

ワ
キ
は
、
そ
う
言
う
夢
幻
能
或
は
幽
霊
能
に
屡
々
見
え
る
「
旅
僧
」
の
一
人
で
す
。

能
の
影
響
を
深
く
受
け
た
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
、
ポ
ー
ル
・
ク
ロ

l
デ
ル
の
専
門
家
で
あ
り
、
能
そ
の
も
の
に
も
詳
し
い
渡
辺
守
章
氏
は
、

度
私
に
次
の
よ
う
な
乙
と
を
言
い
ま
し
た
。
「
乙
の
世
を
余
り
に
も
偲
ん
で
成
仏
出
来
な
か
っ
た
亡
き
人
が
、
謡
曲
の
最
後
で
は
、
大
体
の
と

み
の
り

こ
ろ
に
は
、
そ
の
様
な
「
ワ
キ
」
の
「
旅
僧
」
の
析
に
よ
っ
て
、
よ
く
、
悟
の
道
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
、
或
は
、
御
法
の
船
に
乗
り
死
生

の
海
を
渡
っ
て
、
そ
の
海
の
向
う
に
あ
る
「
彼
岸
」
に
至
り
着
い
た
、
そ
れ
で
、
成
仏
し
た
、
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
「
融
』
の
曲
に
は
、

融
が
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
、
終
に
、
そ
の
夜
、
塩
竃
の
浦
を
遠
く
ま
で
照
ら
し
て
い
る
明
月
の
光
で
舞
い
、
到
頭
、
「
竹
取
物
語
」

の
「
か



ぐ
や
姫
」
の
よ
う
に
、
月
の
都
に
入
っ
て
行
く
乙
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
乙
の
解
決
法
は
、
世
阿
弥
に
は
珍
ら
し
く
仏
教
的
で
は
あ
り
ま
せ

ん。」こ
の
こ
と
を
考
れ
ば
、
世
阿
弥
の
時
代
に
伝
わ
っ
て
い
た
融
の
イ
メ
ー
ジ
ュ
は
、
憶
か
に
「
長
生
」
を
求
め
た
人
物
で
あ
っ
た
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
「
本
朝
神
仙
伝
」
が
語
っ
た
融
の
失
敗
の
話
に
背
い
て
、
彼
が
見
事
に
本
来
の
夢
を
果
し
た
場
面
を
見
せ
る
乙
と
に
な
り
ま
し
た
。

乙
乙
で
は
「
道
教
」
と
言
っ
て
も
、
融
の
よ
う
な
、
中
国
人
で
も
な
い
人
物
の
「
道
教
」
は
、
「
信
者
」
と
し
て
の
道
教
よ
り
も
、
寧
ろ
、

風
雅
な
体
験
を
し
よ
う
と
し
た
人
間
｜
｜
取
り
も
直
さ
ず
、
風
流
人
｜
｜
の
「
道
教
」
と
し
て
見
た
い
も
の
で
す
。
乙
の
見
地
か
ら
見
て
も
、

河
原
の
院
も
風
流
的
な
体
験
の
道
場
で
あ
っ
た
乙
と
が
言
え
る
で
し
ょ
う
。

河
原
の
院
は
、
平
安
時
代
を
通
じ
て
、
海
を
主
だ
っ
た
景
色
に
し
た
築
庭
様
式
に
ず
っ
と
そ
の
影
響
を
与
え
た
様
で
す
。

十
世
紀
の
中
ご
ろ
に
、
醍
醐
天
皇
の
皇
子
に
あ
た
る
源
高
明
が
、
「
西
宮
」
と
言
う
有
名
な
邸
宅
で
、
融
に
真
似
て
、
塩
水
の
池
を
造
り
ま

し
た
が
、

一
層
モ
ダ
l
ン
な
手
段
を
用
い
て
、
只
の
水
に
塩
を
入
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
目
的
を
遂
げ
た
そ
う
で
す
。

お
お
な
か
と
み
の
す
け
ら
か

そ
れ
か
ら
数
十
年
下
っ
て
、
大
中
臣
補
親
と
言
う
歌
人
が
、
天
の
橋
立
の
海
岸
を
模
し
て
、
風
流
心
を
著
し
く
表
わ
し
ま
し
た
。
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十
二
世
紀
に
、
平
家
の
人
々
は
、

一
段
進
ん
で
、
海
そ
の
も
の
の
景
色
を
借
景
し
よ
う
と
し
て
、
今
の
神
一
戸
付
近
に
当
る
福
原
の
別
荘
地

で
も
、
最
高
の
見
晴
ら
し
を
見
せ
る
厳
島
で
も
、
瀬
戸
内
海
の
真
向
う
に
自
分
の
住
い
を
定
め
ま
し
た
。

庭
園
の
歴
史
の
専
門
家
に
よ
れ
ば
、
こ
う
言
う
考
え
方
の
起
原
は
、
融
が
本
来
、
河
原
の
院
で
し
た
乙
と
に
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

栖
霞
観
と
河
原
の
院
の
他
に
、
融
は
平
安
京
の
南
に
あ
た
る
宇
治
に
、
も
う
一
つ
の
山
荘
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
山
荘
は
「
宇
治

の
別
業
」
と
言
っ
て
、
後
に
、
平
等
院
が
建
ら
れ
た
丁
度
そ
の
場
所
に
あ
り
ま
し
た
。

「
水
の
流
れ
」
を
主
要
な
要
素
と
し
て
用
い
た
庭
の
発
展
を
研
究
し
た
江
上
絞
氏
が
、
こ
の

「
別
業
」
に
つ
い
て
注
意
を
引
く
、
次
の
よ

う
な
乙
と
を
言
い
ま
し
た
。
「
そ
の
よ
う
な
庭
が
、
上
代
に
既
に
発
達
し
て
い
た
の
で
す
が
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
そ
の
全
盛
期
が
見
ら



れ
ま
す
。
」
江
上
氏
は
、
宇
治
川
そ
の
も
の
の
流
れ
を
見
渡
し
た
融
の

「
別
業
」
を
、
そ
の
全
盛
期
の
一
番
早
い
好
例
と
し
て
挙
げ
て
お
り
ま

す。
で
す
か
ら
、
海
岸
を
見
晴
ら
し
に
し
た
庭
の
ス
タ
イ
ル
で
も
、
水
の
流
れ
を
使
っ
た
庭
の
ジ
ャ
ン
ル
で
も
、
想
像
力
と
才
能
に
富
ん
だ
融

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
に
著
し
い
刺
激
を
与
え
た
こ
と
は
全
く
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
刺
激
の
重
要
さ
を
正
し
く
評
価
し
よ
う
と
思
え
ば
、
平
安
時
代
に
お
け
る
庭
園
の
役
割
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
平
安
人
に

取
っ
て
は
、
庭
は
た
し
か
に
、
美
し
い
山
水
を
愛
で
て
遊
び
、
自
然
の
移
り
変
り
を
眺
め
な
が
ら
、
た
ま
に
、
「
不
老
不
死
」
の
世
界
を
も
思

い
浮
べ
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
又
そ
の
上
に
諸
の
芸
術
ー
ー
ー
特
に
和
歌
と
漢
詩
ー
ー
ー
を
修
す
る
場
所
と
し
て
も

見
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

融
が
河
原
の
院
を
造
っ
た
時
は
、
丁
度
、
歌
合
が
流
行
し
は
じ
め
た
頃
で
す
。
「
河
原
院
の
歌
合
」
と
言
う
「
歌
合
」
は
、
ず
っ
と
後
の
も
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の
に
な
り
ま
す
が
、
融
の
在
世
中
に
も
、
既
に
歌
を
作
る
宴
会
が
そ
乙
で
催
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

ゆ
き
ひ
ら

在
原
業
平
と
そ
の
兄
行
平
を
初
め
と
し
て
、
当
時
の
著
名
な
歌
人
が

aMト
4

「
河
原
の
院
」
に
親
し
く
通
っ
て
い
た
こ
と
は
、
「
伊
勢
物
語
」
を
通

し
て
知
る
乙
と
が
出
来
ま
す
。

乙
の
物
語
の

「
初
段
」
に
、
融
の
有
名
な
「
み
ち
の
く
の

（注
4

）

し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
が
、

一
種
の
古
典
的
な
本
歌
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る

と
と
も
、
陸
奥
ま
で
来
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
迷
わ
せ
た

「
河
原
院
」
が
作
品
の
一
つ
の
絶
頂
点
で
あ
る

「
八
十
一
段
」
の
舞
台
に
な
っ
て

来
る
乙
と
も
、
非
常
に
意
味
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
、
「
伊
勢
物
語
」
を
深
く
研
究
し
た
渡
辺
実
先
生
が
強
調
し
て
お
り
ま
す
。

渡
辺
先
生
に
よ
れ
ば
、
「
伊
勢
物
語
」
の
母
胎
と
推
察
さ
れ
る

「
原
伊
勢
物
語
」
は
、
業
平
を
中
心
と
し
た
風
流
歌
人
の
仲
間
が
そ
れ
ぞ
れ

持
ち
ょ
っ
た
材
料
を
用
い
て
、

一
共
同
体
と
し
て
纏
め
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
仲
間
の
パ
ト
ロ
ン
と
も
言
う
べ
き
位
置
に
、
融
が

い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。



（注
5

）

融
自
身
の
歌
と
し
て
は
、
残
念
な
が
ら
、
四
首
し
か
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
和
歌
が
益
々
専
門
歌
人
の
も
の
に
な
っ
て
行
っ
た
平
安
時
代

初
期
に
は
、
社
会
的
に
偉
い
立
場
に
い
た
人
達
の
歌
が
、
大
体
に
お
い
て
少
な
く
な
り
ま
す
か
ら
、
融
も
特
別
で
は
な
い
の
で
す
。

併
し
、
残
っ
て
い
る
あ
の
四
首
は
、
そ
の
出
発
点
の
強
さ
、
そ
の
展
開
に
溢
れ
て
湧
き
出
る
想
像
力
、
そ
の
非
常
に
巧
で
微
か
に
消
え
て

行
く
終
局
か
ら
見
て
も
、
和
歌
史
上
、
誠
に
調
子
の
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
、
と
し
み
じ
み
感
じ
ま
す
。

藤
原
家
の
勢
力
に
圧
迫
さ
れ
た
融
の
姿
は
、
後
世
に
は
大
部
分
消
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
す
が
、
蒐
集
さ
れ
た
す
べ
て
の
資
料
を
も
っ
て
そ

の
姿
を
照
ら
し
て
見
る
と
、
融
は
様
々
な
観
点
か
ら
考
え
て
、
疑
い
も
な
く
、
ず
ば
抜
け
た
人
物
に
見
え
ま
す
。

庭
園
と
和
歌
が
文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
平
安
時
代
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、

乙
の
文
化
と
密
接
な
繋
が
り
を
持
ち
続
け
た
日
本
の
芸
術

的
感
覚
の
形
成
に
お
い
て
さ
え
も
、
融
が
与
え
た
影
響
は
ま
だ
十
分
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

欧
洲
人
で
あ
る
私
の
目
で
見
れ
ば
、
融
を
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
お
け
る
学
芸
の
偉
大
な
擁
護
者
に
例
え
て
も
、
決
し
て
可
笑
し
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く
な
い
と
存
じ
ま
す
。

歌
の
達
人
、
「
庭
の
し
れ
も
の
」
で
、
神
仙
に
夢
中
に
な
っ
た
彼
の
融
は
、
正
し
く
、
平
安
初
期
に
お
け
る
完
壁
な
「
風
流
人
」
そ
の
も
の

だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
（
終
）

注
l

・
主
な
出
典
は
顕
昭
の
「
古
今
集
註
」
（
類
従
本
）
第
十
六
と
「
今
昔
物
語
集
」
巻
第
二
七
の
第
二
の
項
で
す
が
他
に
も
あ
り
ま
す
。

注
2
・
巻
十
六
、
第
八
五
二

「
君
ま
さ
で
煙
絶
え
に
し
塩
竃
の
う
ら
淋
し
く
も
見
え
わ
た
る
か
な
。
」

注
3
・
主
な
出
典
は
、
「
本
朝
文
粋
」
巻
第
十
四
、
紀
在
昌
著
の
調
請
文
。
「
今
昔
物
語
集
」
巻
第
二
七
の
第
二
。
「
江
談
抄
」
（
類
従
本
）
第
三
。
「
続
古
事

談
」
（
類
従
本
）
第
四
で
す
が
他
に
も
あ
り
ま
す
。

注
4
・
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
た
れ
故
に
み
だ
れ
そ
め
に
し
、
我
れ
な
ら
な
く
に
。

注
5
・
「
古
今
集
」
第
七
二
四
、
第
八
七
三
。
「
後
撰
集
」
第
五
六
、
第
一

O
八
二
。



参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、
以
前
〉
ロ
ロ
ロ
巴
円
。
門
戸
。
て
開
。
。
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o
同月

E
Z
Z
O
門戸
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E
Z
ω
E
a
g
h
p
。
ω
s
t
o
p
λ
ア
早
芯
1
5
3・
】
ミ
吋
l
E斗∞に

発
表
致
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

乙
の
主
題
に
つ
い
て
興
味
あ
る
方
々
の
た
め
に
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
研
究
の
主
な
も
の
を
次
に
記
し
ま
す
。

O
源
融
の
政
治
的
生
涯
に
つ
い
て

Rhか

O
山
中
裕
、
「
平
安
人
物
志
」
東
京
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
九
年
。

O
「
風
流
」
一
般
に
つ
い
て

O
小
川
環
樹
、
「
風
流
の
語
義
の
変
化
」
（
再
版
）
、
「
中
国
語
学
研
究
」
の
中
、
東
京
、
創
文
社
、
昭
和
五
二
年
。

O
星
川
清
孝
、
「
晋
代
に
お
け
る
「
風
流
」
の
理
念
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」
（
正
続
）
、
茨
城
大
学
文
理
学
部
紀
要
、
一
九
五
一
年
三
月
、
一
九
五
二

年
二
月
。

O
小
西
甚
て
「
道
、
中
世
の
理
念
」
、
東
京
、
講
談
社
現
代
新
書
、
昭
和
五

O
年。

O
庭
園
一
般
に
つ
い
て

O
森
組
、
「
平
安
時
代
庭
園
の
研
究
」
、
京
都
、
桑
名
文
星
堂
、
昭
和
二

O
年。

O
吉
永
義
信
、
「
庭
園
」
、
〔
図
説
日
本
文
化
史
大
系
、

5
、
平
安
時
代
（
下
）
の
中
〕
、
東
京
、
小
学
館
、
昭
和
三
二
年
。

O
開
。
〉
冨
円
〈

2
5
E
（
問
什
競
）
・
↓
ro
回一〈
O吋
∞
ミ
］
の
の
号
門
戸
O
D
E－門戸
H
F
O
M
u
g
z
o
g
o同

Zoω£
－
Z
開
ω－
ユ
匂
玄
E
Z
O〈
o－
U
E
P
叶

Oru－－

町

E
－DOOt〉
ω芯
＼
〉
ω
5・
2
0
C〈巴－
o
∞恥
1
0
）〈円以・ロ。
H

∞O

（
Z
2・。
＼
由泊岬）・

。
神
仙
に
つ
い
て

し
も
で
せ
き
よ

O
下
出
積
与
、
「
神
仙
思
想
」
、
東
京
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
三
年
。

O
問
、
「
道
教
、
そ
の
行
道
と
思
想
」
、
東
京
、
評
論
社
、
昭
和
四
六
年
。

。
源
融
の
文
化
人
と
し
て
の
生
活
に
つ
い
て
、
特
に
「
河
原
院
」
に
つ
い
て

ま
き
た
ろ
う

O
川
勝
政
太
郎
、
「
河
原
院
と
源
融
」
、
史
跡
と
美
術
、
二
十
五
号
、
昭
和
二
六
年
九
月
。

0
高
橋
和
夫
、
「
源
氏
物
語
『
六
条
院
」
の
源
泉
に
つ
い
て
」
、
国
語
と
国
文
学
、
昭
和
三
三
年
。

量
下
φ
レ

O
犬
養
廉
、
「
河
原
院
の
歌
人
達
ー
ム
京
法
法
師
を
軸
と
し
て
」
、
国
語
と
国
文
学
、
昭
和
四
二
年
十
月
号
。

O
「
栖
霞
観
」
に
つ
い
て
、



O
塚
本
善
隆
、
「
嵯
峨
清
涼
寺
史
」
、
平
安
篇
、
（
仏
教
史
研
究
、
五
、
の
中
）
、
昭
和
三
一
年
。

。
「
伊
勢
物
語
」
と
融
に
つ
い
て
、

O
渡
辺
実
、
「
伊
勢
物
語
」
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
東
京
、
昭
和
五
一
年
。

O
能
「
融
」
に
つ
い
て
、

O
渡
辺
守
章
、
「
『
融
」
、
廃
壇
の
夢
、
夢
の
廃
壇
」
、
国
文
学
・
解
釈
と
教
材
の
研
究
、
昭
和
五
五
年
一
月
号
。

付
記稿

後
、
次
の
二
つ
の
論
考
を
知
る
機
会
を
得
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
つ

O
吉
川
需
、
「
幻
の
河
原
院
」
、
月
刊
文
化
財
3
、
昭
和
五
五
年
。

お
卒
よ
玄

E

。
表
章
、
「
作
品
研
究
〈
融
〉
」
、
『
観
世
」
、
四
七
巻
八
号
、
昭
和
五
五
年
六
月
。

且
宵
回
何
回

Z
〉
河
口
司
同
〉

Z
同ハ

〔
現
職
〕
コ
レ
！
日
ン
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
教
授


