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浜
松
中
納
言
物
語
の
方
法

要
旨
中
納
言
の
渡
唐
は
、
転
生
し
た
父
へ
の
思
慕
の
情
に
起
因
し
て
お
り
、
そ
の
思
い
が
母
を
捨
て
、
大
君
と
離
別
し
て
ま
で
、
命
を

賭
し
た
海
彼
へ
の
航
海
へ
と
彼
を
駆
り
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
親
子
の
対
面
以
後
は
急
速
に
父
へ
の
関
心
が
薄
れ
、
帰
国
し
て
か

ら
は
回
想
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
第
三
皇
子
に
し
て
も
、
唐
后
に
対
し
て
み
せ
た
、
と
て
も
七
、
八
歳
の
童
児
と
は
思
え
な
い
超
現
実
的
な

言
動
の
後
は
、
平
凡
な
一
人
の
御
子
に
し
か
す
ぎ
な
い
描
写
に
終
っ
て
い
る
。
父
と
の
再
会
は
、
中
納
言
と
唐
后
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
作

為
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
る
と
、
作
者
は
次
の
モ
チ
ー
フ
へ
と
筆
を
進
め
て
行
く
。
三
の
御
子
に
限
ら
ず
、
唐
后
か
ら
吉
野

の
姫
君
の
登
場
に
い
た
る
ま
で
、
中
納
言
の
運
命
は
あ
ら
か
じ
め
構
築
さ
れ
た
物
語
の
枠
組
み
の
も
と
に
操
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
登
場
人
物

の
思
考
に
よ
る
内
発
的
な
物
語
の
展
開
で
は
な
く
、
主
題
性
を
先
行
さ
せ
、
規
定
の
レ
ー
ル
を
走
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
、
作
者
の
方
法
が
読
み

と
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
平
安
末
期
物
語
に
共
通
す
る
限
界
で
も
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

ｌ
唐
后
か
ら
吉
野
の
姫
君
へ
１
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渡
唐
と
い
う
行
為
が
、
当
時
い
か
に
危
険
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
遣
唐
使
の
一
人
に
選
ば
れ
た

俊
蔭
と
両
親
の
別
れ
の
場
面
に
、
「
ち
良
は
畠
は
か
な
し
む
こ
と
さ
ら
に
た
と
ふ
く
き
か
た
な
し
。
一
生
に
ひ
と
り
あ
る
子
な
り
、
か
た

ち
身
の
ざ
え
人
に
す
ぐ
れ
た
り
、
あ
し
た
に
み
て
ゆ
ふ
く
の
を
そ
な
は
る
ほ
ど
だ
に
紅
の
な
み
だ
を
お
と
す
に
、
は
る
か
な
る
ほ
ど
に
あ

ひ
み
む
こ
と
の
か
た
き
み
ち
に
い
で
た
つ
、
ち
ゞ
は
良
と
し
か
げ
、
か
な
し
び
お
も
ひ
や
る
べ
し
」
（
『
宇
津
保
物
語
』
俊
蔭
、
前
田
家
本
）

と
叙
述
さ
れ
る
悲
痛
な
叫
び
は
、
そ
の
ま
ま
人
々
の
航
海
へ
の
絶
対
的
な
不
信
の
表
明
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
生
き
て
ふ
た
た

び
こ
の
世
で
は
会
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
親
子
の
別
離
の
思
い
を
、
作
者
は
「
か
な
し
び
お
も
ひ
や
る
べ
し
」
と
強
い
調
子
で
物
語
の
世

界
へ
介
入
し
て
、
読
者
に
訴
え
か
け
て
い
る
の
だ
。

浜
松
の
中
納
言
と
て
、
い
つ
海
の
藻
屑
と
消
え
果
て
る
と
も
知
れ
な
い
渡
唐
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
不
安
を
打
ち
砕
い
て
ま
で
も
彼
の

決
断
を
促
し
た
の
は
、
三
の
御
子
に
転
生
し
た
父
と
の
再
会
を
期
す
る
強
い
思
慕
の
情
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
父
に
会
い
た
い
、
そ
の

一
念
が
彼
を
し
て
遥
か
な
る
海
を
隔
て
た
異
郷
へ
の
旅
路
に
赴
か
せ
た
の
で
あ
る
。
中
納
言
の
「
孝
養
の
心
ざ
し
」
の
深
さ
に
よ
り
、
さ

し
も
の
荒
び
る
海
神
も
心
う
た
れ
た
の
か
、
「
あ
ら
き
波
風
に
も
あ
は
ず
思
ふ
か
た
の
風
」
す
ら
吹
い
て
、
一
行
は
難
渋
す
る
こ
と
な
く

唐
土
へ
と
た
ど
り
着
い
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
存
本
の
巻
一
は
渡
唐
後
の
中
納
言
の
姿
に
照
準
を
定
め
、
運
命
的
な
唐
后
と
の

逢
瀬
に
向
か
っ
て
物
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

御
九
七
八
ば
か
り
に
て
、
う
つ
く
し
う
て
、
う
る
は
し
く
髪
づ
ら
結
ひ
し
や
う
ぞ
き
て
お
は
す
。
あ
り
し
御
面
影
に
は
お
は
せ
ね

ど
、
あ
は
れ
に
「
さ
ぞ
か
し
」
と
見
奉
る
に
、
涙
も
こ
ぼ
る
＆
心
地
し
給
。
御
子
も
御
気
色
か
は
り
て
、
大
か
た
の
こ
と
ぎ
も
仰
せ

一
中
納
言
の
渡
唐
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ら
れ
て
、
詞
に
は
の
給
は
で
、
昔
を
忘
れ
ぬ
に
、
か
く
逢
ひ
見
つ
る
よ
し
の
あ
は
れ
を
書
き
て
給
は
せ
た
る
に
、
い
み
じ
う
念
ず
れ

ど
涙
と
ま
ら
ず
。
（
巻
一
・
一
五
六
、
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

右
は
中
納
言
が
、
母
后
と
と
も
に
「
か
う
や
う
け
ん
」
に
住
む
三
の
御
子
を
尋
ね
て
、
親
子
の
対
面
を
し
た
場
面
で
あ
る
。
転
生
の
事

実
は
秘
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
互
に
名
告
ら
い
ま
ま
、
顔
を
見
合
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
を
慕
い
、
子
を
思
う
情
を
二
人

は
交
し
て
い
る
の
だ
。
か
つ
て
と
も
に
す
ご
し
た
父
が
、
今
は
中
納
言
の
目
の
前
に
「
あ
り
し
御
面
影
」
で
は
な
い
七
つ
八
つ
の
童
児
の

姿
と
し
て
す
わ
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
は
、
新
奇
な
方
法
と
は
言
え
よ
う
が
、
読
む
者
に
何
か
デ
カ
ダ
ン
ス
的
な
不
健
康
さ
を
覚
え
さ
せ

ず
に
は
お
か
な
い
。
仏
教
に
お
け
る
転
生
思
想
を
モ
チ
ー
フ
に
用
い
た
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
源
氏
物
語
以
後
進
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、

読
者
を
場
面
の
珍
ら
し
さ
と
筋
の
展
開
に
引
き
込
む
、
物
語
の
方
向
を
如
実
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
す
ら
思
え
る
。

中
納
言
は
あ
こ
が
れ
続
け
た
三
の
御
子
を
見
る
な
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
こ
に
は
脳
裏
に
刻
ま
れ
た
面
影
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ

父
の
姿
を
認
め
た
。
御
子
は
七
、
八
歳
と
紹
介
さ
れ
る
の
で
、
式
部
卿
宮
と
し
て
日
本
に
生
存
し
て
い
た
の
は
、
す
く
な
く
と
も
九
年
以

前
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
中
納
言
は
、
帰
国
後
の
こ
と
、
皇
女
降
嫁
の
話
を
聞
く
と
女
房
を
通
じ
て
、

も
ろ
こ
し
に
て
か
し
こ
か
り
し
相
人
ど
も
の
、
「
廿
四
五
六
過
さ
ん
こ
と
な
ん
、
い
み
じ
う
か
た
げ
な
り
」
と
あ
ま
た
言
ひ
し
お
り

に
、
（
中
略
）
い
み
じ
う
物
心
ぼ
そ
う
お
ぼ
え
侍
れ
ば
、
三
四
五
年
が
ほ
ど
は
、
を
こ
な
ひ
よ
り
外
の
こ
と
な
く
て
心
み
ん
。
そ
の

ほ
ど
過
ぎ
な
ば
、
世
に
あ
る
べ
き
と
恩
ひ
し
づ
ま
り
て
、
そ
の
お
り
に
、
と
も
か
く
も
身
を
ば
恩
ひ
定
め
ん
と
思
ひ
侍
り
つ
ゞ
、

と
帝
に
奏
上
し
て
い
る
の
が
、
彼
の
唯
一
の
年
齢
の
手
が
か
り
と
言
え
る
。
唐
の
相
人
に
よ
っ
て
、
彼
は
二
十
四
、
五
、
六
歳
を
過
ぎ
る

ま
で
の
命
の
保
証
は
お
ぼ
つ
か
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
、
こ
こ
三
、
四
、
五
年
ば
か
り
は
仏
道
の
勤
行
に
明
け
暮
れ
た
い
と
い
う
の

だ
。
差
し
引
き
す
れ
ば
、
彼
は
現
在
二
十
一
歳
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
三
年
前
の
渡
唐
し
た
折
は
十
八
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

（
巻
四
・
三
二
七
）
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唐
に
お
け
る
相
人
の
予
言
の
存
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
彼
の
述
べ
た
年
齢
関
係
に
偽
り
は
な
か
ろ
う
。
十
八
歳
の
中
納
言
と
、
父
の

転
生
し
た
七
、
八
歳
の
三
の
御
子
、
二
人
は
過
去
の
鮮
明
に
刻
ま
れ
た
記
憶
を
反
翻
し
な
が
ら
、
親
子
と
名
告
れ
ぬ
も
ど
か
し
さ
を
覚
え

２

て
対
座
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
式
部
卿
宮
の
死
を
一
応
九
年
前
と
す
る
と
、
中
納
言
は
そ
の
折
わ
ず
か
に
九
歳
で
あ
っ
た
。
少
年
期
に

最
愛
の
父
と
の
死
別
を
味
わ
》
ゞ
た
中
納
言
に
と
っ
て
、
赴
く
と
こ
ろ
は
漠
然
と
し
た
世
の
無
常
と
厭
世
、
さ
ら
に
は
そ
の
先
の
仏
道
へ
の

志
向
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
彼
に
若
者
ら
し
か
ら
ぬ
老
成
し
た
雰
囲
気
を
醸
さ
せ
、
明
る
さ
の
な
い
沈
鯵
と
し
た
人
間
造
型
を
も
た
ら

す
結
果
と
な
っ
た
の
だ
。
と
い
う
よ
り
も
、
源
氏
物
語
以
降
の
男
主
人
公
の
要
件
は
、
鐘
的
性
格
を
保
持
し
て
お
く
こ
と
が
不
可
避
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
脱
却
し
て
新
し
い
独
自
の
行
動
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
の
に
は
、
鎌
倉
期
の
物
語
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
中
納
言
も
観
念
的
な
思
考
に
よ
る
と
は
い
え
、
早
く
か
ら
現
世
を
出
離
す
る
望
み
を
抱
き
、
世
の
貴
公
子
た
ち
と
同
じ
道

を
歩
む
将
来
の
姿
な
ど
想
像
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
彼
を
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
、
尼
姫
君
と
唐
后
に
永
遠
に
結
ば
れ
得
ぬ
思
慕
を

し
続
け
る
と
い
う
、
理
想
と
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
運
命
に
翻
弄
さ
れ
、
そ
し
て
襖
悩
す
る
過
酷
な
現
実
で
あ
っ
た
。
中
納
言
は
つ
く
づ

く
と
、
「
す
べ
て
む
か
し
忠
ひ
し
卓
ど
も
皆
違
ひ
ぬ
る
我
身
」
（
巻
二
・
二
二
五
）
を
思
い
、
「
こ
の
世
を
恩
離
る
良
心
ふ
か
う
て
、
人
に
似

で
の
彼
の
発
言
に
は
、
多
分
に
帝
の
降
嫁
の
申
し
出
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
場
当
り
的
な
逃
げ
口
上
の
気
が
し
な
い
で
も
な
い
し
、
現
に

大
弐
女
と
の
交
情
に
は
、
「
を
こ
な
ひ
よ
り
外
の
こ
と
な
く
て
心
み
ん
』
と
い
っ
た
こ
と
ば
な
ど
む
な
し
い
響
き
が
す
る
。
帝
も
そ
れ
を

耳
に
し
て
真
剣
に
彼
の
命
の
あ
や
う
さ
を
心
配
す
る
と
い
う
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
尼
姫
君
の
存
在
ゆ
え
に
皇
女
を
迎
え
入
れ
よ
う
と
す

る
心
を
も
持
た
な
い
中
納
言
の
律
義
さ
に
、
あ
き
れ
て
す
ら
い
る
の
だ
。
彼
が
唐
の
人
相
見
た
ち
に
よ
る
判
断
を
口
実
に
し
て
、
降
嫁
の

辞
退
を
申
し
出
た
こ
と
ぐ
ら
い
は
、
帝
と
て
百
も
承
知
し
て
い
た
は
ず
だ
。
中
納
言
も
「
を
こ
な
ひ
よ
り
外
の
」
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の

こ
と
ば
と
現
実
と
が
、
い
か
に
乖
離
し
て
い
る
か
は
、
唐
后
へ
の
思
慕
に
さ
い
な
ま
れ
る
身
に
と
っ
て
、
痛
感
し
て
い
な
い
は
ず
は
な

い
0
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ぬ
ひ
が
物
に
て
す
ご
し
」
（
同
．
二
三
二
）
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
生
活
の
む
な
し
さ
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
わ
れ
は
例
の
人

に
て
世
に
あ
ら
ん
と
や
思
し
」
（
同
．
二
五
五
）
と
述
懐
す
る
よ
う
に
、
渡
唐
前
の
中
納
言
は
、
ひ
た
す
ら
亡
き
父
を
慕
い
続
け
て
憂
愁
ざ

、
、

を
た
た
え
、
仏
の
教
え
に
す
が
ろ
う
と
す
る
ま
め
な
男
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

中
納
言
が
父
を
求
め
る
心
は
、
そ
の
ま
ま
父
が
子
を
い
と
し
く
思
う
心
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
。
「
た
目
ひ
と
り
侍
し
か
ば
、
た
ぐ
ひ

な
く
か
な
し
く
恩
ひ
侍
し
に
よ
り
、
九
品
の
望
み
も
こ
の
思
ひ
に
ひ
か
さ
れ
て
、
か
く
む
ま
れ
ま
う
で
き
た
る
と
な
ん
お
ぼ
え
侍
」
（
巻

一
・
一
六
五
）
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
式
部
卿
宮
は
九
品
の
望
み
よ
り
も
強
く
現
世
の
親
子
の
情
に
引
か
れ
て
、
日
本
と
唐
と
い
う
空
間

的
な
隔
た
り
は
あ
る
も
の
の
、
ふ
た
た
び
地
上
の
人
間
と
し
て
雌
を
う
け
る
運
命
が
賦
与
さ
れ
た
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
蓮
華
の
花
咲
く
世

界
を
絶
対
と
し
な
い
、
む
し
ろ
現
肚
で
の
人
間
愛
を
信
じ
よ
う
と
す
る
作
者
の
思
考
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

中
納
言
は
、
父
の
死
後
そ
の
思
い
出
を
暖
め
続
け
て
い
た
心
が
神
仏
に
通
じ
た
の
か
、
三
の
御
子
に
転
生
し
て
い
る
事
実
を
知
る
こ
と

も
ろ
こ
し

が
で
き
た
。
無
名
草
子
に
は
「
父
宮
の
唐
上
の
親
王
に
生
ま
れ
た
る
夢
見
た
る
あ
か
つ
き
」
「
式
部
卿
宮
唐
土
の
親
王
に
生
ま
れ
た
ま
へ

る
を
伝
へ
聞
き
、
夢
に
も
見
て
、
中
納
言
牌
へ
わ
た
る
ま
で
は
め
で
た
し
』
と
物
語
の
散
逸
部
分
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
父
の

転
生
と
い
う
奇
跡
を
人
か
ら
伝
え
聞
き
、
さ
ら
に
夢
に
よ
る
啓
示
ま
で
も
あ
る
夜
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
三
の
御
子
の
噂
を
伝

え
た
人
物
に
つ
い
て
、
石
川
徹
氏
は
吉
野
の
尼
君
や
姫
君
を
後
見
し
た
聖
で
あ
ろ
う
と
し
、
唐
か
ら
帰
国
し
て
後
そ
の
口
か
ら
出
た
こ
と

ば
が
、
風
の
便
り
に
中
納
言
の
耳
に
達
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
信
じ
か
ね
て
い
た
折
、
彼
の
夢
に
父

３

の
霊
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
渡
唐
の
決
意
を
定
め
た
と
解
釈
す
る
。
聖
と
す
れ
ば
、
唐
后
か
ら
母
尼
へ
の
文
を
託
さ
れ
た
ば
か
り

で
は
な
く
、
三
の
御
子
か
ら
も
出
生
の
秘
密
を
打
ち
明
け
ら
れ
る
と
い
う
、
後
半
の
吉
野
の
地
で
の
役
割
と
と
も
に
、
空
白
部
分
で
も
電

要
な
任
務
を
荷
っ
た
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
物
梧
内
部
の
論
理
に
よ
る
と
、
転
生
は
秘
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
中
納
言
の
母
に
す
ら
も
、
夫
の
姿
を
変
え
た
再
誕
は
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知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
の
秘
密
事
を
、
吉
野
の
聖
が
中
納
言
に
直
接
伝
え
る
こ
と
な
く
、
他
の
人
物
を
介
し
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
し
、
ま
し
て
や
風
聞
と
し
て
中
納
言
の
耳
に
達
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
人
前
で
口
に
し
た
聖
は
不
謹
慎
の
そ
し
り
を
免
か
れ

な
い
。
吉
野
の
奥
ま
で
尋
ね
た
中
納
言
に
、
聖
は
尼
君
の
数
奇
な
運
命
の
こ
と
、
唐
后
の
出
生
の
こ
と
な
ど
残
り
な
く
語
っ
た
も
の
の
、

三
の
御
子
に
関
し
て
は
一
言
も
口
に
し
て
い
な
い
。
唐
后
の
噂
以
上
に
、
三
の
御
子
の
存
在
は
二
人
に
共
通
の
話
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る

し
、
さ
ら
に
聖
自
身
に
と
っ
て
は
父
の
転
生
を
中
納
言
に
伝
え
る
べ
き
責
務
を
ま
だ
果
た
し
て
い
な
い
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る

と
、
中
納
言
が
「
伝
へ
間
」
い
た
と
い
う
相
手
を
吉
野
の
聖
と
想
定
す
る
の
は
、
や
や
無
理
で
あ
ろ
う
。
今
、
私
に
は
そ
れ
以
外
の
有
効

な
解
釈
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
へ
ど
う
し
て
も
聖
で
は
不
適
当
と
す
れ
ば
、
さ
し
む
き
三
の
御
子
か
ら
特
に
任
命
を
受
け
た
留
学
僧
な

ど
が
穏
当
な
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
の
御
子
が
母
の
唐
后
に
自
己
の
出
生
の
秘
密
を
明
か
し
た
こ
と
ば
の
中
に
、
「
中
納
言
も
『
か
く
な
ん
侍
』
と
伝
へ
き
出
て
」
と
、

人
伝
て
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
「
九
品
の
望
み
」
を
あ
え
て
拒
否
し
、
中
納
言
と
い
う
ほ
だ
し
に
引
か
れ
て
再
誕
し
た
事
実

を
、
三
の
御
子
の
口
か
ら
発
す
る
以
外
、
ほ
か
の
誰
が
知
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
本
来
な
ら
ば
、
転
生
し
て
ほ
ど
な
く
夢
に
よ
っ
て
知
ら

さ
れ
る
と
い
う
の
が
よ
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
中
納
言
は
ま
だ
渡
唐
で
き
る
年
齢
で
は
な
い
し
、
よ
し
ん
ば
会
っ
た
と
こ
ろ
で
御

子
と
は
話
も
で
き
な
い
し
、
唐
后
と
の
関
係
な
ど
も
起
る
は
ず
が
な
い
。
唐
后
は
五
歳
の
折
渡
唐
、
十
四
歳
で
入
内
、
十
六
歳
で
御
子
出

産
、
立
后
、
そ
し
て
中
納
言
と
出
会
っ
た
の
が
二
十
三
、
四
歳
で
あ
る
。
御
子
も
七
、
八
歳
と
し
た
の
は
、
幼
年
期
を
過
ぎ
、
わ
が
国
の

慣
例
で
あ
れ
ば
七
歳
の
読
書
初
め
を
経
た
あ
た
り
ま
で
成
長
さ
せ
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
一
応
の
思
慮
分
別
を
持
た
せ
て
親
子
の
再
会
を

さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
の
御
子
は
、
信
頼
の
お
け
る
留
学
僧
を
召
し
寄
せ
、
自
己
の
秘
密
を
打
ち
明
け
、
父
を
慕
い
世
を
厭
っ
て
仏
道
に
志
向
す
る
中
納
言

に
、
転
生
の
事
実
を
伝
え
さ
せ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
中
納
言
の
孝
養
に
感
応
し
た
仏
は
、
彼
の
夢
に
現
わ
れ
、
父
の
存
在
を
告
げ
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浜松中納言物語の方法（伊井）

中
納
言
の
渡
唐
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
父
へ
の
慕
情
に
起
因
し
て
お
り
、
そ
の
思
い
が
三
年
と
い
う
期
限
と
は
言
え
、
母
を
捨
て
、
大
君

と
離
別
し
て
ま
で
、
命
を
賭
し
た
海
彼
へ
の
航
海
へ
と
彼
を
駆
り
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。
風
葉
集
に
贈
答
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

公
的
に
は
式
部
卿
宮
と
の
別
れ
の
管
絃
が
宮
中
で
催
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
首
部
の
散
逸
部
分
に
は
ほ
か
に
も
母
や
大
君
と
の
悲
涙
を

４

し
ぼ
る
出
立
の
場
面
が
、
情
趣
深
く
展
開
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
係
累
を
断
ち
切
っ
て
ま
で
、
彼
に
は
三
の
御
子
に
会
う
必

要
が
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
背
後
で
あ
や
つ
る
仏
の
力
に
よ
っ
て
、
彼
の
身
は
唐
国
へ
と
吸
引
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
る

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
二
つ
の
知
ら
せ
を
受
け
た
彼
は
、
も
う
い
た
た
ま
れ
ぬ
思
い
で
渡
唐
の
機
会
を
待
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
二
人
は
仏
の
加
護
を
背
景
に
し
た
目
に
見
え
ぬ
運
命
の
絆
に
よ
り
、
唐
を
舞
台
に
し
て
九
年
ぶ
り
に
再
会
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

壱
つ
○

る
な
り
。
（
巻
一
・
一
六
五
）

と
も
述
べ
る
。
二
人
の
対
面
し
告

に
の
ぼ
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
「
か
ノ
、

中
納
言
と
待
望
の
対
面
を
し
た
後
の
あ
る
日
の
こ
と
、
三
の
御
子
は
し
み
じ
み
と
母
后
に
自
己
の
出
生
の
秘
密
を
告
白
す
る
。
そ
の
中

で
、
中
納
言
は
前
世
の
我
が
子
で
あ
っ
た
こ
と
、
子
供
へ
の
愛
惜
故
に
転
生
し
た
こ
と
な
ど
を
語
っ
た
あ
と
、

お
ほ
や
け
も
限
り
な
く
お
し
み
、
母
も
命
絶
ゆ
ば
か
り
悲
し
み
け
れ
ど
、
な
を
ふ
り
す
て
ゞ
、
三
年
が
暇
を
申
て
渡
り
ま
う
で
き
た

・
一
唐
后
と
の
出
会
い

二
人
の
対
面
し
た
シ
ー
ン
で
は
、
親
子
の
感
情
を
あ
ら
わ
に
示
し
て
、
前
世
の
回
顧
談
や
、
再
婚
し
た
北
の
方
な
ど
話
題

も
っ
ぱ
ら
「
か
く
逢
ひ
見
つ
る
よ
し
の
あ
は
れ
を
書
」
き
、
『
雲
の
浪
烟
の
浪
と
、
は
る
か
に
尋
ね
わ
た
り
て
、
生
を
隔
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て
、
か
た
ち
を
か
へ
給
つ
れ
ど
、
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
く
ふ
る
さ
と
を
恋
ふ
る
心
も
へ
た
ち
ま
ち
に
忘
れ
ぬ
る
心
」
を
文
に
作
っ
て
の
、

心
と
心
の
対
話
で
あ
っ
た
。
人
に
聞
か
れ
る
の
を
恐
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
こ
と
ば
に
出
し
て
語
り
あ
う
の
を
避
け
、
い
わ
ば
筆
談
に
よ
る

生
を
隔
て
た
二
人
の
再
会
が
、
「
人
目
に
は
、
そ
の
事
と
お
ぼ
え
顔
に
も
か
け
」
る
こ
と
な
く
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
父
に
と
っ
て

も
、
子
に
と
っ
て
も
、
九
年
余
の
空
白
の
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
で
き
ご
と
を
、
心
の
底
か
ら
訴
え
、
涙
を
も
流
し
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

互
に
複
雑
な
胸
中
を
目
で
見
取
り
、
心
で
感
じ
取
る
し
か
方
途
が
な
か
つ
た
。

こ
の
よ
う
な
親
子
の
出
会
い
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
の
御
子
は
中
納
言
の
出
立
に
際
し
て
帝
の
惜
別
の
情
や
、
母
の
命
も
絶

え
る
ば
か
り
の
悲
し
み
の
あ
っ
た
こ
と
、
や
っ
と
三
年
の
暇
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
母
后
に
語
っ
て
い
る
の
だ
。
い
つ
の
間
に
中
納

言
は
、
三
の
御
子
に
こ
ま
ご
ま
と
説
明
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
二
人
の
対
面
し

た
状
況
か
ら
み
て
、
右
の
よ
う
な
渡
唐
に
い
た
る
事
情
が
話
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
。
そ
う
考
え
て
く
る
と
、
「
三
年

、
、

が
暇
を
申
て
渡
り
ま
う
で
き
た
る
な
り
」
と
断
定
す
る
三
の
御
子
の
こ
と
ば
に
は
、
中
納
言
の
報
告
を
聞
い
た
上
で
唐
后
に
伝
え
た
と
い

う
体
で
は
な
く
、
直
接
話
法
の
文
脈
か
ら
し
て
も
、
そ
こ
に
は
自
己
の
体
験
を
語
っ
た
響
き
が
あ
る
。

三
の
御
子
は
、
中
納
言
の
人
々
と
の
別
れ
の
場
面
を
、
身
は
唐
に
あ
り
な
が
ら
魂
が
飛
翔
し
て
つ
ぶ
さ
に
見
聞
き
し
た
の
か
、
あ
る
い

は
超
自
然
的
な
透
視
力
を
そ
な
え
て
い
て
知
悉
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
御
子
は
中
納
言
か
ら
出
立
に
際
し
て
の

帝
や
母
の
動
揺
を
耳
に
し
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
経
験
ず
み
の
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
に
引
用
し
た
よ
う
な
表
現
に
な
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
御
子
は
こ
の
世
に
存
在
し
な
が
ら
も
、
実
際
は
前
の
世
の
人
で
あ
り
、
し
か
も
式
部
卿
宮
と
し
て
す
ご
し
た
生
涯
を
自
覚
し
て

い
る
。
前
世
の
体
験
を
持
ち
な
が
ら
も
、
こ
の
世
を
生
き
て
い
く
と
い
う
不
可
思
議
な
人
物
な
の
だ
。
更
級
日
記
に
は
、
「
ひ
じ
り
（
聖
）

な
ど
す
ら
、
前
の
世
の
こ
と
夢
に
見
る
は
、
い
と
か
た
か
な
る
を
」
と
記
し
て
、
孝
標
女
が
前
世
に
お
い
て
は
、
清
水
の
御
堂
に
安
置
す

る
丈
六
の
仏
像
を
造
っ
た
僧
だ
っ
た
と
告
げ
ら
れ
る
奇
特
な
夢
を
見
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
自
己
の
前
世
の
姿
は
、
は
じ
め
か
ら
自
覚
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浜松中納言物語の方法（伊井）

三
の
御
子
は
二
つ
の
惟
界
に
出
現
し
、
し
か
も
前
世
の
わ
が
生
涯
と
運
命
を
、
こ
の
世
に
刻
み
つ
け
て
生
き
て
い
る
と
い
う
神
仙
的
な

存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
中
納
言
の
身
辺
に
起
っ
た
事
柄
な
ど
、
御
子
は
た
や
す
く
知
り
得
る
立
場
に
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
そ

う
す
る
と
中
納
言
の
渡
唐
も
、
表
面
的
に
は
親
へ
の
恋
し
さ
に
よ
る
決
行
と
い
う
体
裁
を
と
り
な
が
ら
も
、
内
実
は
も
う
す
こ
し
深
い
意

味
あ
い
の
あ
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
御
子
の
設
定
に
も
そ
の
必
然
さ
の
意
義
を
あ
ら
た
め
て
思
量
す
る
必
要
が
起
っ
て

く
る
。
あ
る
い
は
、
御
子
は
中
納
言
を
唐
土
に
呼
び
寄
せ
る
た
め
に
造
型
さ
れ
た
仏
の
化
身
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。

中
納
言
は
、
父
の
転
雌
を
人
か
ら
伝
え
聞
き
、
さ
ら
に
夢
に
ま
で
見
た
折
、
も
う
矢
も
た
て
も
た
ま
ら
ず
、
た
だ
父
と
の
避
遁
を
求
め

て
海
を
も
渡
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
帰
国
し
て
後
に
な
る
と
、
も
は
や
父
へ
の
思
慕
の
情
は
冷
め
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
少
し
も
語
ら
れ

ず
、
も
っ
ぱ
ら
唐
后
と
の
逢
瀬
の
こ
と
が
彼
の
心
を
奪
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
ま
る
で
渡
唐
と
対
面
と
い
う
儀
礼
が
終
る
と
、
作
者
の
念
頭

か
ら
は
父
の
存
在
が
き
れ
い
さ
っ
ば
り
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
か
と
思
い
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。
三
の
御
子
に
し
て
も
、
母
后
に
対

す
る
自
己
の
運
命
の
開
陳
と
中
納
言
の
紹
介
と
い
う
場
面
で
見
せ
た
、
と
て
も
七
、
八
歳
の
童
児
と
は
思
え
な
い
洲
密
で
緊
迫
し
た
こ
と

ば
を
吐
き
出
し
て
後
は
、
平
凡
な
一
人
の
御
子
に
し
か
す
ぎ
な
い
描
写
に
終
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
あ
れ
ほ
ど
父
の
転
生
に
つ
い
て
は
母

に
す
ら
固
く
口
を
喋
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
の
巻
に
い
た
っ
て
、
中
納
言
は
な
ん
の
た
め
ら
い
も
な
く
式
部
卿
宮
に
知
ら
せ

て
い
る
の
だ
。
吉
野
の
姫
君
を
盗
み
出
し
た
式
部
卿
宮
が
、
中
納
言
に
そ
の
素
姓
を
詰
問
し
た
折
、
彼
は
咄
瑳
の
取
り
繕
い
と
し
て
、

唐
の
親
王
の
こ
の
微
の
事
を
か
ぎ
み
の
見
ん
や
う
に
の
給
し
な
か
に
、
「
上
野
の
み
こ
と
言
ひ
し
人
の
む
す
め
に
い
み
じ
う
し
の
び

て
行
通
ふ
や
う
あ
り
し
ほ
ど
に
、
は
か
な
う
形
見
と
ヌ
め
て
き
。
女
に
て
ぞ
あ
ら
ん
。
い
と
け
な
き
ほ
ど
を
あ
は
れ
と
見
し
程
に
、

し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
夢
な
ど
に
よ
っ
て
断
片
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
高
徳
の
僧
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
知
る
こ

と
は
き
わ
め
て
稀
だ
っ
た
し
、
ま
し
て
や
衆
生
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
転
生
し
て
い
て
も
そ
の
事
実
す
ら
知
ら
な
い
で
終
っ
て
し
ま
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
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我
を
う
ら
む
る
心
あ
り
て
、
行
衛
も
し
ら
ず
、
母
君
か
く
れ
し
か
ば
、
い
ま
一
た
び
見
ず
な
り
に
し
を
、
身
を
か
へ
て
の
ち
、
よ
に

も
あ
は
れ
に
心
く
る
し
う
お
ぼ
ゆ
る
を
、
我
を
わ
す
れ
ず
、
哀
と
お
も
は
ぎ
、
か
の
人
を
た
づ
ね
て
、
世
た
だ
に
あ
ら
ぱ
、
か
な
ら

ず
尋
て
知
れ
」
と
な
ん
侍
り
し
か
ば
、
（
巻
五
・
四
一
六
）

と
語
っ
て
、
吉
野
の
姫
荊
と
自
分
の
関
係
の
緊
密
な
こ
と
を
強
調
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
・
小
さ
れ
る
内
容
は
、
す
べ
て
彼
の
創
作
な
の

だ
が
、
た
だ
三
の
御
子
が
こ
の
価
（
日
本
）
の
こ
と
を
「
か
頁
み
を
見
ん
や
う
に
の
給
し
’
一
と
す
る
発
言
に
は
、
さ
き
ほ
ど
の
考
察
と
も

あ
い
ま
っ
て
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

唐
の
親
王
（
三
の
御
子
）
が
、
前
世
に
お
い
て
は
式
部
卿
宮
で
あ
っ
た
頃
、
密
か
に
上
野
親
王
の
姫
君
に
通
っ
て
一
人
の
女
の
子
を
儲

け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
通
い
の
と
切
れ
が
ち
な
の
を
恨
ん
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
親
子
と
も
行
方
を
く
ら
ま
し
、
遂
に
そ
の
姿
を
見
つ

け
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
式
部
卿
筥
は
堆
を
隔
て
て
、
今
は
唐
の
親
王
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
ど
う
し
て
も
生
ま
れ
て
い

た
姫
君
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
た
め
、
渡
唐
し
て
来
た
中
納
言
に
そ
の
消
息
を
尋
ね
出
す
よ
う
求
め
た
と
い
う
の
だ
。
こ
こ
で
彼
は
こ

と
も
な
げ
に
、
さ
も
既
知
の
事
実
を
語
る
よ
う
に
「
身
を
か
へ
て
の
ち
」
と
父
の
転
生
を
口
に
す
る
。
式
部
卿
宮
は
そ
れ
を
聞
い
て
、
唐

の
親
王
に
つ
い
て
は
何
ら
関
心
を
示
さ
な
い
の
を
み
る
と
、
驚
く
ほ
ど
で
も
な
い
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
面
の
話
題
は
吉

野
の
姫
君
で
あ
り
、
今
さ
ら
話
の
つ
い
で
に
触
れ
た
転
生
の
こ
と
な
ど
追
究
す
る
必
要
も
な
い
と
作
者
は
判
断
し
て
、
そ
の
問
題
は
無
視

し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
冒
頭
部
に
お
け
る
中
納
言
の
渡
唐
が
、
転
堆
し
た
父
に
会
い
に
行
く
の
だ
と
す
る
認
識
が
、
人
々
に
周
知
で

し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
日

あ
っ
た
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
取
り
あ
げ
た
よ
う
に
、
場
面
場
面
で
の
モ
チ
ー
フ
に
使
用
し
終
え
た
事
柄
は
、
全
体
的
な
物
語
の
流
れ
に
は
留
意

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
作
者
は
急
速
に
関
心
の
度
合
い
を
薄
め
て
い
く
。
中
納
言
の
父
へ
の
思
慕
も
、
渡
唐
と
い
う
機
縁
を
起
こ
さ

せ
る
た
め
の
作
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
用
済
み
に
な
る
と
、
ふ
た
た
び
取
り
あ
げ
よ
う
と
も
し
な
い
。
三
の
御
子
の
大
人
び
た
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浜松中納言物語の方法（伊井）

言
動
も
そ
う
で
あ
っ
て
、
彼
に
与
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
父
の
死
後
中
納
言
の
慕
い
続
け
た
心
の
慰
謝
と
、
唐
后
へ
の
橋
渡
し
が
そ
の
主

要
な
る
役
割
で
あ
っ
た
の
だ
。
不
用
意
に
式
部
卿
宮
に
語
ら
れ
た
父
の
転
生
に
し
て
も
、
吉
野
の
姫
君
の
偽
り
の
系
図
作
製
の
た
め
に
引

合
い
に
出
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
く
、
巻
一
で
あ
れ
ほ
ど
深
刻
に
転
生
そ
の
も
の
が
中
納
言
の
内
面
の
問
題
と
し
て
秘
さ
れ
て
い
た
の
と
は
、

か
な
り
異
な
っ
た
様
相
を
承
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
作
者
の
物
語
の
方
法
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
あ
ら
か
じ
め
敷
か
れ
た
レ
ー
ル
の
上
を

先
へ
先
へ
と
走
ら
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

故
式
部
卿
宮
が
唐
后
の
腹
に
第
一
二
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
亡
き
父
を
慕
い
続
け
、
仏
道
に
ま
で
心
を

寄
せ
る
青
年
に
成
長
し
て
い
た
中
納
言
を
、
唐
に
呼
び
寄
せ
る
物
語
創
作
の
意
図
が
背
景
に
存
し
た
か
ら
で
あ
る
。
中
納
言
の
渡
唐
の
目

的
は
、
転
生
し
た
父
に
会
う
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
姿
を
変
え
て
し
ま
っ
た
父
と
会
っ
て
何
を
語
ろ
う
と
す
る
の
か
、
何
の
た
め
に

会
う
必
要
が
あ
る
の
か
、
中
納
言
の
心
の
内
は
物
語
に
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
散
逸
部
分
で
、
彼
の
渡
唐
に
い
た
る
必
然
性
は
記
さ
れ
て

い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
在
唐
中
の
二
年
二
カ
月
余
、
三
の
御
子
と
対
面
し
て
ど
れ
ほ
ど
父
の
死
後
の
悲
し
み
の
情
が

癒
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
度
の
緊
迫
し
た
畢
人
の
場
面
が
描
写
さ
れ
て
以
後
は
、
州
国
し
て
父
へ
の
思
慕
が
語
ら
れ
な
く
な

っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
作
者
は
三
の
御
子
と
中
納
言
を
親
子
と
し
て
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
急
に
無
関
心
に
な
っ
て
し
ま
う
。
唐
后
と
の
悲

涙
を
催
す
別
離
の
情
は
起
っ
て
も
、
ふ
た
た
び
会
う
こ
と
の
な
い
父
で
あ
る
は
ず
の
三
の
御
子
に
は
、
そ
の
よ
う
な
感
情
の
表
現
が
一
切

示
さ
れ
な
い
の
だ
。

作
者
は
中
納
言
を
父
と
の
再
会
と
い
う
目
的
の
も
と
に
渡
唐
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
背
後
に
は
す
で
に
唐
后
と
の
出
会
い
を
予
定
し
て
い

た
。
唐
后
が
第
三
皇
子
を
我
が
子
と
し
て
持
っ
た
こ
と
は
、
即
ち
中
納
言
を
日
本
か
ら
呼
び
寄
せ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
親
子

の
対
面
と
い
う
所
期
の
目
的
が
果
た
さ
れ
る
と
、
そ
の
裏
に
隠
さ
れ
て
い
た
別
の
テ
ー
マ
が
表
に
な
っ
て
語
り
進
め
ら
れ
て
い
く
。
と
同

時
に
、
そ
の
背
後
に
は
す
で
に
ま
た
新
し
い
テ
ー
マ
が
用
意
さ
れ
る
と
い
う
、
連
続
し
た
物
語
の
方
法
を
作
者
は
と
っ
て
い
る
の
だ
。
唐
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渡
唐
し
て
三
カ
月
余
り
経
た
十
月
二
日
の
夕
謀
、
中
納
言
は
「
か
う
ゃ
う
ぐ
ゑ
ん
」
に
退
出
し
た
三
の
御
子
を
訪
れ
た
折
、
琴
の
音
に

誘
わ
れ
て
ふ
と
唐
后
を
か
い
ま
み
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
中
納
言
に
と
っ
て
、
ま
た
唐
后
に
と
っ
て
も
、
あ
ま
り
に
も
運
命
的
な
出
会
い
で

あ
っ
た
。
在
唐
中
の
中
納
言
を
と
り
こ
に
し
た
も
っ
ぱ
ら
の
関
心
事
は
、
父
の
転
唯
し
た
重
の
御
子
で
も
、
Ｈ
本
に
残
し
た
大
君
で
も
な

く
、
ひ
た
ら
す
物
に
懸
か
れ
た
よ
う
に
「
か
う
や
う
ぐ
ゑ
ん
の
后
、
今
一
度
兇
た
て
ま
つ
ら
ん
」
と
の
思
い
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
の
心
を

占
め
る
に
い
た
る
の
だ
。
中
納
言
は
自
分
の
心
を
御
し
か
ね
、
霊
験
を
示
す
と
い
う
菩
提
寺
に
祈
念
の
た
め
に
足
を
運
ぶ
の
で
あ
っ
た
。

す
る
と
夢
に
「
い
み
じ
う
け
う
ら
に
、
た
う
と
げ
に
装
束
き
」
た
僧
が
現
わ
れ
、
「
今
一
め
よ
そ
に
や
は
み
ん
こ
の
世
に
は
さ
す
が
に
深

き
中
の
ち
ぎ
り
ぞ
」
と
歌
を
詠
じ
て
、
彼
の
こ
れ
か
ら
起
る
べ
き
運
命
を
予
不
す
る
の
で
あ
る
。

同
じ
頃
、
唐
漏
に
も
運
命
的
な
さ
と
し
が
あ
っ
た
。
参
内
し
よ
う
と
す
る
と
、
一
心
た
が
ひ
、
消
え
入
る
癖
」
が
つ
く
と
い
う
あ
り
さ

ま
で
、
陰
陽
師
の
す
す
め
に
よ
り
、
彼
女
は
「
さ
ん
い
ふ
」
の
地
に
し
ば
ら
く
退
い
て
か
た
き
物
忌
み
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
「
内
裏
の
ほ
ど
一
円
ば
か
り
」
離
れ
た
土
地
、
し
か
も
「
親
し
き
人
三
四
人
ば
か
り
」
と
い
う
人
少
な
さ
、
ま
る
で
中
納
言
と
の
出

会
い
を
こ
と
さ
ら
設
け
る
た
め
に
陰
陽
師
の
仕
組
ん
だ
よ
う
に
す
ら
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
彼
女
の
突
発
的
に
起
る
病
は
、
明
ら
か
に

参
内
を
阻
止
す
る
た
め
の
便
法
で
あ
り
、
物
恐
み
と
の
名
を
か
り
て
の
「
さ
ん
い
ふ
」
行
き
は
、
二
人
の
密
会
の
場
を
作
為
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
見
え
す
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
陰
陽
師
と
も
あ
ろ
う
荷
が
、
物
芯
み
と
判
断
し
た
に
し
て
も
、
部
か
ら
離
れ

后
と
の
出
会
い
が
、
や
が
て
中
納
言
の
前
に
吉
野
の
姫
君
を
登
場
さ
せ
る
機
縁
と
な
り
、
さ
ら
に
式
部
卿
宮
に
引
き
渡
し
て
い
く
と
い
っ

た
、
ど
れ
一
つ
と
て
取
り
は
ず
す
こ
と
の
で
き
な
い
強
固
な
物
語
の
構
築
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
唐
后
か
ら
吉
野
の
姫
君
へ
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浜松中納言物語の方法（伊井）

春
の
夜
の
月
明
り
の
も
と
、
中
納
言
は
琵
琶
の
音
に
引
か
れ
て
「
山
の
ふ
も
と
な
る
家
」
を
の
ぞ
き
見
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
「
か
う
や

う
ぐ
ゑ
ん
の
后
」
を
髻
露
さ
せ
る
一
人
の
女
性
の
姿
を
見
い
だ
し
た
。
菊
の
花
の
華
麗
に
咲
き
ほ
こ
る
夕
べ
に
一
目
見
て
以
来
、
彼
の
胸

奥
は
唐
后
へ
の
あ
こ
が
れ
に
平
静
を
矢
な
い
、
霊
験
を
求
め
て
寺
に
参
詣
す
る
と
い
う
執
着
だ
っ
た
だ
け
に
、
自
制
の
心
を
持
つ
い
と
ま

も
な
く
、
「
似
た
て
ま
つ
る
人
」
の
寝
所
に
そ
の
夜
忍
び
人
て
し
ま
っ
た
。
后
の
方
は
、
あ
さ
ま
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
す
ぐ
さ
ま
男
が

中
納
言
と
知
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
彼
の
来
る
の
を
あ
る
い
は
予
期
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
た
く
も
な
っ
て
く
る
。
唐
后
は

中
納
言
と
の
逢
瀬
の
後
、

た
土
地
に
赴
け
ば
、
唐
后
の
運
命
に
頂
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
ぐ
ら
い
予
測
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
瓶
を
お
し
て
参
内
す

る
な
り
部
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
危
険
を
彼
女
に
も
た
ら
す
も
の
な
の
か
、
読
む
荷
に
そ
の
必
然
性
が
理
解
で
き
な
い
し
、

ま
た
一
向
に
切
迫
感
も
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
作
者
の
念
頭
に
は
唐
后
と
中
納
言
の
出
会
い
が
先
行
し
、
そ
の
事
件
に
い
た
る
背
景
と
し

て
、
夢
に
よ
る
啓
示
と
、
物
忌
み
を
組
み
合
わ
せ
て
運
命
的
な
結
び
つ
き
を
強
渦
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
か
え
っ
て
作
為
が
露
呈

「
思
ひ
か
け
ず
、
さ
る
べ
き
契
り
に
て
こ
そ
あ
ら
め
。
今
は
い
か
ぎ
は
せ
ん
。
い
か
に
し
て
、
我
と
だ
に
知
ら
せ
で
止
み
な
ん
」
と

お
ぼ
し
つ
ぎ
く
れ
ば
、
身
づ
か
ら
も
お
ぼ
し
さ
は
ぐ
気
色
も
見
せ
給
は
ず
。
（
巻
一
・
一
七
八
）

と
い
っ
た
諦
念
を
心
内
で
つ
ぶ
や
く
が
、
そ
の
こ
と
ば
に
は
驚
き
も
悲
し
み
も
読
み
と
れ
な
い
、
き
わ
め
て
冷
静
な
、
む
し
ろ
一
つ
の
任

務
を
終
え
た
安
堵
の
響
き
す
ら
聞
こ
え
て
く
る
。
光
源
氏
と
密
会
し
た
藤
壺
中
宮
の
苦
悩
は
そ
こ
に
は
な
く
、
宿
世
と
し
て
の
中
納
言
と

の
結
び
つ
き
を
至
極
当
然
の
こ
と
と
し
て
自
分
自
身
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
唐
后
が
中
納
言
と
の
出
会
い
を
す
ぐ
さ
ま
「
さ

る
べ
き
契
り
」
と
諦
め
、
む
し
ろ
そ
の
後
の
処
置
の
方
法
に
頭
を
切
り
換
え
て
画
策
し
よ
う
と
す
る
姿
を
見
る
に
つ
け
、
私
は
違
和
感
を

て
、
夢
に
よ
る
啓
示
と
、
物
．

し
て
し
ま
っ
た
憾
み
が
あ
る
。

春
の
夜
の
月
明
り
の
も
と
、

覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
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中
納
言
は
、
唐
后
に
酷
似
し
た
見
知
ら
ぬ
女
性
の
も
と
か
ら
立
ち
去
る
折
、
一
時
の
別
れ
の
悲
し
み
に
耐
え
ら
れ
ず
「
我
よ
に
も
ま
だ

知
ら
ざ
り
し
あ
か
月
の
か
畠
る
別
れ
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
哉
」
と
歌
を
詠
む
と
と
も
に
、
涙
な
が
ら
に
「
さ
る
べ
き
人
ノ
‐
、
を
当
き
て
、
我
な

が
ら
怪
し
う
夢
の
心
地
し
侍
を
、
た
ぎ
一
所
の
御
契
り
に
引
か
れ
て
こ
そ
侍
り
け
れ
」
（
巻
一
・
一
七
九
）
と
訴
え
か
け
る
。
彼
は
自
分
が
日

本
人
で
あ
る
こ
と
、
親
や
最
愛
の
女
性
を
置
い
て
、
苦
し
い
思
い
で
渡
唐
し
た
こ
と
な
ど
ま
で
繧
々
と
説
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
納

言
に
と
っ
て
、
こ
の
別
れ
の
場
で
真
情
を
吐
露
し
て
愛
を
告
白
す
る
相
手
の
女
性
は
、
未
知
な
の
で
は
な
く
、
想
念
で
思
い
焦
が
れ
続
け

た
唐
后
の
姿
に
、
い
つ
の
間
に
か
変
貌
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
に
置
か
れ
た
一
一
人
の
立
場
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
女
性

が
自
分
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か
、
衝
動
に
か
ら
れ
る
よ
う
に
人
々
の
慰
留
を
も
振
り
切
っ
て
渡
唐
し
た
運
命
が
、
こ
こ

で
は
じ
め
て
理
解
で
き
た
。
「
た
冒
一
所
の
御
契
り
」
を
成
就
せ
ん
が
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
い
く
た
の
受
難
が
彼
を
襲
っ
て
い
た
の

だ
。
中
納
言
は
転
生
し
た
父
の
姿
を
一
目
な
り
と
も
見
よ
う
と
渡
唐
し
た
は
ず
だ
っ
た
が
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
真
の
目
的
は
唐
后
と
の

契
り
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
見
え
ざ
る
宿
世
の
力
に
よ
っ
て
彼
は
海
を
渡
っ
た
こ
と
が
、
登
場
人
物
の
口
を
か
り
て
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
中
納
言
は
父
に
会
お
う
と
電
大
な
決
意
を
し
、
悲
歎
に
く
れ
る
人
々
に
別
れ
を
告
げ
て
Ｈ
本
を
離
れ
た
と
思
っ
た
積
極
的
な
行
為

が
、
は
か
ら
ず
も
運
命
の
糸
に
操
ら
れ
て
動
か
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
す
る
と
父
の
死
、
そ
れ
に
続
く
三
の
御
子
と
し
て

の
転
生
も
、
彼
を
唐
后
と
結
び
つ
け
る
た
め
の
宿
世
の
な
せ
る
わ
ざ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ど
れ
一
つ
欠
け
て
も
、
こ
の

物
語
は
先
へ
と
は
進
め
な
く
な
る
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

唐
后
に
と
っ
て
は
、
中
納
言
と
の
契
り
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
物
語
の
本
質
か
ら
規
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
だ
っ
た
。
そ
の

モ
チ
ー
フ
が
ま
ず
案
出
さ
れ
た
後
、
二
人
の
出
会
う
場
而
を
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
作
者
は
脚
色
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
陰
陽

師
が
「
お
ど
る
ノ
ー
し
う
」
占
な
い
、
物
忌
み
の
た
め
に
所
を
去
ら
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唐
后
に
は
中
納
言
と
の
密
会
が
生
じ
て
し

ま
っ
た
と
、
物
語
内
の
論
理
を
追
っ
て
批
難
し
た
と
こ
ろ
で
、
今
さ
ら
は
じ
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
陰
陽
師
は
、
い
わ
ば
狂
言
回
し
と
し
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て
登
場
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
く
、
唐
后
の
一
ざ
ん
い
ふ
」
行
き
が
実
現
す
れ
ば
、
彼
の
役
割
は
そ
れ
で
充
分
だ
っ
た
。

‐
、
、
、

唐
后
は
、
中
納
言
と
の
逢
瀬
に
よ
っ
て
懐
妊
す
る
。
物
忌
み
に
先
立
っ
て
、
彼
女
に
「
ゑ
も
い
は
ず
い
み
じ
き
さ
と
し
」
が
あ
っ
た
と

い
う
の
は
、
こ
の
事
実
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
物
語
に
お
い
て
、
密
通
を
も
含
め
た
秘
め
ら
れ
た
契
り
に
は
、
必
ず
と
言
っ
て
よ

い
ほ
ど
懐
妊
・
出
産
と
い
う
難
題
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
が
あ
っ
て
こ
そ
、
物
語
は
緊
迫
し
て
く
る
し
、
そ
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て
新
た
な
創
作

の
発
条
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
唐
后
は
、
藤
壺
中
宮
が
光
源
氏
と
の
密
通
に
よ
る
冷
泉
院
を
桐
壺
帝
の
子
と
狸
造
し
た
よ
う
に
、
御

門
と
の
間
に
儲
け
た
子
供
と
し
て
認
知
さ
せ
る
手
だ
て
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
突
如
と
し
て
、
「
御
門
に
は
お
と
こ

皇
子
三
人
よ
り
ほ
か
お
は
し
ま
す
ま
じ
」
と
宿
曜
師
た
ち
の
こ
と
ば
が
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
た
事
実
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
以
上
の
御
子

の
出
現
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
規
制
が
設
け
ら
れ
る
。
唐
の
地
に
お
い
て
、
や
が
て
生
ま
れ
出
づ
る
で
あ
ろ
う
第
四
の
御
子
の
占
め
る
べ

き
位
置
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
中
納
言
と
の
密
通
の
子
は
、
唐
后
の
運
命
と
は
全
く
逆
に
、
唐
か
ら
日
本
に
渡
っ
た
後
、
成
長
し

て
要
職
に
就
く
こ
と
が
作
者
の
念
頭
で
は
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
主
流
と
な
る
Ｈ
本
で
の
物
語
に
、
世
に
あ
が
め
ら
れ

る
理
想
的
な
貴
公
子
と
し
て
活
躍
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
、
唐
を
去
ら
せ
る
理
由
に
宿
曜
師
の
予
言
が
引
き
あ
い
に
出
さ
れ
た
に
す
ぎ
な

い
。
源
氏
物
語
で
の
「
宿
曜
に
、
御
子
三
人
、
帝
、
后
必
ず
並
ぴ
て
生
ま
れ
給
ふ
く
し
」
（
澪
標
）
と
い
っ
た
こ
と
ば
を
こ
こ
に
応
用
し
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
予
言
の
三
人
と
い
う
数
に
秘
め
ら
れ
た
物
語
の
構
想
の
誼
み
は
浜
松
中
納
言
物
語
に
な
く
、
と
も
か
く
日
本
に
渡
ら
せ

る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
た
安
易
な
用
い
方
と
も
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
作
者
は
あ
ら
か
じ
め
物
語
の
大
枠
と
し
て
の
構
造
を
定
め
て
お
き
、
内
容
的
な
デ
ィ
テ
ー
ル
は
そ
の
都
度
案
出
し
て
い

く
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
密
通
の
子
の
日
本
行
き
も
、
日
本
で
の
物
語
に
必
要
と
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
必
至
た
ら
し

め
る
た
め
に
、
唐
突
な
が
ら
「
皇
子
三
人
よ
り
ほ
か
に
お
は
し
ま
す
ま
じ
」
と
の
予
言
を
持
ち
出
し
た
に
す
ぎ
な
く
、
そ
の
こ
と
ば
の
そ

れ
以
上
の
物
語
に
お
け
る
進
展
は
一
切
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
一
つ
一
つ
の
こ
と
ば
の
影
響
を
慎
重
に
お
し
は
か
り
な
が
ら
物
語
を
進
め
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中
納
言
は
帰
国
間
近
に
な
っ
て
、
「
さ
ん
い
ふ
」
で
一
夜
の
契
り
を
交
し
た
女
性
が
唐
后
で
あ
り
、
若
君
ま
で
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
。
二
つ
に
お
よ
ず
け
た
我
が
子
を
目
の
前
に
し
て
、
中
納
言
は
、

、
、
、

我
な
が
ら
も
、
「
心
つ
よ
く
恩
ひ
た
つ
か
な
」
と
思
ふ
道
を
、
「
こ
の
ち
ぎ
り
に
ひ
か
れ
け
る
に
こ
そ
一
と
、
掻
き
く
ら
し
つ
ゞ
、

さ
ま
人
１
１
思
ひ
つ
出
け
ら
る
＆
、
（
巻
一
・
二
○
三
）

と
、
感
慨
深
く
き
し
方
行
く
先
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
心
つ
よ
く
思
ひ
た
つ
」
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
風
葉
集
や
無

名
草
子
、
さ
ら
に
断
片
的
な
本
文
の
記
述
な
ど
か
ら
、
渡
唐
に
際
し
て
は
悲
痛
な
離
別
の
場
面
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

っ
て
い
る
。
中
納
言
は
父
と
の
再
会
を
心
に
堅
く
秘
め
な
が
ら
も
、
当
面
の
母
や
大
君
と
の
別
れ
に
は
さ
し
も
の
決
意
も
鈍
る
思
い
が
し

た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
も
彼
は
振
り
切
っ
て
、
ま
る
で
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
心
の
強
さ
を
発
揮
し
た
。
あ
た
か
も
渡
唐
す
る
こ
と

が
、
彼
の
人
生
史
に
す
で
に
刻
ま
れ
た
運
命
の
よ
う
に
、
日
木
を
離
れ
た
の
で
あ
る
。
も
う
す
こ
し
正
確
な
表
現
を
す
れ
ば
、
自
分
の
意

思
と
決
断
に
よ
っ
て
海
を
渡
っ
た
と
見
え
た
行
為
は
、
あ
ら
か
じ
め
仕
組
ま
れ
た
運
命
の
な
せ
る
わ
ざ
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意

味
で
は
中
納
言
は
唐
へ
連
れ
て
行
か
れ
た
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
が
自
分
の
運
命
を
凝
視
し
た
の
は
、
春
の
夜
の
女
性

（
唐
后
）
と
出
会
っ
た
時
の
、
「
た
頁
一
所
の
御
契
り
に
引
か
れ
て
こ
そ
」
の
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
渡
唐
の
意
義
が
三
の
御
子
か
ら
唐
后
と

の
契
り
に
移
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
今
こ
こ
で
再
転
し
て
若
君
の
出
現
に
自
分
の
宿
世
が
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
識
す
る
。
そ
の
運

命
の
変
質
は
、
そ
の
ま
ま
作
者
の
想
念
に
描
い
た
物
語
の
構
造
の
節
目
に
相
当
す
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

中
納
言
は
、
唐
后
か
ら
託
さ
れ
た
沈
の
文
縮
と
、
密
通
に
よ
る
若
君
を
連
れ
て
帰
国
の
途
に
つ
く
。
唐
か
ら
持
た
ら
さ
せ
る
こ
の
手
紙

て
い
く
と
い
う
の
で
は
な
く
、
局
面
の
展
開
に
次
々
と
思
い
つ
く
予
言
や
夢
に
よ
る
啓
示
を
与
え
、
プ
ラ
ン
通
り
に
ひ
た
走
り
に
走
っ
て

い
く
。
そ
の
場
面
転
換
の
必
然
性
と
、
ト
ー
タ
ル
と
し
て
の
物
語
の
流
れ
に
、
先
ほ
ど
違
和
感
を
覚
え
る
と
述
べ
た
よ
う
に
、
ど
う
し
て

も
ギ
ャ
ッ
プ
を
樅
じ
て
し
ま
う
の
だ
。
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と
人
物
は
、
日
本
に
お
け
る
新
た
な
物
語
展
開
の
原
動
力
と
な
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
若
君
は
母
后
か
ら
乳
の
か
わ
り
に
と
与
え
ら
れ

へ
ん
げ

た
薬
を
口
に
含
む
と
、
船
中
す
こ
し
も
痩
せ
劣
え
る
こ
と
も
な
く
、
む
し
ろ
光
を
ま
す
ば
か
り
で
、
「
あ
さ
ま
し
く
変
化
の
も
の
畠
や
う

に
清
ら
か
」
で
す
ら
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
変
化
の
も
の
」
と
も
呼
ば
れ
る
若
君
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
唐
后
に
「
こ
れ
は
こ
の
世
の
人

に
て
あ
る
べ
か
ら
ず
。
日
本
の
か
た
め
な
り
」
と
夢
告
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
で
も
、
将
来
の
世
の
柱
石
と
人
並
は
ず
れ
た
栄
花

の
訪
れ
は
必
定
と
、
誰
し
も
そ
の
成
長
を
楽
し
み
に
す
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
中
納
言
一
家
の
繁
栄
を
も
約
束
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、
作
者
の
構
想
の
筆
は
そ
こ
ま
で
書
き
進
め
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

沈
の
文
箱
に
納
め
ら
れ
た
文
の
方
は
、
中
納
言
の
日
本
に
お
け
る
そ
の
後
の
行
動
を
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
規
制
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

唐
后
の
母
を
探
す
こ
と
が
、
吉
野
の
姫
君
を
物
語
に
登
場
さ
せ
る
機
縁
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
大
君
（
尼
姫
君
）
・
唐
后
に
継
ぐ

恋
物
語
の
葛
藤
を
呼
び
起
す
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。
唐
后
と
の
出
会
い
が
あ
っ
て
こ
そ
、
吉
野
の
姫
君
と
中
納
言
の
物
語
も
展
開

で
き
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
父
の
転
生
が
そ
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
切
れ
目
の
な
い
構
造
が
こ
の
作
品
に
は

強
固
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
納
言
は
帰
国
し
て
都
に
落
ち
着
い
て
後
、
唐
后
か
ら
預
か
っ
た
文
を
広
げ
て
見
、
そ
こ
に
「
も
の
蚤
た
ぐ
ひ
」
（
妹
君
）
の
存
在
し
て

い
る
こ
と
を
知
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
池
田
利
夫
氏
は
、
巻
一
で
は
そ
の
片
鱗
す
ら
窺
え
な
い
こ
と
か
ら
、
作
者
の
念
頭
に
は
初
め
吉

野
の
姫
君
は
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
中
納
言
は
大
内
山
の
尼
母
宮
を
訪
れ
、
そ
の
返
書
を
持
っ
て
唐
土
へ
渡
り
、
再
度
后
と
会
う
筋
書
き

５

を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ふ
た
た
び
渡
唐
し
て
后
に
会
っ
た
と
こ
ろ
で
、
話
の
展
開
は
ど
の
よ
う
に
進
ん
で

四
中
納
言
の
運
命
と
そ
の
展
開
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唐
后
の
異
父
妹
に
あ
た
る
吉
野
の
姫
君
は
、
後
世
の
菩
提
を
望
む
母
尼
君
の
身
に
と
っ
て
は
、
本
来
的
に
不
必
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。

彼
女
が
生
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
尼
君
は
山
の
奥
に
も
籠
っ
て
心
お
き
な
く
仏
道
に
専
心
し
、
証
果
を
得
て
往
生
す
る
こ
と
も
果
せ
な
く

は
な
い
。
母
尼
君
は
五
歳
の
唐
后
と
離
別
し
て
後
、
大
弐
と
な
っ
て
下
っ
て
い
た
叔
父
兵
衛
督
に
連
れ
ら
れ
て
上
京
し
、
や
が
て
思
い
が

け
な
く
も
帥
の
宮
と
契
る
仲
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
我
が
身
の
う
と
ま
し
さ
に
、
彼
女
は
髪
を
削
ぎ
身
を
隠
し
た
も
の
の
、
そ
の
時
に
は

す
で
に
帥
の
宮
の
子
を
宿
し
て
い
た
の
だ
。
や
が
て
尼
君
は
女
宮
を
生
み
、
そ
の
ま
ま
吉
野
の
聖
の
も
と
に
身
を
寄
せ
て
、
ひ
た
す
ら
修

行
者
と
し
て
の
生
活
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
う
と
ま
し
い
と
は
言
え
、
清
ら
に
成
長
し
て
い
く
我
が
子
を
尼
君
は
目
の
前
に
し
て
捨

て
去
る
こ
と
も
で
き
ず
、
今
は
た
だ
勤
行
の
あ
い
間
に
は
琴
の
手
を
教
え
る
な
ど
、
幸
せ
な
姫
君
の
生
活
の
訪
れ
を
祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
。
唐
后
の
姿
を
も
偲
ば
せ
る
吉
野
の
姫
君
に
執
着
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
心
情
く
澄
ま
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
尼
君
の
極
楽
往
生

い
く
も
の
と
予
測
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
結
着
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
判
断
の
下
し
よ
う
が
な

い
。
中
納
言
は
唐
后
と
対
面
し
た
と
し
て
も
、
か
つ
て
の
も
の
の
ま
ぎ
れ
の
よ
う
な
逢
瀬
は
二
度
と
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
し
、
も
し
そ
の

よ
う
な
場
面
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
二
番
せ
ん
じ
で
興
味
は
半
減
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
も
は
や
物
語
は
、
そ
れ
以
上
の
進

展
を
見
せ
る
こ
と
な
く
終
焉
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

作
者
の
物
語
創
作
の
本
質
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
運
命
論
を
根
底
に
置
い
た
人
間
観
に
あ
り
、
無
限
に
繰
り
返
す
人
の
世
の
姿
を
む
な

し
い
な
が
ら
も
追
い
求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
中
納
言
が
唐
の
母
君
に
文
箱
を
渡
す
任
務
を
帯
び
た
こ
と
、
そ
れ
は
新
し
い
ゆ
か
り
の
登

場
を
呼
び
起
こ
し
、
ふ
た
た
び
恋
に
よ
る
憂
き
身
を
や
つ
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
の
設
定
が
背
後
に
意
図
さ
れ
て
い
た
も
の
と
、
巻
の
内

容
か
ら
私
は
考
え
た
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、
彼
が
吉
野
に
足
を
踏
み
入
れ
る
の
は
、
母
尼
君
を
探
し
て
の
自
律
的
な
行
動
と
見
な
さ
れ
る

体
裁
を
と
り
な
が
ら
も
、
そ
の
内
実
は
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
渡
唐
以
来
続
く
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
宿
命
で
も
あ
っ

た
0
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こ
の
人
の
よ
る
べ
あ
り
ぬ
く
か
め
り
と
、
心
や
す
く
思
ひ
を
く
べ
き
こ
と
の
は
し
を
出
で
き
さ
せ
て
、
お
も
ひ
な
く
、
の
ち
の
思
を

、
、
、
、
、

だ
に
も
叶
へ
給
へ
と
、
こ
の
三
年
ば
か
り
は
、
ま
づ
こ
の
御
い
の
り
を
の
み
先
に
立
て
当
念
じ
給
ふ
、
（
巻
三
・
二
八
三
）

尼
君
は
、
せ
め
て
姫
君
の
「
よ
る
べ
」
（
た
づ
き
）
の
手
が
か
り
な
り
と
も
あ
っ
て
ほ
し
い
と
、
こ
の
三
年
ば
か
り
は
一
途
に
そ
の
出
現

を
願
っ
て
仏
に
祈
っ
て
い
た
と
い
う
。
我
が
往
生
を
も
か
え
り
み
な
い
祈
念
に
仏
も
感
じ
た
の
か
、
夢
に
僧
が
あ
ら
わ
れ
出
て
、
中
納
言

が
姫
君
の
「
た
づ
き
」
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。
唐
后
は
幼
く
し
て
母
君
と
別
れ
た
も
の
の
、
そ
の
思
慕
の
情
は
年
と
と
も
に

強
ま
る
一
方
で
、
中
納
言
に
託
し
た
文
の
中
で
も
、
「
こ
の
世
の
后
の
位
も
、
身
に
は
す
べ
て
益
な
ふ
覚
え
侍
。
た
ぎ
身
を
代
へ
て
も
、

お
は
し
ま
す
ら
ん
同
じ
世
の
木
草
と
も
な
ら
ま
ほ
し
う
の
み
侍
れ
ば
、
命
も
つ
ゆ
お
し
う
も
侍
ら
ず
」
と
い
う
ほ
ど
の
激
し
さ
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
異
世
界
の
人
間
で
あ
っ
て
み
れ
ば
そ
れ
も
か
な
わ
な
い
た
め
、
日
本
の
男
と
契
ら
せ
て
心
深
く
思
わ
せ
、
そ
の
愛
す
る
女

性
（
唐
后
）
の
ゆ
か
り
の
も
の
（
吉
野
の
姫
君
）
の
世
話
を
さ
せ
よ
う
と
は
か
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
折
し
も
「
た
づ
き
」
を
求
め
て
祈
る
尼

君
の
心
と
も
合
致
し
た
の
だ
と
い
う
。
一
体
誰
が
そ
の
よ
う
に
背
後
で
仕
組
ん
だ
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
仏
で
あ
り
、
そ
の
力
の
も
と

に
中
納
言
は
課
せ
ら
れ
た
運
命
を
歩
ん
で
い
た
の
だ
。
中
納
言
の
渡
唐
は
、
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
吉
野
の
姫
君
の
「
た
づ
き
」
の
役
割
を
荷

６

う
一
階
梯
で
も
あ
っ
た
と
い
う
、
一
つ
に
結
び
あ
わ
さ
れ
た
宿
命
の
糸
は
、
ど
こ
ま
で
も
た
ぐ
り
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

中
納
言
は
、
吉
野
の
姫
君
に
思
い
を
寄
せ
、
そ
の
ま
ま
進
め
ば
当
然
二
人
の
結
婚
も
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
物

、
、
、

語
の
表
面
に
示
さ
れ
た
展
開
で
あ
っ
て
、
作
者
の
中
納
言
の
運
命
を
操
る
意
図
は
、
尼
君
の
夢
に
「
物
思
ひ
の
切
な
る
ゆ
へ
に
、
あ
つ
か

、
、
、

は
せ
ん
」
と
僧
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
姫
君
の
世
話
役
に
終
始
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
恋
の
成
就
し
得
な
い
む
な
し
さ
を
語
る

こ
と
に
あ
っ
た
。
尼
君
は
、
姫
君
の
「
た
づ
き
」
を
求
め
続
け
た
念
願
が
か
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
紫
雲
の
た
な
び
く
と
い
う
望
み
通
り
の

は
ま
す
ま
す
遠
の
く
ば
か
り
で
あ
る
。
一
刻
も
早
く
姫
君
の
身
を
安
心
し
て
託
せ
る
「
た
づ
き
」
を
求
め
、
俗
事
に
心
乱
さ
れ
る
こ
と
な

く
仏
道
の
世
界
に
埋
没
し
た
い
の
だ
。
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と
、
す
く
な
く
と
も
こ
こ
三
年
は
契
り
の
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
も
し
そ
れ
が
破
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
「
い
と
お
そ
ろ

し
」
い
身
の
破
滅
に
繋
が
る
こ
と
を
申
し
渡
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
吉
野
の
姫
君
は
中
納
言
の
手
も
と
か
ら
式
部
卿
宮
の
略
奪

と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
離
れ
て
行
く
運
命
に
遭
遇
す
る
の
だ
。

あ
れ
ほ
ど
お
ご
そ
か
に
な
さ
れ
た
聖
の
予
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
姫
君
は
不
本
意
な
が
ら
式
部
卿
宮
と
逢
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結

果
、
彼
女
は
「
水
の
泡
な
ど
の
や
う
に
消
（
え
）
い
」
ら
ん
ば
か
り
の
死
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
中
納
言
も
す
ぐ
さ
ま
「
ひ
じ
り
（
聖
）

の
す
ぐ
ゑ
う
（
宿
曜
）
」
を
思
い
浮
か
べ
、
不
吉
な
予
感
に
捉
わ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
姫
君
の
死
へ
の
衝
僅
は
、
聖
の

予
言
と
は
無
関
係
で
、
「
た
づ
き
」
と
し
て
の
中
納
言
を
「
ひ
と
へ
に
あ
は
れ
に
い
み
じ
う
思
ひ
」
（
巻
四
・
四
○
七
）
出
し
て
の
湯
水
を

も
口
に
し
な
い
煩
悶
で
あ
っ
て
、
彼
の
看
護
と
と
も
に
そ
の
病
い
も
快
方
に
向
か
う
こ
と
に
よ
り
原
因
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
聖
の
宿
曜

を
、
中
納
言
は
は
岼

に
す
る
で
あ
ろ
う
。

往
生
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
人
に
も
知
ら
れ
な
い
で
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
す
美
し
い
姫
君
、
そ
の
女
性
を
都
に
連
れ
出
す
橋
渡
し
の
役
割

を
、
中
納
言
は
は
じ
め
か
ら
賦
与
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
薫
が
宇
治
の
姫
君
た
ち
を
都
の
物
語
舞
台
に
引
き
出
し
た
の
と
、
ま
さ
に
軌
を
一

中
納
言
は
吉
野
の
姫
君
に
唐
后
の
面
影
を
見
、
や
が
て
形
代
の
地
位
か
ら
、
大
君
（
尼
姫
君
）
・
唐
后
に
も
劣
ら
な
い
女
性
で
あ
る
こ
と

が
強
調
さ
れ
、
二
人
の
結
び
つ
き
は
必
至
の
方
向
へ
と
状
況
は
お
し
進
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
行
く
手
を
阻
ん
だ
の
は
、
ま
た
も
や
突
如

と
し
て
宣
告
さ
れ
る
理
不
尽
な
姫
君
の
宿
世
で
あ
っ
た
。
聖
は
、
吉
野
の
姫
君
を
都
に
引
き
取
ろ
う
と
す
る
中
納
言
に
向
か
っ
て
、

廿
が
う
ち
に
世
を
知
ら
せ
給
は
賞
、
わ
が
身
破
ら
れ
給
べ
き
宿
世
の
お
は
す
る
な
ん
、
い
と
お
そ
る
し
う
侍
る
べ
き
。
こ
の
ご
ろ

も
、
こ
の
事
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
見
給
ふ
る
に
、
廿
が
う
ち
に
に
ん
じ
給
は
頁
、
す
ぐ
し
と
を
し
が
た
う
お
は
し
ま
す
人
と
見
え
給

こ
そ
、
い
と
た
い
人
ｌ
～
し
け
れ
。
今
年
十
七
歳
に
や
な
ら
せ
給
ふ
ら
ん
、
今
三
年
は
猶
つ
ふ
し
み
給
ふ
ら
ん
や
、
善
か
ら
ん
。
（
巻

こ
そ
、
い
と

四
・
三
五
八
）
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に
よ
る
判
断
は
当
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
「
廿
が
う
ち
に
仙
を
知
ら
せ
給
は
冨
、
わ
が
身
破
ら
れ
給
ふ
べ
き
宿
世
」
と
い
う
の
は
、
中
納
言

と
姫
君
の
結
び
つ
き
を
避
け
る
た
め
の
方
便
に
し
か
す
ぎ
な
く
、
そ
の
後
の
物
語
の
内
容
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
な
い
の
は
、
唐
后
で
見

た
付
加
的
な
運
命
の
出
現
と
一
向
に
変
り
な
い
。

中
納
言
は
、
吉
野
の
姫
君
と
結
婚
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
唐
后
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
し
ま
っ
た
姫
君
と
契
る
こ
と
は
、

彼
の
脳
裏
に
刻
ま
れ
た
思
慕
の
情
が
埋
没
し
、
も
は
や
あ
こ
が
れ
の
対
象
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
恋
い
慕
わ
せ
続
け
る
こ
と
、
そ
の

渇
仰
が
唐
后
の
転
生
を
導
く
に
い
た
る
の
だ
。
作
肯
の
定
め
た
命
題
の
も
と
に
、
果
て
し
な
く
追
い
求
め
る
こ
と
が
、
中
納
言
に
賦
与
さ

れ
た
存
在
の
あ
か
し
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
彼
は
こ
こ
数
年
の
わ
が
波
乱
の
生
活
を
ふ
り
返
り
、
「
か
く
も
ろ
こ
し
に
て
も
此
世
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
も
、
こ
の
ひ
と
つ
ゆ
か
り
に
か
う
の
み
い
み
じ
く
心
を
み
だ
り
歎
わ
ぷ
べ
き
契
り
」
（
巻
五
・
三
九
五
）
の
あ
っ
た
こ
と
を
述
懐
す
る
。

ま
さ
に
「
心
を
み
だ
り
歎
わ
ぶ
」
と
い
う
運
命
の
堅
の
も
と
に
彼
は
渡
唐
さ
せ
ら
れ
、
唐
后
・
吉
野
の
姫
君
と
う
つ
る
な
悲
し
み
を
味
わ

源
氏
物
語
の
作
春
は
、
書
き
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
物
語
の
方
法
を
猿
得
し
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
寝
覚
物
語
の
中
君
に
し

て
も
、
巻
を
追
う
ご
と
に
成
長
し
、
新
し
い
人
間
像
に
変
貌
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
作
者
も
と
も
と
に
歩
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
浜
松
中
納
言
物
語
の
場
合
は
、
強
い
主
題
性
が
先
行
し
、
そ
の
枠
組
み
の
も
と
に
す
べ
て
の
人
物
を
動
か
し
て
い
く
と
い

う
方
法
を
と
る
。
人
物
の
思
考
に
よ
る
内
発
的
な
物
語
の
展
開
で
は
な
く
、
作
者
の
定
め
た
物
語
の
骨
格
の
も
と
に
押
し
込
め
ら
れ
、
他

律
的
な
行
動
を
す
る
し
か
彼
等
に
は
そ
の
範
囲
が
許
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
次
々
と
も
た
ら
さ
れ
る
付
加
的
な
運
命
に
よ
っ
て
、
規
定
の

物
語
の
レ
ー
ル
を
た
だ
走
ら
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

無
名
草
子
で
は
、
中
納
言
を
評
し
て
「
薫
大
将
の
た
ぐ
い
』
と
正
鵠
を
得
た
発
言
を
し
て
い
る
が
、
ま
さ
に
彼
は
薫
の
桂
桔
か
ら
抜
け

出
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
だ
が
、
当
時
の
物
語
の
状
況
か
ら
み
て
、
源
氏
物
語
と
は
全
く
価
値
を
異
に
す
る
、
新
し
い
物
語
を
創
造

て
も
、
こ
の
ひ
と
つ
ゆ
か
り
に
か
星

ま
さ
に
「
心
を
み
だ
り
歎
わ
ぶ
」
，

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
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せ
よ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
求
め
る
方
が
無
理
で
あ
る
し
、
ま
ず
不
可
能
で
も
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
以
後
の
作
者
た
ち
の
、
そ
の
繋
縛
か

ら
抜
け
出
よ
う
と
す
る
試
み
は
樋
も
っ
ぱ
ら
物
語
の
展
開
に
強
い
関
心
を
示
し
、
そ
の
行
き
着
く
先
は
筋
を
追
い
求
め
る
創
作
方
法
と
な

る
の
は
い
た
し
か
た
の
な
い
こ
と
と
も
言
え
よ
う
。
そ
れ
も
や
が
て
枯
渇
す
る
と
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
の
物
語
の
よ
う
に
、

７

物
語
が
パ
タ
ー
ン
化
し
て
い
く
運
命
を
た
ど
っ
て
い
く
の
だ
。

薫
は
宇
治
の
地
で
ひ
っ
そ
り
と
暮
す
大
君
・
中
君
を
物
語
の
主
流
の
舞
台
に
乗
せ
な
が
ら
、
い
ず
れ
と
も
添
う
こ
と
が
で
き
ず
、
形
代

と
し
て
心
の
安
ら
ぎ
を
求
め
よ
う
と
し
た
浮
舟
す
ら
も
、
出
家
と
い
う
最
後
の
手
段
に
よ
り
、
俗
世
を
離
脱
し
て
彼
の
も
と
か
ら
去
っ
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
薫
の
女
性
故
に
出
離
の
心
を
も
失
な
っ
て
翻
弄
さ
れ
る
姿
を
、
浜
松
の
中
納
言
は
、
宿
世
と
し
て
荷
わ
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
だ
。
作
者
は
宇
治
十
帖
の
構
図
を
そ
の
ま
ま
用
い
、
大
君
・
浮
舟
の
運
命
を
、
尼
姫
君
・
唐
后
の
二
人
に
、
中
君
を
吉
野
の
姫

君
に
そ
れ
ぞ
れ
比
擬
し
、
そ
の
重
く
の
し
か
か
る
枠
組
の
中
で
、
転
生
思
想
を
導
入
さ
せ
た
新
し
い
物
語
の
創
造
に
立
ち
向
か
っ
た
。
こ

れ
が
作
者
の
苦
悶
し
た
物
語
の
方
法
で
あ
り
、
ま
た
平
安
末
期
の
作
品
に
共
通
す
る
限
界
で
も
あ
っ
た
。
中
納
言
、
式
部
卿
宮
と
の
絡
み

あ
い
に
よ
る
吉
野
の
姫
君
の
生
き
方
は
、
薫
・
匂
宮
・
中
君
の
三
者
を
思
わ
せ
る
が
、
そ
こ
に
は
一
挿
話
と
し
て
吸
収
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
物
語
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
三
者
の
恋
の
争
奪
だ
け
を
独
立
さ
せ
て
も
、
充
分
物
語
と
し
て
存
在
す
る
に

足
り
得
る
内
容
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。
や
が
て
こ
の
恋
物
語
の
構
図
が
、
そ
の
後
の
作
者
た
ち
に
圧
倒
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
繰
り
返
し

同
じ
趣
向
の
物
語
の
生
産
が
続
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

註仙
『
校
本
浜
松
中
納
言
物
語
』
（
小
松
茂
美
著
）
に
よ
る
と
、
京
都
大
学
文
学
部
本
（
小
山
文
庫
旧
蔵
）
に
は
「
十
七
八
ば
か
り
に
て
」
と
見
え
る

が
、
他
本
は
す
べ
て
「
七
八
ば
か
り
」
と
あ
る
。

②
父
式
部
卿
宮
の
莞
去
し
た
折
の
中
納
言
の
年
齢
に
つ
い
て
、
松
尾
聰
博
士
は
「
十
四
、
五
歳
に
達
せ
ぬ
う
ち
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」
（
古
典
文
学
大
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系
本
解
説
）
と
さ
れ
る
。

⑧
「
浜
松
中
納
言
物
語
閾
巻
の
構
想
に
就
い
て
」
（
『
古
代
小
説
史
稿
』
昭
和
三
十
三
年
、
刀
江
書
院
刊
所
収
）

側
拙
稿
「
浜
松
中
納
言
物
語
散
供
部
分
の
構
想
」
（
「
中
古
文
学
」
第
四
号
、
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
）

⑤
「
浜
松
中
納
言
物
語
の
構
想
を
め
ぐ
り
て
」
（
「
鶴
見
女
子
大
学
紀
要
日
本
文
学
」
第
八
号
、
一
九
七
○
年
）

⑥
中
納
言
と
吉
野
の
姫
君
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
吉
野
の
姫
君
の
運
命
」
（
「
愛
媛
国
文
と
教
育
」
第
三
号
、
昭
和
四
十
六
年
六
月
）
が
あ
る
。

、
物
語
の
パ
タ
ー
ン
化
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
拙
槁
「
い
は
で
し
の
ぶ
物
語
構
想
論
ｌ
伏
見
宮
の
姫
君
た
ち
の
運
命
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
日
本
文

学
」
一
九
七
六
年
五
月
）
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
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