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兼
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」

 
和
泉
式
部
が
帥
宮
敦
道
親
王
の
居
所
東
三
条
院
南
院
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の

は
、
 
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
十
二
月
十
八

日
で
あ
っ
た
。
翌
長
保
六
年
（
七
月
二
十
日
に
改
元
さ
れ
て
寛
弘
元
年
と
な

る
）
の
お
そ
ら
く
は
正
月
、
敦
道
親
王
の
妃
藤
原
虚
言
の
中
の
君
は
里
邸
に
戻

っ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
年
は
和
泉
式
部
と
敦
道
親
王
の
，
二
人
に
と
っ
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
を
起
こ
し
た
年
で
あ

っ
た
。
白
河
へ
の
花
見
、
式
部
の
夫
で
あ
っ
た
橘
道
貞
と
そ
の
妻
子
の
陸
奥
国

下
向
、
二
人
一
つ
車
で
の
賀
茂
の
祭
見
物
な
ど
、
和
泉
式
部
に
つ
い
て
語
る
と

き
よ
く
引
か
れ
る
こ
れ
ら
の
出
来
事
に
は
、
ま
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
点
も

多
く
、
誤
認
の
ま
ま
で
語
ら
れ
る
例
も
多
い
の
今
こ
の
年
の
二
人
に
関
わ
る
出

来
事
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
、
和
泉
式
部
召
人
説
に
ま
で
論
及
し
て
、

二
人
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
つ
と
め
た
い
。

嗣

 
帥
宮
と
和
泉
式
部
と
の
白
河
の
花
見
は
、
『
和
泉
式
部
集
』
（
正
集
）
や
藤
原

公
任
の
家
集
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
『
和
泉
式
部
集
』
中
の
も
の
を
、
清
水
文

雄
氏
の
『
校
訂
本
和
泉
式
部
集
（
正
・
続
）
』
（
笠
間
書
院
）
に
よ
っ
て
示
そ
う
。

数
字
は
同
書
の
歌
番
号
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
い
つ
れ
の
み
や
に
か
お
は
し
け
む
、
白
河
院
に
ま
う
も
ろ
と
も
に

 
 
 
 
 
お
は
し
て
、
か
く
か
き
て
い
へ
も
り
た
と
ら
せ
て
お
は
し
ぬ
。

 
9
9
 
わ
れ
が
名
は
花
ぬ
す
人
と
た
た
ば
た
て
た
だ
一
枝
は
を
り
て
か
へ
ら
む

 
 
 
 
 
日
ご
ろ
み
て
、
を
り
て
、
さ
ゑ
も
ん
の
か
み
返
し

 
㎜
 
山
里
の
ぬ
し
に
し
ら
れ
で
を
る
人
は
花
を
も
名
を
も
を
し
ま
ざ
り
け
れ

 
 
 
 
 
と
あ
る
ふ
み
を
つ
け
た
る
花
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
、
ま
う
が
口

 
 
 
 
 
す
さ
び
に
う
ち
い
ひ
し

 
皿
 
を
る
人
の
そ
れ
な
る
か
ら
に
あ
ぢ
き
な
く
み
し
山
里
の
花
の
香
ぞ
す
る

 
 
 
 
 
さ
ゑ
も
ん
の
か
み
の
返
事
、
又
、
還
せ
さ
せ
給
ふ
，

 
㎜
 
し
ら
れ
ぬ
ぞ
か
ひ
な
か
り
け
る
あ
か
ざ
り
し
花
に
か
へ
っ
る
身
を
ば
を

 
 
 
し
ま
ず

 
 
 
 
 
又
、
さ
ゑ
も
ん
の
か
み
、

 
鵬
 
暫
し
れ
ぬ
心
の
う
ち
を
し
り
ぬ
れ
ば
花
の
あ
た
り
に
春
は
す
ぐ
さ
ん

 
 
 
 
 
一
日
、
御
ふ
み
つ
け
た
り
し
花
を
み
て
、
ま
う
な
ん
さ
い
ひ
し
と

 
 
 
 
 
人
の
か
た
り
け
れ
ば
、
か
く
そ
の
た
ま
ひ
し
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（
1
）

 
搬
 
し
る
ら
め
や
そ
の
山
里
の
花
の
香
は
な
べ
て
の
袖
に
う
つ
り
や
は
す
る

 
 
 
 
 
返
し

 
鵬
 
し
ら
れ
じ
と
そ
こ
ら
か
す
み
の
へ
だ
て
て
に
尋
ね
て
花
の
色
は
見
て
し

 
 
 
を

 
 
 
 
 
又
、
さ
ゑ
も
ん
の
か
み
、
み
ち
の
く
の
か
み
の
く
だ
り
し
こ
ろ
、

 
 
 
 
 
そ
れ
に
う
ち
そ
へ
た
る
こ
と
と
そ
み
し

 
鵬
 
今
更
に
か
す
み
の
と
つ
る
白
河
の
関
を
し
ひ
て
は
た
つ
ぬ
べ
し
や
は

 
 
 
 
 
ま
ろ
、
か
へ
し

 
瑠
 
ゆ
く
春
の
と
め
ま
ほ
し
き
に
白
川
の
関
を
こ
え
ぬ
る
身
と
も
な
る
か
な

 
『
大
納
言
公
任
集
』
の
も
の
も
『
私
家
集
大
成
』
所
収
本
に
よ
っ
て
引
い
て

お
く
（
以
下
『
和
泉
式
部
集
』
以
外
の
私
家
集
は
『
私
家
集
大
成
」
に
よ
る
）
。

 
 
 
 
 
そ
ち
の
宮
、
並
み
に
し
ら
川
に
お
は
し
て

 
2
9
 
わ
れ
か
名
は
花
ぬ
す
人
と
た
、
は
た
て
た
た
一
枝
は
お
り
て
か
へ
ら

 
 
 
ん

 
 
 
 
 
と
あ
り
け
れ
は

 
3
0
 
山
里
の
ぬ
し
に
し
ら
せ
て
お
る
人
は
 
花
を
も
名
を
も
を
し
ま
さ
り
け

 
 
 
り

 
 
 
 
 
ま
た
、
宮
よ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

．

 
3
1
 
し
ら
れ
ぬ
そ
か
ひ
な
か
り
け
る
あ
か
さ
り
し
 
花
に
か
へ
て
し
名
を
は

 
 
 
を
し
ま
す

 
 
 
 
 
か
へ
し
 
 
 
 
 
，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）

 
3
2
 
濃
し
れ
ぬ
心
の
ほ
と
を
し
り
ぬ
れ
は
 
花
の
あ
た
り
に
春
は
す
ま
は
ん

 
 
 
 
 
花
を
も
名
を
も
と
き
く
に
た
ま
へ
り
け
る
お
ほ
ん
返
り
に
つ
け

 
 
 
 
 
て
、
み
ち
さ
た
め
の
き
こ
え
け
る

 
3
3
 
お
る
人
の
そ
れ
な
る
か
ら
に
あ
ぢ
き
な
く
 
み
し
山
里
の
花
の
か
そ
す

 
 
 
る

 
 
 
 
 
ま
た
、
き
こ
え
た
り
け
る

 
3
4
 
し
ら
せ
し
と
花
に
霞
の
へ
た
て
し
を
 
尋
ね
て
花
の
色
も
み
て
圏
を

 
 
 
 
 
か
へ
し

 
3
5
 
今
さ
ら
に
霞
と
ち
た
る
し
ら
川
の
 
関
を
し
み
て
は
尋
ぬ
へ
し
や
は

 
『
和
泉
式
部
集
」
で
は
「
い
つ
れ
の
み
や
に
か
お
は
し
け
む
」
と
お
ぼ
ろ
に

記
さ
れ
て
い
る
が
、
帥
宮
で
あ
る
こ
と
は
『
大
納
言
公
任
集
』
に
よ
っ
て
も
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
鵬
の
詞
書
に
よ
っ
て
、
こ
の
花
見
が
橘
道
貞
の
陸
奥
国

に
下
向
し
た
頃
の
も
の
だ
と
わ
か
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
道
貞
の
下
向
は
『
御

 
 
 
（
3
）

堂
関
白
記
」
寛
弘
元
年
三
月
十
八
日
の
条
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
歌
〕

 
 
陸
奥
守
道
貞
申
二
赴
任
由
一
。
 
賜
二
盃
不
一
。
 
次
有
二
和
奇
事
一
。
 
賜
二
直
装

 
 
 
 
 
 
 
〔
録
〕

 
 
東
・
野
心
・
胡
録
・
弓
・
馬
・
鞍
等
㌔

と
あ
り
、
同
二
十
一
日
の
条
に
「
道
貞
朝
臣
許
平
緒
一
条
・
色
革
百
枚
送
之
」

と
も
見
え
、
出
立
は
二
十
一
日
か
そ
の
直
後
の
日
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
年
の
三
月
二
十
八
日
に
は
、
帥
宮
の
異
母
兄
花
山
院
も
白

河
に
花
見
に
出
か
け
て
い
る
。
 
『
御
堂
関
白
記
」
に
は
、

 
 
従
二
三
山
院
一
、
右
近
中
将
公
信
朝
臣
来
云
、
濡
事
、
可
二
塁
御
覧
参
一
者
。

 
 
 
 
 

 
 
只
今
参
由
、
即
参
入
。
従
・
兼
有
二
此
聞
一
。
傍
非
レ
無
二
三
意
用
一
、
召
二
三
車
一

 
 
御
。
即
候
二
御
車
｝
。
覧
二
白
河
殿
一
。
、
後
従
二
山
辺
一
御
二
障
単
一
。
 
御
二
観

 
 
〔
院
脱
〕

 
 
音
 
勝
算
一
。
余
所
レ
儲
御
前
物
丼
破
子
、
於
二
彼
房
一
供
。
仰
二
左
衛
門
督
一

 
 
令
二
和
寄
題
二
首
料
一
。
帰
院
給
後
、
奉
・
再
。
有
二
御
製
一
嵩
レ
之
。
後
退
出
間
、

 
 
賜
二
御
運
一
。
腰
上
乗
車
後
一
緒
・
拝
。

と
あ
る
。
「
兼
ね
て
よ
り
聞
え
有
り
」
と
は
い
え
、
急
な
企
て
で
あ
る
。
藤
原
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行
成
も
召
さ
れ
た
が
、
産
臓
の
た
め
と
辞
退
し
た
。
行
成
は
『
夏
負
』
に
「
今

日
品
名
二
覧
花
一
、
有
二
御
幸
「
。
左
大
臣
属
従
。
自
余
公
卿
及
侍
臣
有
二
其
数
一
云

々
」
と
も
記
し
、
か
な
り
大
が
か
り
な
御
幸
で
あ
っ
た
。

 
こ
の
年
の
三
月
二
十
八
日
は
、
太
陽
暦
（
ユ
リ
争
ス
暦
）
で
は
四
月
二
十
日

に
あ
た
る
（
日
本
暦
日
原
典
）
。
か
な
り
お
そ
い
花
見
で
あ
っ
た
。
実
際
『
藤

原
長
能
集
』
に
、

 
 
 
 
 
花
山
院
、
三
月
二
十
八
日
、
花
御
覧
し
に
あ
り
か
せ
給
ふ
御
と
も

 
 
 
 
 
に
さ
ふ
ら
ひ
て
、
尋
残
花
と
い
ふ
題
を

 
7
8
 
た
に
か
せ
に
み
や
ま
の
は
な
や
の
こ
り
あ
る
と
 
う
ち
そ
わ
た
れ
る
み

 
 
 
つ
も
さ
は
く
に

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
公
任
の
奉
っ
た
歌
題
の
一
つ
が
「
尋
残
花
」
で
、
長
能

の
歌
か
ら
見
て
も
、
白
河
の
花
は
す
で
に
散
っ
て
お
り
、
深
山
（
石
蔵
の
観
音

院
の
辺
）
に
尋
ね
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
ん
な
時
期
に
花
山
院
は
な
ぜ
白
河

に
花
見
に
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
帥
宮
と
和
泉
式
部
の
白
河
の
花

見
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
推
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
院
は
帥
宮
か
ら
、
公
任

と
の
和
歌
の
贈
答
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も
含
め
て
、
式
部
と
同
行
し
た
花
見
の
模

様
を
聞
き
、
お
そ
い
花
見
を
思
い
立
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
な
く
て
も
、

三
宮
と
式
部
の
、
お
そ
ら
く
は
同
車
し
て
の
花
見
は
、
京
雀
達
の
か
っ
こ
う
の

話
題
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
意
識
せ
ず
に
、
白
河
に
花
見
に
行
く
こ
と

は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
花
山
院
の
花
見
は
、
後
に
記
す
賀
茂
の
祭

見
物
と
共
に
、
院
ど
宵
宮
の
接
近
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
と
同
時
に
、
院
の
和

泉
式
部
と
い
う
女
性
へ
の
関
心
を
も
う
か
が
わ
せ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
帥
宮
と
式
部
が
白
河
を
訪
れ
た
時
は
花
の
盛
り
で
あ
っ
北
。
三

月
二
十
八
日
が
残
ん
の
花
を
尋
ぬ
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

和
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敦
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親
王
 
-
寛
弘
元
年
の
二
人
1

二
人
の
白
河
行
き
は
そ
の
十
日
前
後
ぐ
ら
い
前
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
道

貞
が
道
長
に
陸
奥
国
赴
任
の
い
と
ま
乞
い
に
行
っ
た
三
月
の
十
八
日
に
き
わ
め

て
近
い
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

 
帥
宮
が
和
泉
式
部
と
白
河
院
を
訪
う
た
と
き
、
主
の
公
任
は
こ
の
山
荘
に
は

い
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
不
意
の
訪
問
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
、
帥

宮
は
、

 
 
わ
れ
が
名
は
花
盗
人
と
立
た
ば
立
で
た
だ
一
枝
は
折
り
て
帰
ら
ん

と
い
う
歌
を
家
守
i
家
の
留
守
を
あ
ず
か
っ
て
い
る
者
に
託
し
た
の
で
あ
る
。

'
こ
の
家
守
に
つ
い
て
、
日
本
古
典
全
書
『
和
泉
式
部
集
』
の
頭
注
の
よ
う
に

 
「
院
の
監
督
者
藤
原
公
任
」
と
す
る
説
が
あ
り
、
小
松
登
美
氏
ら
の
『
和
泉
式

部
集
全
釈
」
が
希
藤
本
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
か
、
最
近
で
も
「
折
ふ
し
公

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

任
は
皇
室
料
白
河
院
の
管
理
を
委
さ
れ
て
い
た
が
」
と
書
か
れ
た
り
す
る
が
、

公
任
の
山
荘
が
白
河
に
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
は
や
ぐ
後
藤
丹

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）

治
氏
に
詳
細
な
論
も
あ
る
。
そ
れ
に
、
皇
室
御
領
と
し
て
著
名
な
白
河
院
は
、

 
『
法
勝
寺
金
堂
造
営
記
」
に
「
屯
所
故
宇
治
前
大
相
国
累
代
之
別
業
也
。
左
大

臣
伝
領
邑
・
献
二
公
家
一
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
左
大
臣
師
実
に
よ
っ
て
白
河
天

皇
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
、
後
代
の
成
立
で
あ
っ
た
。

 
 
「
花
盗
人
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
散
文
で
は
『
枕
草
子
」
に
一
例
が
見
ら
れ

る
も
の
の
、
和
歌
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
め
つ
た
に
な
く
、
「
目
に
つ
く
も
の
で
あ

 
つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
諸
家
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
和
泉
式
部
を
手
中
に

し
た
帥
宮
の
行
為
を
も
連
想
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
花
見
の
途
次
公
任
の
山

荘
を
、
多
分
主
人
が
本
邸
に
あ
っ
て
不
在
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
と
さ

ら
に
訪
い
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
歌
を
家
守
に
託
し
た
こ
と
は
、
和
泉
式
部
を

伴
っ
て
花
見
に
来
た
こ
と
を
、
公
任
に
、
あ
る
い
は
公
任
を
通
し
て
貴
族
社
会

（49）



」

全
体
に
、
誇
示
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

 
㎜
の
詞
書
の
「
日
ご
ろ
み
て
」
は
、
こ
う
読
ん
で
は
、
肥
船
達
が
数
日
花

を
見
て
と
か
、
公
任
が
帥
宮
歌
を
数
日
間
も
見
て
い
て
と
か
解
す
る
ほ
か
な
い

が
、
前
者
で
は
後
文
と
続
か
な
い
し
、
い
く
ら
苦
吟
し
た
と
し
て
も
後
者
も
お

か
し
い
。
「
を
り
て
」
も
「
折
り
て
」
で
は
な
く
「
日
ご
ろ
見
で
を
り
て
」
と

読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
家
守
の
気
が
き
か
な
か
っ
た
た
め
か
、
公
任
は
何
日
間

か
そ
の
歌
を
見
ず
に
い
て
、
数
日
後
に
や
っ
と
返
歌
が
来
た
の
で
あ
る
。
儀
礼

的
な
公
任
の
歌
に
対
す
る
里
宮
の
返
歌
皿
の
上
句
「
し
ら
れ
ぬ
ぞ
か
ひ
な
か
り

け
る
」
に
は
、
自
分
の
行
為
が
す
ぐ
に
知
ら
れ
な
か
っ
た
残
念
さ
が
詠
み
込
ま

れ
て
い
る
。
で
あ
る
み
か
ち
こ
そ
、
こ
れ
に
対
す
る
公
任
の
返
歌
が
「
花
の
あ

た
り
に
春
は
す
ぐ
さ
ん
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
「
宮
に
引
か
れ
て
私
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
）

花
の
あ
た
り
で
春
を
過
し
ま
せ
う
」
で
も
、
公
任
の
集
の
「
春
は
住
ま
は
ん
」

 
 
 
 
 
 
（
7
）

に
よ
っ
た
大
岡
信
氏
の
「
私
も
宮
に
追
随
し
て
、
こ
の
花
の
ほ
と
り
に
今
年
の

春
を
す
ご
す
こ
と
に
し
ま
す
」
や
そ
の
見
解
の
「
今
年
の
『
春
』
は
、
こ
の
白
．

河
の
花
の
あ
た
り
に
こ
そ
と
ど
ま
り
住
ん
で
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
で
も
、
宮

の
歌
と
う
ま
く
続
か
な
い
。
榊
原
本
な
ど
の
「
春
は
す
ぐ
と
も
」
で
は
解
釈
が

で
き
な
い
。
帥
宮
の
無
念
の
思
い
を
受
け
て
、
 
（
そ
ん
な
失
礼
の
な
い
よ
う
）

こ
れ
か
ら
は
花
の
あ
た
り
（
山
荘
）
で
春
を
過
ご
す
こ
と
に
し
ま
し
よ
う
、
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
歌
群
で
も
う
一
つ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
帥
宮
と
公
任
と

の
贈
答
に
式
部
が
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
・
公
任
が
文
を
つ
け
て
送
っ

て
来
た
花
の
枝
の
見
事
さ
．
に
、
式
部
が
期
の
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
の
だ
と
い
う
。

こ
の
歌
の
「
を
る
人
」
に
は
、
「
折
る
人
」
と
「
居
る
人
」
が
か
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
枝
を
折
っ
た
人
が
公
任
様
で
、
そ
れ
に
あ
の
と
き
花
見
に

連
れ
て
行
っ
て
く
だ
さ
っ
た
宮
様
も
こ
こ
に
お
ら
れ
る
。
そ
れ
で
た
だ
一
枝
の

花
な
の
に
「
み
し
山
里
の
花
の
香
ぞ
す
る
」
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

 
和
泉
式
部
の
歌
に
は
「
あ
ぢ
き
な
く
」
、
が
第
三
句
に
使
わ
れ
て
い
る
。
や
や

難
解
視
さ
れ
て
い
る
が
、
第
三
句
に
「
あ
ぢ
者
な
く
」
の
置
か
れ
て
い
る
歌
を

『
和
泉
式
部
集
』
か
ら
順
次
四
首
抜
い
て
み
る
と
、

564742 582756
と
い
う
よ
う
に
、
下
二
句
で
詠
み
あ
げ
る
、

き
を
、

通
で
あ
る
。

こ
そ
「
み
し
山
里
の
花
の
香
」
が
し
た
は
ず
な
の
に
、

外
の
辱
「
あ
ぢ
き
な
く
」
し
の
こ
と
ぜ
で
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
み
そ
で
あ
る
。

な
ぜ
、
「
あ
ぢ
き
な
く
」
な
の
か
。
全
釈
は
「
さ
う
簡
単
に
行
け
る
山
里
で
は

な
い
の
に
「
こ
ん
な
美
し
い
花
を
見
る
と
、
又
ゆ
き
た
く
て
、
か
へ
っ
て
あ
ぢ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）

け
な
い
思
ひ
が
す
る
」
、
篠
塚
純
子
氏
は
、
「
今
、
こ
こ
で
咲
い
て
い
る
か
の
よ

う
に
新
鮮
で
素
晴
し
い
香
り
が
す
る
。
だ
か
ら
、
か
え
っ
て
、
つ
ま
ら
な
い
よ

う
な
気
が
し
ま
す
わ
。
あ
の
山
里
で
咲
い
て
い
る
桜
を
そ
の
場
で
見
た
か
ら
こ

そ
風
情
が
あ
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
の
に
」
と
解
さ
れ
る
。
が
、
 
「
折
る
層

人
」
に
「
居
る
人
」
一
1
帥
宮
の
存
在
を
重
ね
て
考
え
て
み
る
と
、
い
さ
さ
か

 
 
 
 
 
 
 
 
）

待
つ
人
は
ま
て
ど
も
み
え
で
あ
ぢ
き
な
く
ま
た
ぬ
人
こ
そ
ま
っ
は
み
え

け
れ

ま
つ
人
は
ゆ
き
と
ま
り
つ
つ
あ
ぢ
き
な
く
年
の
み
こ
ゆ
る
よ
さ
の
大
山
・

身
の
う
き
に
ひ
け
る
あ
や
め
の
あ
ぢ
き
な
く
人
の
袖
ま
で
ね
を
や
か
く

べ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，
 
 
，

わ
れ
の
み
や
お
も
ひ
お
こ
せ
む
あ
ぢ
き
な
く
人
は
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
も
、

の
ゆ
ゑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主
と
し
て
思
い
が
け
な
い
成
り
行

つ
ま
ら
な
い
、
不
満
だ
が
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
と
嘆
じ
て
い
る
の
が
普

 
 
こ
の
歌
の
場
合
も
そ
う
で
、
「
を
る
人
」
が
「
を
る
人
」
だ
か
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
う
い
う
結
果
を
予
想
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違
っ
て
読
め
て
来
る
。
三
宮
と
共
に
花
を
見
て
過
ご
し
た
あ
の
日
。
二
度
と
訪

れ
る
こ
と
が
あ
る
と
は
思
え
ぬ
、
す
ば
ら
し
い
あ
の
日
の
花
の
美
し
さ
が
、
ま

ざ
ま
ざ
と
よ
み
が
え
っ
て
来
る
よ
う
で
、
そ
の
不
意
の
、
あ
っ
け
な
い
再
現

に
、
当
惑
し
、
む
し
ろ
「
あ
ぢ
き
な
く
」
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
あ
ぢ

き
な
く
」
ど
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
帥
宮
故
に
あ
の
日
が
ど
ん
な

に
す
ば
ら
し
く
、
共
に
見
た
花
が
ど
れ
ほ
ど
美
し
か
っ
た
か
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
花
の
贈
り
主
公
任
へ
の
あ
い
さ
つ
の
歌
で
あ
る
以
上
に
、
そ
こ
に
い
る
帥
、

宮
へ
の
あ
い
さ
つ
な
の
で
あ
る
。
，

 
「
ま
う
な
ん
さ
い
ひ
し
と
、
人
の
か
た
り
け
れ
ば
」
と
い
う
観
の
詠
者
を
、

大
岡
氏
は
帥
宮
と
見
、
公
任
の
集
と
の
相
違
を
指
摘
さ
れ
る
。
醍
が
帥
宮
の
作

で
あ
れ
ば
、
式
部
が
「
を
る
人
の
」
の
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
と
き
宮
は
そ
こ
に
い

な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
右
の
よ
う
な
私
解
は
成
立
し
な
い
。
大
岡
氏
は
、
眼
の

詞
書
の
「
か
く
そ
の
た
ま
ひ
し
」
と
い
う
敬
語
の
使
用
か
ら
、
「
の
た
ま
ひ

し
」
の
主
格
を
帥
宮
と
判
断
さ
れ
た
の
だ
が
、
公
任
の
集
の
よ
う
に
公
任
と
考

え
た
方
が
自
然
で
あ
る
。
『
和
泉
式
部
集
』
 
（
正
集
）
の
詞
書
の
敬
語
に
つ
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
9
）

て
は
小
松
登
美
氏
に
詳
細
な
御
調
査
が
あ
る
が
、
左
衛
門
督
公
任
に
敬
語
「
の

た
ま
ふ
」
を
用
い
て
も
け
っ
し
て
お
か
し
く
は
な
い
。
公
任
か
ら
式
部
へ
あ
て

た
鵬
の
詞
書
に
「
又
、
さ
ゑ
も
ん
の
か
み
」
と
あ
る
の
は
、
式
部
あ
て
の
歌
が

前
に
あ
っ
て
こ
そ
の
表
現
で
あ
り
、
『
和
泉
式
部
集
』
で
も
悩
を
公
任
の
作
と

し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

 
式
部
の
期
は
、
公
任
へ
の
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ

て
公
任
へ
の
返
歌
と
し
て
贈
ら
れ
た
の
は
帥
宮
の
魏
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ

を
、
歌
に
公
任
へ
の
あ
い
さ
つ
も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
公
任
に
わ
ざ

わ
ぎ
告
げ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
式
部
と
公
任
と
の
贈
答
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

和
泉
式
部
と
帥
宮
敦
道
親
王
 
-
寛
弘
元
年
の
二
人
一

式
部
の
和
歌
に
は
衆
人
の
関
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
ゆ
し
か
し
、
と
同
時

に
、
公
任
の
集
に
は
ま
だ
「
み
ち
さ
だ
め
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
■

帥
宮
に
深
く
か
か
わ
る
存
在
と
し
て
式
部
を
遇
し
て
い
た
者
が
宮
と
式
部
の
近

く
に
あ
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
ヶ
。

二

 
公
任
か
ら
道
貞
の
陸
奥
国
下
向
に
か
ら
め
た
歌
を
贈
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

詠
ま
れ
た
「
ゆ
く
春
の
と
め
ま
し
き
に
」
の
歌
に
は
、
式
部
の
道
貞
へ
の
思
い

が
掘
り
起
こ
さ
れ
て
い
る
、
前
年
の
秋
は
、

 
 
 
 
 
道
貞
さ
り
て
の
ち
、
帥
の
宮
に
参
り
ぬ
と
聞
き
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
赤
染
衛
門

 
獅
 
う
つ
ろ
は
で
し
ば
し
信
田
の
森
を
み
よ
か
へ
り
も
ぞ
す
る
萬
の
う
ら
風

 
 
 
 
 
返
し

 
鰯
 
秋
風
は
す
ご
く
吹
く
と
も
葛
の
葉
の
う
ら
み
が
ほ
に
は
み
え
じ
と
そ
お

 
 
 
も
ふ

 
と
、
道
貞
の
戻
っ
て
来
る
ま
で
心
を
移
さ
ず
待
て
と
い
う
注
告
に
対
し
て

「
う
ら
み
が
ほ
に
は
み
え
じ
と
そ
お
も
ふ
」
と
強
気
で
答
え
て
い
た
の
だ
が
、

道
貞
が
都
を
離
れ
る
と
な
る
と
、
身
は
帥
宮
の
南
院
に
あ
り
な
が
ら
も
、
な
お

式
部
の
心
は
揺
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
み
ち
の
く
に
の
守
に
て
た
つ
を
き
き
て

 
躍
 
も
ろ
と
も
に
た
た
ま
し
物
を
み
ち
の
く
の
衣
の
関
を
よ
そ
に
き
く
か
な

や
、
赤
染
の
「
ゆ
く
人
も
と
ま
る
も
い
か
に
思
ふ
ら
ん
わ
か
れ
て
の
ち
の
ま
た

の
わ
か
れ
を
」
に
答
え
た
、

（51）

〆



 
悩
 
わ
か
れ
て
も
お
な
じ
み
や
こ
に
あ
り
し
か
ば
い
と
こ
の
た
び
の
心
ち
や

 
 
 
は
せ
し
'

な
ど
に
つ
い
て
は
馬
こ
こ
に
言
う
ま
で
も
な
い
。

 
道
貞
が
式
部
か
ら
去
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
弾
王
宮
と
の
恋
愛
事
件
に
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
0
）

り
、
「
道
貞
が
怒
っ
て
彼
女
と
断
ち
」
と
い
う
よ
う
に
式
部
の
側
の
責
任
を
考

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
1
）

え
る
旧
来
の
見
方
に
対
し
て
、
岡
一
男
氏
あ
た
り
か
ら
道
貞
の
女
性
墨
壷
に
も

責
任
が
あ
る
と
い
う
見
方
が
出
さ
れ
、
有
力
に
な
っ
て
来
た
。
道
貞
の
女
性
関

係
に
つ
い
て
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
。

 
こ
の
年
の
閏
九
月
十
六
日
、
道
貞
の
妻
子
が
、
小
雨
の
中
を
陸
奥
国
に
下
っ

て
行
っ
た
。

 
 
陸
奥
守
道
貞
朝
臣
魚
子
下
向
。
自
証
東
井
女
騎
装
束
・
馬
・
鞍
櫃
、
以
二

 
 
安
隆
朝
臣
一
送
遣
。
有
二
和
再
一
。

と
『
御
堂
関
白
記
』
に
見
え
る
。
道
貞
と
こ
の
女
と
の
問
に
は
、
陸
奥
国
へ
の

長
旅
に
耐
え
う
る
ほ
ど
に
な
っ
た
子
ど
も
が
い
た
こ
と
に
な
る
。

 
同
じ
『
御
堂
関
白
記
」
の
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
の
．
四
月
十
八
日
の
条

に
、
道
貞
の
死
を
伝
え
る
、

 
 
資
業
申
云
、
舅
道
貞
今
朝
死
去
者
。

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
道
貞
の
娘
が
資
財
の
妻
に
な
っ
て
い
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
2
）

の
で
あ
る
。
資
業
は
藤
原
有
国
の
息
で
、
永
延
二
年
の
生
ま
れ
で
長
和
五
年
当

時
二
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
 
『
尊
卑
分
脈
」
に
見
え
る
資
業
の
子
女
十
人
の
う
ち

三
人
に
は
母
の
素
姓
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
道
貞
女
は
な
く
、

資
業
の
妻
で
あ
る
道
貞
女
の
年
齢
を
知
る
手
が
か
り
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
。
た

だ
資
業
の
妻
で
あ
る
か
ら
十
五
歳
以
上
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
。
十
五
歳
ど
す
れ
ば
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
の
生
ま
れ
、
二
十
歳
と
す
れ

ば
長
徳
三
年
（
九
九
七
）
の
誕
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
母
と
の
道
貞
の

か
か
わ
り
は
さ
ら
に
一
年
以
上
阜
く
か
ら
に
な
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
長
保
元
年

 
（
九
九
九
）
頃
に
は
二
人
の
関
係
は
生
じ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
弾
正
宮
と
式
部
と
の
恋
愛
よ
め
も
早
い
と
思
わ
れ
る
。

 
閏
九
月
に
陸
奥
国
に
下
向
し
た
道
貞
の
妻
は
、
旅
の
途
次
尾
張
国
で
、
尾
張

守
で
あ
る
夫
大
江
直
言
と
共
に
夫
の
任
国
に
住
ま
っ
て
い
た
赤
染
衛
門
と
歌
の

贈
答
を
し
て
い
る
。
．
『
赤
染
衛
門
集
』
 
（
流
布
本
系
）
を
見
よ
う
。
下
向
の
途

次
立
ち
寄
っ
た
道
貞
と
の
贈
答
歌
に
続
い
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 
 
 
 
 
一
条
院
に
さ
ふ
ら
ひ
し
左
京
の
命
婦
、
い
つ
み
の
か
み
の
め
に
て

 
 
 
 
 
く
た
る
か
い
ひ
た
る

 
餅
 
都
路
の
心
も
し
る
く
し
ほ
り
し
て
 
君
た
に
あ
る
と
お
も
ふ
み
ち
哉

 
 
 
 
 
返
し

 
鵬
 
し
ほ
る
と
も
た
れ
か
お
も
ひ
し
富
み
ち
に
 
君
し
も
跡
を
尋
け
る
か
な

 
 
 
 
 
又
こ
れ
よ
り
、
い
か
で
み
つ
か
ら
な
ど
い
ひ
て

 
、
娚
 
あ
は
し
て
ふ
み
ち
に
た
に
こ
そ
あ
ふ
と
聞
 
た
㌧
に
て
す
き
ん
人
の
つ

 
 
 
ら
さ
よ

 
 
 
 
 
返
し
、
命
婦

 
㎜
 
山
を
た
に
思
ひ
へ
た
て
ぬ
道
な
れ
は
 
こ
れ
よ
り
す
き
ん
勝
ち
や
は
す
，

 
 
 
る

 
 
「
い
つ
み
の
か
み
」
と
は
、
陸
奥
守
道
貞
を
古
い
定
着
し
た
国
名
で
記
し
た

・
ま
で
で
あ
ろ
う
。
『
紫
式
部
日
記
」
に
は
、
本
来
は
一
条
天
皇
の
女
房
で
中
宮

彰
子
付
き
を
も
兼
ね
て
い
る
五
人
の
中
に
、
「
左
京
」
 
（
旧
本
古
典
文
学
全
集

P
鵬
）
「
左
京
の
命
婦
」
 
（
P
獅
）
と
呼
ば
れ
る
女
房
が
出
て
来
る
。
こ
の

旧
染
衛
門
の
集
に
見
え
る
「
一
条
院
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
左
京
の
命
婦
」
と
同
人
と
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思
わ
れ
る
。
左
京
の
命
婦
と
道
貞
と
の
関
係
は
、
早
く
岡
氏
も
指
摘
し
て
お
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
3
）

れ
る
。
と
こ
ろ
が
『
紫
式
部
日
記
』
の
研
究
の
申
で
は
、
岩
野
祐
吉
氏
が
こ
の

「
旧
染
の
集
の
和
泉
守
を
、
 
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
十
一
月
九
日
の
条
に
見

え
る
「
和
泉
守
脩
政
」
と
推
定
し
て
以
来
、
全
注
釈
が
全
面
的
に
こ
れ
を
認

め
、
日
本
古
典
文
学
大
系
・
日
本
古
典
文
学
全
集
・
新
潮
日
本
古
典
集
成
な
ど

の
主
要
諸
注
釈
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
左
京
を
藤
原
脩
政
の
妻
か
と
し
て
い
る
。

し
か
し
少
し
で
も
ま
と
も
に
『
赤
染
衛
門
集
』
を
読
み
さ
え
ず
れ
ば
、
そ
の
よ

う
な
説
の
成
立
す
る
余
地
の
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
和
泉
守
の
妻
と
し

て
和
泉
国
へ
下
る
女
性
が
反
対
方
向
の
尾
張
国
ま
で
来
る
は
ず
は
な
い
の
で

あ
る
。
尾
張
の
赤
磐
と
京
の
和
泉
式
部
と
の
聞
に
交
わ
さ
れ
た
よ
う
な
（
遠

く
離
れ
た
者
同
士
の
贈
答
で
な
い
こ
と
は
、
珊
・
欄
が
は
っ
き
り
語
っ
て
い

る
。
鵬
の
．
「
あ
は
じ
」
に
は
「
淡
路
」
で
は
な
く
、
陸
奥
国
へ
の
方
角
に
あ
る

「
安
房
路
」
に
、
「
逢
は
じ
」
が
か
け
て
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
首
の
解

釈
を
念
の
た
の
に
記
し
て
お
く
。

 
 
 
 
 
ま
だ
、
わ
た
く
し
の
方
か
ら
、
「
ど
う
し
て
御
自
身
で
寄
っ
て
く

 
 
 
 
 
だ
さ
ら
な
い
の
」
な
ど
と
い
っ
て
、

 
 
「
逢
は
じ
」
と
い
う
名
を
持
つ
、
あ
な
た
の
行
か
れ
る
安
房
へ
の
路
で
だ

 
 
っ
て
、
人
は
逢
う
も
の
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
の
に
、
素
通
り
な
さ
ろ
う
な

 
 
ん
て
、
あ
な
た
は
な
ん
て
薄
情
な
の
で
し
ょ
う
。

 
 
 
 
 
返
し
、
命
婦
 
 
 
 
 
 
 
／
 
 
 
 
 
 
．

 
 
あ
な
た
と
の
間
に
は
何
の
隔
て
心
も
こ
ぎ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
．
今
二
人

 
 
の
間
は
山
も
隔
て
ぬ
近
さ
な
の
で
す
か
ら
、
こ
の
ま
ま
お
逢
い
せ
ず
に
通

 
 
り
過
ぎ
よ
う
な
ん
て
気
持
が
す
る
も
の
で
す
か
。

 
こ
の
左
京
と
筑
前
の
二
人
掛
命
婦
の
髪
上
げ
姿
を
『
紫
式
部
日
記
』
は
、

和
泉
式
部
と
帥
宮
敦
道
親
王
 
一
寛
弘
元
年
の
二
人
「

「
こ
れ
は
よ
ろ
し
き
天
女
な
り
」
と
書
い
て
い
る
。
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）

当
時
左
京
は
か
な
り
の
年
配
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
左
京
の
名
は
、
す

で
に
『
権
記
』
の
長
保
元
年
（
九
九
九
）
七
月
二
十
一
日
の
条
に
内
裏
女
房
と

し
て
見
え
て
い
る
。
道
貞
と
の
仲
を
あ
ま
り
お
そ
く
考
え
な
い
方
が
よ
い
で
あ

ろ
う
。

 
も
ち
ろ
ん
、
一
人
の
男
が
何
人
も
の
妻
を
持
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
時
代
で

あ
っ
．
た
。
左
京
と
道
貞
と
の
関
係
が
、
式
部
と
道
貞
と
の
伸
を
破
局
に
導
い
た

な
ど
と
軽
々
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
和
泉
式
部
が
道
貞
と
の
結
婚

生
活
の
中
で
、
夫
の
愛
を
独
占
で
き
ず
、
充
た
さ
れ
ぬ
思
い
に
苦
し
み
悩
ん
だ

こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
道
貞
は
多
情
で
あ
っ
た
。
『
玄
々
集
』

に
「
前
斎
院
兵
庫
、
陸
奥
守
み
ち
さ
た
か
、
-
か
よ
ひ
け
る
、
か
れ
く
に
な
り

て
後
、
か
た
の
㌧
馬
の
、
は
な
れ
た
り
け
れ
は
、
と
り
て
や
る
と
て
」
の
詞
書

で
一
首
を
載
せ
る
交
野
の
女
と
の
交
情
は
、
式
部
と
別
れ
る
前
か
後
か
よ
く
わ

か
ら
な
い
が
、
 
『
和
泉
式
部
集
」
 
（
続
集
）
の
、

 
 
 
 
 
を
と
こ
の
も
と
に
、
女
の
返
事
の
ふ
た
つ
み
つ
あ
る
を
見
て
や
る

 
獅
 
は
し
ば
し
を
と
ふ
政
か
く
ふ
み
ふ
み
み
れ
ば
た
だ
身
の
う
き
に
わ
た
す

 
一

 
 
 
な
り
け
り

の
歌
の
詞
書
の
「
を
と
こ
」
は
、
全
角
も
説
く
よ
う
に
夫
ら
し
く
、
岡
】
男
氏

が
道
貞
と
さ
れ
た
の
は
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、

式
部
は
、
丁
度
よ
い
便
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、

 
 
 
 
 
陸
奥
国
へ
い
ひ
や
る

 
脚
 
た
か
か
り
し
な
み
に
よ
そ
へ
て
そ
の
国
に
あ
り
て
ふ
山
を
い
か
に
み
る

 
 
 
ら
む

と
い
う
歌
を
道
貞
に
贈
っ
て
い
る
。
自
分
は
今
帥
宮
と
一
緒
に
住
ん
で
い
る
の
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だ
か
ら
、
道
貞
に
よ
ほ
ど
の
多
情
の
事
実
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
わ
ぎ
わ
ぎ
こ

の
よ
う
な
歌
は
贈
れ
ま
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
道
貞
の
方
か
ら
去
っ
て
行
っ
π
こ
匙
は
、
先
に
引
い
た
墨
染
の
歌
の
「
か
へ

り
も
ぞ
す
る
葛
の
う
ら
風
」
か
ら
も
わ
か
る
。
夫
婦
別
．
れ
の
真
の
原
因
な
ど
所

詮
わ
か
り
は
し
な
い
の
だ
が
、
和
泉
が
男
を
嫌
っ
て
別
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
結
婚
生
活
の
中
で
味
わ
っ
た
充
た
さ
れ
ぬ
思
い
、
愛
情
へ
の
飢
え
は
、
不

本
意
な
別
れ
に
よ
っ
て
一
層
増
幅
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
生
涯
、
さ
ま
ぎ
ま
な
折

に
掘
り
起
こ
さ
れ
、
燃
え
た
道
貞
へ
の
思
い
は
、
こ
う
し
た
結
婚
生
活
と
別
れ

と
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
『
和
泉
式
部
日
記
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
鋭
敏
で
女
の
心
の
動
き
に
た
え

ず
気
を
つ
か
っ
て
い
る
帥
宮
に
は
、
道
貞
下
向
の
頃
の
式
部
の
心
の
揺
れ
ば
当

然
画
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
若
い
帥
宮
に
そ
れ
が
不
快
で
な
か
っ
た
は
ず
は
な

い
。
女
の
心
を
慰
さ
め
、
お
の
が
一
人
の
も
の
と
す
る
試
み
の
一
つ
と
し
て
、

白
河
の
花
見
も
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三

 
和
泉
式
部
と
三
宮
と
に
か
か
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
じ
て
、
古
来
最
も
知
ら
れ

て
い
る
の
は
、
賀
茂
の
祭
見
物
で
あ
る
。
ま
ず
「
栄
花
物
語
』
の
描
く
と
こ
ろ

を
見
よ
う
。
引
用
は
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
に
よ
る
。

 
 
今
年
は
こ
の
使
の
ひ
び
き
に
て
、
帥
の
宮
・
花
山
院
な
ど
、
わ
ざ
と
御
車

 
 
し
た
て
て
物
を
御
覧
じ
、
御
連
敷
の
前
、
あ
ま
た
度
渡
ら
せ
給
ふ
。
帥
の

 
 
宮
の
御
車
の
し
り
に
は
、
和
泉
を
乗
せ
さ
せ
給
へ
り
。
花
山
院
の
御
車

 
 
 
 
琴

 
 
は
、
き
ん
の
漆
な
ど
い
ふ
や
う
に
塗
ら
せ
給
へ
り
。
網
代
の
御
車
を
す
べ

 
 
て
え
も
い
は
ず
造
ら
せ
給
へ
り
。
「
さ
は
か
う
も
す
べ
か
り
け
り
」
と
見
え

 
 
た
り
。
御
供
に
大
童
子
の
大
き
や
か
に
年
ね
び
た
る
四
十
人
、
中
童
子
廿

 
 
人
、
召
次
ば
ら
、
も
と
の
俗
ど
も
仕
う
ま
つ
れ
り
。
御
車
の
し
り
に
殿
上

 
 
人
引
き
連
れ
て
、
色
色
さ
ま
ざ
ま
に
て
、
赤
き
扇
を
ひ
ろ
め
か
し
使
ひ

 
 
て
、
御
煙
草
の
前
あ
ま
た
度
渡
り
歩
か
せ
給
ふ
程
、
た
だ
の
年
な
ら
ば

 
 
「
か
か
ら
で
も
」
な
ど
、
殿
見
奉
ら
せ
給
つ
ぺ
け
れ
ど
、
使
の
君
の
御

 
 
も
の
の
栄
に
思
ほ
さ
れ
て
、
上
達
部
う
ち
頬
笑
み
、
．
殿
の
御
前
、
 
「
な
ほ

 
 
け
し
き
お
は
し
ま
す
院
な
り
か
し
な
。
こ
の
男
の
使
に
立
つ
年
『
我
こ
そ

 
 
見
は
や
さ
め
』
と
宣
は
す
と
聞
き
し
も
し
る
く
、
ゆ
く
り
か
に
も
出
で
給

 
 
へ
る
か
な
」
と
、
皆
興
じ
き
こ
え
給
ふ
。
 
 
 
 
 
（
は
つ
は
な
）

 
『
大
鏡
』
に
は
（
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
）

 
 
こ
の
春
宮
の
御
客
の
宮
た
ち
は
、
「
少
し
軽
々
に
ぞ
お
は
し
ま
し
し
。
帥
の

 
 
宮
の
、
祭
の
か
へ
さ
、
和
泉
式
部
の
君
と
あ
ひ
乗
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
御
覧

 
 
ぜ
し
さ
ま
も
、
い
と
興
あ
り
き
や
な
。
御
車
の
口
の
簾
を
中
よ
り
切
ら
せ

 
 
た
ま
ひ
て
、
わ
が
御
方
を
ば
意
う
上
げ
さ
せ
た
ま
ひ
、
式
部
の
乗
り
た
る

 
 
方
を
ば
お
ろ
し
て
、
衣
な
が
う
出
さ
せ
て
、
紅
の
袴
に
赤
き
色
紙
の
物
忌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ち

 
 
い
と
ひ
ろ
き
つ
け
て
、
地
と
ひ
と
し
う
さ
げ
ら
れ
た
り
し
か
ば
、
い
か
に

 
 
ぞ
、
物
見
よ
り
は
、
そ
れ
を
こ
そ
人
見
る
め
り
し
か
。
・
 
（
兼
家
伝
）

 
こ
の
都
人
の
耳
目
を
驚
か
し
た
二
心
一
つ
車
で
の
祭
見
物
獄
い
つ
の
こ
と
な
．

の
か
。
 
『
栄
花
物
語
」
は
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
に
設
定
す
る
。
今
年
の
祭

の
使
（
勅
使
）
に
は
道
長
の
子
鼠
通
が
決
ま
り
、
花
山
院
や
帥
宮
の
度
を
過
ぎ

た
風
流
・
風
狂
は
「
こ
の
使
の
ひ
び
き
」
で
あ
り
、
見
は
や
す
行
為
だ
と
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
4
）

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
や
く
岡
田
希
雄
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う

に
『
御
堂
関
白
記
』
『
権
記
」
な
ど
に
よ
れ
ば
寛
弘
二
年
の
祭
の
使
は
頼
通
で

は
な
く
、
源
雅
通
で
あ
っ
た
。
そ
ご
で
岡
田
氏
は
、
 
『
権
記
』
の
寛
弘
元
年
の
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四
月
二
十
日
の
条
に
、
「
中
将
為
二
祭
使
こ
と
あ
る
申
将
を
頼
通
か
と
考
え
、

祭
の
使
の
記
事
を
も
含
め
て
寛
弘
元
年
の
誤
り
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
寛
弘
元
年
の
祭
の
使
も
頼
通
で
は
な
か
っ
た
。
『
書
記
』
の
祭
の
使
に
触
れ

た
部
分
は
、

 
 
詣
二
枇
杷
七
一
。
候
二
御
供
一
。
於
一
二
条
大
納
言
殿
北
門
一
見
物
。
事
了
与
二

 
 
近
江
守
知
章
朝
臣
一
同
三
帰
。
式
部
卿
宮
中
将
為
二
祭
三
一
。
奉
三
廻
袴
一
。

 
 
昨
日
錐
レ
有
二
宮
御
消
息
一
不
二
参
入
一
。

と
あ
っ
て
、
岡
田
氏
は
式
部
卿
宮
の
次
に
読
点
を
打
っ
て
引
か
れ
た
が
、
増
補

史
料
大
成
本
の
よ
う
に
続
け
て
読
む
べ
き
で
、
式
部
卿
宮
の
中
将
、
す
な
わ
ち

村
上
天
皇
の
皇
子
式
部
卿
宮
喜
平
親
王
の
子
の
左
近
申
将
土
定
で
あ
っ
た
（
妻

定
は
『
公
卿
補
任
』
寛
弘
六
年
号
条
に
ま
れ
ば
、
長
保
三
年
八
月
に
左
近
中
将

に
な
っ
て
い
る
）
。

 
結
局
岡
田
説
は
論
拠
の
半
分
を
失
う
わ
け
で
、
そ
の
た
め
か
『
栄
花
物
語
』
．

ど
お
り
寛
弘
二
年
の
こ
と
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
現
在
も
よ
く
あ
る
が
、
岡

田
氏
の
寛
弘
二
年
へ
の
疑
点
は
そ
の
ま
ま
で
す
ま
す
わ
け
に
轍
い
か
な
い
は
ず

で
あ
る
。

山
中
簾
は
・
一
通
の
祭
の
使
は
寛
弘
元
年
の
祭
の
使
の
誤
っ
た
も
の
と
さ

れ
一
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
誤
認
で
あ
6
一
し
か
し
そ
れ
は
無
意
識
の
誤

り
で
は
な
く
、
他
の
、
事
実
と
は
相
違
し
て
道
長
が
主
役
に
な
っ
て
い
る
幾
つ

か
の
点
と
共
に
・
「
作
者
は
す
べ
て
大
き
な
事
件
は
道
長
に
結
び
つ
け
ん
と
し
た

た
め
」
と
想
定
さ
れ
た
。
松
村
博
司
氏
も
そ
れ
を
全
面
的
に
認
め
、
補
強
し
て

お
ら
れ
る
（
全
注
釈
）
，
。
蓮
宮
や
花
山
院
の
行
為
が
頼
通
の
祭
の
使
と
結
び
つ

け
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
作
者
の
そ
う
し
た
道
長
強
調
の
方
法
と
深
く
か
か

わ
っ
て
い
る
わ
け
で
、
『
栄
花
物
語
』
の
寛
弘
二
年
と
い
う
設
定
は
、
二
重
に

和
泉
式
部
と
帥
宮
敦
道
親
王
 
1
寛
弘
元
年
の
二
人
一

信
頼
性
が
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 
で
は
、
い
つ
の
こ
と
か
。

 
寛
弘
元
年
か
ら
四
年
ま
で
の
四
年
の
う
ち
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
れ

以
上
つ
め
る
客
観
的
な
資
料
は
な
い
。
し
か
し
、
寛
弘
元
年
の
三
月
の
白
河
の

花
見
と
、
賀
茂
の
こ
の
祭
見
物
と
は
類
似
の
性
格
を
も
つ
事
件
で
あ
り
、
帥
宮

が
式
部
を
迎
え
て
最
も
そ
の
心
が
高
潮
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
寛
弘
元
年
を
考
え

る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
寛
弘
元
年
の
祭
の
使
は
前
述
の
よ
う

に
源
禅
定
で
あ
っ
た
。
頼
定
の
父
為
平
親
王
は
帥
宮
と
花
山
院
の
父
冷
泉
院
の

弟
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
帥
宮
と
院
の
い
と
こ
が
祭
使
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
頼
定
は
当
時
二
十
八
歳
。
清
少
納
言
が
『
枕
草
子
』
で
大
鼓
判
を
押
し
た

美
青
年
で
、
東
宮
平
生
子
に
密
通
し
て
懐
妊
さ
せ
た
話
（
大
鏡
）
は
か
な
り
弘

ま
っ
て
い
た
ろ
う
。
そ
の
三
子
は
こ
の
年
二
月
七
日
に
病
死
し
た
（
御
堂
関
白

．
記
他
）
，
ば
か
り
で
、
見
物
衆
の
話
題
に
こ
と
欠
か
な
“
。
帥
宮
や
花
山
院
が

〃
見
は
や
す
”
に
は
ま
さ
に
う
っ
て
つ
け
の
祭
使
な
の
で
あ
る
。

 
こ
の
祭
見
物
で
、
遷
宮
と
花
山
院
が
行
動
を
共
に
し
て
い
る
の
は
注
目
し
て

よ
い
。
白
河
の
花
見
で
も
院
と
の
接
触
は
察
せ
ら
れ
た
。
帥
宮
の
兄
弾
正
宮
は

早
く
か
ら
家
を
出
て
、
花
山
院
と
暮
ら
し
、
そ
の
仲
立
ち
で
、
院
が
関
係
を
持

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
一
）

っ
て
い
た
伊
罪
の
九
の
君
を
妻
に
迎
え
た
。
帥
宮
は
終
始
兼
家
一
道
隆
-

道
長
と
伝
領
さ
れ
た
東
三
条
院
σ
南
院
に
住
し
、
摂
関
家
の
庇
護
下
な
い
し
は

束
縛
下
に
、
優
等
生
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
式
部
を
迎
え
、
花

山
院
に
接
近
し
て
行
っ
た
こ
と
は
、
生
き
る
姿
勢
の
変
革
に
つ
な
が
る
の
で
あ

る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
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四

 
 
 
『
和
泉
式
部
集
』
 
（
正
集
）
に
、

 
 
 
 
 
十
月
ば
か
り
、
そ
ち
の
み
や
よ
り
、
．
「
い
か
に
つ
れ
づ
れ
に
」
と

 
 
 
 
 
の
た
ま
へ
れ
ば

 
鵬
 
は
な
み
に
と
く
ら
し
し
と
き
は
春
の
日
も
い
と
か
く
な
が
き
心
ち
や
は

 
 
 
せ
し

と
い
う
歌
が
あ
る
。
花
を
見
て
暮
の
日
の
長
さ
も
感
じ
な
か
っ
た
と
き
と
は
、

『
和
泉
式
部
集
全
量
」
・
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
白
河
の
花
見
を
頭
に
お
い

て
い
る
表
現
で
あ
ろ
う
。
寛
弘
元
年
の
十
月
頃
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、

全
釈
は
、
「
ま
だ
一
度
も
共
に
紅
葉
を
見
に
さ
へ
ゆ
け
な
い
淋
し
さ
を
、
末
句

が
、
そ
れ
と
な
く
訴
へ
て
る
る
」
と
い
う
よ
う
に
解
し
て
い
る
の
だ
が
、
「
い

か
に
つ
れ
づ
れ
に
」
と
い
う
宮
の
問
い
か
け
は
、
式
部
が
「
つ
れ
づ
れ
」
で
あ

る
こ
と
を
前
程
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
帥
宮
の
消
息
に

し
ば
し
ば
見
え
る
問
い
か
け
で
あ
っ
た
。
宮
と
式
部
が
別
々
に
生
活
し
て
い
る

と
き
の
問
い
か
け
で
あ
り
、
歌
で
あ
る
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
式
部
が

春
宮
の
御
子
を
生
み
、
そ
れ
が
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
」
に
宮
の
子
と
し
て
記
載

さ
れ
て
い
る
永
覚
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
和
泉
式
部
伝
で
は
ほ
ぼ
定
説
に
な
っ
て

い
る
。
そ
の
出
産
の
た
め
式
部
は
あ
る
期
間
宮
邸
を
離
れ
て
い
た
は
ず
で
、
こ

．
の
歌
は
そ
の
期
間
の
作
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
式
部
が
帥
宮
の
御
子

を
出
産
し
た
の
は
、
寛
弘
元
年
の
末
か
ご
年
の
春
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
一

こ
の
時
代
の
貴
族
の
屋
敷
に
、
妻
妾
と
い
う
意
識
が
自
分
に
も
周
囲
に
も
な

く
、
そ
う
扱
わ
れ
て
も
い
な
い
が
、
主
人
と
肉
体
的
関
係
を
持
っ
て
い
る
女
房

 
 
 
 
め
し
う
ど

が
い
て
、
「
召
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
実
態
を
詳
ら
か
に
し
、

帥
宮
と
式
部
と
の
関
係
に
そ
の
概
念
を
あ
て
は
め
て
考
え
う
と
さ
れ
た
の
は
、

 
 
 
（
1
7
）

阿
部
秋
生
氏
で
あ
っ
た
。
以
後
、
諸
家
の
和
泉
式
部
研
究
・
和
泉
式
部
論
の
多

く
は
、
召
人
と
い
う
こ
と
ば
や
概
念
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
阿
部
氏

が
物
語
類
な
ど
か
ら
整
理
さ
れ
た
「
召
人
」
の
性
格
は
、

（3） （2） （1）（4）（5）（6）

女
の
方
は
、
男
の
家
又
は
そ
れ
に
準
ず
る
家
の
女
房
で
あ
る
。

男
女
相
互
の
愛
情
関
係
を
基
礎
に
し
て
始
ま
る
も
の
で
あ
る
。

事
実
上
妻
と
同
様
で
あ
る
が
、
女
房
で
あ
る
こ
乏
に
変
り
は
な
い
か

ら
、
局
住
居
を
し
て
み
る
。
中
妻
の
や
う
に
家
政
を
支
配
す
る
こ
と
は

勿
論
、
妻
の
如
き
待
遇
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

社
会
的
に
公
認
さ
れ
て
る
る
男
女
関
係
で
は
な
い
。
人
目
を
忍
ん
で
の

関
係
で
あ
る
か
ら
、
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
、
殊
に
北
の
方
格
の
女

性
の
み
る
家
庭
内
で
は
、
非
難
さ
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
。

北
の
古
格
の
人
は
、
夫
に
、
か
う
い
う
関
係
の
生
じ
た
時
、
そ
れ
を

一
々
目
に
角
立
て
る
こ
と
は
よ
く
な
い
と
さ
れ
て
み
た
。
や
む
を
え
な

い
愛
情
関
係
と
し
て
、
黙
認
す
る
方
が
い
い
と
考
べ
ら
れ
て
る
た
ら
し

い
。

誰
が
召
人
で
あ
る
か
は
、
外
部
の
者
に
も
知
ら
れ
て
み
た
が
、
そ
の
こ

と
に
は
ふ
れ
な
い
と
い
ふ
の
が
常
識
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
。

の
よ
う
で
あ
り
、
阿
部
氏
は
ま
た
、
当
時
に
お
け
る
普
通
の
結
婚
と
の
相
違
点

と
し
て
、
次
の
二
点
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
（
番
号
は
通
し
番
号
に
改
め
た
）
。

 
ω
 
結
婚
の
前
段
階
と
し
て
男
性
が
そ
の
女
性
の
家
を
訪
れ
て
妻
問
を
す
る

 
 
 
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
召
人
の
場
合
に
は
こ
の
手
続
き
は
省
略
さ
れ
て
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み
た
や
う
で
あ
る
。

 
㈲
 
受
領
・
諸
大
夫
の
娘
で
、
摂
関
家
の
妻
と
い
つ
て
然
る
べ
き
地
位
を
占

 
 
め
た
女
性
に
は
子
供
が
み
る
が
、
召
人
に
は
子
供
が
生
ま
れ
て
み
な
い
や

 
 
う
で
あ
る
。

 
阿
部
氏
自
身
「
和
泉
式
部
の
場
合
は
、
今
ま
で
み
て
来
た
召
人
の
場
合
と
違

っ
た
条
件
が
あ
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
・
の
八
項
目
を
通
覧
す
る
と
き
、

む
し
ろ
、
帥
宮
と
式
部
と
の
関
係
が
多
く
の
項
目
で
説
か
れ
る
と
こ
ろ
と
合
致

し
て
い
な
い
こ
ど
に
ま
ず
気
づ
く
の
で
あ
る
。
項
目
ご
と
に
相
違
点
を
簡
単
に

記
し
て
み
よ
う
。

 
ω
 
式
部
は
確
か
に
女
房
と
し
て
宮
邸
に
入
っ
た
が
、
宮
と
の
関
係
の
生
じ

 
 
た
と
き
に
は
宮
家
の
女
房
で
は
な
か
っ
た
。

 
㈲
 
式
部
が
終
始
局
住
居
を
し
て
い
乾
か
は
疑
問
。
 
 
㎡

 
ω
 
宮
邸
に
式
部
が
入
る
ま
で
は
人
目
を
忍
ぶ
関
係
で
あ
っ
た
が
、
そ
そ
後

 
 
は
む
し
ろ
積
極
的
に
二
人
の
関
係
は
誇
示
さ
れ
て
い
る
。

 
㈲
 
北
の
方
は
怒
っ
て
実
家
に
帰
り
、
戻
っ
て
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

 
㈲
 
宮
と
式
部
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
あ
あ
誇
示
ざ
れ
て
い
る
以
上
、
多
く

 
 
の
人
の
話
題
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

 
ω
 
帥
宮
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
ば
し
ば
式
部
の
も

 
 
と
を
訪
れ
、
ま
た
、
多
く
の
恋
歌
の
贈
答
が
あ
っ
た
。
妻
問
と
区
別
し
に

 
 
一
く
い
。

 
㈲
 
式
部
は
帥
宮
の
御
子
を
生
ん
で
い
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
二
宮
と
式
部
と
の
関
係
ほ
、
い
わ
ゆ
る
召
人
の
性
格
と
は

合
致
し
な
い
点
が
多
い
の
で
あ
る
。

 
式
部
が
帥
宮
邸
に
入
っ
た
と
き
、
女
房
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
む
、

和
泉
式
部
と
帥
宮
三
道
親
王
 
一
寛
弘
元
年
の
二
人
1

う
ん
確
か
で
あ
る
。
『
和
泉
式
部
日
記
』
で
帥
宮
は
、
北
の
方
に
、

 
 
…
御
気
色
あ
し
き
に
し
た
が
ひ
て
、
中
将
な
ど
が
に
く
げ
に
思
ひ
た
る
む

 
 
 
 
 
 
 
か
し
ら

 
 
つ
か
し
さ
に
、
頭
な
ど
も
け
づ
ら
せ
む
と
て
よ
び
た
る
な
り
。
こ
な
た
な

 
 
ど
に
も
召
し
つ
か
は
せ
た
ま
へ
か
し
。
 
（
日
本
古
典
文
学
全
集
P
即
）

と
言
い
つ
く
ろ
っ
て
い
る
。
当
然
女
房
各
も
必
要
だ
っ
た
か
け
で
、
宮
邸
で
は

「
式
部
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
彼
女
が
和
泉
式
部
と
い
う
、
「
和
泉
」

に
せ
よ
「
式
部
」
に
せ
よ
、
そ
れ
だ
け
で
女
房
名
た
り
う
る
も
の
を
二
つ
合
わ

せ
て
呼
称
と
し
て
い
る
の
は
、
最
初
の
宮
仕
え
で
お
そ
ら
く
は
父
の
職
名
に
よ

っ
て
式
部
と
呼
ば
れ
、
道
貞
と
結
婚
後
、
式
部
と
い
う
女
房
名
は
多
い
の
で
区

別
す
る
た
め
、
夫
の
国
名
を
冠
せ
ら
れ
た
の
だ
と
、
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る
。

和
泉
式
部
と
い
う
呼
称
は
最
初
の
宮
仕
え
時
代
に
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
が
、
三
宮
邸
で
は
「
和
泉
」
と
い
う
語
は
避
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

式
部
の
道
貞
へ
の
思
い
を
感
じ
取
っ
て
い
る
直
宮
に
と
っ
て
、
和
泉
と
い
う
呼

称
は
歓
迎
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
式
部
の
代
表
歌
と
目
さ
れ
る
「
暗
き

ょ
り
暗
き
道
に
ぞ
入
り
ぬ
べ
き
は
る
か
に
照
ら
せ
山
の
端
の
月
」
は
、
帥
宮
と

 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
8
）

の
恋
愛
の
中
で
生
ま
れ
、
舵
山
院
に
よ
っ
て
『
拾
遺
集
」
に
採
録
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
作
者
名
表
記
は
、
片
桐
洋
一
氏
の
「
拾
遺
和
歌
集
の
研

究
本
文
篇
」
に
よ
れ
ば
、
藤
原
定
家
書
写
本
系
統
と
異
本
第
一
系
統
の
諸
本
に
共

通
し
て
「
雅
致
女
式
部
」
、
異
本
第
二
系
統
の
京
都
北
野
天
満
宮
本
で
「
雅
致

む
す
め
」
で
あ
る
。
「
和
泉
式
部
」
と
し
な
い
の
は
、
三
宮
邸
で
の
呼
称
が
式

部
だ
け
で
あ
っ
た
し
、
帥
宮
の
心
情
を
村
度
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

 
式
部
は
女
房
と
い
う
形
で
宮
邸
に
迎
え
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
う
取
り
つ
く
ろ

わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
並
の
女
房
の
扱
い
で
は
な
か
っ
た
。
宮
島
入
り
直

後
、
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今
か
の
北
の
方
に
わ
た
し
た
て
ま
つ
ら
む
。
こ
こ
は
近
け
れ
ば
ゆ
か
し
げ

 
 
な
し
。
 
 
 
 
 
 
 
b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
掘
）

と
帥
宮
は
式
部
に
語
っ
て
い
る
し
、
コ
一
日
ば
か
り
あ
り
て
北
の
対
に
わ
た
ら

せ
た
ま
ふ
ぺ
け
れ
ば
」
と
い
う
文
も
す
ぐ
に
続
く
。
そ
れ
で
も
、

 
 
か
く
て
日
ご
ろ
ふ
れ
ば
、
さ
ぶ
ら
ひ
つ
き
て
、
昼
な
ど
も
上
に
さ
ぶ
ら
ひ

 
 
て
、
御
ぐ
し
な
ど
も
参
り
、
よ
う
つ
に
っ
か
は
せ
た
ま
ふ
。
 
（
P
幽
）

と
女
房
の
仕
事
も
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
北
の
方
が
た
ま
り
か
ね
て
里
へ
戻
っ

て
か
ら
は
ど
う
で
「
あ
っ
た
ろ
う
か
。
白
河
の
花
見
に
伴
っ
た
の
も
、
同
車
を

誇
示
し
て
賀
茂
の
祭
を
見
た
の
も
、
本
稿
で
考
察
し
た
諸
点
は
、
け
っ
し
て
女

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
9
）

房
の
、
召
人
の
待
遇
で
は
な
か
っ
た
。
嵯
峨
で
の
生
活
も
一
緒
で
、
寛
弘
四
年

（一

Z
〇
七
）
十
月
二
日
に
帥
宮
が
亮
ず
る
ま
で
二
人
の
愛
情
生
活
は
全
う
さ

れ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
百
二
十
余
首
の
挽
歌
が
語
る
よ
う
に
、
式
部
は
一

年
間
の
喪
に
服
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
挽
歌
の
中
に
、

 
・
つ
か
は
せ
給
ひ
し
御
す
ず
り
を
、
お
な
D
所
に
て
み
し
人
の
こ
ひ
た
る
、

 
 
や
る
と
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
（
6
8
9
）

 
 
お
ほ
ん
し
た
う
つ

 
。
「
御
 
 
褄
の
あ
り
し
、
み
あ
は
す
べ
き
こ
と
な
ん
あ
り
」
と
て
人
の

 
 
乙
ひ
た
る
、
や
ら
ん
と
て
も
と
む
る
に
な
け
れ
ば
 
 
 
 
 
（
㎜
）

と
い
う
詞
書
を
持
つ
も
の
も
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
式
部
は
帥
宮
a
遺
品
の
保

持
者
・
管
理
者
と
も
目
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
傳
の
殿
（
道
綱
）
に

 
獅
 
さ
る
目
み
て
世
に
あ
ら
じ
と
や
お
も
ふ
ら
ん
あ
は
れ
を
し
れ
る
人
の
と

 
 
 
は
ぬ
は

と
弔
問
す
る
の
が
当
然
と
い
う
歌
を
贈
り
も
す
る
ゆ
妻
妾
で
も
あ
り
、
女
房
の

よ
う
に
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
存
在
で
も
あ
り
と
お
し
た
ろ
う
が
、
召
人
の

概
念
で
は
表
わ
し
え
な
い
間
柄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
．

注
1
 
「
の
」
字
、
底
本
に
な
い
。
誤
脱
と
考
え
て
補
っ
た
。

 
2
 
四
字
、
大
成
は
「
す
ま
さ
ん
」
だ
が
、
榊
原
本
・
類
従
本
に
よ
っ
て
改

 
 
め
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．

 
3
 
大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。
 
『
七
重
』
は
増
補
史
料
大
成
に
よ
り
、
共
に

 
 
返
り
点
を
付
し
た
。

 
4
 
馬
場
あ
き
子
 
 
『
和
泉
式
部
』
'
 
三
の
8

 
5
 
枕
草
子
「
小
白
河
」
の
再
検
討
 
-
小
林
氏
の
北
白
河
誤
写
説
を
読

 
 
み
て
一
 
 
（
国
語
国
文
 
昭
8
・
2
）

 
6
日
本
古
典
全
書
『
和
泉
式
部
集
』

 
7
 
公
子
と
浮
か
れ
女
（
う
た
げ
と
町
鳶
日
）
 
（
す
ば
る
 
1
4
 
昭
和
4
8
・

 
 
1
2
）
 
後
『
う
た
げ
と
孤
心
」
所
収
。

 
8
 
『
和
泉
式
部
 
い
の
ち
の
歌
』

 
9
 
『
和
泉
式
部
正
忌
』
詞
書
の
敬
語
忙
つ
い
て
（
『
馬
淵
和
夫
博
士
退
官

 
 
記
念
 
国
語
学
論
集
』
，
）

 
1
0
 
与
謝
野
晶
子
 
日
本
古
典
全
集
『
和
泉
式
部
全
集
」
解
題

 
 
 
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
」
 
第
二
部
二
の
㈲

 
1
2
 
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
尊
卑
分
脈
」
二
 
P
蹴
（
頭
注
も
参
照
）

 
1
3
 
『
紫
式
部
日
記
人
物
考
」

 
1
4
 
和
泉
式
部
伝
の
研
究
㊨
（
国
語
国
文
の
研
究
 
8
 
昭
2
・
5
）

 
1
5
 
『
歴
史
物
語
成
立
序
説
』
 
第
三
章
第
四
節
．

 
1
6
 
森
田
 
弾
正
宮
為
尊
親
王
伝
考
（
日
本
文
学
研
究
 
1
4
 
昭
5
3
・
H
）
「

 
1
7
 
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
 
第
一
箭
第
二
章
二
．
．

 
1
8
・
1
9
 
暗
き
ょ
り
暗
き
道
に
 
一
和
泉
式
部
と
帥
宮
敦
道
親
王
i

 
 
『
日
記
文
学
 
作
品
論
の
試
み
』

（58）


