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兼

吉

 
 
 
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

 
藤
原
俊
成
の
娘
で
定
家
の
姉
に
あ
た
る
健
御
前
の
宮
仕
え
時
代
の
回
想
記

『
た
ま
き
は
る
』
は
、
作
者
の
執
筆
時
の
心
情
と
執
筆
意
図
と
を
伺
わ
せ
る
、

女
流
日
記
文
学
で
は
最
も
長
い
序
を
有
し
て
い
る
。
作
者
自
身
の
意
図
に
よ
っ

て
ま
と
め
ら
れ
た
第
一
部
の
末
に
は
、

 
 
本
曇
、

 
 
 
建
保
七
年
三
月
三
日
書
了
。
西
お
も
て
に
て
、
ひ
る
つ
か
た
風
す
こ
し

 
 
 
吹
に
、
少
納
言
殿
に
よ
ま
せ
ま
み
ら
せ
て
。
と
。

と
い
う
書
了
の
日
な
ど
に
つ
い
て
記
し
た
奥
書
（
た
だ
し
「
本
甲
」
と
結
び
の

「
と
」
は
別
人
の
も
の
）
が
あ
り
、
そ
の
後
に
一
行
空
け
て
、

 
 
是
ハ
存
生
之
時
令
レ
書
。

 
 
存
生
之
時
世
レ
見
二
此
草
子
一
。
没
後
所
二
見
及
一
也
。
高
橋
殿
南
向
に
て

 
 
老
病
古
里
狂
事
欺
。
以
二
養
子
之
禅
尼
一
且
レ
書
云
々
。
文
章
詞
躰
不
二
尋

 
 
常
一
、
難
レ
恥
二
披
露
一
且
不
二
破
却
一
。

と
い
う
奥
書
、
さ
ら
に
続
け
て
行
を
下
げ
る
こ
と
な
く
、
本
文
と
同
じ
高
さ
で
、

 
 
こ
れ
ハ
み
な
の
ち
に
入
道
と
の
・
か
き
そ
へ
さ
せ
お
は
し
ま
し
た
る
事
ど

 
 
も
を
か
き
つ
く
。

 
 
是
以
下
ハ
遺
跡
、
反
故
之
中
以
二
自
筆
一
書
寄
。

 
 
は
じ
め
も
は
て
も
な
き
い
た
づ
ら
事
を
な
に
と
な
く
か
き
す
て
ら
れ
た
り

 
 
け
る
を
み
つ
け
て
、
あ
と
な
る
人
の
書
つ
く
る
な
り
。
き
れ
ぐ
、
さ
ん

 
 
み
＼
、
ゑ
ら
ぴ
あ
つ
め
て
か
き
う
つ
す
。

と
あ
っ
て
、
定
家
に
よ
っ
て
付
載
さ
れ
た
第
二
部
に
続
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

う
ち
「
こ
れ
ハ
み
な
の
ち
に
」
で
始
ま
る
一
文
を
除
け
ば
み
な
定
家
の
書
い
た
も

の
と
判
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
入
道
殿
が
書
い
た
と
判
断
し
て
注
記
し
た
人
が

だ
れ
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
定
家
の
没
し
た
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
を
あ
ま

り
下
ら
な
い
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
乾
元
二
年
（
＝
二
〇
三
）

二
月
廿
九
日
に
金
沢
貞
顕
が
書
写
校
合
し
た
本
が
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
よ
り
か

な
り
前
の
注
記
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
作
品
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
こ

れ
ほ
ど
多
く
の
情
報
を
持
っ
て
い
る
日
記
文
学
作
品
は
他
に
は
な
い
。
し
か
し
、

建
保
七
年
（
一
二
一
九
）
三
月
三
日
に
第
一
部
が
養
子
の
禅
尼
の
手
を
わ
ず
ら

わ
せ
て
書
き
了
え
ら
れ
、
作
者
の
没
後
遺
作
を
目
に
し
た
定
家
に
よ
っ
て
遺
跡

の
反
故
の
中
か
ら
選
び
記
さ
れ
た
の
が
第
二
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確

認
さ
れ
る
も
の
の
、
執
筆
意
図
に
し
て
も
作
者
が
真
に
書
き
た
か
っ
た
こ
と
（
主

題
）
に
し
て
も
、
情
報
量
の
多
い
割
り
に
は
分
か
り
に
く
く
、
論
者
の
解
釈
も

（23）

・
『
た
ま
き
は
る
』
の
序
文
の
考
察

そ
の
性
格
と
作
品
と
の
関
わ
り
ー



区
々
で
あ
る
。
そ
れ
は
奥
書
類
の
解
釈
の
難
し
さ
と
、
序
と
作
品
の
内
容
と
が

か
な
り
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ

ろ
う
。
私
は
前
に
奥
書
の
吟
味
か
ら
始
め
て
作
品
の
主
題
や
成
立
に
つ
い
て
論

 
 
 
 
 
 
 
 
こ

じ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
…
…
ひ
る
つ
か
た
風
す
こ
し
吹
に
、
少
納

言
殿
に
よ
ま
せ
ま
み
ら
せ
て
」
と
い
う
、
成
立
に
関
わ
る
奥
書
の
傍
線
部
に
つ

い
て
、
少
納
言
殿
は
普
通
に
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
作
品
の
最
初
の
読
者
で
は

な
く
、
作
品
の
書
写
の
協
力
者
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
読
み
を
提
示
し

た
。
こ
の
作
品
は
養
子
の
禅
尼
に
書
か
せ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
作
者
の
草
稿

を
禅
尼
が
浄
書
し
た
と
読
む
の
が
普
通
だ
が
、
そ
の
場
合
ま
ず
読
む
の
は
作
者

健
御
前
そ
の
人
の
は
ず
で
、
書
き
了
え
た
そ
の
日
の
昼
頃
に
も
う
読
者
が
登
場

し
て
く
る
の
は
何
と
し
て
も
不
可
解
な
の
で
あ
る
。
健
御
前
が
仕
え
て
い
た
八

条
院
・
春
華
門
院
を
続
け
て
喪
っ
た
翌
年
の
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
五
十
六

歳
の
秋
頃
か
ら
大
病
を
わ
ず
ら
っ
た
こ
と
は
定
家
の
『
明
月
記
』
に
見
え
、
定

家
は
そ
れ
を
老
病
と
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
後
も
彼
女
の
体
調
は
す
ぐ

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
建
保
七
年
当
時
健
御
前
は
自
分
の
書
い
た
草
稿
を

整
理
し
、
浄
書
す
る
だ
け
の
体
力
、
気
力
が
充
実
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、

養
子
の
禅
尼
（
右
衛
門
佐
）
が
浄
書
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
ん

な
養
母
の
た
め
に
禅
尼
は
、
少
納
言
殿
に
草
稿
を
読
ま
せ
、
そ
れ
を
聞
き
な
が

ら
あ
れ
こ
れ
訂
正
・
添
削
を
す
る
養
母
の
指
示
に
従
っ
て
草
稿
を
整
理
し
、
筆

を
進
め
て
い
っ
た
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
「
よ
ま
せ
ま
み
ら
せ
て
」
の
「
せ
」

は
使
役
、
「
ま
み
ら
せ
」
は
養
母
に
対
す
る
敬
意
表
現
と
見
る
。
奥
書
一
つ
に

し
て
も
、
読
み
の
違
い
で
作
品
の
理
解
の
し
方
も
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
例
で

あ
る
。
本
稿
で
は
さ
き
に
は
十
分
な
検
討
の
で
き
な
か
っ
た
序
に
つ
い
て
若
干

の
考
察
を
お
こ
な
い
、
前
盛
を
補
強
し
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

 
こ
れ
ま
で
の
奥
書
の
引
用
は
金
沢
貞
顕
筆
路
の
複
製
本
に
よ
り
、
私
に
句

読
点
、
濁
点
、
返
り
点
を
加
え
た
も
の
だ
が
、
以
下
の
引
用
で
は
、
複
製
本
に

よ
り
な
が
ら
も
、
読
み
や
す
く
し
、
ま
た
私
の
理
解
を
示
す
た
め
に
も
、
か
な

を
漢
字
に
改
め
、
仮
名
遣
い
を
正
す
な
ど
積
極
的
な
校
訂
を
行
な
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヰ
 

複
製
本
の
丁
数
と
最
新
の
注
釈
書
で
あ
る
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
ペ
ー

ジ
と
を
注
記
し
た
。

 
 
二

ま
ず
序
の
全
文
を
掲
げ
る
。

A
 
 
た
ま
き
は
る
命
を
あ
だ
に
聞
き
し
か
ど
君
恋
ひ
わ
ぶ
る
年
は
経
に
け

 
 
 
り

 
 
あ
る
か
な
き
か
の
身
の
果
て
に
、
時
の
間
も
思
ひ
し
づ
め
む
方
な
き
悲

 
し
さ
の
身
に
あ
ま
り
ぬ
る
果
て
果
て
は
、
ま
こ
と
に
忍
び
も
あ
へ
ぬ
、
現

 
し
心
も
な
き
心
地
の
み
す
れ
ど
、
数
ふ
れ
ば
長
ら
へ
に
け
る
ほ
ゼ
も
心
憂

 
し
。
さ
り
と
て
、
か
か
る
物
思
ふ
と
き
だ
に
、
ひ
た
す
ら
憂
き
世
を
厭
ひ

 
離
る
る
道
の
し
る
べ
と
も
、
思
ひ
取
ら
れ
む
を
だ
に
、
嬉
し
か
り
け
る
前

 
の
世
の
御
契
と
も
思
ひ
な
さ
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
月
日
の
隔
た
り
行
く
ま
ま

 
に
は
、
た
だ
か
き
乱
し
、
言
ふ
か
ひ
な
く
恋
し
き
御
面
影
の
み
つ
ゆ
ば
か

 
り
慰
む
方
な
し
。
何
に
よ
そ
へ
て
、
思
ひ
な
ぞ
ら
ふ
る
方
も
あ
り
な
む
と
、

 
せ
め
て
思
ひ
ま
は
せ
ど
、
こ
の
世
の
色
も
匂
ひ
も
飽
か
ず
の
み
嫌
は
し
き

こ
そ
、
せ
ん
方
な
け
れ
。
な
ほ
弥
生
の
空
、
あ
た
り
も
匂
ふ
ば
か
り
な
る

桜
ば
か
り
や
、
大
方
の
こ
と
ざ
ま
に
も
思
ひ
よ
そ
ふ
れ
ど
、

な
き
色
を
分
き
し
御
名
の
恨
め
し
さ
に
つ
け
て
も
、

ま
じ
き
心
地
し
て
、
い
た
づ
ら
な
る
ま
ま
に
、

 
 
 
 
 
さ
し
も
ほ
ど

 
 
さ
す
が
に
思
ひ
捨
つ

な
が
め
暮
ら
す
日
数
の
幾
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日
と
だ
に
た
ど
ら
れ
ぬ
に
、

夢
に
変
は
ら
ず
。

移
ろ
ふ
ほ
ど
な
き
風
の
情
け
な
さ
も
、
見
し

 
 
 
 
あ
ぢ
き
な
き
そ
の
名
ば
か
り
を
形
見
に
て
な
が
む
る
花
も
散
る
ぞ
悲

 
 
 
 
図

 
B
 
明
け
暮
れ
ぬ
と
ば
か
り
、
ま
た
同
じ
世
に
長
ら
ふ
と
聞
く
た
ぐ
ひ
の
わ

 
 
つ
か
に
残
り
た
る
も
、
昔
見
し
人
の
お
の
つ
か
ら
言
問
ふ
も
な
し
。
六
十

 
 
路
の
夢
は
時
の
間
の
心
地
す
れ
ど
、
思
ひ
続
く
れ
ば
、
さ
も
言
ふ
か
ひ
な

 
 
く
思
ひ
出
で
な
き
身
の
、
さ
す
が
に
幼
し
と
も
言
ふ
べ
か
り
け
る
ほ
ど
よ

 
 
り
、
宮
仕
へ
と
か
や
人
の
よ
か
ら
ず
言
ひ
古
し
た
め
る
こ
と
を
、
朽
葉
が

 
 
下
に
隠
れ
果
て
た
ら
む
を
だ
に
、
取
る
方
な
ら
ず
な
り
初
め
に
け
る
身
を

 
 
思
へ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
移
り
変
は
る
世
の
有
様
、
人
の
心
も
、
た
だ
我
が
世

 
 
ば
か
り
に
、
昔
響
け
ち
め
し
る
か
に
変
は
り
果
て
に
け
る
か
な
と
思
ふ
に
、

 
 
今
さ
ら
よ
し
な
き
古
事
さ
へ
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
続
き
も
な
く
言
ふ
か
ひ

 
 
な
き
昔
物
語
を
、
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
言
ひ
出
つ
れ
ば
、
片
端
を
だ
に
、

 
 
そ
の
世
を
見
ぬ
人
は
さ
す
が
に
聞
か
ま
ほ
し
う
す
る
も
あ
り
け
り
。
古
め

 
 
か
し
か
り
し
人
々
は
、
「
今
や
う
の
」
、
「
珍
し
く
」
、
「
見
慣
ら
は
ぬ
」
と

 
 
の
み
言
ひ
し
か
ど
、
今
は
そ
れ
も
限
り
な
く
古
体
な
惹
昔
語
り
に
な
り
に

 
 
け
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
稼
～
三
オ
 
P
二
五
三
～
四
）

 
一
読
し
て
す
ぐ
気
づ
く
よ
う
に
序
は
二
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
歌
で

書
き
起
こ
さ
れ
歌
で
結
ば
れ
て
い
る
部
分
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
成
し
て
い
る

こ
と
は
形
式
的
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ま
仮
に
こ
の
部
分
を
序
A
、
そ
れ
以

下
を
序
B
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。
「
人
の
命
は
も
ろ
く
、
は
か
な
い
も
の

と
聞
い
て
い
た
の
に
、
君
を
恋
い
慕
い
続
け
る
年
は
幾
年
も
幾
年
も
経
過
し
て
、

君
の
御
命
と
は
う
ら
は
ら
に
我
身
ば
か
り
は
む
な
し
く
生
き
長
ら
え
て
・
い
る
こ

『
た
ま
き
は
る
』
の
序
文
の
考
察
 
一
そ
の
性
格
と
作
品
と
の
関
わ
り
一

と
よ
し
と
作
者
は
ま
ず
嘆
息
す
る
よ
う
に
歌
っ
て
こ
の
作
品
を
書
き
始
め
て
い

る
。
日
記
文
学
の
起
筆
部
分
は
執
筆
時
の
作
者
の
心
情
を
色
濃
く
反
映
し
て
い

る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
A
は
き
わ
め
て
重
要
な
部
分
な
の
だ
が
、

論
の
展
開
の
都
合
上
ま
ず
B
が
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

 
こ
こ
で
は
ま
ず
、
年
老
い
て
生
存
し
て
い
る
わ
ず
か
な
昔
か
ら
の
知
人
と
も

音
信
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
こ
．
と
が
語
ら
れ
る
ゆ
自
分
の
生
き
て
き
た
六
十
年
は

夢
の
間
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
取
り
立
て
て
誇
れ
る
よ
う
な
思
い
出
な
ど
な
い

の
だ
が
、
た
だ
自
分
は
幼
い
と
き
か
ら
宮
仕
え
を
し
て
き
た
。
そ
の
宮
仕
え
の

問
に
も
世
の
中
の
有
様
も
人
の
心
も
大
き
く
変
わ
っ
た
。
そ
こ
で
往
時
が
思
い

出
ざ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
と
り
と
め
も
な
い
昔
物
語
を
、
な
す
べ
き
こ
と
も
な

い
所
在
の
な
さ
に
ま
か
せ
て
口
に
出
す
と
、
昔
を
知
ら
ぬ
人
の
中
に
は
、
そ
の

片
言
隻
句
で
さ
え
も
聞
き
た
が
る
者
が
い
た
、
と
作
者
は
言
う
。
後
白
河
上
皇

の
五
十
の
賀
を
服
飾
中
心
に
描
い
た
と
こ
ろ
に
、

 
 
う
る
さ
く
人
の
聞
か
ま
ほ
し
く
す
れ
ば
、
お
ぼ
え
ぬ
こ
と
ど
も
の
四
十
年

 
 
過
ぎ
に
し
を
書
き
つ
く
れ
ど
、
我
身
の
ほ
か
は
お
ぼ
え
ず
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
ニ
ウ
 
P
二
八
九
）

と
あ
る
の
に
呼
応
し
、
作
品
の
執
筆
事
情
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

か
ら
百
余
年
後
、
卜
部
兼
好
は
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
ぐ
ら
し
硯
に
向

か
ひ
て
、
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
を
、
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
つ
く
れ

ば
」
と
し
て
『
徒
然
草
』
を
著
わ
し
た
。
健
御
前
は
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」

心
に
浮
か
ん
だ
「
よ
し
な
き
」
古
事
を
語
り
、
そ
れ
が
思
い
の
ほ
か
に
歓
迎
さ

れ
た
。
何
度
と
な
く
繰
り
返
し
語
っ
た
断
片
的
な
昔
物
語
を
整
理
し
、
ま
と
め

た
の
が
こ
の
作
品
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
よ
し
な
き
」
と
言
い
「
い
ふ
か

ひ
な
き
」
と
書
い
て
も
、
語
り
手
に
と
っ
て
は
大
切
な
思
い
出
ば
か
り
で
あ
っ

（25）



た
。
そ
の
昔
物
語
の
中
核
を
成
す
の
は
、
序
に
続
け
て
「
建
春
門
院
と
申
し
し

は
」
と
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
作
者
が
十
二
歳

か
ら
二
十
歳
ま
で
仕
え
た
建
春
門
院
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
記
事
の
量
も
第
一

部
の
六
十
丁
半
一
二
一
面
、
序
を
除
い
て
一
一
七
面
の
う
ち
、
豊
春
門
院
関
係

の
記
事
は
四
九
丁
九
八
面
、
八
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
余
り
に
及
ぶ
。

 
こ
こ
で
序
A
の
検
討
に
移
ろ
う
。

 
A
で
は
前
に
大
意
を
述
べ
た
歌
の
後
に
、
そ
の
方
を
喪
っ
た
悲
し
み
に
耐
え

き
れ
ず
慰
み
よ
う
の
な
い
日
々
の
思
い
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
あ
の
方
と
の
死
別

が
こ
の
世
を
厭
い
捨
て
出
家
へ
と
導
く
道
標
に
な
っ
た
こ
と
は
う
れ
し
い
と
悲

し
み
の
中
で
し
い
て
思
お
う
と
す
る
の
だ
が
、
月
日
が
隔
た
る
に
つ
れ
て
心
を

乱
し
、
恋
し
い
面
影
は
忘
れ
ら
れ
ず
、
慰
み
よ
う
も
な
い
。
こ
の
世
の
中
で
多

少
と
も
あ
の
方
に
思
い
よ
そ
え
ら
れ
る
の
は
弥
生
の
空
に
に
お
う
桜
ぐ
ら
い
だ

と
思
い
は
し
て
も
、
そ
ん
な
散
り
や
す
く
は
か
な
い
桜
に
通
う
御
名
が
恨
め
し

く
て
、
嘆
き
は
絶
え
な
い
。
そ
ん
な
思
い
の
対
象
と
な
っ
た
「
君
」
と
は
い
っ

た
い
だ
れ
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
健
御
前
は
宮
仕
え
の
中
で
建
春
門
院
、
八
条
院
、

春
華
門
院
と
三
人
の
主
人
を
喪
っ
て
い
る
。

 
岩
燕
門
院
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
作
品
の
最
初
の
注
釈
書
で
あ
る
佐
佐

 
 
 
 
 
ら
 

木
信
綱
氏
や
、
注
釈
・
研
究
の
の
基
礎
を
築
き
、
作
品
の
普
及
に
も
大
き
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
6
V

役
割
を
果
た
し
た
玉
井
幸
助
氏
の
読
み
で
あ
っ
た
。
序
B
の
以
上
の
よ
う
な

内
容
や
、
作
者
自
身
が
が
ま
と
め
た
作
品
の
第
一
部
の
大
半
が
建
春
門
院
に
関

わ
る
記
述
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
読
み
は
一
応
自
然
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
序
で
傍
線
部
の
よ
う
に
桜
の
花
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
亡
き
君
の
名
は
建
春

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
7
V

門
院
よ
り
春
華
門
院
を
差
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
が
早
く
富
倉
二
郎
氏
、

 
 
 
 
 
な
エ

坂
本
三
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
戦
後
は
一
時
玉
井
氏
の
説
が
流
布
し
た

け
れ
ど
も
、
現
在
で
は
、
作
者
が
一
時
養
育
係
を
つ
と
め
、
作
者
が
五
十
五
歳

の
冬
に
十
七
歳
の
若
さ
で
崩
じ
た
春
華
門
院
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
に
な
つ
-

て
き
て
い
る
。
序
A
を
素
直
に
読
め
ば
、
'

①
作
者
は
二
十
歳
の
秋
建
春
門
院
の
崩
御
に
よ
っ
て
宮
仕
え
を
退
い
た

 
 
が
、
そ
の
後
二
十
七
歳
で
八
条
院
に
再
出
仕
し
、
八
条
院
と
後
に
そ
の
養

 
 
女
に
な
っ
た
春
華
門
院
と
に
、
こ
の
二
人
が
共
に
崩
御
し
た
五
十
五
歳
ま

 
 
で
仕
え
た
。
八
条
院
へ
の
宮
仕
え
は
あ
し
か
け
二
十
九
年
に
も
及
ん
で
い

 
 
る
。
そ
の
よ
う
な
時
間
を
中
に
お
い
て
建
春
門
院
に
つ
い
て
「
君
恋
ひ
わ

 
 
ぶ
る
年
は
経
に
け
り
」
な
ど
と
歌
い
、
慰
み
ょ
う
も
な
い
日
々
を
送
っ
て

 
 
い
る
よ
う
に
描
く
の
は
不
自
然
で
あ
る
。

 
②
「
あ
る
か
な
き
か
の
身
の
果
て
に
、
時
の
問
も
思
ひ
し
づ
め
む
方
な
き

 
 
悲
し
さ
の
…
」
と
い
う
表
現
に
よ
れ
ば
、
作
者
の
今
の
深
い
悲
し
み
は
老

 
 
年
に
な
っ
て
か
ら
身
に
降
り
か
か
っ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
条
件

 
 
に
当
て
は
ま
る
の
は
、
建
春
門
院
で
は
な
く
、
八
条
院
か
春
華
門
院
か
で

 
 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
③
す
で
に
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
作
者
は
こ
の
世
で
亡
き
御
方

 
 
に
思
い
比
べ
ら
れ
る
の
は
「
弥
生
の
空
、
あ
た
り
も
匂
ふ
ば
か
り
な
る
桜
」

 
 
だ
け
で
あ
ろ
う
か
と
言
う
。
「
さ
し
も
ほ
ど
な
き
色
を
分
き
し
御
名
」
と

 
 
も
言
い
、
「
あ
ぢ
き
な
き
そ
の
名
ば
か
り
を
形
見
に
て
な
が
む
る
花
も
散

 
 
る
ぞ
悲
し
き
」
と
も
歌
い
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
ご
く
自
然
に
桜
花
に
ち

 
 
な
む
春
華
門
院
を
指
す
と
読
ま
れ
る
。
『
万
葉
集
』
巻
十
六
の
巻
頭
（
新

 
 
編
国
歌
大
観
三
八
○
八
）
の
、
二
人
の
男
に
恋
わ
れ
、
男
同
士
が
激
し
く

 
 
挑
み
あ
う
の
を
悲
し
ん
で
死
を
選
ん
だ
娘
子
に
つ
い
て
の
歌
物
語
は
「
昔

 
 
者
有
二
娘
子
一
字
日
二
桜
子
こ
と
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
娘
子
の
名
は
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明
か
で
は
な
い
が
、
世
間
の
人
は
桜
子
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

 
 
美
し
さ
の
盛
り
に
は
か
な
く
死
ん
だ
乙
女
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
た
呼
称

 
 
で
あ
ろ
う
。
男
の
一
人
の
詠
ん
だ
、

 
 
 
 
妹
が
名
に
懸
け
た
る
桜
花
咲
か
ば
常
に
や
恋
ひ
む
い
や
年
の
け
に

 
 
 
 
 
 
 
 
（
顧
み
の
用
字
は
伊
藤
博
氏
『
萬
葉
集
歪
面
』
に
よ
る
）

 
 
の
歌
の
、
桜
の
花
か
ら
そ
れ
を
名
に
も
っ
て
い
た
人
を
思
う
と
い
う
言
い

 
 
方
は
、
『
た
ま
き
は
る
』
の
こ
こ
の
文
脈
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
『
古
事
記
』

 
 
『
日
本
書
紀
』
が
伝
え
る
木
花
開
耶
姫
の
名
が
、
は
か
な
く
う
つ
ろ
い
や

 
 
す
い
人
の
命
の
象
徴
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

 
 
る
。
桜
花
と
は
か
な
さ
の
結
び
つ
い
た
例
を
、
作
者
の
弟
定
家
が
撰
者
の

 
 
一
人
で
あ
る
『
新
古
画
集
』
か
ら
も
一
首
引
い
て
お
こ
う
（
新
日
本
古
典

 
 
文
学
大
系
に
よ
る
）
。

 
 
 
 
は
か
な
さ
を
ほ
か
に
も
い
は
じ
桜
花
さ
き
て
は
散
り
ぬ
あ
は
れ
世
の

 
 
 
 
中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
裁
下
一
四
一
後
徳
大
寺
左
大
臣
）

な
ど
の
こ
と
か
ら
、
A
で
は
、
作
者
が
ひ
た
す
ら
に
恋
い
慕
っ
て
い
る
の
は
春

華
門
院
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
、
ご
く
自
然
な
帰
結
で
あ
ろ
う
。

 
む
ろ
ん
、
作
者
は
建
春
門
院
を
深
く
慕
っ
て
い
た
し
、
そ
の
崩
御
に
対
す
る

悲
し
み
も
言
い
よ
う
も
な
く
大
き
か
っ
た
。
万
乗
門
院
と
桜
の
花
と
の
関
わ
り

も
あ
る
。
建
春
門
院
の
崩
御
は
安
元
二
年
（
＝
七
六
）
の
初
秋
で
、
三
月
初

め
に
安
元
の
遠
賀
と
し
て
有
名
な
後
白
河
院
の
五
十
の
祝
賀
が
盛
大
に
催
さ
れ

た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
折
の
華
や
か
な
女
房
た
ち
の
装
束
の
描
写
は
こ
の

作
品
の
大
き
な
見
所
に
な
っ
て
い
る
。
春
の
盛
り
で
桜
に
材
を
取
っ
た
趣
向
が

多
く
、
織
物
に
桜
模
様
を
織
り
込
ん
だ
り
、
桜
に
ち
な
ん
だ
詩
歌
を
衣
に
描
い

た
り
、
金
細
工
な
ど
に
し
て
縫
い
つ
け
た
り
、
「
た
だ
春
の
花
珍
し
く
清
ら
な

『
た
ま
き
は
る
』
の
序
文
の
考
察
1
そ
の
性
格
と
作
品
と
の
関
わ
り
一

る
色
ふ
し
を
L
表
わ
そ
う
と
人
々
は
競
い
合
っ
た
。
「
や
が
て
そ
の
年
の
七
月

花
の
散
る
や
う
な
り
し
夢
の
は
か
な
さ
に
、
桜
ば
か
り
昔
も
今
も
恨
め
し
く
、

さ
す
が
形
見
な
る
色
も
匂
ひ
も
な
か
り
け
り
」
（
四
十
オ
ウ
P
二
八
八
～
九
）

と
作
者
は
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
桜
が
恨
め
通
い
の
は
建
春
門

院
の
名
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
「
昔
も
今
も
」
と
あ
る

よ
う
に
、
作
品
執
筆
時
の
今
も
ま
た
、
桜
を
恨
め
し
く
想
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

序
A
を
春
華
門
院
の
御
こ
と
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
こ
も
自
然

に
理
解
し
う
る
り
で
あ
る
。

 
こ
こ
に
似
た
表
現
と
し
て
、
安
元
御
賀
の
華
や
か
な
服
飾
描
写
と
建
春
門
院

の
発
病
・
崩
御
の
記
事
と
の
問
に
置
か
れ
た
懐
旧
・
述
懐
歌
五
首
中
の
、

 
 
惜
し
み
か
ね
昔
も
今
も
散
る
花
や
憂
き
世
を
厭
ふ
道
の
し
る
べ
は

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
建
春
門
院
崩
御
に
関
わ
る
歌
は
こ
こ
以
外

に
は
お
そ
ら
く
崩
御
の
秋
に
詠
ま
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
女
郎
花
の
歌
（
五
一
オ

P
二
九
五
）
一
首
だ
け
だ
が
、
執
筆
時
の
歌
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
こ
の
五
首

は
、
い
ず
れ
も
、

 
 
思
ひ
二
つ
る
我
が
心
と
て
う
つ
つ
か
は
初
め
も
果
て
も
し
ら
ぬ
か
げ
ろ
ふ

 
 
面
影
の
崩
し
人
数
は
忘
れ
ね
ど
語
る
は
夢
に
変
は
ら
ざ
り
け
り

 
 
過
ぎ
に
し
も
い
ま
行
く
末
も
寡
る
が
う
ち
の
は
か
な
き
夢
よ
い
っ
か
覚
む

 
 
べ
き

 
 
思
へ
ど
も
あ
る
か
な
き
か
の
世
の
中
に
今
日
ま
で
い
か
に
長
ら
ふ
る
身
ぞ

と
、
序
A
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
身
の
置
き
所
も
な
い
慰
み
よ
う
も
な
い
悲
し
み

で
は
な
く
、
こ
の
世
の
無
常
を
嘆
ず
る
も
の
で
、
基
調
を
異
に
し
て
い
る
。
文

脈
の
ま
ま
に
素
直
な
読
ん
で
い
け
ば
、
歌
に
よ
っ
て
書
き
起
こ
さ
れ
歌
に
よ
っ

て
締
め
．
括
ら
れ
た
A
ば
春
華
門
院
へ
の
思
い
な
の
で
あ
っ
た
。
作
品
の
冒
頭
で

（27）



「
君
恋
ひ
わ
ぶ
る
年
は
経
に
け
り
」
と
詠
嘆
す
る
作
者
の
心
の
深
奥
に
、
そ
れ

ま
で
に
喪
っ
た
建
春
門
院
へ
の
思
い
も
積
み
重
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い

で
あ
ろ
う
。
「
命
を
あ
だ
に
聞
き
し
」
と
歌
う
と
き
、
三
十
五
歳
で
崩
じ
た
建

春
門
院
や
平
氏
の
人
々
の
無
常
な
死
へ
の
思
い
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
心
の
奥
底
に
深
く
沈
殿
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
作

者
の
思
い
の
中
心
は
春
華
門
院
な
の
で
あ
る
。

 
第
一
部
の
最
後
は
春
華
門
院
の
崩
御
と
そ
れ
に
対
す
る
深
い
悲
し
み
の
記
述

と
春
華
門
院
追
慕
の
歌
八
首
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

 
 
…
…
人
に
過
ぎ
て
限
り
な
か
り
し
御
有
様
も
（
中
略
）
、
こ
の
世
に
た
ぐ

 
 
ひ
あ
る
べ
う
も
見
え
さ
せ
お
は
し
ま
さ
ざ
り
し
う
つ
く
し
さ
を
、
た
だ
い

 
 
か
に
せ
む
と
、
今
は
底
ひ
に
な
り
ぬ
る
心
の
乱
れ
、
こ
の
世
は
い
か
に
て

 
 
も
、
後
の
世
を
だ
に
か
く
い
た
づ
ら
ご
と
を
思
ひ
出
で
で
あ
ら
ば
や
、
と
'

 
 
夜
昼
嘆
く
べ
き
は
差
し
置
き
て
、
尽
き
せ
ぬ
御
面
影
の
片
時
忘
れ
ぬ
こ
そ

 
 
わ
び
し
け
れ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
六
一
オ
 
P
三
〇
三
）

 
こ
れ
は
序
A
と
同
様
の
心
情
で
あ
り
、
追
慕
の
歌
も
、

 
 
恋
し
さ
の
し
ば
し
忘
る
る
時
も
な
き
憂
き
世
の
夢
は
い
っ
か
病
む
べ
き

 
 
限
り
な
き
面
影
ば
か
り
と
ど
め
置
き
て
い
か
な
る
道
の
姿
な
る
ら
む

 
 
花
の
散
り
露
の
消
ゆ
る
も
ほ
ど
ぞ
あ
る
夢
に
惑
ひ
し
暁
の
空

 
 
夢
に
だ
に
さ
だ
か
に
見
え
ぬ
会
ふ
こ
と
を
媒
る
が
う
ち
と
て
待
つ
ぞ
は
か

 
 
な
き

 
 
春
の
花
散
り
に
し
空
を
あ
ふ
げ
ど
も
光
も
知
ら
ぬ
月
日
な
り
け
り

 
 
た
れ
も
皆
は
か
な
き
世
を
ば
嘆
く
と
も
た
め
し
も
知
ら
ぬ
我
が
思
ひ
か
な

な
ど
も
同
じ
で
、
前
掲
の
有
春
門
院
に
つ
い
て
の
懐
旧
の
五
首
と
は
基
調
を
異

に
す
る
こ
と
は
す
ぐ
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
一
二

 
序
A
が
春
華
門
院
へ
の
思
い
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
か
く
も
明
白
な

の
に
、
一
時
的
に
も
せ
よ
、
建
言
門
院
へ
の
思
い
と
誤
認
さ
れ
て
い
た
の
は
、

ひ
と
え
に
『
た
ま
き
は
る
』
第
一
部
の
記
事
の
大
半
、
八
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

ま
で
が
建
春
門
院
の
こ
と
で
あ
り
、
序
の
後
半
B
の
内
容
と
建
春
門
院
の
思
い

出
を
語
る
記
事
と
の
間
に
は
っ
き
り
と
し
た
呼
応
関
係
が
存
在
し
て
い
る
か
ら

に
他
な
ら
な
い
。

 
序
の
A
と
B
と
は
は
っ
き
り
思
い
も
思
い
の
対
象
も
異
な
っ
て
い
る
。
A
は

春
華
門
院
を
喪
っ
た
慰
み
よ
う
も
な
い
深
い
悲
し
み
に
終
始
し
、
B
で
は
、
年

老
い
て
友
も
多
く
亡
く
な
り
、
あ
る
い
は
音
信
も
絶
え
て
し
ま
っ
た
し
、
わ
ず

か
の
間
に
世
の
中
は
す
っ
か
り
変
わ
り
果
て
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
往
時
の
こ

と
の
一
端
を
語
る
と
。
若
い
人
の
中
に
は
も
っ
と
聞
き
た
が
る
者
も
あ
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
、
「
建
春
門
院
と
申
し
し
は
、
世
々
を
隔
て
た
る
古
事
に
て
、
御

名
な
ど
だ
に
お
ぼ
め
く
人
も
多
か
ら
む
か
し
」
（
三
オ
 
P
二
五
四
）
と
続
く
。

B
で
作
者
が
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」
言
い
出
し
、
「
そ
の
世
を
見
ぬ
人
は

さ
す
が
に
聞
か
ま
ほ
し
う
」
し
た
「
古
物
語
」
と
は
華
や
か
な
夏
春
門
院
時
代

の
物
語
で
あ
り
、
春
華
門
院
の
悲
し
い
思
い
出
な
ど
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
A
B
を
ま
と
め
て
一
つ
の
序
と
考
え
る
の
は
無
理

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

 
『
た
ま
き
は
る
』
の
最
初
の
本
格
的
な
注
釈
書
で
あ
る
玉
井
孝
助
氏
の
『
健

寿
御
前
日
記
』
（
日
本
古
典
全
書
）
で
は
、
A
を
建
場
門
院
へ
の
思
い
と
解
し

て
は
い
る
も
の
の
、
A
を
コ
 
か
た
み
の
花
L
B
を
「
二
 
む
そ
ち
の
夢
」

と
し
て
序
を
二
段
に
分
け
て
い
る
。
小
原
幹
雄
氏
他
の
『
た
ま
き
は
る
全
注
釈
』

（28）



（
昭
五
八
・
笠
間
書
院
）
で
は
、
玉
井
氏
の
段
落
分
け
を
参
酌
し
、
A
を
春
華

門
院
へ
の
思
い
と
理
解
し
な
が
ら
も
、
序
と
し
て
一
つ
に
ま
と
め
、
前
半
は
「
暗

に
執
筆
の
動
機
を
示
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
」
、
後
半
は
「
執
筆
の
目
的
を

語
っ
て
い
る
」
と
い
う
理
解
を
し
て
い
る
。
三
角
洋
一
氏
の
新
日
本
古
典
文
学

大
系
本
も
序
で
ま
と
め
て
い
る
。
共
に
序
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
だ
が
、
A

の
よ
う
な
動
…
機
で
、
B
の
よ
う
な
目
的
で
こ
の
よ
う
な
作
品
が
書
か
れ
た
と
考

え
る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
A
と
B
に
は
無
為
に
年
を
経
て
し
ま
っ
た
と
い

う
思
い
は
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
語
っ
て
い
る
こ
と
の
隔
た
り
は
無
視
で
き

な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
二
つ
は
別
々
の
文
章
で
あ
っ
た
と
す
る
方
が
理

解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
A
は
作
品
全
体
の
序
、
い
わ
ば
言
誤
、
B
は
三

春
門
院
時
代
の
回
想
を
語
る
た
め
の
序
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
『
た
ま
き

は
る
全
注
釈
』
で
は
、
第
一
部
の
構
造
を
「
序
」
「
建
春
門
院
御
所
」
「
八
条
院

御
所
」
と
し
て
大
別
し
た
上
で
段
落
分
け
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
分

け
る
と
す
れ
ば
、
「
序
」
は
A
の
部
分
だ
け
で
あ
り
、
B
は
「
建
春
門
院
御
所
」

の
項
に
包
括
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
八
条
院
御
所
」
か
ら

春
華
門
院
の
こ
と
は
独
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
日
記
文
学
で
は
、
作
品
の
起

筆
部
分
に
執
筆
時
の
作
者
の
心
情
が
最
も
強
く
反
映
し
て
お
り
、
作
品
の
執
筆

意
図
や
主
題
と
深
く
関
わ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
序
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で

あ
る
。
A
は
建
保
七
年
三
月
三
日
に
近
い
頃
の
作
者
の
心
情
で
あ
り
、
こ
う
し

た
心
情
の
中
か
ら
『
た
ま
き
は
る
』
は
書
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

れ
に
し
て
は
、
建
春
門
院
時
代
の
こ
と
が
多
く
、
春
華
門
院
の
思
い
出
は
あ
ま

り
に
も
少
な
い
（
追
慕
の
歌
八
首
を
入
れ
て
も
二
丁
分
）
こ
と
が
問
題
に
な
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
定
家
が
姉
の
遺
跡
の
反
故
の
中
か
ら
選
び
集
め
た
第
二
部
の

中
に
は
、
春
華
門
院
の
発
病
と
崩
御
ま
で
が
、
そ
の
予
兆
的
な
二
つ
の
夢
と
共

に
描
か
れ
、
哀
切
で
読
者
の
胸
を
打
つ
の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
付
載
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。

 
私
は
前
里
で
、
主
に
奥
書
と
第
二
部
の
検
討
と
か
ら
、
健
御
前
は
日
頃
か
ら

華
や
か
な
王
春
門
院
の
頃
の
思
い
出
と
追
慕
し
て
や
ま
な
い
春
華
門
院
の
こ
と

を
書
き
た
か
っ
た
の
だ
が
、
春
華
門
院
の
こ
と
に
つ
い
て
は
悼
り
の
あ
る
こ
と

も
多
く
、
体
力
も
衰
え
、
養
子
の
禅
尼
や
少
納
言
の
助
力
を
求
め
て
書
か
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
特
殊
な
執
筆
状
況
下
で
は
、
八
条
院
と
春
華
門
院
と
の

こ
と
は
簡
単
に
し
て
春
華
門
院
追
慕
の
歌
で
締
め
括
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
。
序
の
構
成
、
特
に
序
A
の
あ
り
方
は
そ
れ
を
裏
づ
．

け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
廣
島
ま
さ
る
氏
は
『
た
ま
き
は
る
』
第
一
部
の
執
筆
時
期
を
「
書
了
』
と

奥
書
に
あ
る
建
保
七
年
よ
り
前
の
建
保
四
年
前
後
と
し
て
お
ら
れ
る
。
女
房
名

寄
せ
の
部
分
の
注
記
の
分
析
と
、
序
B
の
「
六
十
路
の
夢
」
の
六
十
路
を
丁
度

六
十
年
と
し
、
前
掲
の
安
元
御
賀
の
記
事
中
の
、
「
お
ぼ
え
ぬ
事
ど
も
の
四
十

年
過
ぎ
に
し
を
書
き
つ
く
れ
ど
」
と
あ
る
の
を
丁
度
四
十
年
と
す
る
と
建
保
四

年
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
の
推
定
で
あ
る
。
廣
島
氏
自
身
の
言
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
六
十
歳
、
四
十
年
と
固
定
す
る
よ
り
、
「
六
十
歳
代
、
四
十

年
余
り
と
幅
を
も
た
せ
て
理
解
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
か
も
し
れ
な
い
の

だ
が
、
固
定
し
て
考
え
方
が
よ
り
文
脈
に
即
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
建
保
七

年
か
ら
何
年
か
前
に
建
春
門
院
時
代
の
思
い
出
は
あ
る
程
度
ま
と
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
そ
れ
か
ら
数
年
。
気
力
・
体
力
の
弱
ま
り
と
共
に
、
自
分
が
養
育
係
と
な
っ

て
奉
仕
し
、
屈
辱
的
な
形
で
途
中
か
ら
係
か
ら
は
外
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
自
分

を
慕
っ
て
密
か
に
何
で
も
相
談
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
し
か
し
、
自
分
に
は
予
兆

『
た
ま
き
は
る
』
の
序
文
の
考
察

そ
の
性
格
と
作
品
と
の
関
わ
り
一

（29）



的
な
夢
へ
の
適
切
な
対
応
に
よ
っ
て
救
え
た
か
も
知
れ
な
い
、
そ
の
御
命
を
救

い
え
な
か
っ
た
春
華
門
院
の
こ
と
が
一
層
悲
し
く
、
切
な
く
思
わ
れ
る
日
々
が

続
い
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
。
か
ね
て
ま
と
め
て
い
た
建
春
門
院
時
代
の

回
想
記
を
も
取
り
込
ん
で
、
八
条
院
や
特
に
春
華
門
院
の
思
い
出
と
そ
の
女
院

へ
の
思
い
を
も
綴
っ
た
作
品
を
書
き
た
い
と
い
う
思
い
が
つ
の
っ
て
き
た
。
A

は
そ
の
よ
う
な
作
品
の
構
想
を
持
っ
て
書
い
た
序
で
あ
ろ
う
。
建
春
門
院
時
代

に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
ま
と
め
て
お
い
た
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
、
整
理
も
容

易
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
序
B
も
そ
の
草
稿
に
す
で
に
あ
っ
た
も
の
か
も
知
れ

な
い
。
前
に
も
取
り
上
げ
た
「
六
十
路
の
夢
」
の
「
六
十
路
」
（
写
本
表
記
む

そ
ち
の
ゆ
め
）
の
「
む
そ
ぢ
」
だ
が
、
散
文
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
例
を
見

る
と
、

 
 
（
明
石
入
道
ハ
）
年
は
六
十
ば
か
り
に
な
り
た
れ
ど
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
明
石
 
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
P
二
三
八
）

 
 
（
弁
の
君
ハ
）
年
は
六
十
に
す
こ
し
足
ら
ぬ
ほ
ど
な
れ
ど
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
橋
姫
 
五
P
一
五
九
）

 
 
僧
都
「
し
か
じ
か
の
こ
と
を
な
む
。
六
十
に
あ
ま
る
年
齢
、
め
づ
ら
か
な

 
 
 
る
も
の
を
見
た
ま
へ
っ
る
」
と
の
た
ま
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
手
習
 
六
P
二
八
六
）

 
 
僧
都
「
（
前
略
）
齢
六
十
に
あ
ま
り
て
、
今
さ
ら
に
人
の
も
ど
き
背
は
む
は

 
 
 
 
（
後
略
）
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
手
習
 
六
P
二
九
四
）

の
よ
う
に
、
「
ば
か
り
」
「
に
あ
ま
り
」
な
ど
の
こ
と
ば
が
っ
く
こ
と
か
ら
も
、

は
っ
き
り
六
十
を
限
定
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
書
き
了
え
た
と
い
う
建

保
七
年
五
十
三
歳
よ
り
建
保
四
年
六
十
歳
の
と
き
の
方
が
ふ
さ
わ
し
く
、
六
十

三
歳
の
と
き
な
ら
「
む
そ
ぢ
あ
ま
り
の
ゆ
め
」
と
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え

る
の
だ
が
、
和
歌
で
は
、
『
新
古
今
集
』
あ
た
り
か
ら
使
わ
れ
だ
す
「
む
そ
ち

の
春
」
「
む
そ
ち
の
秋
」
「
む
そ
ち
の
夢
」
な
ど
の
中
に
は
堅
作
年
次
が
確
認
で

き
ず
、
六
十
歳
と
い
い
な
が
ら
そ
の
前
後
を
含
め
る
も
の
も
か
な
り
あ
る
ら
し

い
。
ま
た
『
新
古
今
更
』
一
五
四
〇
の
、

 
 
 
 
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤
原
隆
信
朝
臣

 
 
な
が
め
て
も
む
そ
ち
の
秋
は
過
ぎ
に
け
り
思
へ
ば
か
な
し
山
の
は
の
月

は
隆
信
五
十
九
歳
の
作
で
あ
り
、
そ
の
前
の
歌
で
四
十
七
歳
で
「
い
そ
ち
の
闇
」

と
歌
っ
た
慈
円
の
、
『
単
玉
集
』
四
八
四
九
、

 
 
せ
め
て
た
だ
ひ
と
と
せ
だ
に
を
送
ら
ば
や
六
十
の
夢
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ

は
、
四
八
一
四
の
「
貞
応
元
年
七
月
五
日
朝
、
す
ず
う
に
詠
之
」
が
こ
の
歌
群

全
体
の
も
の
と
す
れ
ば
六
十
八
歳
の
作
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
時
代
の
歌
は
多

く
仮
構
の
世
界
の
も
の
で
も
あ
り
、
序
B
の
「
む
そ
ち
の
ゆ
め
」
も
和
歌
的
表

現
と
見
れ
ば
三
歳
と
確
定
し
に
く
く
な
る
の
だ
が
、
六
十
歳
で
書
い
て
ふ
さ
わ

し
い
し
、
そ
れ
を
六
十
三
歳
の
年
に
転
用
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
語
で
は

あ
っ
た
。

 
建
春
門
院
時
代
に
つ
い
て
は
こ
う
し
て
楽
に
書
け
た
の
だ
が
、
肝
心
の
春
華

門
院
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
理
由
で
十
分
に
書
く
こ
と
が
で
き

ず
、
現
在
の
よ
う
な
形
で
終
え
る
し
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
A
は
現
在
の
形
で
の
『
た
ま
き
は
る
』
の
序
で
あ
る
。
と
同
時
に
そ
れ
は
、

現
在
の
第
一
部
に
第
二
部
の
よ
う
な
内
容
の
ほ
と
ん
ど
を
加
え
、
さ
ら
に
、
例

え
ば
春
華
門
院
の
幼
少
時
の
逸
話
な
ど
を
も
加
え
た
、
も
っ
と
大
部
な
、
あ
る

べ
か
り
け
る
作
品
の
序
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
作
品
が
本
意
で
は
な
い
形
で

終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
序
A
と
作
品
の
内
容
と
の
間
に
齪
飴
が
生
じ
、

こ
の
作
品
の
理
解
を
難
し
く
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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作
者
が
自
分
の
作
品
を
ど
う
命
名
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
金
沢
貞
顕

筆
本
に
は
表
紙
上
中
央
に
う
ち
つ
け
書
き
で
「
た
ま
き
は
る
」
と
あ
る
。
貞
顕

の
も
の
と
は
別
冊
の
よ
う
で
あ
り
、
定
家
が
見
た
本
に
は
ど
う
あ
っ
た
か
も
わ

か
ら
な
い
。
こ
の
時
代
の
通
例
と
し
て
作
者
自
身
は
題
名
を
書
い
て
は
い
な

か
っ
た
可
能
性
も
大
き
い
。
結
局
書
名
の
問
題
は
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
作
品
を
ど

う
呼
称
す
る
の
が
適
切
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
作
者
は
建
春
門
院
中
納
言
、

八
条
院
中
納
言
と
い
う
二
つ
の
女
房
名
を
持
っ
て
い
た
。
女
房
名
を
冠
し
て
『
建

春
門
院
中
納
言
日
記
』
の
よ
う
に
呼
ぶ
か
、
複
数
の
女
院
時
代
の
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
わ
か
っ
て
い
る
実
名
の
健
御
前
の
名
を
冠
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
の
だ
が
、
ど
の
女
院
に
対
す
る
思
い
や
回
想
に
も
共
通
す
る
こ
と
は
、
む

な
し
く
生
き
長
ら
え
て
い
る
我
が
身
の
孤
独
と
喪
失
の
悲
し
み
、
往
時
の
な
つ

か
し
さ
な
ど
で
あ
っ
た
。
序
A
の
頭
、
つ
ま
り
は
作
品
の
巻
頭
に
置
か
れ
た
、

 
 
た
ま
き
は
る
命
を
あ
だ
に
聞
き
し
か
ど
君
恋
ひ
わ
ぶ
る
年
は
経
に
け
り

は
、
春
華
門
院
へ
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
思
い
を
集
約
し
た
形
の
も

の
で
あ
り
、
そ
の
初
句
か
ら
採
っ
た
『
た
ま
き
は
る
』
は
ま
さ
に
こ
の
作
品
の

書
名
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
『
た
ま
き
は
る
』
の
書
名
に

統
一
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
よ
り
積
極
的
な
意
味
で
こ
の
書
名

を
推
し
た
い
。
金
沢
貞
顕
筆
本
の
複
製
本
の
入
手
が
容
易
に
な
り
、
「
た
ま
き

は
る
」
と
表
紙
に
書
か
れ
た
そ
の
本
を
手
に
し
て
読
む
と
き
、
も
は
や
こ
れ
以

外
の
書
名
は
考
え
ら
れ
な
く
も
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

龍
寿
御
前
・
聖
寿
御
前
な
ど
の
例
か
ら
類
推
し
て
「
健
寿
御
前
」
の
略
称

 
と
さ
れ
た
が
、
石
田
吉
貞
氏
の
研
究
に
よ
り
略
称
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か

 
に
さ
れ
た
（
「
『
健
寿
御
前
日
記
』
の
書
名
は
改
む
べ
き
か
」
国
語
と
国
文

 
学
昭
四
四
・
一
二
）
。

2
「
『
た
ま
き
は
る
』
の
成
立
と
主
題
一
奥
書
・
第
二
部
の
検
討
か
ら
第

 
一
部
へ
一
」
日
本
文
学
研
究
 
二
九
 
平
五
・
＝

3
津
本
信
博
氏
『
た
ま
き
は
る
』
 
平
五
・
早
稲
田
大
学
出
版
部

4
三
角
洋
一
氏
『
と
は
ず
が
た
り
 
た
ま
き
は
る
』
 
平
六
・
岩
波
書
店

5
『
建
春
門
院
中
納
言
日
記
新
解
』
 
昭
九
・
明
治
書
院

6
 
注
1
所
引
書
。

7
「
『
い
さ
よ
ふ
月
』
と
『
あ
ぢ
き
な
き
そ
の
名
』
と
」
 
国
語
解
釈
 
昭

＝
．
五
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η

8
「
建
春
門
院
中
納
言
日
記
の
覚
書
」
 
国
学
 
昭
＝
一
丁
一
 
 
 
 
 
 
B

9
「
健
御
前
日
記
の
構
成
に
つ
い
て
」
 
鶴
見
女
子
大
学
紀
要
 
昭
四
四
・

 
一
二

注
1
『
た
ま
き
は
る
』
の
作
者
の
名
は
定
家
の
『
明
月
記
』
に
よ
り
わ
か
っ
て

 
 
い
る
。
玉
井
孝
助
氏
（
日
本
古
典
全
書
『
健
寿
御
前
日
記
』
昭
二
九
・
朝

 
 
日
新
聞
社
）
は
『
明
月
記
』
に
見
え
る
「
健
御
前
」
を
姉
妹
の
延
寿
御
前
・

『
た
ま
き
は
る
』
の
序
文
の
考
察

そ
の
性
格
と
作
品
と
の
関
わ
り
ー


