
『
弁
内
侍
日
記
』
 
論
 
二

1
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
i

森

田

兼

吉

幽

 
後
深
草
院
弁
内
侍
が
最
初
に
史
料
の
上
に
顔
を
出
す
の
は
寛
元
元
年
（
一
二

四
三
）
十
一
月
十
七
日
に
催
さ
れ
た
「
河
合
社
歌
合
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

こ
の
歌
合
に
は
左
の
歌
人
で
判
者
も
つ
と
め
た
当
代
の
歌
壇
の
統
率
者
で
あ
る

藤
原
為
家
を
筆
頭
に
、
ま
だ
ご
く
若
い
為
家
の
子
為
氏
（
二
十
二
歳
）
・
為
教

（
十
七
歳
）
を
含
め
二
十
人
の
歌
人
が
出
席
し
、
三
首
ず
つ
歌
を
読
ん
で
い
る

が
、
弁
内
侍
は
ま
だ
春
宮
弁
の
名
で
父
信
実
、
姉
藻
壁
門
院
少
将
、
妹
と
思
わ

れ
る
少
将
妹
（
少
将
内
侍
）
と
共
に
出
嫁
し
て
い
る
。
 
『
河
合
社
歌
合
」
は
、

そ
の
十
二
番
左
の
信
実
の
（
新
編
国
歌
大
観
）
、

 
 
霜
さ
ゆ
る
堤
の
上
の
川
む
か
ひ
遠
方
き
け
ば
千
鳥
鳴
く
な
り

が
『
信
実
朝
臣
家
集
」
 
（
私
家
集
大
成
）
一
〇
六
に
、

 
 
家
に
す
＼
め
侍
し
河
合
の
や
し
ろ
の
歌
合
に
、
千
鳥

と
し
て
出
て
お
り
、
信
実
の
勧
進
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
信
実
は

自
ら
が
主
催
し
た
歌
合
に
三
入
の
娘
を
伴
っ
て
出
席
し
た
の
で
あ
っ
た
。
為
家

に
判
を
依
頼
し
、
『
新
古
今
集
』
か
ら
の
勅
撰
歌
人
蓮
性
（
藤
原
知
家
）
、
『
新

勅
撰
集
」
か
ら
の
真
観
（
葉
室
光
俊
）
と
い
っ
た
大
物
を
も
招
い
て
の
歌
合
で
、

内
輪
の
歌
合
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
『
新
勅
撰
集
」
に
六
首
入
集
し

て
歌
人
と
し
て
評
価
を
得
て
い
る
藻
壁
門
院
少
将
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
弁

内
侍
や
少
将
内
侍
の
歌
才
に
も
信
実
は
大
い
に
自
信
を
持
ち
、
誇
り
と
も
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
弁
内
侍
は
春
宮
弁
と
い
う
こ
と
で
、
後
深
草
院

に
春
宮
時
代
か
ら
弁
と
い
う
女
房
名
で
仕
え
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
春
宮
久
仁

親
王
は
こ
の
年
の
六
月
十
日
の
誕
生
で
、
生
後
占
奪
月
の
八
月
十
日
に
皇
太
子

に
立
っ
た
ば
か
り
で
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
を
機
に
信
実
の
娘
が
宮
仕
え
に
出
て

弁
を
名
告
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
将
弟
（
藻
壁
門
院
の
妹
）
と
記
さ
れ
て
い
る

の
が
後
の
後
深
草
院
少
将
内
侍
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
、
ζ
の
時
彼
女
が
ま
だ

ど
こ
に
も
出
仕
し
て
お
ら
ず
、
女
房
名
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
少
将
内
侍
の
閲
歴
を
知
る
上
で
、
次
に
掲
げ
る
「
玉
葉

集
」
神
祇
二
七
六
一
（
新
編
国
歌
大
観
）
の
詞
書
は
興
味
深
い
。

 
 
 
 
四
月
八
日
松
尾
祭
使
に
た
ち
て
侍
り
け
る
に
、
内
侍
は
た
れ
ぞ
と
上

 
 
 
 
卿
の
た
つ
ね
侍
り
け
る
に
、
を
り
し
も
時
鳥
の
な
き
け
れ
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
後
深
草
院
少
将
内
侍

 
 
時
鳥
し
め
の
あ
た
り
に
な
く
こ
ゑ
を
き
く
わ
れ
さ
へ
に
な
の
り
せ
よ
と
や

 
松
尾
の
祭
は
毎
年
四
月
の
上
の
申
の
日
に
行
わ
れ
、
内
侍
使
が
立
つ
。
少
将
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内
侍
が
使
に
立
っ
た
こ
の
年
は
四
月
八
日
が
上
の
申
の
日
に
当
る
わ
け
だ
が
、

内
田
正
男
氏
の
「
日
本
暦
日
原
典
」
を
生
じ
る
と
後
深
草
天
皇
の
在
位
中
に
は

該
当
す
る
年
は
な
い
。
そ
の
前
後
で
見
れ
ば
、
即
位
の
前
年
の
寛
元
三
年
（
一

二
四
五
）
と
退
位
の
年
か
ら
十
七
年
を
経
た
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
が
四
月

八
日
上
申
日
の
条
件
を
充
た
し
て
い
る
。
建
治
二
年
と
い
え
ば
父
信
実
八
十
九

歳
で
亡
く
な
っ
た
翌
年
で
、
少
将
内
侍
の
死
が
父
の
信
実
の
そ
れ
よ
り
少
レ
前

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
 
『
新
後
撰
集
』
雑
下
一
五
五
二
の
、

 
 
少
将
内
侍
身
ま
か
り
に
け
る
時
、
さ
ま
か
へ
て
後
、
い
く
ほ
ど
も
な
く
て

 
 
信
実
朝
臣
に
お
く
れ
て
よ
み
侍
り
け
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弁
内
侍

と
い
う
詞
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
 
「
時
鳥
」
の
歌
が
詠
ま
れ
た
の

は
寛
元
三
年
四
月
八
日
と
確
定
さ
れ
る
。
実
際
こ
の
日
に
松
尾
の
祭
の
あ
っ
た

こ
と
は
史
料
か
ら
は
ま
だ
見
出
し
て
い
な
い
が
、
同
じ
日
に
行
わ
れ
る
平
野
の

祭
の
記
述
が
『
平
戸
記
」
に
見
え
る
か
ら
間
違
い
は
な
い
。
「
内
侍
は
た
れ
ぞ
」

と
い
う
上
卿
の
問
い
も
そ
れ
に
応
じ
た
少
将
内
侍
の
歌
も
彼
女
が
内
侍
と
な
っ

て
日
の
浅
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、
後
深
草
天
皇
即
位
直
後
の
寛
元
四
年
四
月

一
日
に
松
尾
の
使
を
つ
と
め
た
（
弁
内
侍
日
記
）
後
で
あ
る
よ
り
も
、
そ
の
前

の
こ
と
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
も
あ
る
。
 
「
河
合
社
歌
合
」
の
行
わ
れ
た
寛
元
元

年
十
一
月
十
七
日
か
ら
三
年
四
月
八
日
ま
で
の
問
f
お
そ
ら
く
二
年
四
月
二

日
の
松
尾
の
祭
以
後
に
、
彼
女
は
ま
ず
後
嵯
峨
天
皇
に
内
侍
と
し
て
出
仕
し
は

じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
後
深
草
天
皇
の
即
位
に
よ
っ
て
新
帝
に
奉
仕
す

る
内
侍
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

 
弁
内
侍
は
後
深
草
天
皇
が
誕
生
し
て
間
も
な
い
時
期
に
宮
仕
え
に
出
た
。
そ

の
人
事
は
、
少
将
内
侍
の
場
合
も
あ
わ
せ
て
ふ
後
嵯
峨
天
皇
の
意
向
か
、
中
宮

で
後
深
草
の
母
で
あ
る
里
子
の
父
藤
原
実
氏
の
推
挙
か
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
実
氏
の
強
い
推
挙
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
後
嵯
峨
の
承
認
は

必
要
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
少
将
内
侍
が
ま
ず
後
嵯
峨
天
皇
の
も
ど
に
仕
え
た

こ
と
を
思
え
ば
、
ど
ち
ら
に
し
た
と
こ
ろ
で
天
皇
の
意
向
で
あ
っ
た
と
い
う
蓋

然
性
が
高
い
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
人
事
は
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
の
歌
の
才
能
と

も
関
わ
る
で
あ
ろ
う
。

 
出
仕
後
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
は
後
嵯
峨
院
主
催
の
歌
合
や
百
首
歌
な
ど
に
歌

人
と
し
て
し
ば
し
ば
召
さ
れ
て
い
る
。
 
『
寸
書
歌
合
」
 
『
影
供
歌
合
」
 
『
宝
治

二
年
院
百
首
』
な
ど
で
あ
る
。
 
「
院
御
歌
合
』
は
群
書
類
従
本
な
ど
に
は
宝
治

二
年
（
一
二
四
八
）
と
あ
る
も
の
の
、
こ
の
歌
合
の
歌
は
勅
撰
集
に
は
．
「
宝
治
元

年
十
首
の
歌
合
に
」
と
し
て
採
ち
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
諸
資
料
・
諸
説
を

 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
）

吟
味
さ
れ
た
安
井
久
善
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
に

詠
進
が
命
じ
ら
れ
、
同
年
九
月
十
三
日
に
は
完
成
し
て
い
た
と
見
る
の
が
今
日

の
定
説
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。
院
を
は
じ
め
当
時
を
代
表
す
る
歌
人
二
十
六
人

が
十
首
ず
つ
詠
ん
だ
百
三
十
番
の
大
規
模
な
歌
合
で
、
為
家
が
詳
細
な
判
詞
を

書
い
て
い
る
が
、
弁
内
侍
姉
妹
は
俊
成
女
・
嘉
陽
門
院
越
前
・
愛
野
門
院
小
宰

相
・
下
野
と
い
っ
た
女
流
歌
人
や
父
信
実
と
共
に
メ
ン
バ
ー
に
加
え
ら
れ
て
い

る
。
俊
成
女
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
下
野
と
越
前
は
『
新
古
骨
細
」
以
来
の
勅

撰
歌
人
、
小
宰
相
も
『
新
勅
撰
集
」
の
歌
人
と
い
う
よ
う
に
女
流
は
す
べ
て
こ

の
時
代
を
代
表
す
る
歌
人
で
、
姉
妹
の
登
用
が
抜
擢
で
あ
っ
た
こ
と
が
凝
せ
ら

れ
る
。
 
『
宝
治
二
年
院
百
首
』
に
結
実
す
る
百
首
歌
の
詠
進
も
こ
の
宝
治
元
年

に
命
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
院
百
首
は
『
心
後
撰
集
』
編
纂
資
料
と

す
る
こ
と
を
兼
ね
て
四
十
人
の
代
表
的
歌
人
に
百
首
の
詠
進
が
命
じ
ら
れ
た
も

の
で
、
推
進
役
は
為
家
で
あ
る
。
最
初
に
二
十
五
人
の
人
選
が
決
定
し
、
後
に

十
五
人
が
加
え
ら
れ
た
。
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
は
そ
の
後
志
の
歌
人
で
あ
る
。
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「
二
十
五
人
の
撰
に
も
れ
た
自
薦
他
薦
の
歌
人
の
強
要
や
懇
請
は
色
々
な
経
路

を
経
て
、
院
や
為
家
の
許
に
集
申
し
た
」
と
安
井
久
善
氏
は
想
像
し
て
お
ら
れ

る
が
、
弁
内
侍
姉
妹
の
追
加
に
は
院
の
了
承
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
、
あ
る
い

は
院
の
発
意
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
九
月
十
三

日
に
仙
洞
御
所
で
行
わ
れ
た
『
影
供
歌
合
』
は
歌
人
四
十
二
人
、
二
百
十
番
の

大
規
模
な
も
の
で
、
女
流
は
俊
成
女
・
鷹
司
院
電
飾
・
下
野
・
小
宰
相
・
鷹
司

院
帥
と
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
の
七
人
、
こ
の
時
の
歌
が
同
年
十
月
二
十
七
日
に

成
っ
た
（
拾
封
手
）
 
『
続
後
撰
集
」
に
弁
内
侍
ご
首
、
少
将
内
侍
三
首
が
採
ら

れ
て
い
て
、
他
の
歌
人
の
例
も
合
わ
せ
て
こ
の
歌
合
も
ま
た
撰
集
の
資
料
と
す

る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
『
続
後
撰
集
』
に
は
、
弁
内
侍
が
四

首
、
少
将
内
侍
が
五
首
採
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
現
存
は
し
て
い
な
い
が
、
建

長
二
年
に
仙
洞
で
行
わ
れ
た
詩
歌
合
、
建
長
三
年
九
月
院
が
実
氏
の
吹
田
邸
で

行
っ
た
十
首
歌
合
な
ど
に
も
二
人
が
歌
を
召
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
勅
撰
入
集

歌
の
詞
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）

 
前
回
の
論
で
も
引
用
し
た
も
の
だ
が
、
 
『
弁
内
侍
日
記
」
 
一
一
七
段
に
、

 
 
 
八
月
十
五
夜
、
例
の
御
会
な
り
。
雨
ふ
り
て
い
と
く
ち
を
し
。
事
ど
も

 
 
は
て
て
つ
ま
ど
あ
け
さ
せ
給
ひ
て
御
覧
ぜ
ら
れ
し
か
ど
も
、
月
の
く
も
り

 
 
ざ
ま
い
と
く
ち
を
し
。
な
ご
り
に
阿
弥
陀
仏
連
歌
た
だ
三
人
せ
む
と
仰
せ

 
 
ご
と
あ
り
。
「
い
ひ
す
て
な
ら
ん
こ
そ
念
な
け
れ
。
少
将
お
ぼ
え
よ
」
と

 
 
そ
仰
せ
ご
と
あ
り
。

で
始
ま
る
逸
話
が
あ
る
。
建
長
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

 
 
な
ご
り
を
ば
い
か
に
せ
よ
と
て
帰
る
ら
む
 
 
 
 
 
 
 
御
所

 
 
も
し
や
と
待
た
む
秋
の
夜
の
月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
少
将

 
 
あ
か
な
く
に
め
ぐ
り
あ
ふ
よ
も
あ
り
ゃ
と
て
 
 
 
 
 
 
御
所

『
弁
内
侍
田
記
」
論
ニ
 
一
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
i

 
 
み
ち
う
き
ほ
ど
に
か
へ
る
を
ぐ
る
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弁

以
下
六
句
が
記
さ
れ
た
後
に
、

 
 
夜
も
あ
け
は
な
れ
に
し
か
ば
、
残
り
は
又
の
連
歌
に
し
つ
が
ん
と
て
、
名

 
 
残
お
ほ
く
て
ぞ
か
へ
り
ま
み
り
に
し
。

と
あ
り
、
夜
が
明
け
は
な
れ
て
も
名
残
の
残
る
遊
び
で
あ
っ
た
。
 
「
こ
の
を
り

を
り
の
御
連
歌
」
の
こ
と
を
聞
い
た
大
納
言
の
三
位
（
藤
原
公
経
女
。
後
嵯
峨

院
妃
）
が
「
た
ぐ
ひ
な
き
わ
が
箒
草
を
つ
み
い
れ
て
」
と
い
う
院
の
五
句
め
の

語
を
引
い
て
「
こ
の
居
留
の
御
連
歌
、
思
ひ
い
で
な
る
べ
し
。
そ
の
よ
し
の
歌

よ
み
て
家
の
集
な
ど
に
書
か
る
べ
し
」
と
い
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

 
『
弁
内
侍
日
記
』
の
五
八
段
は
、

 
 
八
月
十
五
夜
、
常
磐
井
殿
に
て
院
の
御
会
侍
り
し
に
、
 
（
中
略
）
御
連
歌

 
 
な
ど
も
あ
り
き
。

と
い
う
文
が
あ
る
。
 
『
菟
玖
波
集
」
に
「
宝
治
元
年
八
月
十
五
夜
院
の
百
韻
連

歌
」
の
折
り
の
句
が
七
個
所
に
見
え
る
の
が
こ
の
御
連
歌
で
あ
っ
た
。
 
『
菟
玖

波
集
』
に
は
こ
の
と
き
の
少
将
内
侍
の
句
が
三
句
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
翠
煙

で
も
述
べ
た
。
建
長
二
年
の
記
事
に
は
「
例
の
御
会
」
と
あ
っ
て
、
八
月
十
五

夜
に
は
毎
年
の
よ
う
に
院
主
催
の
歌
の
会
が
あ
り
、
そ
の
属
し
ば
し
ば
連
歌
の

会
も
持
た
れ
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
歌
の
会
で
も
連
歌
の
会
で
も
弁
内
侍

と
少
将
内
侍
が
重
要
な
構
成
員
で
あ
っ
た
。
阿
弥
陀
仏
連
歌
の
例
の
よ
う
な
、

院
が
姉
妹
だ
け
を
誘
っ
た
ご
く
内
輪
・
の
連
歌
の
会
も
あ
る
。
 
『
筑
波
問
答
』
に

は
後
嵯
峨
院
時
代
に
、
三
条
坊
門
殿
の
泉
殿
で
、
毎
年
庚
申
の
連
歌
会
の
あ
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
た
後
に
、

 
 
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
な
ど
い
ふ
女
房
連
歌
師
、
御
簾
の
う
ち
よ
り
紅
の
は

 
 
か
ま
・
衣
の
つ
ま
く
ち
押
し
出
だ
し
て
、
香
り
み
ち
て
、
心
も
及
ば
ぬ
句
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ど
も
を
申
し
出
だ
さ
れ
侍
り
し
か
ば
、
人
々
感
に
た
へ
ず
、
高
声
に
吟
詠

 
 
せ
ら
れ
き
。

と
あ
り
、
．
『
井
蛙
抄
」
に
は
、

 
 
後
嵯
峨
院
御
幸
の
時
、
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
、
御
連
歌
の
れ
う
に
御
車
に

 
 
召
さ
れ
け
り
。

以
下
、
瓶
に
さ
さ
れ
た
桜
の
花
を
折
っ
た
為
氏
に
院
の
仰
せ
で
弁
内
侍
が
連
歌

を
し
か
け
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
。
歌
と
連
歌
を
通
じ
て
後
嵯
峨
院

と
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
と
の
関
わ
り
は
深
か
っ
た
の
で
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＼

 
 
 
 
 
 
 
 
二

 
弁
内
侍
も
少
将
内
侍
も
後
深
草
院
に
仕
え
た
女
房
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
二

人
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

弁
内
侍
が
初
め
て
出
仕
し
た
と
き
、
主
君
の
東
宮
は
ま
だ
生
後
数
ヵ
月
の
幼
さ

で
あ
り
、
即
位
の
と
き
に
も
数
え
年
で
四
歳
、
満
で
二
歳
と
十
カ
月
に
な
っ
た

ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
 
『
弁
内
侍
日
記
』
の
現
存
本
の
最
終
年
（
こ

れ
以
後
の
年
の
記
事
を
多
く
想
定
す
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
こ
と
は
前
論
で
述

べ
た
）
建
長
四
年
で
も
数
え
で
十
歳
に
す
ぎ
な
い
。
幼
帝
に
仕
え
た
女
房
の
日

記
文
学
作
品
と
し
て
は
『
讃
岐
典
侍
日
記
」
の
下
巻
が
想
起
さ
れ
る
。
主
君
で

あ
惹
だ
け
で
は
な
く
異
性
と
し
て
も
慕
っ
て
い
た
ら
し
い
堀
河
天
皇
崩
御
の
後

心
な
ら
ず
も
鳥
羽
天
皇
（
数
え
で
五
歳
、
満
で
四
歳
）
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ

た
長
子
は
、
そ
の
あ
ま
り
の
幼
さ
に
と
ま
ど
い
、
先
帝
と
の
落
差
に
悲
し
み
途

方
に
く
れ
る
の
だ
が
、
堀
河
天
皇
の
御
子
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
愛
ら
・

し
さ
に
心
が
慰
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
過
程
が
『
讃
岐
典
侍
日

記
」
に
は
如
実
に
描
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
 
『
弁
内
侍
日
記
」
に
は
天
皇
の

幼
さ
も
愛
ら
し
さ
も
描
か
れ
て
は
い
な
い
。

 
A
 
二
十
二
日
の
暁
、
官
庁
へ
行
幸
あ
り
。
 
 
（
二
〇
段
寛
元
四
年
）

 
大
嘗
会
の
斉
場
の
設
け
ら
れ
て
い
る
太
政
官
庁
へ
の
行
幸
の
段
で
は
天
皇
の

言
動
の
具
体
的
な
描
写
は
い
っ
さ
い
な
い
。
翌
日
の
宮
（
天
皇
の
母
姑
子
）
の

淵
酔
の
記
事
で
は
、
夜
の
行
事
で
あ
る
だ
け
に
、

 
B
 
夜
も
ふ
け
に
し
か
ば
、
御
所
も
御
よ
る
に
な
ら
せ
お
は
し
ま
し
た
り
し

 
 
が
、
白
薄
様
の
こ
ゑ
に
御
目
さ
ま
し
て
、
ま
た
出
で
さ
せ
お
は
し
ま
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
二
段
）

と
幼
帝
な
ら
で
は
の
行
動
が
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
弁
内
侍
の

感
想
も
感
慨
も
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
天
皇
に
つ
い
て
の
比
較
的
詳
し
い
描

写
と
し
て
は
、

 
C
 
御
所
も
い
ま
だ
御
照
る
に
も
な
ら
せ
お
は
b
ま
さ
ず
、
御
手
習
な
ど
あ

 
 
り
て
、
 
「
お
も
し
ろ
く
思
は
む
詩
か
き
て
参
ら
せ
よ
」
乏
仰
せ
ご
と
あ
れ

 
 
ば
、
蕪
辞
乱
民
孤
舟
夢
と
か
き
て
、
そ
ば
に
弁
内
侍
、

 
 
 
 
身
ひ
と
つ
の
う
れ
へ
や
波
に
沈
む
ら
ん
あ
し
の
か
り
ね
の
夢
も
は
か

 
 
 
 
な
し

 
 
な
ど
書
き
て
「
秋
の
詩
は
い
つ
れ
も
お
も
し
ろ
く
て
こ
そ
」
と
、
さ
ま
ざ

 
 
ま
申
す
ほ
ど
に
、
 
（
中
略
。
皇
后
宮
の
御
方
で
火
災
と
の
知
ら
せ
）
御
所

 
 
も
二
位
謂
い
だ
き
ま
み
ら
せ
て
、
 
（
中
略
）
｝
番
に
権
大
納
言
殿
の
車
ま

 
 
み
り
た
る
に
、
御
所
、
皇
后
宮
、
中
納
言
の
す
け
殿
、
宮
内
卿
の
す
け
殿

 
 
の
ら
せ
給
ふ
。
門
の
と
に
て
ぞ
御
輿
に
は
召
し
う
つ
り
け
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
八
一
段
 
建
長
元
年
）

 
D
 
三
日
、
御
鳥
合
な
り
。
 
（
中
略
）
み
す
の
う
ち
よ
り
出
さ
れ
し
か
ば
、

 
 
万
里
の
小
路
の
大
古
画
た
ま
は
り
て
合
せ
ら
れ
し
、
ゆ
ゆ
し
か
り
し
き
き
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・
な
り
。
ひ
よ
ひ
よ
よ
り
御
所
に
御
手
な
ら
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
飼
ひ
た
て

 
 
ら
れ
し
い
み
じ
さ
ば
か
り
に
て
こ
そ
侍
れ
、
鳥
が
ら
は
あ
や
し
げ
な
れ
ば
、

 
 
勝
た
せ
ん
と
て
そ
れ
よ
り
劣
り
た
る
鳥
ど
も
に
合
せ
ら
れ
し
も
を
か
し
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
八
六
段
 
建
長
元
年
）

ぐ
ら
い
が
目
立
つ
だ
け
で
あ
る
。
C
は
天
皇
と
弁
内
侍
と
の
睦
み
あ
い
が
見
え

る
珍
し
い
段
だ
が
、
火
災
と
い
う
緊
急
事
態
と
な
る
と
、
弁
内
侍
の
筆
は
天
皇

た
ち
の
動
き
を
追
う
だ
け
で
、
七
歳
の
帝
の
怖
れ
や
懸
命
さ
な
ど
に
作
者
の
関

心
は
な
い
。
避
難
の
際
の
中
納
言
の
典
侍
に
つ
い
て
、
「
中
納
言
の
す
け
殿
よ
く

御
介
錯
し
て
管
簾
に
て
と
か
く
ま
ぎ
ら
は
し
て
ぞ
御
輿
に
は
召
し
け
る
。
夜
目

に
も
御
こ
と
が
ら
た
だ
の
人
に
は
見
え
さ
せ
給
は
ざ
り
し
と
そ
の
ち
に
語
り
給

ひ
し
」
と
賛
美
し
て
い
る
の
と
は
大
違
い
で
あ
る
。
幼
帝
の
手
飼
い
の
た
い
し

た
こ
と
の
な
い
鳥
を
勝
た
せ
よ
う
と
す
る
D
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
お
も
し
ろ
く
描

け
て
い
る
が
、
鳥
合
に
興
じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
天
皇
の
姿
は
弁
内
侍
の
視
野
に

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
他
の
天
皇
の
描
写
は
全
部
を
拾
い
出
し
て
も
、

 
E
 
か
み
な
り
て
い
と
お
そ
ろ
し
か
り
し
に
。
御
所
は
朝
餉
に
渡
ら
せ
お
は

 
 
し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
九
六
段
 
建
長
元
年
）

 
F
 
建
長
二
年
正
月
三
日
、
殿
上
の
悪
酔
な
り
。
 
（
中
略
）
御
所
も
小
量
よ

 
 
り
御
覧
ず
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
〇
六
段
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）

 
G
 
御
所
出
御
な
り
て
南
殿
の
つ
ゆ
［
 
 
 
［
せ
さ
せ
お
は
し
ま
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
四
〇
段
建
長
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

 
H
 
五
節
は
十
六
日
目
り
始
ま
る
。
（
中
略
）
露
台
の
乱
舞
に
御
所
も
［
］

 
 
仁
寿
殿
へ
い
ら
せ
お
は
し
ま
す
に
、
 
 
 
（
一
四
七
段
 
建
長
三
年
）

 
1
 
御
所
も
一
 
 
 
 
［
し
て
月
御
覧
ず
。
 
（
＝
ハ
四
段
 
建
長
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
欠
字
欠
字
も
あ
っ
て
不
明
確
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
ま
た

『
弁
内
侍
肝
記
」
論
ニ
 
一
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
i

主
語
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
部
分
で
、

 
 
七
月
十
五
日
、
月
い
と
お
も
し
ろ
き
に
、
清
涼
殿
い
か
な
ら
ん
と
仰
せ
ご

 
 
と
あ
り
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
五
三
段
 
宝
治
元
年
）

 
 
里
に
、
春
の
初
め
と
く
咲
く
紅
梅
あ
り
と
聞
か
せ
お
は
し
ま
し
て
、
「
折

 
 
ら
せ
て
ま
ゐ
ら
せ
よ
」
と
仰
せ
ご
と
あ
り
し
に
（
七
九
段
 
宝
治
三
年
）

 
 
御
神
楽
の
ほ
ど
御
人
少
な
に
て
い
と
御
つ
れ
づ
れ
な
り
し
に
、
「
お
も
て

 
 
が
た
し
て
人
々
お
ど
せ
」
と
仰
せ
ご
と
あ
り
し
か
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
＝
一
〇
段
 
建
長
二
年
）

 
 
十
五
日
、
頭
の
中
将
三
民
ま
み
り
た
り
し
を
、
か
ま
へ
て
た
ば
か
り
て
打
つ

 
 
べ
き
よ
し
仰
せ
こ
ど
あ
り
し
か
ば
、
 
 
 
 
（
＝
二
〇
段
 
建
長
三
年
）

な
ど
は
敬
語
の
付
け
ら
れ
た
言
動
の
主
体
は
天
皇
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
わ
け

で
、
＝
一
〇
段
・
＝
二
〇
段
の
場
合
な
ど
そ
う
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
．
、
前

の
二
例
は
玉
井
氏
の
『
新
註
」
も
推
測
し
て
い
る
よ
う
に
摂
政
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
お
読
み
に
よ
っ
て
は
若
午
例
は
増
え
る
か
も
し
れ
な
い

と
し
て
も
、
そ
の
数
は
習
々
た
る
庵
の
で
あ
っ
た
。
主
君
後
深
草
天
皇
へ
の
弁

内
侍
の
関
心
は
意
外
に
少
な
い
の
で
あ
る
。

 
一
方
後
嵯
峨
院
に
つ
い
て
は
、
当
然
登
場
す
る
個
所
は
少
な
い
が
、
前
述
の

阿
弥
陀
仏
連
歌
の
記
事
の
他
に
も
、
印
象
深
い
描
写
が
あ
る
。
 
「
仰
せ
ご
と
」

に
つ
い
て
最
初
の
部
分
だ
け
を
引
い
た
＝
二
〇
段
の
、
粥
杖
で
尻
を
打
つ
と
い

う
、
 
『
枕
草
子
」
を
思
わ
せ
る
記
述
と
し
て
よ
く
引
か
れ
る
逸
話
で
あ
る
。
仰

せ
に
よ
っ
て
女
房
た
ち
は
為
氏
を
打
と
う
と
た
く
ら
む
が
、
見
破
ら
れ
、
．
逆
に

少
将
内
侍
が
打
た
れ
て
し
ま
い
、
 
「
ね
た
き
こ
と
限
り
な
し
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
十
七
日
の
朝
、
鳥
羽
殿
に
御
幸
し
た
後
学
六
五
は
天
皇
方
の
女
房
を
も

呼
び
寄
せ
る
。
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為
氏
打
ち
か
ね
た
る
こ
と
を
聞
か
せ
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
に
や
、
御
所

 
 
に
杖
を
御
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
持
ち
て
渡
ら
せ
お
は
し
ま
し
、
 
「
こ
れ
に

 
 
て
為
氏
け
ふ
う
ち
か
へ
せ
。
唯
今
使
に
や
ら
む
ず
る
を
、
ド
こ
こ
に
て
待
ち

 
 
ま
う
け
て
、
か
ま
へ
て
打
て
」
と
仰
せ
ご
と
あ
り
。
少
将
内
侍
用
意
し
て

 
 
待
つ
ほ
ど
、
平
ひ
も
い
れ
ず
通
る
を
、
杖
の
く
た
く
た
と
折
る
る
ほ
ど
打

 
 
ち
た
れ
ば
、
御
所
を
は
じ
め
ま
み
ら
せ
て
、
公
卿
殿
上
人
と
よ
み
を
な
し

 
 
て
笑
ふ
。
 
「
さ
も
ぞ
に
く
う
、
ぢ
に
せ
さ
せ
給
ふ
」
と
て
に
げ
の
き
し
も

 
 
を
か
し
。
そ
の
の
ち
、
北
殿
へ
御
船
寄
せ
て
召
す
ほ
ど
、
晴
れ
晴
れ
し
さ

 
 
限
り
な
し
。

 
入
相
の
鐘
が
鳴
っ
て
か
ら
院
は
還
御
。
御
太
刀
の
緒
に
結
ん
で
贈
っ
た
少
将

内
侍
の
、

 
 
あ
ら
ま
し
の
年
を
か
さ
ね
て
白
雪
の
よ
に
ふ
る
道
は
今
日
ぞ
う
れ
し
き

と
い
う
歌
に
、
院
は
、
白
い
薄
様
（
臼
摩
に
ち
な
ん
だ
紙
の
選
択
で
あ
る
）
に
、

 
 
あ
ら
ま
し
の
年
つ
も
り
ぬ
る
雪
な
れ
ど
心
と
け
て
も
今
日
ぞ
お
ぼ
え
ぬ

と
書
い
て
返
歌
を
し
た
。
あ
な
た
に
会
い
た
い
と
長
年
思
っ
て
い
て
、
や
っ
と

今
日
は
会
え
た
け
れ
ど
、
こ
の
程
度
で
は
満
足
で
き
な
い
と
い
う
、
恋
歌
め
い

た
作
り
で
、
玉
井
氏
の
『
新
註
」
の
注
す
る
よ
う
に
、
「
戯
れ
て
恋
歌
の
よ
う

に
詠
ま
れ
た
」
の
で
は
あ
ろ
う
。
た
だ
、
阿
弥
陀
仏
連
歌
の
場
合
も
、
 
「
た
ぐ

ひ
な
き
わ
が
恋
草
を
つ
み
い
れ
て
」
と
恋
，
の
句
で
あ
り
、
御
嵯
峨
院
が
異
性
と

し
て
も
少
将
内
侍
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
遅
考
え
ら
れ
る
。
連
歌

の
場
合
大
納
言
の
三
位
が
院
の
第
一
句
か
ら
で
は
な
く
こ
と
さ
ら
に
五
句
め
か

ら
取
っ
て
「
こ
の
警
手
の
御
連
歌
」
と
い
い
、
こ
の
院
の
返
歌
に
つ
い
て
は
、

按
察
の
三
位
殿
（
藤
原
隆
衡
女
）
が
、
 
「
か
や
う
に
こ
と
な
ら
む
御
歌
の
返
し

は
、
と
も
に
申
す
べ
し
」
と
、
弁
内
侍
に
も
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
大
納

言
の
三
位
も
按
察
の
三
位
も
院
の
妃
に
数
え
ら
れ
る
人
で
あ
り
、
二
人
の
こ
と

ば
に
は
何
か
含
む
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
按
察
の
こ
と
ば
に
弁
内

侍
は
、
、
「
た
だ
心
の
う
ち
ば
か
り
に
」
、

 
 
年
つ
も
る
雪
と
し
き
け
ば
け
ふ
そ
へ
に
心
と
け
て
も
い
か
が
見
ゆ
べ
き

と
思
っ
た
こ
と
を
記
し
、
少
将
内
侍
の
歌
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
少
将
内
侍
が

最
初
後
嵯
峨
院
の
在
位
の
と
き
に
出
仕
し
た
こ
と
や
、
阿
弥
陀
仏
の
連
歌
の
脇

を
姉
で
は
な
く
妹
の
少
将
内
侍
か
付
け
て
い
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
老
え
れ
ば
、

院
は
二
人
の
う
ち
で
も
特
に
少
将
内
侍
の
方
に
異
性
と
し
て
の
関
心
を
持
ち
、

周
囲
も
そ
れ
を
察
知
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
恋
情
め
い
た
も
の
は

蓋
然
性
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
b
て
も
、
院
が
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
の
姉
妹
に

格
別
な
親
密
の
情
を
持
っ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
疑
え
な
い
。
女
院
（
後
深
草
の

母
大
宮
院
姑
子
）
の
御
前
の
露
台
に
白
い
薄
様
に
書
い
て
貼
ら
れ
た
誰
か
ら
の

も
の
か
わ
か
ら
ぬ
歌
の
主
を
院
と
察
知
し
て
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
が
返
歌
を
し

た
（
一
四
〇
段
）
他
に
も
、
後
深
草
の
周
辺
に
贈
ら
れ
て
き
た
院
の
歌
に
弁
内

侍
が
返
歌
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
る
（
八
二
段
・
＝
一
段
）
。
弁
内
侍

の
作
品
だ
か
ら
で
は
あ
ろ
う
が
、
院
へ
の
返
歌
を
こ
の
姉
妹
以
外
の
者
が
し
た

と
い
う
記
述
は
な
い
。

 
弁
内
侍
も
少
将
内
侍
も
後
深
草
院
に
仕
え
た
女
房
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
以

上
に
、
後
嵯
峨
院
の
側
近
の
女
房
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
弁
内
侍
姉
妹
の
年
齢
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
弁
内
侍
は
生
年

も
残
年
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の
作
品
の
明
る
さ
か
ら
は
や
く
池
田
亀

鑑
氏
の
『
宮
廷
女
流
日
記
文
学
」
に
よ
っ
て
「
微
笑
の
文
学
」
と
評
さ
れ
、
「
弁
噛

内
侍
日
記
は
、
乙
女
ら
し
い
す
な
お
な
魂
の
す
な
お
な
表
現
で
あ
る
」
 
（
引
用

は
昭
和
四
十
年
の
再
刊
本
に
よ
る
）
と
い
わ
れ
、
そ
れ
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
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て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
『
弁
内
侍
日
記
』
の
作
者
に
乙
女
の
お
も
か
げ
を
見

て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
弁
内
侍
姉
妹
の
母
が
誰
で
あ
る
か
も
不
明
だ
が
、

藻
壁
門
院
少
将
に
は
、
少
将
内
侍
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
歌
の
中
か
ら
と
し
て

「
続
拾
遺
集
」
＝
一
＝
五
に

 
 
夢
ぞ
と
は
思
ひ
な
が
ら
も
ざ
め
や
ち
ぬ
心
ぞ
な
が
き
ま
ど
ひ
な
り
け
る

と
い
う
哀
傷
歌
が
あ
っ
た
り
、
 
「
な
く
な
り
な
ん
こ
と
ち
か
く
な
り
て
よ
み
侍

り
け
る
」
と
い
う
歌
と
、
そ
の
死
後
弁
内
侍
が
前
関
白
太
政
大
臣
（
基
忠
）
に

勧
め
て
詠
ま
せ
た
と
い
う
返
歌
が
『
玉
葉
集
」
二
〇
五
一
・
二
〇
五
二
に
見
え

た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
池
田
氏
と
玉
井
氏
が
一
致
し
て
推
定
さ
れ
た
よ
う

に
藻
壁
門
院
少
将
と
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
の
三
人
は
同
腹
の
姉
妹
で
あ
ろ
う
。

藻
壁
門
院
少
将
は
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
三
月
二
十
五
日
の
「
石
清
水
若
宮

歌
合
」
に
初
め
て
名
が
見
え
、
こ
の
年
は
「
洞
院
摂
政
家
百
首
」
 
『
光
明
峰
寺

摂
政
家
歌
合
」
他
に
も
出
召
し
、
十
月
に
定
家
が
仮
名
序
と
目
録
だ
け
で
形
式

的
に
奏
覧
し
た
（
翌
々
天
福
二
年
六
月
未
定
稿
で
仮
奏
覧
）
 
『
新
勅
撰
集
」
に

は
六
首
が
撰
ば
れ
て
い
る
。
父
信
実
の
年
齢
も
し
っ
か
り
し
た
同
時
代
資
料
に

は
な
い
よ
う
だ
が
、
 
『
扶
桑
画
人
伝
』
に
よ
っ
て
文
永
二
年
（
＝
'
一
六
五
）
に

八
十
九
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
す
る
通
説
に
よ
る
と
、
貞
永
元
年
に
は
五
十
六
歳

で
、
も
っ
と
若
か
っ
た
と
し
て
も
、
歌
人
と
し
て
の
評
価
を
確
立
し
て
い
た
娘

の
藻
壁
門
院
少
将
は
二
十
歳
前
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
最
も
若
く
二
十

歳
と
見
れ
ば
、
 
『
弁
内
侍
日
記
」
の
記
事
の
第
一
年
で
、
後
深
草
天
皇
が
即
位

し
た
寛
元
四
年
（
＝
一
四
六
）
に
は
三
十
四
歳
。
お
そ
ら
く
は
も
う
何
歳
か
は

上
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
年
弁
内
侍
が
三
十
歳
よ
り
若
い
と
い
う
こ
と
は
な
か

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
少
将
内
侍
は
そ
れ
よ
り
数
垂
下
、
ち
な
み
に
後
嵯
峨
院

は
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
）
の
誕
生
だ
か
ら
二
十
七
歳
で
、
少
将
内
侍
と
院
と

『
弁
内
侍
日
記
」
論
ニ
 
一
三
内
侍
と
少
将
内
侍
1

は
あ
ま
り
年
が
ち
が
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 
『
弁
内
侍
日
記
」

の
三
十
代
の
人
生
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

三

に
は
弁
内
侍

 
平
安
時
代
の
日
記
文
学
を
読
み
な
れ
た
者
の
目
か
ら
『
弁
内
侍
日
記
」
を
読

む
と
、
 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
な
ど
の
よ
う
な
あ
る
主
題
を
持
っ
て
ま
と
め
ら

れ
た
回
想
記
で
は
な
く
、
日
付
が
多
く
、
そ
の
日
そ
の
時
に
書
か
れ
た
記
事
の

連
続
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
と
、
自
分
の
歌
を
一
亙
「
弁
内
侍
」
と
書
い
て
載

せ
る
と
い
う
形
式
が
ま
ず
目
に
つ
く
。
そ
れ
は
時
代
の
相
違
に
よ
る
の
か
、
そ

れ
と
も
作
者
の
執
筆
意
図
や
作
品
の
性
格
と
深
く
関
わ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
ず
弁
内
侍
と
い
う
歌
の
作
者
名
の
記
載
の
問
題
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

 
そ
れ
は
、
第
一
段
目
、

 
 
（
前
略
）
そ
の
ほ
ど
の
事
ど
も
、
、
か
ず
か
ず
し
る
し
が
た
し
。
い
と
い
と

 
 
め
で
た
く
て
、
弁
内
侍

 
 
 
 
今
日
よ
り
は
わ
が
君
の
世
と
名
づ
け
つ
つ
月
日
し
空
に
あ
ふ
が
ざ
ら

 
 
 
 
め
や

と
あ
る
形
で
、
以
後
臼
分
の
歌
を
必
ず
こ
の
よ
う
な
形
式
で
記
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
一
四
八
段
以
降
、
写
本
に
欠
損
部
分
が
あ
る
た
め
、
歌
の
作
者
名
の
な

い
歌
も
よ
く
出
て
く
る
が
、
本
来
は
記
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
一
四
九
段

で
は
、
万
里
小
路
の
大
納
言
か
ら
の
歌
の
後
は
「
返
し
」
と
だ
け
で
作
者
の
歌

が
続
く
。
 
『
新
註
』
に
も
今
関
敏
子
氏
の
『
校
注
弁
内
侍
日
記
」
に
も
、
 
「
返

し
」
の
後
に
欠
損
層
表
す
一
昌
一
は
付
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
写
本
で
は

欠
損
部
に
は
空
臼
が
あ
る
だ
け
で
、
「
H
一
な
ど
は
な
い
の
だ
か
ら
、
 
「
返
し
」

の
次
に
欠
損
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
弁
内
侍
」
と
い
う
表
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記
は
歌
の
前
に
尊
者
名
と
し
て
書
か
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
文
中
の
作
者
の
言

動
の
主
語
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
な
い
。
地
の
文
で
は
、

 
 
剣
璽
は
二
位
殿
の
召
し
た
る
御
車
に
、
勾
当
・
弁
内
侍
も
ち
ま
み
ら
せ
て

 
 
乗
り
だ
し
を
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
八
一
段
）

 
 
 
八
月
十
五
夜
、
二
間
に
勾
当
の
内
侍
殿
、
少
将
、
弁
な
ど
、
清
涼
殿
の

 
 
庭
の
月
い
と
お
も
し
ろ
き
を
な
が
め
い
だ
し
て
侍
り
し
に
、
（
一
四
一
段
）

と
い
う
人
名
を
列
挙
し
た
部
分
に
見
え
る
よ
う
な
例
だ
け
で
、
こ
こ
は
も
ち
ろ

ん
そ
う
書
か
れ
る
必
然
性
が
あ
る
。

 
歌
に
作
者
名
を
記
す
の
は
、
勅
撰
集
や
私
撰
集
の
場
合
な
ど
が
そ
う
だ
が
、

そ
れ
が
な
い
と
誰
の
歌
だ
か
判
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
こ
の
作
品
で
、
地

の
文
に
弁
内
侍
の
言
動
の
主
語
が
「
弁
内
侍
」
と
も
「
わ
れ
」
と
も
一
々
明
示

さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
 
『
弁
内
侍
日
記
」
が
作
者
弁
内
侍
の
視
点
に
基
づ
い
て

書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
誰
に
も
．
す
ぐ
判
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
り
、
日

記
文
学
は
い
つ
も
そ
う
し
た
文
体
で
書
か
れ
て
き
た
の
で
も
あ
っ
た
。
作
品
中

の
自
分
の
歌
も
、
誰
の
も
の
か
書
か
な
く
て
も
、
お
の
ず
と
判
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
な
の
に
作
者
は
な
ぜ
一
々
「
弁
内
侍
」
と
書
く
の
か
。
こ
こ
で
『
弁

内
侍
日
記
」
中
の
少
将
内
侍
の
扱
い
方
が
気
に
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
次
の
よ

う
な
記
述
を
見
よ
う
。

 
 
 
同
じ
日
、
少
将
の
内
侍
、
松
の
尾
に
使
に
た
つ
。
上
卿
二
位
中
納
言
良

 
 
教
、
弁
ち
か
よ
り
、
く
や
く
た
め
な
ほ
、
車
か
ね
と
も
、
だ
し
ぎ
ぬ
し
ゃ
う
ぶ
。

 
 
 
し
げ
き
木
ず
ゑ
に
ほ
と
と
ぎ
す
の
初
音
を
き
き
て
少
将
の
内
侍
、

 
 
 
 
千
早
ふ
る
松
の
を
や
ま
の
ほ
と
と
ぎ
す
神
も
は
つ
ね
を
今
日
や
き
く

 
 
 
 
ら
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
段
）

 
四
月
一
日
、
弁
内
侍
は
平
野
神
社
の
祭
の
使
と
な
り
、
同
じ
日
、
少
将
内
侍

が
松
尾
神
社
の
祭
の
使
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
二
つ
の
神
社
は
共
に
山
城
国
葛

野
郡
に
あ
る
が
、
か
な
り
離
れ
て
お
り
、
松
尾
で
少
将
内
侍
が
ど
う
感
じ
、
ど

う
歌
っ
た
か
は
弁
内
侍
の
直
接
見
聞
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
帰
っ

て
か
ら
す
ぐ
聞
い
た
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
の
記
述
は
伝
聞
の
形
で
書
か
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
記
述
が
『
弁
内
侍
日
記
」
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

 
 
 
十
一
月
十
四
日
の
夜
、
闘
い
と
お
も
し
ろ
く
道
た
え
て
つ
も
り
に
け
り
。

 
 
夜
番
に
て
花
山
院
宰
相
中
将
も
ろ
つ
ぐ
、
頭
の
中
将
な
ど
候
ひ
け
る
も
院
の

 
 
御
所
へ
参
り
に
け
れ
ば
、
人
々
清
涼
殿
へ
た
ち
い
で
て
見
れ
ば
、
 
（
弁
内

 
 
侍
の
歌
一
首
を
含
め
、
 
『
新
註
」
で
約
七
行
略
）
い
つ
く
の
御
文
な
ら
む

 
 
と
ゆ
か
し
く
て
、
弁
内
侍
、

 
 
 
 
明
け
や
ら
で
ま
だ
夜
は
深
き
雪
の
う
ち
に
ふ
み
み
る
道
は
あ
と
や
な

 
 
 
 
か
ら
ん

 
 
 
十
四
日
の
夜
、
少
将
の
内
侍
、
女
工
所
へ
渡
り
み
て
、
こ
こ
ち
な
ほ
わ

 
 
び
し
く
て
侍
り
け
れ
ば
、
何
事
も
知
ら
ず
臥
し
た
る
に
、
暁
が
た
、
は
る

 
 
か
に
雪
深
き
を
わ
け
入
る
靴
の
お
と
の
聞
こ
ゆ
る
に
お
ど
ろ
き
て
、
こ
こ

 
 
ち
を
た
め
ら
ひ
て
や
を
ら
お
き
あ
が
り
て
聞
け
ば
、
「
大
宮
大
納
言
殿
よ

 
 
り
」
と
い
ふ
こ
ゑ
に
つ
き
て
、
つ
ま
ど
を
お
し
あ
げ
た
れ
ば
、
い
ま
だ
夜

 
 
は
あ
け
ぬ
も
の
か
ら
雪
に
し
ら
み
た
る
内
野
の
け
い
き
、
い
つ
の
世
に
も

 
 
忘
れ
が
た
く
お
も
し
ろ
し
と
い
へ
ば
な
べ
て
な
り
。
御
文
を
あ
け
て
見
れ

 
 
劇
、

 
 
 
 
こ
こ
の
へ
や
大
内
山
の
い
か
な
ら
ん
か
ぎ
り
も
し
ら
ず
つ
も
る
白
雪

 
 
か
へ
し
少
将
の
内
侍
、

 
 
 
 
こ
こ
の
へ
の
内
野
の
雪
に
あ
と
づ
け
て
は
る
か
に
千
代
の
み
ち
を
み
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る
か
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
四
段
）

 
十
一
月
十
四
日
の
後
に
同
じ
十
四
日
と
い
う
日
付
の
記
事
が
続
く
珍
し
い
例

で
あ
る
。
こ
の
夜
、
弁
内
侍
は
清
涼
殿
に
、
少
将
内
侍
は
大
嘗
会
の
送
油
方
の

女
工
所
に
と
別
々
な
と
こ
ろ
に
い
た
。
そ
し
て
、
前
の
十
四
日
で
は
弁
内
侍
側

の
こ
と
が
、
後
の
十
四
日
で
は
少
将
内
侍
側
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
後
の

十
四
日
の
場
合
、
日
付
の
次
に
「
少
将
の
内
侍
」
の
語
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
傍
線
を
付
し
た
動
詞
や
心
情
語
の
主
語
が
少
将
内
侍
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
は
基
本
的
に
は
少
将
内
侍
の
立
場
に
立
っ
て
書
か
れ
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
続
い
て
、
 
「
そ
の
雪
の
あ
し
た
少
将
の
内
侍
の

も
と
よ
り
」
と
し
て
、
二
人
の
歌
が
記
さ
れ
、
再
び
弁
内
侍
の
視
点
に
作
品
は

戻
る
。
そ
の
贈
答
の
際
な
ど
に
弁
内
侍
は
妹
の
昨
夜
の
体
験
な
ど
を
聞
い
た
で

あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
伝
聞
の
形
も
と
ら
ず
、
ま
た
自
分
の
体
験
の
範
囲
外
の
こ

と
を
こ
れ
ほ
ど
詳
細
に
書
く
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
段

は
弁
内
侍
の
書
い
た
も
の
と
少
将
内
侍
の
書
い
た
も
の
と
の
二
つ
を
合
わ
せ

て
、
少
将
内
侍
の
も
の
の
方
に
は
若
干
の
補
正
を
し
て
、
弁
内
侍
の
視
点
に
統

一
し
よ
う
と
し
た
観
が
あ
る
の
で
あ
る
。

 
同
じ
よ
う
な
段
が
他
に
も
あ
る
。

 
 
 
少
将
の
内
侍
の
女
工
所
、
左
近
府
の
つ
い
が
き
の
中
な
れ
ば
、
は
る
ば

 
 
る
と
見
わ
た
さ
れ
た
る
に
、
月
の
さ
え
た
る
雲
の
う
へ
は
限
り
な
く
お
も

 
 
し
ろ
く
て
少
将
の
内
侍
、

 
 
 
 
い
つ
の
世
も
忘
れ
や
は
せ
む
し
ら
雪
の
ふ
る
き
み
か
き
に
す
め
る
月

 
 
 
 
影

で
始
ま
る
一
八
段
は
、
こ
の
後
『
新
註
」
本
で
十
四
行
が
あ
り
、
少
将
内
侍
の

歌
を
三
首
（
引
用
し
た
歌
と
合
わ
せ
て
四
首
）
載
せ
る
。
弁
内
侍
は
こ
め
段
に

「
弁
内
侍
日
記
』
論
二
 
一
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
1

は
顔
を
出
さ
ず
、
歌
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
少
将
内
侍
が
大
嘗
祭
の
主
下
方

の
女
工
所
の
預
か
り
の
内
侍
と
し
て
そ
こ
に
詰
め
て
い
て
、
こ
の
頃
二
人
の
い

る
場
所
は
別
々
で
あ
っ
た
。
弁
内
侍
は
妹
の
様
子
が
見
た
く
て
、
吉
田
の
祭
の

使
に
立
っ
た
帰
途
、
わ
ざ
わ
ざ
車
を
主
外
方
の
女
工
所
へ
ま
わ
さ
せ
て
い
る
記

事
が
あ
る
（
一
五
段
）
。
夜
更
け
の
遠
い
ま
わ
ゆ
道
に
渋
る
役
人
に
「
吉
田
の

帰
り
に
は
か
な
ら
ず
女
工
所
へ
た
ち
い
る
式
に
て
あ
る
ぞ
」
と
冗
談
に
い
っ
た

と
こ
ろ
、
役
人
が
真
に
受
け
て
…
…
と
い
う
滑
稽
な
話
で
あ
る
。
こ
こ
は
、

 
 
 
悠
紀
が
た
の
女
工
所
は
勾
当
の
内
侍
な
り
。
こ
の
ほ
ど
の
雪
、
さ
え
と

 
 
ほ
り
た
る
夜
も
す
が
ら
、
こ
と
ひ
き
あ
か
し
給
ふ
と
き
き
し
も
、
こ
と
に

 
 
い
み
じ
く
お
ぼ
え
て
弁
内
侍
、

 
 
 
 
よ
も
す
が
ら
野
べ
の
白
雪
ふ
る
こ
と
も
千
世
ま
つ
風
の
た
め
し
に
や

 
 
 
 
ひ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
七
段
）

と
あ
る
の
に
続
く
段
で
、
弁
内
侍
が
悠
紀
方
の
女
工
所
に
詰
め
て
い
る
勾
当
の

内
侍
を
思
い
、
次
い
で
主
基
方
の
女
工
所
に
い
る
少
将
内
侍
に
筆
が
及
ぶ
と
い

う
形
の
叙
述
で
あ
る
。
少
将
内
侍
を
思
う
気
持
ち
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
別
々
の

場
所
に
い
る
の
に
、
こ
の
よ
う
に
長
々
と
自
分
の
体
験
外
の
少
将
内
侍
に
関
わ

る
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
も
少
将
内
侍
の
視
点
か
ら
の
叙

述
で
、
彼
女
の
書
い
た
も
の
を
利
用
し
た
と
も
思
え
る
。
二
一
段
で
は
、

 
 
 
少
将
の
内
侍
、
く
ろ
木
の
や
へ
む
か
ひ
て
侍
り
け
る
に
、
髪
上
の
具
を

 
 
と
り
お
と
し
て
、
官
庁
の
つ
ぼ
ね
へ
乞
ひ
に
た
び
た
り
し
に
、
こ
れ
に
も

 
 
さ
し
あ
ふ
ほ
ど
に
て
か
な
は
ざ
り
し
か
ば
、
こ
と
ど
も
よ
く
な
か
て
、
と

 
 
く
と
く
と
た
び
た
び
せ
め
ら
れ
し
も
た
へ
が
た
く
て
少
将
内
侍
、

 
 
 
 
し
ば
し
待
て
う
ち
た
れ
が
み
の
さ
し
ぐ
し
を
さ
し
わ
す
れ
た
る
と
き

 
 
 
 
の
ま
ば
か
り

（67）



 
 
後
に
こ
れ
を
聞
き
て
弁
内
侍
、

 
 
 
 
さ
し
ぐ
し
の
さ
し
あ
ふ
ほ
ど
の
時
の
ま
は
う
ち
た
れ
が
み
も
我
ぞ
乱

 
 
 
 
れ
し

と
、
少
将
内
侍
が
髪
上
の
道
具
を
借
り
よ
う
と
し
た
の
は
姉
の
弁
内
侍
の
と
こ

ろ
で
あ
っ
て
作
者
に
は
関
わ
り
も
あ
り
、
 
「
こ
れ
に
も
」
と
い
う
表
現
か
ら
も

弁
内
侍
の
視
点
か
ら
の
記
述
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
 
「
た
へ
が
た
く
て
」
と
い

う
少
将
内
侍
の
心
情
表
現
が
は
さ
み
こ
ま
れ
た
り
し
て
、
二
人
の
視
点
が
重
な

る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
「
後
に
聞
き
て
」
と
も
あ
る
よ
う

に
、
少
将
内
侍
か
ら
聞
い
た
も
の
が
基
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

 
八
一
段
も
興
味
深
い
。
前
に
一
部
を
引
用
し
た
閑
三
殿
の
炎
上
の
記
事
に
、

 
 
少
将
の
内
侍
は
大
原
野
の
使
に
た
ち
て
こ
こ
ち
わ
び
し
く
て
局
に
ふ
し
た

 
 
り
け
る
が
、
あ
ら
く
叩
く
音
に
お
ど
ろ
き
て
、
火
と
き
き
て
い
そ
ぎ
御
所

 
 
へ
参
り
た
り
け
れ
ば
人
も
お
は
し
ま
さ
ず
、
け
ぶ
り
は
み
ち
た
り
。
い
つ

 
 
か
た
へ
行
幸
も
な
り
つ
ら
ん
と
あ
さ
ま
し
く
て
ま
よ
ひ
あ
り
く
ほ
ど
に
、

 
 
よ
る
の
お
と
ど
の
一
問
に
「
や
や
」
と
い
ふ
人
あ
り
。
ぼ
け
も
の
に
や
と

 
 
お
そ
ろ
し
な
が
ら
ゆ
き
て
見
れ
ば
、
 
（
一
行
侵
略
）
宣
旨
殿
御
太
刀
も
ち

 
 
て
、
 
「
こ
れ
は
、
い
つ
く
へ
か
具
し
ま
み
ら
す
べ
き
。
按
察
の
三
位
殿
に

 
 
申
せ
」
と
お
ほ
せ
ら
る
れ
ど
も
、
「
い
つ
く
と
も
こ
れ
も
知
り
候
は
ぬ
ト

 
 
と
て
、
油
の
小
路
お
も
て
の
つ
ま
ど
の
か
た
へ
い
で
た
れ
ば
、
ひ
し
と
人

 
 
々
お
は
し
ま
す
。
か
く
と
申
せ
ば
、
…
…

 
こ
の
前
の
部
分
に
よ
れ
ば
弁
内
侍
は
す
で
に
剣
璽
を
取
り
出
し
た
勾
当
の
内

侍
と
共
に
油
小
路
の
門
の
方
へ
避
難
し
て
い
た
。
少
将
内
侍
と
は
別
行
動
で
、

気
分
が
悪
く
て
寝
て
い
た
と
こ
ろ
を
起
こ
さ
れ
た
妹
の
こ
と
な
ど
当
然
見
て
は

い
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
あ
わ
て
ぶ
り
や
恐
ろ
し
さ
な
ど
が
、
ま
る

で
自
分
自
身
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
一

方
弁
内
侍
の
驚
き
や
恐
怖
な
ど
は
何
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
少
将

内
侍
の
行
動
や
思
い
を
描
く
こ
と
で
、
こ
の
夜
の
火
災
の
緊
迫
感
は
十
分
に
伝

わ
る
わ
け
で
、
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
の
心
情
が
一
体
化
し
た
よ
う
な
描
写
だ
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

 
こ
れ
ら
の
作
者
が
直
接
体
験
し
て
い
な
い
事
柄
の
記
述
は
、
 
『
和
泉
式
部
日

記
」
で
よ
く
い
わ
れ
る
超
越
的
視
点
の
記
述
と
は
必
ず
し
も
同
一
の
性
格
の
も

の
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
『
弁
内
侍
日
記
」
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う

な
記
述
は
少
将
内
侍
に
関
わ
る
も
の
だ
け
に
見
ら
れ
、
和
泉
式
部
と
帥
宮
と
の

関
係
と
は
異
な
る
に
し
て
も
、
ご
く
親
し
い
妹
の
こ
と
で
あ
り
、
 
『
和
泉
式
部

日
記
」
の
場
合
と
通
じ
る
も
の
は
あ
る
。

 
『
弁
内
侍
日
記
」
に
は
少
将
内
侍
の
歌
が
六
〇
首
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
写
本

に
欠
損
が
あ
る
た
め
、
歌
の
作
者
が
確
定
で
き
に
く
い
も
の
も
あ
る
の
だ
が
、

『
新
編
国
歌
大
観
」
に
作
者
名
の
記
さ
れ
て
い
な
い
二
九
四
・
三
〇
一
を
『
新

註
」
に
従
っ
て
少
将
内
侍
の
歌
と
推
定
し
て
の
数
字
で
あ
る
。
作
中
の
歌
は
連

歌
を
除
い
て
三
〇
四
首
、
弁
内
侍
の
歌
が
二
〇
〇
首
で
、
次
が
少
将
内
侍
、
こ

の
二
人
以
外
の
他
人
の
歌
は
合
わ
せ
て
も
四
四
首
で
あ
る
。
弁
内
侍
の
歌
が
多

い
の
は
当
然
で
、
少
将
内
侍
の
歌
の
『
弁
内
侍
日
記
」
に
お
い
て
占
め
る
比
重

の
大
き
さ
は
注
目
さ
れ
る
。
少
将
内
侍
の
視
点
で
の
叙
述
と
は
っ
き
り
い
え
る

も
の
は
、
さ
き
に
掲
げ
た
も
の
の
他
に
は
八
段
が
示
せ
る
程
度
だ
が
、
歌
数
の

多
さ
を
も
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
 
「
弁
内
侍
日
記
」
が
、
自
分
の
体
験
と
歌
を
記

そ
う
と
い
う
思
い
と
共
に
、
仲
の
よ
い
妹
の
少
将
内
侍
の
言
動
と
歌
を
む
記
そ

う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。
こ
れ
を
も

し
家
の
集
と
い
う
な
ら
ば
、
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
の
二
人
の
集
と
い
う
性
格
が

（68）



読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

 
少
将
内
侍
の
視
点
に
立
っ
た
、
あ
る
い
は
少
将
内
侍
の
書
い
た
も
の
を
ほ
と

ん
ど
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
特
異
な
叙
述
は
、
四
・

八
・
一
四
・
一
八
・
二
一
段
と
、
初
め
の
方
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
八

一
段
の
よ
う
な
例
も
あ
り
、
少
将
内
侍
の
歌
は
多
く
記
さ
れ
続
け
、
二
人
の
集

と
い
う
性
格
は
作
品
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
の
だ
が
、
 
『
弁
内
侍
日
記
』
を

ま
と
め
る
最
初
の
時
点
で
、
二
入
の
集
を
作
ろ
う
と
す
る
弁
内
侍
の
思
い
は
よ

り
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
二
人
以
外
の
歌
の
記
載
の
し
方
か
ら

も
い
え
る
。
第
三
者
の
歌
が
初
め
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
前
に
引
い
た
一
四

段
の
大
宮
大
納
言
四
相
の
少
将
内
侍
に
贈
ら
れ
た
歌
（
歌
番
号
二
〇
）
で
あ
っ

た
。
そ
の
次
は
歌
番
号
六
七
、
四
六
段
の
太
政
大
臣
選
民
の
も
の
で
あ
る
。
四

二
段
に
、

 
 
申
納
言
の
す
け
ど
の
見
た
ま
ひ
て
、
 
（
中
略
）
な
に
と
な
く
「
舟
の
と
ま

 
 
り
は
な
ほ
ぞ
恋
し
き
」
と
口
ず
さ
み
た
ま
へ
ば
弁
内
侍
「
み
な
と
異
な
み

 
 
の
か
か
り
の
せ
と
あ
れ
て
」
と
っ
た
り
し
を
、
「
こ
れ
を
一
首
に
な
し
て

 
 
返
す
人
の
あ
れ
か
し
」
と
さ
ご
ゆ
れ
ば
弁
内
侍
、

と
し
て
中
納
言
の
典
侍
の
口
ず
さ
ん
だ
連
歌
の
一
句
め
い
た
も
の
を
記
す
が
、

こ
れ
は
歌
と
は
別
で
、
阿
弥
陀
仏
連
歌
を
一
括
し
て
歌
番
号
を
与
え
た
今
関
氏

の
『
校
注
」
も
『
新
編
国
歌
大
観
」
も
、
こ
れ
に
は
番
号
を
付
し
て
い
な
い
。

つ
ま
り
四
五
段
ま
で
は
、
公
相
の
一
首
を
除
け
ば
す
べ
て
二
人
の
歌
（
少
将
内

侍
の
も
の
は
十
六
首
）
で
、
そ
れ
は
必
ず
、
 
「
弁
内
侍
 
歌
」
 
「
少
将
内
侍

歌
」
の
よ
う
な
形
で
記
さ
れ
る
。
こ
う
な
れ
ば
、
作
者
が
自
分
の
歌
の
前
に
一

々
「
弁
内
侍
」
と
記
し
た
わ
け
も
よ
く
判
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
少
将
内
侍
の

歌
を
意
識
し
、
重
視
し
た
た
め
で
、
弁
内
侍
、
少
将
内
侍
と
、
対
に
す
る
表
現

『
弁
内
侍
日
記
」
論
二
 
一
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
i

な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
少
将
内
侍
の
立
場
に
立
っ
た
り
、
二
人
が
一
体
化

し
た
よ
う
な
表
現
⑳
叙
述
で
あ
っ
た
り
が
続
け
ば
、
こ
の
よ
う
に
書
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
わ
か
り
や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
 
ま
た
逆
に
、
こ
の
よ

う
な
特
殊
な
作
者
名
表
記
を
作
者
が
し
た
こ
と
の
中
か
ら
、
姉
妹
二
人
の
集
で

あ
ろ
う
と
す
る
こ
の
作
品
の
性
格
も
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
、

 
『
弁
内
侍
日
記
」
は
日
付
を
明
記
し
た
記
述
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
日
次
の
日
記
が
連
想
さ
れ
や
す
く
、
記
録
と
の
関
わ
り
が
し
ば
し
ば
い

わ
れ
る
。
し
か
し
、
前
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
 
『
弁
内
侍
日
記
」
は
事
実
を

記
録
し
よ
う
と
し
て
書
か
れ
た
り
編
ま
れ
た
り
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
後

深
草
帝
の
内
侍
と
い
う
立
場
で
、
宮
廷
内
で
の
日
々
を
書
き
、
母
の
死
の
悲
し

み
な
ど
の
宮
廷
で
の
生
活
に
関
わ
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
弁
内
侍

に
ど
れ
ほ
ど
痛
切
な
も
の
で
あ
っ
て
も
記
す
こ
と
は
な
く
歌
も
載
せ
て
は
い
な

い
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
作
品
は
公
的
な
性
格
を
持
っ
て
は
い
な

い
。
歌
の
記
載
の
し
方
か
ら
見
て
も
、
 
『
弁
内
侍
日
記
』
が
き
わ
め
て
私
的
な

性
格
を
持
つ
も
の
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
続
く
）

注
1
 
以
下
本
文
の
引
用
は
玉
井
幸
助
氏
『
弁
内
侍
日
記
新
注
」
 
（
昭
和
三
三

 
 
・
大
修
館
書
店
）
に
よ
る
。
段
数
も
そ
れ
に
よ
っ
た
。

 
2
 
『
宝
治
二
年
院
百
首
と
そ
の
研
究
」
 
（
昭
和
四
六
・
笠
間
書
院
）

 
3
 
一
i
i
I
一
は
写
本
（
諸
本
）
の
欠
損
を
表
す
。

 
4
 
傍
線
部
、
写
本
に
欠
損
。
玉
井
氏
注
1
所
引
書
の
推
定
に
よ
る
。
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