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森

田

兼

吉

 
 
『
弁
内
侍
日
記
』
は
し
ば
し
ば
．
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
と
の
類
似
性
が
指

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

摘
さ
れ
て
い
る
。
玉
井
幸
助
氏
は
、

 
 
弁
内
侍
日
記
を
読
ん
で
連
想
せ
ら
れ
る
の
は
、
や
が
て
現
れ
る
「
御
湯
殿

 
 
の
上
の
日
記
」
で
あ
る
。
「
御
湯
殿
の
上
の
日
記
」
は
宮
中
の
御
日
常
を

 
 
記
し
た
女
房
の
記
録
で
、
室
町
時
代
中
期
ご
ろ
か
ら
徳
川
時
代
末
ま
で
の

 
 
も
の
が
、
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
q
そ
れ
は
役
目
で
記
録
し
た
公
の
日

 
 
記
で
あ
る
が
、
弁
内
侍
日
記
は
そ
れ
に
近
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
内
侍

 
 
と
い
う
至
尊
に
近
く
奉
仕
す
る
女
房
が
宮
廷
内
で
記
し
た
日
記
で
、
お
そ

 
 
ら
く
こ
の
よ
う
な
日
記
は
弁
内
侍
以
外
の
女
房
た
ち
に
も
書
か
れ
た
も
の

 
 
で
あ
ろ
う
。
弁
内
侍
日
記
は
、
紫
式
部
日
記
や
讃
岐
典
侍
日
記
の
よ
う
に

 
 
里
居
の
つ
れ
づ
れ
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
宮
廷
内
で
書
か
れ
た
も

 
 
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

と
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
は
後
の
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

 
 
『
弁
内
侍
日
記
』
が
、
そ
の
多
く
が
日
付
を
明
記
し
た
記
事
の
集
積
と
い
う

、
形
態
か
ら
、
平
安
時
代
の
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
や
『
和
泉
式
部
日
記
』
よ
り

も
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
に
近
い
印
象
を
持
た
れ
る
の
は
、
一
応
自
然
で
あ

、
ろ
う
。
お
湯
殿
の
上
と
は
内
裏
の
お
湯
殿
に
奉
仕
す
る
女
房
た
ち
の
詰
め
所
で

あ
る
と
い
い
（
国
史
大
辞
典
2
）
、
そ
の
日
記
は
、
天
皇
に
近
侍
す
る
典
侍
・

掌
侍
等
の
女
官
た
ち
が
交
替
で
記
し
た
職
掌
日
記
で
あ
る
。
群
書
類
従
に
慶
長

三
年
（
一
五
九
八
）
の
分
、
続
群
書
類
従
の
補
遺
三
（
十
一
冊
）
に
文
明
九
年

 
（
一
四
七
七
）
か
ら
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
ま
で
の
分
が
活
字
化
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
最
初
の
文
明
九
年
正
月
の
分
か
ら
ま
ず
い
く
つ
か
文
を
見
よ
う
。
続

群
書
類
従
本
に
は
句
点
と
読
点
の
別
が
な
く
、
濁
点
も
な
い
の
で
、
私
見
に
よ

っ
て
読
み
や
す
い
よ
う
に
整
備
し
た
が
、
す
ぐ
原
形
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
と
、

仮
名
違
い
は
正
し
て
い
な
い
。
（
）
内
は
森
田
の
注
記
で
あ
る
。

 
 
 
一
日
 
御
ゆ
か
け
御
さ
た
あ
り
て
、
御
ま
し
に
な
る
。
あ
さ
、
囲
い
わ
る
。

 
噛
 
 
 
御
こ
わ
、
く
ご
ま
で
、
い
つ
も
の
ご
と
し
。
御
は
が
た
め
、
も
の
・

 
 
 
 
 
ぐ
の
き
ぬ
、
ぶ
く
な
る
ゆ
へ
、
す
“
し
の
は
か
ま
「
に
て
良
い
わ
る

 
 
 
 
 
の
・
ち
、
つ
ね
の
御
所
に
て
ま
い
る
。
御
ば
い
ぜ
ん
と
し
ど
し
の

 
 
 
 
 
ご
と
く
、
大
す
も
じ
（
大
納
言
典
侍
）
ま
い
ら
せ
ら
る
・
。
こ
（
続

 
 
 
 
 
群
書
類
従
本
に
は
「
き
カ
」
と
の
校
訂
者
注
記
あ
り
）
う
上
ら
ふ

 
 
 
 
 
も
御
ま
い
り
。
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三
日
 
思
い
わ
る
け
ふ
も
お
な
じ
。
は
が
た
め
す
き
く
と
ま
い
り
て
め

 
 
 
 
 
で
た
し
。

 
 
五
日
 
ね
う
ば
う
た
ち
か
れ
る
の
御
て
う
し
事
七
賢
さ
た
あ
り
。
め
で
た
．

 
 
 
 
 
U
。

 
こ
こ
で
は
二
日
と
四
日
の
条
は
省
略
し
た
が
、
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
は

日
次
の
日
記
で
あ
る
。
そ
の
日
付
が
明
記
さ
れ
て
い
る
日
記
で
あ
る
こ
と
と
、

傍
線
を
引
い
た
「
め
で
た
し
」
の
用
法
な
ど
が
、

 
 
 
寛
元
四
年
正
月
二
十
九
日
、
富
の
小
路
殿
に
て
御
譲
位
な
り
。
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
代
と
名
づ
け
つ
つ
月
日
も
空
に
あ
ふ
が
ざ
ら

 
 
 
 
め
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
（
こ

 
 
 
三
月
十
一
日
、
官
庁
に
て
御
即
位
。
春
の
日
も
こ
と
に
う
ら
ら
か
な
り

 
 
し
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
儀
式
ど
も
い
は
む
か
た
な
く
め
で
た
し
。
人
々
の
す

 
 
が
た
ど
も
め
づ
ら
か
に
見
え
侍
り
し
か
ば
弁
内
侍
、

 
 
 
 
玉
ゆ
ら
に
錦
を
よ
う
ふ
姿
こ
そ
千
と
せ
は
け
ふ
と
い
と
め
づ
ら
な
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
）

と
最
初
か
ら
「
め
で
た
し
」
を
連
発
し
て
い
る
『
弁
内
侍
日
記
』
と
め
近
さ
を

印
象
、
つ
け
て
い
よ
う
。

 
だ
が
、
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
を
読
み
続
け
て
い
け
ば
、
両
者
の
類
似
よ

り
も
大
き
な
懸
隔
の
方
に
目
が
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。

 
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
ば
、
続
群
書
類
従
所
収
分
だ
け
で
も
二
百
年
以
上

に
わ
た
り
、
同
じ
年
の
同
じ
月
の
分
で
あ
っ
て
も
、
当
番
制
で
記
者
は
一
人
で

は
な
い
。
従
っ
て
い
つ
も
ま
っ
た
く
同
じ
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
と
も
い
い
が

た
い
の
だ
が
、
ど
の
場
合
も
、
簡
単
な
事
実
の
列
挙
に
と
ど
ま
り
、
記
者
の
感

情
表
現
な
ど
は
ま
ず
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 
 
ゑ
し
や
う
院
、
は
じ
め
て
ま
い
ら
れ
て
、
御
さ
か
づ
き
を
た
ぶ
。
ゆ
き
ふ

 
 
り
て
御
庭
お
も
し
ろ
、
し
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
閏
正
月
七
日
）

の
よ
う
な
例
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
稀
で
、
「
め
で
た
し
」

が
使
わ
れ
て
い
る
の
が
目
立
つ
程
度
で
あ
っ
た
。
今
任
意
に
続
群
書
類
従
補
遺

三
の
第
五
冊
の
最
初
の
旧
く
天
文
十
五
年
（
一
五
四
六
）
の
ペ
ー
ジ
を
開
い
て

み
る
。
、

 
 
て
う
の
は
じ
め
あ
り
。
め
で
た
し
。
 
 
 
 
 
 
 
（
正
月
五
日
）

 
 
御
さ
か
月
い
し
く
と
ま
い
り
て
め
で
た
し
。
 
 
（
二
月
十
三
日
）

 
 
み
し
ほ
す
る
一
と
け
ち
ぐ
わ
ん
に
て
、
御
な
で
物
か
へ
し
ま
い
る
。
御

 
 
く
わ
ん
じ
ゅ
も
ま
い
る
。
で
ん
き
ょ
く
、
す
る
く
と
御
ぐ
わ
ん
じ
ゃ
う

 
 
じ
ゅ
と
、
め
で
た
し
く
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
月
廿
九
日
）

と
、
使
わ
れ
て
い
る
の
は
「
め
で
た
し
」
だ
け
で
あ
る
。

 
 
く
わ
ん
御
の
後
、
う
け
と
り
の
御
さ
か
月
大
す
け
、
新
な
み
し
。
と
し
ぐ

 
 
の
ご
と
く
御
ひ
し
く
と
め
で
た
し
く
く
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
弘
治
二
年
正
月
一
日
）

の
よ
う
な
「
め
で
た
し
」
を
連
発
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
「
め

で
た
し
」
の
類
の
評
語
さ
え
も
、
二
ヵ
月
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ

る
。
こ
の
第
五
冊
で
は
、

 
 
前
た
い
ふ
ら
く
は
つ
の
よ
し
申
さ
る
・
。
こ
と
の
は
も
な
し
く
く

 
 
ー
憂
く
一
。
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
文
廿
年
三
月
九
日
）

と
い
う
繰
り
返
し
が
、
親
し
い
先
人
の
出
家
落
髪
に
こ
と
ば
も
出
な
い
記
者
の

驚
愕
と
悲
嘆
を
表
し
て
そ
れ
な
り
に
痛
切
で
あ
る
例
も
目
に
入
っ
た
が
、
『
お

C50）



湯
殿
の
上
の
日
記
』
の
記
事
は
ほ
と
ん
ど
が
事
実
の
列
挙
で
、
記
者
の
感
情
も

個
性
の
発
露
も
押
さ
え
た
形
の
文
章
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
『
弁
内
侍
日
記
』
の
感
情
を
示
す
形
容
詞
に
つ
い
て
は
、
大
内
摩
耶
子
氏

に
詳
し
い
調
査
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
に
は
、

 
 
お
も
し
ろ
し
（
七
七
）
 
 
を
か
し
（
二
七
）
 
 
め
で
た
し
（
一
こ

 
 
い
み
じ
（
四
）
 
 
尊
し
（
二
）
 
 
ゆ
か
し
（
四
）
 
 
う
つ
く
し
（
三
）

 
 
や
さ
し
（
二
）
 
 
名
残
お
ほ
し
（
五
）

と
い
っ
た
、
明
る
い
方
向
を
示
す
快
的
感
情
を
表
す
語
が
多
く
（
括
弧
内
の
数

字
は
使
用
回
数
）
、
不
快
感
情
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、

 
 
あ
は
れ
な
り
・
も
の
あ
は
れ
な
り
（
計
一
〇
）
 
 
く
ち
を
し
（
五
）

 
 
あ
さ
ま
し
（
二
）
 
 
か
な
し
（
五
）
 
 
お
そ
ろ
し
（
四
）
 
 
は
か

 
 
な
し
（
一
）
 
 
い
と
ほ
し
（
一
）

が
あ
る
。
「
お
も
し
ろ
し
」
「
を
か
し
」
が
特
に
多
く
使
わ
れ
、
表
現
が
類
型
的

で
単
調
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
大
内
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
も
の
だ
け
で
も

十
六
語
一
六
四
回
、
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
感
情
表

現
の
多
さ
で
あ
る
。
さ
ら
に
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
語
の
文
中
で
の

用
法
で
あ
る
。
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
の
場
合
、
「
め
で
た
し
」
は
必
ず
し
も

記
者
の
主
観
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
て
い
る
全
て
の
人
が

そ
う
感
じ
、
そ
う
見
て
い
る
表
現
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
弁
内
侍
日
記
』
の
場

合
、
前
掲
の
第
一
段
で
は
、
譲
位
の
儀
式
を
「
め
で
た
し
」
と
見
る
こ
と
自
体
、

皇
位
を
受
け
る
者
側
の
立
場
か
ら
の
発
想
な
の
だ
が
、
「
い
と
い
と
め
で
た
く

て
弁
内
侍
」
と
し
て
弁
内
侍
の
歌
が
記
さ
れ
て
い
て
、
「
め
で
た
し
」
と
感
じ

た
の
が
だ
れ
よ
り
も
弁
内
侍
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
二
段
で
は
、
即

位
の
儀
式
を
「
め
で
た
し
」
と
感
じ
た
と
い
う
の
は
一
般
論
に
近
い
が
、
す
ぐ

『
弁
内
侍
日
記
』
論
 
三
 
1
そ
の
文
学
性
1

続
け
て
「
人
々
の
す
が
た
ど
も
め
づ
ら
か
に
見
え
侍
り
し
か
ば
弁
内
侍
」
と
あ

っ
て
、
そ
の
感
情
を
弁
内
侍
の
心
情
に
直
結
さ
せ
て
い
る
。
『
弁
内
侍
日
記
』

の
感
情
を
表
す
語
の
多
く
は
、

 
 
け
い
き
お
も
し
ろ
く
侍
し
か
ば
弁
内
侍
（
歌
略
）
 
 
 
 
 
（
三
）

 
 
ひ
き
た
が
へ
た
る
も
お
も
し
ろ
く
て
弁
内
侍
（
歌
略
）
 
 
 
 
（
五
）

 
 
な
ご
り
お
ほ
く
て
、
釣
殿
の
か
た
に
や
す
ら
ひ
て
弁
内
侍
（
歌
略
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
七
）

の
よ
う
に
歌
に
直
結
し
て
弁
内
侍
の
心
情
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
歌
と

か
か
わ
ら
な
く
て
も
、

 
 
有
明
の
月
く
ま
な
く
て
こ
と
に
お
も
し
ろ
く
侍
り
し
に
、
御
直
盧
に
て
御

 
 
連
歌
あ
り
し
こ
そ
い
と
や
さ
し
く
侍
り
し
か
。
 
 
 
 
 
 
（
七
）

 
 
勾
欄
に
そ
へ
て
た
て
た
る
馬
形
の
障
子
の
は
ず
れ
よ
り
ほ
の
か
に
見
ゆ
る

 
 
月
影
い
と
わ
り
な
き
を
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
九
）

の
よ
う
に
弁
内
侍
個
人
の
も
の
と
な
り
え
て
い
る
。

 
 
と
も
し
火
の
影
か
す
か
な
る
も
お
も
し
ろ
ぐ
て
少
将
の
内
侍
（
少
将
内
侍

 
 
の
歌
と
弁
内
侍
の
返
歌
略
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
八
）

 
 
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
（
少
将

 
 
内
侍
の
歌
と
弁
内
侍
の
返
歌
略
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
一
）

と
少
将
内
侍
の
心
情
を
表
現
し
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
前
回
の
論
で
指
摘
し
た
、

『
弁
内
侍
日
記
』
に
は
少
将
内
侍
の
視
点
に
立
っ
た
叙
述
が
い
く
つ
も
あ
る
と

い
う
、
作
品
の
方
法
と
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
は
当
番
の
女
房
が
交
替
で
記
し
た
職
務
の
日
記
で

あ
り
、
感
情
も
個
性
も
押
さ
え
た
、
事
実
の
列
挙
と
い
う
文
章
に
な
る
の
は
当

然
で
ハ
一
個
人
の
記
で
あ
る
『
弁
内
侍
日
記
』
が
そ
れ
と
異
な
る
の
も
む
ろ
ん

（51）



必
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
歌
を
含
ま
な
い
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
に

対
し
て
、
『
弁
内
侍
日
記
』
に
は
ど
の
段
に
も
弁
内
侍
も
し
く
は
少
将
内
侍
の

歌
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
姉
妹
の
歌
だ
け
で
他
人
の
歌
は
載
せ
な
い
と
い

う
方
針
が
最
初
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
前
回
の
小
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
『
弁

内
侍
日
記
』
は
記
録
を
目
的
と
し
た
も
の
で
も
な
く
、
き
わ
め
て
私
的
な
作
品

な
の
で
あ
っ
た
。
題
材
を
自
分
が
内
侍
と
し
て
務
め
て
い
る
宮
中
に
限
定
し
な

が
ら
、
な
お
公
的
な
も
の
で
も
記
録
が
目
的
の
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
、
『
お

湯
殿
の
上
の
日
記
』
と
併
せ
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
よ
く
わ
か
る
。

 
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
に
は
「
天
皇
の
動
静
を
中
心
に
朝
儀
や
叙
位
任
官
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

臣
下
へ
の
下
賜
、
幕
府
や
公
家
か
ら
の
進
献
等
が
書
か
れ
て
い
る
」
。
天
皇
近

侍
の
女
房
の
記
録
と
し
て
当
然
の
内
容
だ
が
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
『
弁
内
侍

日
記
』
を
見
る
と
、
欠
け
て
い
る
事
項
が
多
い
。
『
弁
内
侍
日
記
』
の
最
初
の

年
は
譲
位
の
正
月
二
十
九
日
か
ら
だ
か
ら
、
年
頭
の
記
載
か
ら
見
ら
れ
る
第
二

年
の
寛
元
五
年
（
宝
治
元
年
“
一
二
四
七
）
を
例
に
と
っ
て
、
『
史
料
綜
覧
』

か
ら
正
月
の
天
皇
に
関
わ
る
事
項
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

●
一
日

〇
五
日

●
七
日

〇
一
五
日

〇
一
六
日

〇
一
七
日

●
一
九
日

こ
れ
ら
の
中
で

小
朝
拝
、
節
会
。

叙
位
。

白
馬
節
会
。

政
始
。

踏
歌
節
会
。

射
礼
。

摂
政
実
経
ヲ
白
垂
、
前
関
白
兼
経
ヲ
以
テ
、
之
二
還
補
シ
、

実
働
ヲ
一
条
院
二
幽
閉
ス
。

 
 
『
弁
内
侍
日
記
』
に
記
事
の
あ
る
の
は
●
を
付
け
た
も

 
 
の
だ
け
で
あ
る
。
記
事
の
あ
る
段
に
し
て
も
、
「
は
い
ら
い
の
け
い
き
、

 
 
こ
と
に
め
で
た
く
て
」
（
三
二
）
「
白
馬
の
節
会
な
り
。
春
の
日
か
げ
も
う

 
 
ら
ら
か
な
る
に
、
内
弁
の
よ
そ
ほ
ひ
ゆ
ゆ
し
く
み
え
し
か
ば
」
「
そ
の
夜
、

 
 
は
く
ば
の
わ
た
る
を
見
て
」
（
三
三
）
と
あ
る
だ
け
で
、
事
の
詳
細
は
全

 
 
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
・
諸
方
か
ら
の
進
物
な
ど
に
つ
い
て
も
何
も
記
載
は

 
 
な
い
。
そ
れ
は
天
皇
の
四
歳
と
い
う
幼
さ
に
よ
る
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

 
 
ど
の
段
に
も
歌
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
歌
を

 
 
伴
わ
な
い
よ
う
な
こ
と
は
何
も
書
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

 
 
る
。

 
 
 
日
記
文
学
の
研
究
史
の
か
な
り
長
い
間
、
記
録
と
し
て
の
日
記
と
日
記

 
 
文
学
と
は
混
同
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
『
土
佐
日
記
』
に
よ
っ
て
先

 
 
鞭
が
つ
け
ら
れ
、
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
日
記
文

 
 
学
が
、
記
録
と
し
て
の
日
記
と
は
性
格
を
異
に
す
る
文
学
作
品
で
あ
る
こ

 
 
と
は
、
今
日
で
は
ほ
ぼ
常
識
に
な
っ
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

 
 
わ
た
く
し
は
そ
の
間
の
事
情
を
論
究
し
た
上
で
、
日
記
を
つ
ぎ
の
よ
う
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
分
類
し
た
こ
と
が
あ
る
。

圃
-
口
・
一
・
ー
ー
L
田
醸
難

  

@ 

@B
n
作
的
土
、
薗
を
も
．
て
童
．
か
れ
た
作
．
．
隷
鱗
鶴
の

 
こ
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
や
『
和
泉
式
部
日
記
』
な
ど

と
共
に
『
弁
内
侍
日
記
』
は
B
の
こ
で
あ
り
、
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
は
、

『
河
海
抄
』
な
ど
に
そ
の
一
部
が
引
か
れ
て
存
在
の
知
ら
れ
る
『
太
后
御
記
』
、
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と
共
に
A
の
ロ
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
両
者
は
全
く
別
系
統
の
作
品
な
の

で
あ
る
。
『
弁
内
侍
日
記
』
か
ら
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
を
連
想
す
る
こ
と

は
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
「
弁
内
侍
日
記
は
そ
れ
に
近
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
」

と
か
＝
女
房
の
目
か
ら
み
た
公
的
日
記
に
近
い
も
の
で
、
御
湯
殿
の
上
の
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

記
の
先
行
を
な
す
も
の
か
と
思
わ
れ
る
」
と
な
る
と
、
そ
れ
は
間
違
い
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

二

 
宝
治
三
年
（
一
二
四
九
）
が
建
長
と
改
元
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
が
『
弁
内
侍

日
記
』
に
は
、

 
 
 
三
年
二
十
八
日
、
改
元
な
り
、
公
卿
八
人
、
上
卿
花
山
院
の
大
納
言
さ

 
 
だ
ま
さ
、
経
光
の
宰
相
な
ど
ぞ
き
こ
え
し
。
奏
ま
つ
ほ
ど
、
ふ
く
る
ま
で

 
 
台
盤
所
に
内
侍
た
ち
何
と
な
き
物
語
し
て
、
い
に
し
へ
の
延
暦
・
延
喜
は
'

 
 
二
十
年
に
も
あ
ま
り
け
る
に
、
か
く
ほ
ど
な
く
か
は
る
な
ご
り
を
し
き
や

 
 
う
に
こ
そ
な
ど
い
ひ
て
弁
内
侍
、

 
 
 
 
ほ
ど
も
な
く
か
は
る
も
つ
ら
し
い
に
し
へ
は
は
た
と
せ
あ
ま
る
と
し

 
 
 
 
も
あ
る
世
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
八
八
）

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
の
二
月
一
日
に
は
『
日
記
』
八
一
段
に
も

詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
閑
院
御
所
が
炎
上
し
、

 
 
世
の
中
と
か
く
さ
わ
が
し
と
て
、
年
号
か
は
る
。
三
月
十
八
日
建
長
に
な

 
 
り
ぬ
れ
ど
、
…
…
（
増
鏡
 
増
補
本
系
煙
の
末
々
 
講
談
社
学
術
文
庫
本
）

と
い
う
こ
と
か
ら
の
改
元
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
『
増
鏡
』
に
も
あ
る
よ
う
に
三

月
十
八
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
、
『
新
註
』
．
が
『
百
錬
抄
』
を
引
い
て
指
摘
し
て

お
り
、
同
時
代
の
即
時
の
記
録
と
し
て
は
『
岡
屋
関
白
記
』
に
詳
し
い
。
そ
れ

『
弁
内
侍
日
記
』
論
 
三
 
一
そ
の
文
学
性
一

が
『
弁
内
侍
日
記
』
に
二
十
八
日
半
誤
ま
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

伝
写
の
過
程
で
の
誤
写
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
が
、
『
日
記
』
の
構

成
を
見
る
と
誤
写
と
は
い
え
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、

 
 
二
十
日
は
臨
時
の
祭
の
黒
馬
御
覧
な
り
。
…
…
 
 
 
 
 
（
八
六
）

 
 
花
ざ
か
り
こ
と
に
お
も
し
ろ
か
り
し
に
、
た
め
う
じ
の
中
将
奉
公
に
て
御

 
 
ま
り
あ
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
八
七
）

の
記
事
の
次
に
改
元
の
段
が
置
か
れ
て
い
る
。
石
清
水
臨
時
の
祭
の
弓
馬
御
覧

は
、
『
岡
屋
関
白
記
』
の
三
月
二
十
日
の
条
に
「
今
日
臨
時
祭
御
馬
御
覧
也
」

と
あ
っ
て
、
三
月
二
十
日
で
あ
る
こ
と
は
動
か
せ
な
い
。
と
な
る
と
、
改
元
を

記
し
た
八
八
段
は
『
弁
内
侍
日
記
』
成
立
の
最
初
か
ら
三
月
二
十
日
以
後
の
も

の
と
し
て
こ
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
改
元
が
二

十
八
日
と
誤
認
さ
れ
た
上
で
そ
の
記
事
が
こ
こ
に
置
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
誤
認
が
な
さ
れ
た
事
情
と
し
て
は
、

 
 
一
 
作
者
弁
内
侍
の
誤
認
。

 
 
二
 
 
『
弁
内
侍
日
記
』
を
現
在
の
よ
う
な
形
に
ま
と
め
た
の
が
弁
内
侍
以

 
 
 
 
外
の
第
三
者
で
、
そ
の
編
者
と
で
も
い
・
γ
人
の
誤
認
。

の
う
ち
の
ど
れ
か
で
あ
ろ
う
。

 
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
て
も
、
『
弁
内
侍
日
記
』
が
そ
の
時
そ
の
時
に
書
き

継
が
れ
て
い
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
こ
の
改
元
の
記
事
の
位
置
か
ら
も
わ

か
る
。
と
い
っ
て
も
、
平
安
時
代
の
い
ぐ
つ
も
の
作
品
の
よ
う
に
回
想
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
弁
内
侍
の
作
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
時
点
で
集
中

的
に
な
さ
れ
た
か
、
何
段
階
に
分
か
れ
て
か
は
と
も
か
く
、
自
分
の
書
い
た
文

章
と
歌
を
基
に
し
て
書
き
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ

で
一
も
、
こ
の
段
の
記
事
を
最
初
に
書
い
た
段
階
で
の
誤
認
（
一
A
）
と
、
ま
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と
め
の
段
階
で
の
、
基
に
し
た
資
料
に
日
付
が
明
記
さ
れ
て
い
ず
そ
れ
を
補
っ

た
た
め
の
誤
認
（
一
B
）
と
い
う
、
二
つ
の
可
能
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
た

だ
し
、
『
弁
内
侍
日
記
』
を
第
三
者
の
編
纂
と
す
る
に
は
、
そ
の
成
立
を
弁
内

侍
の
死
後
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
彼
女
に
は
少
将
内
侍
に
続
け
て
父
信
実
を

も
喪
う
悲
し
み
の
歌
が
残
さ
れ
て
お
り
（
新
後
置
一
五
五
二
）
、
父
信
実
の
死

は
前
回
も
触
れ
た
よ
う
に
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
だ
か
ら
、
後
深
草
天
皇
退

位
か
ら
で
も
六
年
以
上
は
生
き
て
い
る
。
『
弁
内
侍
日
記
』
の
各
段
は
ご
く
一

部
を
除
い
て
整
然
と
し
た
配
列
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
後
の
他
人
の
編
纂
に
よ
る

と
は
考
え
に
く
い
。
二
説
の
成
立
す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
。

 
『
弁
内
侍
日
記
』
を
読
ん
で
い
く
と
、
そ
れ
が
事
件
当
日
に
書
か
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
か
な
り
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
段
が
い
く
つ

も
目
に
つ
く
。

 
 
卯
月
の
こ
ろ
、
太
政
大
臣
殿
北
山
に
お
は
し
ま
す
ほ
ど
、
女
房
た
ち
ほ
と

 
 
と
ぎ
す
の
初
音
た
つ
ね
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
に
、
か
ひ
が
ひ
し
く
き
き

 
 
て
太
政
大
臣
殿
、

 
 
 
 
ほ
と
と
ぎ
す
た
、
、
つ
ね
に
き
つ
る
山
里
の
ま
つ
に
か
ひ
あ
る
初
音
を
ぞ

 
 
 
 
｝
さ
く

 
 
少
将
内
侍
、

 
 
 
 
ほ
と
と
ぎ
す
さ
こ
そ
は
山
の
か
ひ
あ
り
て
大
宮
人
の
初
音
き
く
ら
め

 
 
弁
内
侍
、

 
 
 
 
く
も
る
よ
り
た
つ
ね
ざ
り
せ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
初
音
も
山
の
か
ひ
や
な

 
 
 
 
か
ら
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
六
）

 
宝
治
元
年
四
月
当
時
の
太
政
大
臣
は
源
霊
光
だ
が
、
こ
こ
で
は
北
山
に
邸
宅

が
あ
る
と
い
い
、
『
続
後
撰
集
』
夏
一
七
七
・
一
七
八
に
第
一
首
と
第
三
首
が

前
太
政
大
臣
と
弁
内
侍
の
歌
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
前
年
十
二

月
九
日
に
上
表
し
て
太
政
大
臣
を
辞
し
た
藤
原
実
氏
を
差
し
て
い
る
。
黒
氏
は

こ
の
作
品
で
は
最
後
ま
で
太
政
大
臣
殿
で
通
さ
れ
て
い
て
（
『
新
註
』
人
名
索

引
参
照
）
、
退
任
後
も
弁
内
侍
は
実
氏
を
太
政
大
臣
と
し
て
遇
し
て
い
た
と
見

る
べ
き
で
、
後
年
の
執
筆
故
の
記
憶
違
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、

「
卯
月
十
日
の
こ
ろ
」
と
い
う
書
き
方
は
こ
の
段
が
北
山
行
き
よ
り
か
な
り
後

の
筆
に
な
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

 
 
月
の
あ
か
か
り
し
夜
、
清
涼
殿
の
霊
廟
に
人
々
あ
ま
た
あ
そ
ぶ
中
へ
、
中

 
 
宮
大
夫
隆
親
扇
の
つ
ま
を
を
り
た
る
に
書
き
つ
け
て
、
（
少
将
内
侍
と
弁
内

 
 
侍
の
歌
略
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
六
〇
）

 
「
八
月
十
五
夜
」
（
五
八
）
「
十
六
日
」
（
五
九
）
に
続
く
段
で
、
か
な
り
後

の
筆
で
あ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。
十
五
夜
の
段
も
「
院
の
御
会
侍
り
し
に

…
…
さ
ら
ぬ
殿
上
人
も
侍
り
し
か
ど
も
、
こ
れ
こ
そ
と
を
り
に
み
え
し
花
山
院

の
大
納
言
は
…
…
歌
講
ぜ
ら
れ
し
ほ
ど
に
ぞ
参
ら
れ
た
り
し
。
…
…
御
連
歌
な

ど
も
あ
り
し
」
と
珍
し
く
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
を
多
用
し
て
い
て
、
後
日
の

記
で
あ
ろ
う
。
中
に
は
さ
ま
れ
た
五
九
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
三
段
は
同
じ
頃
に

書
か
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
後
も
、

 
 
権
大
納
言
夜
番
に
参
り
て
、
萩
の
戸
に
て
遊
び
侍
り
し
に
、
 
（
六
こ

 
 
申
言
の
御
方
へ
御
使
に
参
る
と
て
萩
の
戸
の
す
い
が
い
よ
り
見
れ
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
六
二
）

 
 
勾
当
の
内
侍
の
、
つ
ま
の
局
に
て
夜
も
す
が
ら
琵
琶
ひ
き
あ
か
し
給
ひ
し

 
 
を
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
六
三
）

 
 
九
月
十
四
日
、
殿
の
上
表
な
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
六
四
）

 
 
同
じ
月
の
頃
、
万
里
の
小
路
の
大
納
言
、
白
露
の
す
け
ど
の
、
中
納
言
の
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す
け
ど
の
な
ど
さ
そ
ひ
て
、
河
よ
り
あ
な
た
ま
で
夜
も
す
が
ら
遊
び
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
六
五
）

 
 
秋
の
夜
な
が
く
て
い
と
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、
 
 
 
 
 
 
（
六
六
）

 
 
中
宮
大
夫
、
た
か
つ
ん
じ
と
い
ふ
女
嬬
に
か
く
い
は
ば
や
と
思
ふ
、
い
か

 
 
が
と
て
、
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
六
七
）

 
 
常
の
御
所
の
御
壷
に
秋
の
草
ど
も
植
ゑ
ら
れ
た
る
中
に
、
 
 
（
六
八
）

 
 
月
あ
か
き
夜
、
同
じ
お
つ
ぼ
の
菊
い
と
お
も
し
ろ
き
を
、
 
 
（
六
九
）

の
よ
う
に
六
四
段
を
除
い
て
そ
の
日
の
記
と
は
思
え
な
い
も
の
が
続
く
。
そ
の

後
の
、

 
 
五
節
は
十
六
日
よ
り
は
じ
ま
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
，
 
（
七
〇
）

も
、
そ
れ
に
続
く
七
一
段
の
、

 
 
節
会
は
十
八
日
な
れ
ば
、
月
い
と
あ
か
か
り
し
に
、
召
し
に
す
す
み
て
侍

 
 
り
し
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
七
一
）

と
い
う
書
き
方
か
ら
考
え
れ
ば
、
五
節
の
記
事
全
体
が
後
日
の
執
筆
に
よ
る
も

の
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
も
、
「
臨
時
の
祭
の
御
母
御
覧
の
日
」

（
七
二
）
「
叙
位
に
滝
口
の
す
ぐ
る
を
聞
け
ば
」
（
七
三
）
と
月
日
の
記
さ
れ
て

い
な
い
記
事
が
続
き
、
「
二
十
四
日
記
録
所
の
行
幸
な
り
」
で
始
ま
る
段
（
七
四
）

で
宝
治
元
年
は
終
わ
る
。
翌
年
は
母
の
喪
に
服
し
て
里
に
い
て
、

 
 
宝
治
二
年
母
の
忌
に
て
里
に
侍
り
し
に
、
石
清
水
の
臨
時
の
祭
、
二
十
日
、

 
 
思
ひ
や
り
て
弁
内
侍

 
 
（
三
略
）

 
 
同
じ
頃
夏
の
ひ
と
へ
を
た
ま
は
せ
た
れ
ば
弁
内
侍
（
歌
略
）
 
（
七
五
）

と
い
・
ユ
ニ
月
の
記
述
の
後
、
「
十
二
月
十
九
日
仏
名
の
夜
ま
み
り
た
り
し
に
月

い
と
さ
え
て
お
も
し
ろ
し
」
と
い
う
再
出
仕
の
段
（
七
六
）
が
あ
る
だ
け
で
あ

『
弁
内
侍
日
記
』
論
 
三
 
1
そ
の
文
学
性
一

る
。
つ
ま
り
、
宝
治
元
年
の
半
年
か
ら
二
年
の
末
ま
で
の
か
な
り
長
い
間
、
そ

の
日
そ
の
時
に
書
か
れ
た
段
は
ま
ず
な
い
こ
と
に
な
る
。

 
そ
の
他
に
も
、
宝
治
二
年
二
月
一
日
の
閑
院
御
所
炎
上
の
八
一
段
は
、
避
難

の
際
車
か
ら
輿
に
乗
り
移
っ
た
皇
后
宮
に
つ
い
て
、
中
納
言
の
典
侍
が
車
の
下

簾
を
う
ま
く
使
っ
て
目
立
た
ぬ
よ
う
「
と
か
く
ま
ぎ
ら
は
し
」
た
の
だ
が
、

 
 
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
あ
っ
て
後
日
の
記
述
と
わ
か
り
、
こ
れ
も
す
で
に
引
い
た
、
建
長
二
年
（
一

二
五
〇
）
十
月
十
三
日
の
朝
観
の
行
幸
の
段
（
一
二
二
）
は
、

 
 
還
御
の
の
ち
、
め
で
た
か
り
し
そ
の
日
の
事
ど
も
申
し
い
で
て
ぞ
、
め
し

 
 
た
る
ま
ね
（
二
字
、
き
ぬ
カ
）
、
た
れ
が
し
は
何
色
々
々
と
、
少
々
萩
の

 
 
戸
に
て
し
る
し
侍
り
し
に
…
…

と
、
還
御
し
て
す
ぐ
御
所
の
一
室
で
弁
内
侍
が
記
し
た
記
録
の
あ
っ
た
こ
と
を

語
グ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
現
在
の
こ
の
段
に
は
そ
う
し
た
服
飾
の
記
述
な
ど
ま

っ
た
く
な
く
、
そ
れ
と
は
別
の
、
も
っ
と
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と

い
う
ふ
う
に
一
々
例
示
し
て
い
く
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま

で
に
掲
げ
た
も
の
の
他
の
、
や
は
り
後
日
の
回
想
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と

推
定
で
き
る
記
述
の
段
数
だ
け
を
以
下
に
記
し
て
お
く
。
七
、
＝
二
、
四
〇
、

八
三
、
八
七
、
九
三
、
九
七
、
一
〇
一
、
一
〇
二
、
一
〇
九
、
一
一
九
、
一
二

〇
、
一
二
一
、
一
二
二
、
一
二
五
、
一
二
六
、
コ
ニ
一
二
、
＝
二
七
、
一
四
七
、

一
六
一
、
一
七
〇
。

 
回
想
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
出
来
事
の
直
後
に
記
さ
れ
た

メ
モ
や
日
記
の
類
を
基
に
し
て
の
も
の
も
む
ろ
ん
多
く
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

日
付
の
明
記
さ
れ
た
も
の
の
中
に
は
そ
の
時
そ
の
時
に
書
か
れ
た
（
ま
ま
の
）

［55）



も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
全
体
的
に
見
て
、
『
弁
内
侍
日
記
』
は
日
次

の
記
で
も
な
い
し
、
次
々
と
書
き
継
が
れ
て
い
っ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
一

気
に
か
、
何
回
か
に
わ
た
っ
て
か
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
が
、
回
想
も
ま
じ
え
て

ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
当
然
そ
こ
に
は
、
作
品
化
す
る
に
あ
た
っ
て

の
、
執
筆
意
図
な
り
編
纂
意
図
な
り
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

三

 
『
弁
内
侍
日
記
』
の
中
心
を
な
す
も
の
は
歌
で
あ
っ
た
。
『
弁
内
侍
日
記
新
註
』

の
分
け
方
で
は
＝
二
九
段
だ
け
が
歌
を
含
ま
な
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
本
来

一
三
八
、
＝
二
九
、
一
四
〇
の
三
段
は
一
続
き
で
、
こ
れ
を
一
ま
と
め
に
し
て

考
え
れ
ば
、
ど
の
段
に
も
歌
が
入
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
も
弁
内
侍
の

歌
で
あ
る
。
四
段
と
一
八
段
は
少
将
内
侍
の
歌
だ
け
だ
が
、
こ
れ
も
前
回
に
論

じ
た
よ
う
に
、
少
将
内
侍
の
視
点
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
描
写
と
共
に
、
『
弁
内

侍
日
記
』
が
弁
自
身
と
仲
の
よ
い
妹
少
将
内
侍
と
の
集
と
い
う
性
格
を
有
し
て

い
る
た
め
で
あ
っ
た
。
た
だ
一
つ
問
題
が
残
る
の
は
五
三
段
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
、
只
今
は
御
前
に
ま
み
る
ほ
ど
な
れ
ば
御
格
子
も
す
べ
ら
ず
、

 
 
御
帳
の
も
と
に
て
御
覧
ぜ
さ
せ
お
は
し
ま
す
。
こ
と
に
く
ま
な
く
見
ゆ
れ

 
 
ば
、
ば
い
ぜ
む
為
氏
な
り
。

 
 
 
 
今
宵
ま
だ
は
じ
め
の
秋
の
な
か
ば
と
て
か
つ
が
つ
月
の
影
ぞ
み
ち
ぬ

 
 
 
 
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．

 
こ
の
文
で
は
「
今
宵
ま
だ
」
の
作
者
は
為
氏
と
読
む
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

『
新
編
国
歌
大
観
』
も
為
氏
と
し
て
い
る
。
た
だ
そ
う
な
る
と
、
・
弁
内
侍
の
歌

も
少
将
内
侍
の
歌
も
含
ま
な
い
段
が
こ
こ
に
だ
け
出
来
て
し
ま
う
。
傍
線
部
分

は
、
群
書
類
従
本
（
『
新
註
』
の
底
本
）
や
内
閣
文
庫
本
で
は
こ
の
と
お
り
本

文
と
同
大
だ
が
、
児
童
製
本
は
「
は
い
せ
ん
為
氏
也
」
と
小
字
の
注
記
に
な
っ

て
い
る
。
『
新
註
』
は
「
ば
い
ぜ
む
造
立
な
り
」
全
体
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
注

と
し
て
附
記
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
注
を
つ
け
て
い
る
。
「
御
前
に
ま

み
る
」
（
天
皇
に
お
食
事
を
差
し
上
げ
る
）
の
部
分
に
付
け
た
注
記
が
本
文
に

紛
れ
込
ん
だ
と
い
う
可
能
性
は
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
歌
の
詠
み
手
は

弁
内
侍
に
見
え
て
く
る
。
た
だ
そ
れ
で
も
、
自
分
の
歌
で
も
そ
の
前
に
弁
内
侍

と
作
者
名
を
書
く
の
が
こ
の
作
品
の
例
だ
か
ら
、
こ
こ
は
例
外
に
な
り
、
疑
問

は
残
る
。
「
ば
い
ぜ
ん
為
氏
也
に
」
の
「
に
」
め
脱
落
と
考
え
て
も
、
弁
内
侍
と

い
う
作
者
名
の
な
い
の
は
同
じ
だ
し
、
「
清
涼
殿
い
か
な
ら
ん
」
と
仰
せ
に
な
り
、

御
帳
の
も
と
で
月
を
見
て
い
る
人
（
摂
政
か
）
を
さ
し
お
い
て
為
氏
に
向
か
っ

て
歌
を
詠
む
こ
と
は
あ
り
え
ま
い
。
と
、
あ
れ
こ
れ
思
案
に
く
れ
る
の
だ
が
、

「
清
涼
殿
い
か
な
ら
ん
」
と
い
う
問
い
か
け
は
陪
相
中
の
為
氏
に
で
は
な
く
弁

内
侍
へ
の
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
に
答
え
る
形
の
こ
の
歌
が
弁
内
侍
の

も
の
で
あ
る
可
能
性
は
大
き
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
『
弁
内
侍
日
記
』
は
あ
く
ま
で
も
歌
を
中
心
に
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
た
と

い
ど
ん
な
大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
弁
内
侍
か
少
将
内
侍
の
歌
を

伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
こ
こ
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
今
日
『
弁
内
侍
日
記
』
を
日
記
文
学
と
し
て
読
も
う
と
す
る
あ
ま
り
、

つ
い
散
文
の
部
分
に
目
が
行
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
ま
ず
歌
を
鑑
賞
し
て
も
ら

う
こ
と
を
作
者
は
欲
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
歌
人
と
し
て
弁
内
侍
と
少
将
内

侍
が
い
か
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
か
は
前
回
で
述
べ
た
と
お
ゆ
で
あ
る
。
『
弁

内
侍
日
記
』
が
ま
と
め
ら
れ
、
読
者
の
目
に
ふ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
少

な
く
と
も
『
日
記
』
現
存
本
の
最
終
年
で
あ
る
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
よ
り

（56）



後
の
こ
と
だ
が
、
『
日
記
』
第
三
年
の
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
に
後
嵯
峨
院

よ
り
院
宣
が
下
り
、
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
に
奏
覧
さ
れ
た
『
続
後
撰
和
歌

集
』
に
は
弁
内
侍
四
首
、
少
将
内
侍
五
首
が
採
ら
れ
て
も
い
る
。
つ
ま
り
『
弁

内
侍
日
記
』
は
勅
撰
歌
人
の
集
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
の
初
期
の
読
者
た
ち

は
ま
ず
そ
う
し
た
観
点
か
ら
読
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
に
立

っ
て
読
む
と
き
、
『
弁
内
侍
日
記
』
は
け
っ
し
て
期
待
を
裏
切
る
こ
と
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
作
中
の
弁
内
侍
の
歌
で
勅
撰
集
に
採
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
六

首
で
あ
る
。
勅
撰
集
の
形
で
掲
げ
、
『
日
記
』
の
段
数
を
付
記
し
た
。

 
 
1
 
卯
月
の
つ
い
た
ち
ご
ろ
、
内
よ
り
女
房
と
も
な
ひ
て
郭
公
き
き
に
と

 
 
 
 
て
西
園
寺
に
ま
か
れ
り
け
る
に
、
は
つ
こ
ゑ
き
き
て
よ
み
侍
り
け
る

 
 
 
 
前
太
政
大
臣
（
歌
謡
）
、

 
 
 
 
こ
れ
を
き
き
て
よ
み
侍
り
け
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弁
内
侍

 
 
 
雲
井
よ
り
た
つ
ね
ざ
り
せ
ば
郭
公
は
つ
ね
も
山
の
か
ひ
や
な
か
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
続
後
撰
 
夏
 
一
七
八
。
四
六
段
）

 
 
2
 
な
が
月
の
例
幣
に
神
祇
官
に
ま
み
り
て
侍
り
け
る
に
、
に
し
き
を
お

 
 
 
 
り
い
で
ぬ
よ
し
申
し
け
る
を
り
し
も
時
雨
の
し
け
れ
ば
 
豊
平
内
侍

 
 
 
夕
時
雨
木
の
は
を
そ
む
る
時
し
も
あ
れ
な
ど
お
り
あ
へ
ぬ
錦
な
る
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
続
拾
遺
 
雑
秋
 
六
二
五
。
、
一
四
四
段
）

 
 
3
 
後
深
草
院
位
十
時
、
花
の
さ
か
り
に
上
達
部
殿
上
人
ま
り
つ
か
う
ま

 
 
 
 
つ
り
け
る
を
御
覧
ぜ
ら
れ
け
る
よ
し
き
こ
し
め
し
て
、
松
枝
に
ま
り

 
 
 
 
つ
け
て
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ
と
て
む
す
び
つ
け
さ
せ
給
う
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
後
嵯
峨
院
御
製
（
歌
略
）

 
 
 
 
御
返
し
 
 
 
 
 
 
 
 
後
深
草
極
地
内
侍

 
 
 
か
ぎ
り
な
き
千
世
の
あ
ま
り
の
あ
り
か
ず
は
け
ふ
か
ぞ
ふ
と
も
つ
き
じ

『
弁
内
侍
日
記
』
論
 
三
 
1
そ
の
文
学
性
1

 
 
と
そ
思
ふ
 
 
 
 
 
 
 
（
玉
葉
 
賀
 
一
〇
六
二
。
一
一
一
段
）

 
4
 
後
深
草
院
御
時
、
五
節
は
て
て
官
庁
よ
り
閑
院
へ
還
御
な
り
て
後
よ

 
 
 
み
侍
り
け
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弁
内
侍

 
 
 
 
雲
み
に
て
あ
り
し
く
も
み
の
恋
し
き
は
ふ
る
き
を
し
の
ぶ
心
な
り

 
 
 
け
り
 
 
 
 
 
 
 
 
（
玉
葉
 
雑
五
 
二
六
〇
九
。
二
六
段
）

 
5
 
白
菊
草
魚
の
御
位
の
は
じ
め
く
ろ
き
の
屋
へ
む
か
ひ
て
侍
り
け
る

 
 
 
に
、
か
み
あ
げ
の
く
し
を
お
と
し
て
官
庁
の
局
へ
こ
ひ
に
っ
か
は
し

 
 
 
た
り
け
る
に
、
こ
れ
も
さ
し
あ
ふ
よ
し
申
し
侍
り
け
る
程
に
事
も
よ

 
 
 
く
な
り
ぬ
と
た
び
た
び
せ
め
ら
れ
け
れ
ば
、
弁
内
侍
が
も
と
へ
よ
み

 
 
 
て
っ
か
は
し
け
る
 
少
将
内
侍
 
し
ば
し
ま
て
う
ち
た
れ
が
み
の
さ

 
 
 
し
ぐ
し
を
さ
し
忘
れ
た
る
時
の
ま
ば
か
り
（
二
〇
二
〇
）
 
と
申
し

 
 
 
て
侍
り
け
れ
ば
く
し
を
つ
か
は
す
と
て
、
 
 
 
 
 
 
 
弁
内
侍

 
 
さ
し
ぐ
し
の
さ
し
あ
ふ
程
の
時
の
ま
は
う
ち
た
れ
が
み
も
わ
れ
ぞ
み
だ

 
 
る
る
 
 
 
 
 
 
 
 
（
新
千
載
 
雑
下
 
二
〇
二
一
。
二
一
段
）

 
6
 
花
山
院
前
内
大
臣
宰
相
中
将
に
侍
り
け
る
比
母
の
服
に
て
こ
も
り
ゐ

 
 
 
侍
り
け
る
に
、
南
殿
の
橘
の
さ
か
り
に
な
り
け
る
を
を
り
て
つ
か
は

 
 
 
す
と
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
噛
 
 
 
 
後
深
草
院
弁
内
侍

 
 
あ
ら
ざ
ら
む
袖
の
色
に
も
わ
す
る
な
よ
花
橘
の
な
れ
し
匂
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
新
千
載
 
哀
傷
 
二
一
八
六
。
四
九
段
）

 
 
 
返
し
、
に
び
い
ろ
の
う
す
や
う
に
か
き
て
し
き
み
の
枝
に
つ
け
て
つ

 
 
 
か
は
し
け
る
 
花
山
院
前
内
大
臣
 
い
に
し
へ
に
な
れ
し
匂
を
思
ひ

 
 
 
い
で
て
我
が
袖
ふ
れ
ん
花
や
や
つ
れ
ん
（
二
一
八
七
）

『
弁
内
侍
日
記
』
二
六
段
で
は
は
っ
き
り
弁
内
侍
の
作
と
な
っ
て
い
る
歌
が
、

 
7
 
寛
元
四
年
、
五
節
官
庁
に
て
侍
り
け
る
に
、
。
午
日
節
会
は
つ
る
程
、

曳

（57）



 
 
 
 
有
明
の
月
の
光
く
ま
な
く
見
え
侍
り
け
れ
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
後
面
草
山
少
将
内
侍

 
 
 
こ
こ
の
へ
に
よ
を
か
さ
ね
つ
る
雪
の
う
へ
の
有
明
の
月
を
い
っ
か
忘
れ

 
 
 
ん
（
玉
葉
冬
一
〇
＝
二
）

と
少
将
内
侍
の
歌
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

 
こ
の
他
一
四
段
の
移
相
と
の
少
将
内
侍
の
贈
答
も
『
新
後
拾
遺
集
』
慶
賀
一

五
四
五
に
採
ら
れ
て
い
る
。
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
を
別
格
と
す
る
と
、

『
う
た
た
ね
』
『
十
六
夜
日
記
』
、
飛
鳥
井
雅
有
の
『
春
の
深
山
路
』
『
嵯
峨
の

通
ひ
』
そ
の
他
の
か
な
日
記
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
『
国
務
内
侍
日
記
』
『
竹
む

き
が
記
』
と
中
世
の
日
記
文
学
を
数
え
挙
げ
て
こ
れ
ほ
ど
の
勅
撰
画
集
歌
を
内

包
し
て
い
る
作
品
は
他
に
は
な
い
。
『
十
六
夜
日
記
』
で
も
入
女
歌
は
四
首
な

の
で
あ
る
。
勅
撰
集
に
見
え
る
弁
内
侍
の
歌
四
五
首
（
少
将
内
侍
の
作
と
し
て

い
る
7
を
入
れ
れ
ば
四
六
首
）
に
は
歌
合
や
百
首
歌
な
ど
で
詠
ま
れ
た
題
詠
と

宮
仕
え
生
活
の
中
で
則
興
的
に
詠
ま
れ
た
歌
と
の
二
つ
の
種
類
の
も
の
が
あ

る
。
入
集
歌
の
大
半
は
前
者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
発
想
の

お
も
し
ろ
い
も
の
が
か
な
り
あ
っ
て
、
弁
内
侍
の
歌
の
魅
力
の
一
つ
に
即
興
で

機
知
に
富
む
歌
作
り
を
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
魅
力
が
最
も
良

く
発
揮
で
き
る
場
が
宮
仕
え
生
活
で
あ
っ
た
。
勅
撰
集
に
採
ら
れ
て
い
な
く
て

も
、
『
弁
内
侍
日
記
』
に
は
そ
う
し
た
魅
力
の
あ
る
歌
が
多
い
。

 
夜
更
け
の
台
盤
所
。
遅
く
参
内
し
た
殿
（
太
政
大
臣
通
光
）
が
「
夜
は
ふ
け

ぬ
る
か
、
丑
の
く
ひ
の
ほ
ど
か
」
と
問
う
が
、
だ
れ
も
答
え
な
い
。
．
少
納
言
内

侍
か
ら
「
心
の
う
ち
に
御
返
事
さ
だ
め
て
あ
り
つ
ら
む
、
い
か
が
」
と
言
わ
れ

て
、 

 
う
た
た
ね
に
ね
や
す
ぎ
な
ま
し
さ
よ
な
か
の
う
し
の
く
ひ
と
も
さ
し
て
し

 
 
ら
ず
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
〇
）

 
丑
の
刻
の
杭
を
刺
す
音
な
ど
ち
っ
と
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
は
、
う
た
た
寝

を
し
て
寝
（
子
）
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
一
は
っ
き
り
は
わ
か
ら

な
い
け
れ
ど
も
、
子
の
刻
は
過
ぎ
、
丑
の
杭
を
刺
す
頃
な
の
で
し
ょ
う
と
い
う

歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
場
の
人
々
が
す
ぐ
に
答
え
な
か
っ
た
理
由
を
も
述
べ

て
い
て
A
い
か
に
も
気
が
利
い
て
い
る
。
も
う
一
つ
時
刻
に
関
す
る
歌
。
萩
の

戸
で
何
ら
か
の
遊
び
が
あ
り
、
摂
政
に
で
あ
ろ
う
か
「
た
だ
今
は
な
に
の
時
ぞ
」

と
問
わ
れ
、
夜
番
の
権
大
納
言
は
「
お
き
て
み
の
時
」
と
答
え
た
。
洒
落
た
答

え
だ
が
、
夜
の
御
殿
で
は
内
侍
が
寝
よ
う
と
し
て
い
る
頃
だ
っ
た
の
で
、

 
 
た
だ
今
は
お
き
て
み
ぞ
と
は
い
ふ
め
れ
ど
衣
か
た
し
き
た
れ
も
ね
な
な
ん

と
異
論
を
と
な
え
た
（
六
一
段
）
。
も
う
亥
を
過
ぎ
て
子
の
頃
だ
と
い
う
の
と

同
時
に
、
そ
ろ
そ
ろ
お
休
み
の
時
間
で
す
よ
と
も
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
 
 
幻

ろ
う
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
薗

 
例
の
閑
院
御
所
の
炎
上
を
記
し
た
八
一
段
。
あ
ま
り
の
こ
と
に
人
々
は
荘
然

と
し
て
い
た
が
、
「
さ
り
な
が
ら
延
喜
・
天
暦
の
か
し
こ
き
御
代
に
も
あ
ま
た

た
び
侍
り
け
る
」
と
言
い
出
す
人
達
も
あ
っ
た
の
で
弁
内
侍
の
詠
ん
だ
歌
。

 
 
や
け
ぬ
と
も
ま
た
こ
そ
た
て
め
宮
ば
し
ら
よ
し
や
煙
の
あ
と
も
な
げ
か
じ

 
巧
拙
な
ど
論
じ
る
必
要
は
な
い
。
と
に
も
か
く
に
も
元
気
の
出
る
歌
で
あ
っ

た
。
こ
の
歌
に
人
々
は
笑
い
、
そ
う
だ
そ
う
だ
と
、
前
向
き
の
姿
勢
を
取
り
戻

す
だ
ろ
う
。
こ
ち
ら
，
も
登
場
人
物
の
一
人
に
で
も
な
っ
た
つ
も
り
で
弁
内
侍
達

の
歌
を
追
っ
て
読
ん
で
い
く
と
、
『
弁
内
侍
日
記
』
は
け
っ
こ
う
楽
し
め
る
作

品
な
の
で
あ
る
。



四

 
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
弁
内
侍
日
記
』
は
歌
集
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

散
文
の
部
分
は
歌
集
の
詞
書
の
領
分
を
超
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

例
え
ば
何
度
も
例
に
引
く
御
所
炎
上
の
段
は
、
彰
考
館
本
で
数
え
て
七
〇
行
、

三
丁
半
を
費
や
し
て
い
る
作
中
で
も
有
数
の
長
い
段
で
あ
る
。
二
首
の
歌
を
除

く
長
い
叙
述
は
、
火
災
に
遭
遇
し
た
人
々
の
動
き
を
克
明
に
追
っ
て
い
て
緊
迫

感
を
伝
え
て
い
る
。
『
弁
内
侍
日
記
新
註
』
の
段
分
け
で
は
歌
を
含
ん
で
い
な

い
一
三
九
段
が
＝
二
八
段
・
一
四
〇
段
と
と
も
に
炎
上
後
二
年
数
的
落
し
て
再

建
な
っ
た
閑
院
へ
還
御
し
た
記
事
で
、
独
立
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
す
で
に

述
べ
た
の
だ
が
、
一
三
九
段
に
見
え
る
閑
院
の
し
つ
ら
い
・
調
度
の
詳
細
な
ど

一
四
〇
段
の
歌
の
詠
ま
れ
た
状
況
の
説
明
と
は
も
う
無
関
係
で
あ
る
。
二
〇
段

の
「
二
十
二
日
の
暁
、
官
庁
へ
行
幸
あ
り
」
で
始
ま
る
記
述
、
五
〇
段
の
「
五

壇
の
御
修
法
は
」
、
い
ろ
い
ろ
な
論
考
で
よ
く
引
か
れ
る
正
月
十
五
日
の
粥
の

杖
を
扱
っ
た
七
八
段
と
」
一
二
〇
段
、
い
き
い
き
と
し
た
詳
細
な
記
述
は
い
く
つ

で
も
あ
げ
ら
れ
る
が
、
長
文
の
も
の
ば
か
り
を
示
す
必
要
は
な
い
。
短
い
文
で

も
、
二
六
段
の
、

 
 
 
節
会
は
て
ね
れ
ば
、
わ
ら
は
の
ぼ
り
、
露
台
の
乱
舞
、
御
前
の
め
し
な

 
 
ど
は
て
、
清
暑
堂
の
月
の
有
明
の
影
、
あ
か
ず
身
に
し
み
て
お
も
し
ろ
き

 
 
を
人
々
な
が
め
て
弁
内
侍
（
歌
A
略
）

 
 
 
か
く
て
閑
院
殿
へ
お
は
し
ま
し
て
、
大
内
裏
の
事
お
も
ひ
い
で
て
舌
内

 
 
侍
（
歌
B
略
）

こ
こ
に
省
略
し
た
歌
A
の
個
所
に
は
前
に
勅
撰
入
集
歌
を
列
挙
し
た
も
の
の
7

の
歌
が
、
歌
B
に
は
同
じ
く
4
の
歌
が
入
る
。
こ
の
段
の
記
述
と
、
7
と
4
と

『
弁
内
侍
日
記
』
論
 
三
 
一
そ
の
文
学
性
1

の
『
玉
葉
集
』
の
詞
書
と
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
『
弁
内
侍
日
記
』
の
散
文
部

分
が
、
短
く
て
も
、
歌
の
成
立
事
情
の
説
明
に
終
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か

る
だ
ろ
う
。
歌
集
で
あ
れ
ば
勅
撰
集
の
詞
書
程
度
の
も
の
で
す
む
の
で
あ
る
。

そ
し
て
全
体
の
三
文
の
二
の
記
事
に
明
記
さ
れ
て
い
る
日
付
け
。
年
が
改
ま
れ

ば
年
号
も
記
さ
れ
、
全
体
が
時
間
的
秩
序
に
従
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
か
ら
し
て
、
作
者
が
日
記
文
学
を
意
識
し
て
こ
の
作
品
を
書
き
、
ま
と
め
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
（
6
＞

 
松
本
寧
至
氏
は
、
中
世
の
日
記
文
学
が
平
安
朝
の
日
記
文
学
に
は
稀
に
し

か
見
ら
れ
な
い
年
号
の
記
述
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ

る
。
日
付
を
明
記
し
、
年
号
も
書
き
、
日
次
の
日
記
に
近
い
形
態
を
取
る
の
が

中
世
の
日
記
文
学
の
一
つ
の
特
色
で
あ
っ
た
。
飛
鳥
井
雅
有
は
、
『
嵯
峨
の
通
ひ
』

で
平
安
朝
の
日
記
文
学
と
の
出
会
い
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

 
 
そ
こ
よ
り
、
土
左
の
日
記
、
紫
の
日
記
、
さ
ら
し
な
の
日
記
、
か
げ
ろ
ふ
，

 
 
の
日
記
な
ど
を
・
こ
せ
た
り
。
ま
こ
と
に
を
ん
な
の
事
な
れ
ば
、
書
損
ん

 
 
な
り
。
お
と
こ
も
か
な
に
か
く
ら
ん
事
、
こ
の
国
の
こ
と
わ
ざ
な
れ
ば
、

 
 
ゆ
へ
あ
り
。
伊
勢
物
が
た
り
も
、
あ
き
つ
し
ま
の
も
じ
に
て
ぞ
あ
る
べ
し

 
 
な
ど
い
ふ
。
う
る
は
し
き
事
は
、
げ
に
真
名
に
て
も
あ
り
な
ん
。
さ
れ
ば
、

 
 
そ
の
か
た
は
、
さ
様
に
か
き
ぬ
。
歌
が
た
な
ど
は
、
か
や
う
に
こ
そ
あ
ら

 
 
め
と
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
今
よ
り
か
き
つ
く
。
す
ぎ
に
し
か
た
の
事
を
も
お
も

 
 
ひ
い
だ
し
て
、
か
き
く
は
ふ
べ
し
。

 
「
そ
こ
」
と
は
当
時
雅
有
が
静
養
し
て
い
た
小
倉
山
の
麓
の
母
の
里
近
く
に

住
む
為
家
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
虫
損
個
所
は
現
存
す
る
唯
一
の
写
本
で
あ
る
天

理
図
書
館
蔵
本
よ
り
以
前
に
生
じ
た
も
の
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
通
じ
な
い
が
、

通
説
の
よ
う
に
「
ん
な
り
」
は
も
と
「
か
ん
な
な
り
」
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
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ろ
う
。
雅
有
は
為
家
か
ら
送
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
作
品
を
見
て
感
じ
る
と
こ
ろ
が

あ
り
、
み
ず
か
ら
も
仮
名
で
日
記
を
記
し
始
め
た
の
だ
が
、
彼
が
ま
と
め
た
の

は
、
紀
行
を
除
け
ば
『
嵯
峨
の
通
ひ
』
も
『
春
の
み
や
ま
路
』
も
日
次
の
日
記

 
 
 
 
ア
 

で
あ
っ
た
。
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
や
『
更
級
日
記
』
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
も

日
記
と
い
え
ば
日
次
の
日
記
を
想
起
す
る
の
が
、
雅
有
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の

時
代
の
多
く
の
人
々
の
常
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
試
み
の
回
想
記
に
日

記
と
い
う
こ
と
ば
を
選
び
取
り
、
日
次
の
日
記
を
離
れ
た
日
記
文
学
を
創
始
し

た
の
は
道
糸
母
で
あ
っ
た
が
、
そ
ん
な
彼
女
自
身
日
次
の
日
記
に
こ
だ
わ
っ
た

 
 
 
 
 
 
お
 

時
期
が
あ
っ
た
。

 
弁
内
侍
が
生
活
し
て
い
た
後
嵯
峨
院
の
院
政
下
の
宮
廷
は
、
和
歌
や
連
歌
の

会
も
盛
ん
で
勅
撰
集
も
編
ま
れ
た
り
し
た
、
華
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
弁
内

侍
た
ち
は
し
ば
し
ば
現
在
の
素
晴
ら
し
さ
を
平
安
中
期
の
王
朝
文
化
の
全
盛
時

と
比
較
し
て
い
る
。

 
 
三
日
が
ほ
ど
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
御
遊
ど
も
あ
り
な
ど
聞
こ
え
し
こ
そ
、
い

 
 
に
し
へ
の
九
条
右
大
臣
の
畳
六
う
ち
給
ひ
た
り
け
む
こ
と
思
ひ
い
で
ら
れ

 
 
て
、
今
さ
ら
ゆ
ゆ
し
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
三
八
）

 
内
裏
炎
上
に
際
し
て
も
延
喜
・
天
暦
の
聖
代
の
例
を
思
い
、

 
 
「
か
や
う
の
月
の
夜
は
、
村
上
、
一
条
院
の
潮
時
は
若
き
上
達
部
・
殿
上

 
 
人
な
ど
、
今
様
う
た
ひ
読
経
あ
ら
そ
ひ
な
ど
侍
り
け
る
に
、
参
り
て
遊
ぶ

 
 
人
の
な
き
、
い
と
こ
そ
く
ち
を
し
け
れ
。
こ
よ
ひ
の
番
の
人
は
誰
か
候
ひ

 
 
つ
る
」
と
問
は
せ
給
へ
ば
、
万
里
の
小
路
の
大
納
言
た
だ
今
ま
で
候
ひ
つ

 
 
る
も
の
を
、
今
し
ば
し
な
ど
申
し
い
で
で
く
ち
を
し
。
 
 
 
（
六
四
）

 
傍
線
部
は
『
紫
式
部
日
記
』
の
「
…
…
若
人
な
ど
の
、
読
経
あ
ら
そ
ひ
、
今

様
う
た
ど
も
も
、
と
こ
ろ
に
つ
け
て
は
、
を
か
し
き
も
あ
り
」
〈
日
本
古
典
文

学
全
集
P
一
六
五
）
か
そ
れ
に
よ
っ
・
た
『
栄
花
物
語
』
初
花
を
意
識
し
た
表
現

で
あ
る
。
今
人
の
な
き
を
嘆
い
た
摂
政
兼
経
も
、
す
ぐ
大
納
言
公
基
を
思
い
起

こ
し
た
弁
内
侍
も
、
現
在
を
村
上
・
一
条
朝
と
比
肩
し
う
る
も
の
と
お
も
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
兼
経
は
「
い
に
し
へ
の
陣
の
定
め
に
、
四
納
言
た
ち
い
か

に
ゆ
ゆ
し
か
り
け
む
。
…
…
」
（
三
七
）
と
語
っ
た
り
し
て
一
条
朝
へ
の
思
い

は
深
い
。

 
 
…
…
馬
形
の
障
子
の
は
ず
れ
よ
り
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
月
影
い
と
わ
り
な
き

 
 
を
、
い
に
し
へ
二
条
の
后
、
後
涼
殿
に
候
ひ
給
ひ
け
む
は
こ
の
一
の
対
の

 
 
ほ
ど
ぞ
か
し
、
そ
の
世
に
も
か
く
や
心
づ
く
し
な
り
け
ん
か
し
な
ど
申
し

 
 
い
で
て
弁
内
侍
（
歌
略
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
九
）

ど
、
誤
認
は
あ
る
よ
う
だ
が
、
『
伊
勢
物
語
』
の
故
事
を
現
在
に
引
き
寄
せ
、

一
二
二
段
で
は
後
嵯
峨
院
の
御
所
で
あ
る
鳥
羽
殿
へ
の
朝
親
の
行
幸
に
は
御
所

の
景
気
に
感
動
し
て
、

 
 
よ
よ
を
へ
て
語
り
伝
ぺ
ん
こ
と
の
は
や
け
ふ
客
舎
（
欠
字
、
見
る
カ
の
御

 
 
力
）
庭
の
も
み
ち
な
る
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
 

と
ま
で
詠
む
。
こ
の
す
ば
ら
し
い
宮
廷
の
は
な
や
か
な
日
々
と
、
そ
こ
で
縦

横
に
ふ
る
ま
い
、
本
領
を
発
揮
し
て
い
る
自
分
達
姉
妹
の
生
活
と
歌
と
を
書
き

残
し
た
い
と
思
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
ん
な
思
い
は
以
前
か

ら
あ
っ
て
資
料
は
揃
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
基
に
し
て
ま
と
め
た
の
が
『
弁
内
侍

日
記
』
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
形
式
的
に
は
日
次
の
日
記
に
近
い
。

そ
の
文
学
性
は
平
安
朝
の
回
想
記
と
し
て
の
日
記
文
学
と
は
別
の
角
度
か
ら
考

え
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
未
完
）

注
1
 
 
『
日
記
文
学
の
研
究
』
（
昭
和
四
〇
・
一
〇
 
塙
書
房
）
 
十
八
 
弁
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32465798
内
侍
日
記

弁
内
侍
日
記
考
 
大
阪
府
立
大
学
紀
要
 
昭
和
三
九
・
三

竹
内
理
三
・
滝
沢
武
雄
編
『
史
籍
解
題
辞
典
 
上
巻
（
古
代
・
中
世
編
）
』

（
昭
和
六
一
・
八
 
東
京
堂
出
版
）

A
『
和
泉
式
部
日
記
論
孜
』
（
昭
和
五
二
・
一
二
 
笠
間
書
房
）
 
第

七
章
の
一
 
日
記
の
語
義
と
そ
の
展
開
 
B
 
日
記
文
学
史
の
可
能
性

日
本
文
学
 
昭
和
五
八
・
五

注
2
に
同
じ
。

『
中
世
女
流
日
記
文
学
の
研
究
』
（
昭
和
五
八
・
二
 
明
治
書
院
）

序
論
第
三
章
中
古
・
中
世
の
日
記
文
学
性
の
変
遷
-
日
記
文
学
と
年
号

か
ら
-
 
原
形
は
 
日
記
文
学
と
年
号
-
中
古
・
中
世
の
日
記
文
学
の
問
題
と
し
て
1
群
馬
女
子
短
期

大
学
紀
要
 
昭
和
五
五
・
六

森
田
 
飛
鳥
井
雅
有
と
日
記
文
学
 
日
本
文
学
研
究
 
一
九
 
昭
和
五

八
・
＝
 
参
照
。

注
4
所
掲
拙
稿
参
照
。

た
だ
し
、
弁
内
待
の
尚
古
の
姿
勢
が
、
今
の
宮
延
に
対
し
て
不
安
や
危

…
機
を
お
ぼ
え
た
と
き
に
特
に
強
い
と
い
う
魅
力
的
な
分
析
が
今
関
敏
子

氏
に
あ
る
。
こ
の
検
討
は
後
に
ゆ
だ
ね
た
い
。
『
弁
内
待
日
記
』
再
考

-
危
機
感
と
表
現
-
 
国
際
研
究
論
叢
 
二
の
二
 
一
九
九
〇
年

（61）

『
弁
内
侍
日
記
』
論
 
三
 
1
そ
の
文
学
性
1


