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一

 
 
 
 
 
 
 
（
1
）

 
最
近
藤
岡
忠
美
氏
が
和
泉
式
部
と
弾
正
宮
為
尊
親
王
と
の
恋
愛
関
係
に
つ
い

て
提
起
さ
れ
た
疑
問
一
二
人
の
恋
愛
が
従
来
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
熱
烈
純

情
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
い
え
ば
こ
の
二
人
の
間
に
は
ほ
ん
と

・
う
に
恋
愛
関
係
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
和
泉
式
部
伝
の
み
な

ら
ず
、
和
泉
式
部
日
記
と
い
う
作
品
の
把
握
や
評
値
に
大
き
く
影
響
す
る
重
大

な
問
題
で
あ
り
、
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
さ
れ
、
な
る
べ
く
早
く
結
論
の
出
さ

れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
こ
の
問
題
の
追
求
の
し
方
に
は
、
少
く
と
も
、

 
一
、
為
尊
親
王
の
生
涯
の
把
握
。

 
二
、
和
泉
式
部
集
や
勅
撰
集
に
、
和
泉
式
部
と
為
尊
親
王
と
に
か
か
わ
る
和

 
 
歌
が
あ
る
か
ど
う
か
を
探
査
す
る
て
と
。

 
三
、
和
泉
式
部
日
記
の
読
み
と
、
日
記
文
学
の
中
で
の
和
泉
式
部
日
記
の
位

 
 
置
づ
け
。

の
三
つ
の
方
向
か
ら
の
取
り
組
み
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
、
藤
岡
氏
の
疑
問
は
、
お

そ
ら
く
は
三
の
和
泉
式
部
日
記
の
読
み
と
把
握
を
根
底
に
し
て
発
想
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
現
状
で
は
二
と
一
を
申
心
に
す
え
て
論
は
展
開
さ
れ
て
お

り
、
わ
け
て
も
、
勅
撰
集
や
和
泉
式
部
集
に
は
三
尊
親
王
に
か
か
わ
る
和
歌
が

一
首
も
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
勅

撰
集
の
い
く
つ
か
に
和
泉
式
部
が
皇
尊
親
王
の
麗
去
の
悲
し
み
を
歌
っ
た
と
す

る
挽
歌
が
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
が
敦
道
親
王
へ
の
挽
歌
の
誤
伝
で
あ
る
こ
と
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）

動
か
せ
な
い
事
実
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
為
尊
親
王
の
名
の
見
え
な
い
和
泉

式
部
集
の
中
か
ら
Y
親
王
に
か
か
わ
る
歌
の
有
無
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
二
の

中
心
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
角
度
か
ら
の
論
議
は
所
詮
不
毛
な
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）

の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
寺
田
透
氏
に
よ
っ
て
為
尊
親
王
へ
の

挽
歌
と
し
て
推
定
さ
れ
た
、

 
 
 
 
世
の
い
と
さ
わ
が
し
き
こ
ろ

 
 
は
か
な
さ
に
つ
け
て
ぞ
な
げ
く
夢
の
世
を
み
鳳
て
ず
な
り
し
人
に
よ
そ
へ

 
 
て
・
 
 
（
六
四
七
）

 
 
物
を
の
み
お
も
ひ
し
程
に
は
か
な
く
て
あ
さ
ち
が
す
ゑ
の
世
と
な
り
に
け

 
 
り
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
六
四
八
）

や
（
引
用
は
岩
波
文
庫
本
『
和
泉
式
部
歌
集
」
に
よ
る
。
か
っ
こ
内
は
そ
の
歌
番

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

号
で
あ
る
）
、
木
村
正
中
氏
が
「
式
部
が
為
尊
親
王
の
麗
去
に
遭
逢
し
て
、
深

い
打
撃
を
受
け
た
こ
ろ
」
の
詠
と
考
え
ら
れ
た
、
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'

 
 
 
 
な
げ
く
事
あ
り
と
き
き
て
、
人
の
「
い
か
な
る
事
ぞ
」
．
と
と
ひ
た
る

 
 
 
 
に

 
 
と
も
か
く
も
い
は
ば
な
べ
て
に
な
り
ぬ
べ
し
ね
に
泣
き
て
こ
そ
み
せ
ま
ほ

 
 
し
け
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
六
三
）

 
 
 
 
（
5
）
「

な
ど
、
藤
岡
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
か
な
ら
ず
し
も
三
尊
親
王
へ
の
も
の

と
決
め
て
か
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
と
同
時
に
、
こ
れ
ら

が
為
尊
親
王
の
麗
去
と
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
だ
と
言
い
切
る
こ
と
も
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
六
四
七
の
詞
書
の
「
世
の
い
と
さ
わ
が
し
き
こ
ろ
」
が
疫
病
流

行
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
藤
岡
氏
の
説
か
れ

る
よ
う
に
、
式
部
の
生
涯
に
疫
疾
の
流
行
し
た
年
は
け
っ
し
て
少
く
な
く
、
あ

る
年
と
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
六
四
七
の
「
夢
の

世
を
み
は
て
ず
な
り
し
人
」
と
い
う
痛
切
な
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
た

「
人
」
は
和
泉
式
部
の
ご
く
身
近
に
い
た
大
切
な
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
そ
の
人
の
死
に
よ
っ
て
「
物
を
の
み
お
も
ひ
し
程
に
は
か
な
く
て
あ
さ
ち

が
す
ゑ
の
世
と
な
り
に
け
り
」
か
ら
は
、
人
の
訪
れ
が
絶
え
、
荒
れ
て
浅
茅
が

宿
と
化
し
た
式
部
の
家
が
髪
髭
と
し
て
来
て
、
疫
病
流
行
の
頃
に
麗
じ
た
為
尊

親
王
を
考
え
る
の
が
ご
く
自
然
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な

論
議
が
水
掛
け
論
に
終
わ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
が
な
い
。
こ
の
方
面
以
外
か

ら
の
追
求
が
有
効
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
さ
き
に
為
尊
親
王

 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
）

の
生
涯
の
素
描
を
試
み
た
が
、
資
料
面
か
ら
い
え
ば
、
為
尊
親
王
と
和
泉
式
部

と
の
恋
愛
を
否
定
す
る
よ
り
も
、
認
め
る
方
に
分
が
あ
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ

れ
を
承
け
て
こ
こ
で
は
、
和
泉
式
部
日
記
を
丹
念
に
読
み
込
み
、
そ
こ
に
三
尊

親
王
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
見
、
こ
の
作
品
の
中
で
鼻
息
親
王
の

存
在
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
か
を
考
え
た
う
え
で
、
虚
構
の
存

在
す
る
可
能
性
が
存
す
る
か
い
な
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

 
以
下
、
日
記
本
文
の
引
用
は
、
寛
元
本
系
の
飛
鳥
井
雅
章
筆
本
を
底
本
と

し
、
三
条
西
家
本
、
応
永
本
（
京
大
本
に
よ
り
他
本
を
参
照
す
る
）
に
よ
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
）
 
 
響

，
訂
正
し
た
も
の
を
用
い
る
。

二

 
和
泉
式
部
日
記
の
女
主
人
公
は
次
の
よ
う
な
形
で
わ
れ
わ
れ
の
前
に
登
場
し

て
来
る
。

 
 
ゆ
め
よ
り
も
は
か
な
き
よ
の
中
を
な
げ
き
わ
び
つ
㌧
あ
か
し
く
ら
す
ほ
ど

 
・
に
、
は
か
な
く
て
四
月
十
よ
日
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
こ
の
し
た
く
ら
が
り
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゑ

 
 
て
ゆ
く
。
は
し
の
か
た
を
な
が
む
れ
ば
、
つ
い
ひ
ち
の
う
へ
の
草
の
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
を
や
か
な
る
も
人
は
こ
と
に
め
と
ゴ
め
ぬ
を
あ
は
れ
に
な
が
む
る
ほ
ど

 
 
に
…
…

 
 
 
1
も
、
底
本
ナ
シ
。
拠
両
本
。
2
層
ひ
、
底
本
ナ
シ
。
拠
両
本
、
3
人
は
こ
と
に
、
底
本
こ

 
 
 
と
に
人
は
。
拠
両
本
。
4
～
、
底
本
ナ
シ
。
拠
両
本
四

 
こ
こ
に
登
場
し
て
来
る
女
性
は
、
「
ゆ
め
よ
り
も
は
か
な
き
よ
の
中
」
を
な

げ
き
わ
び
な
が
ら
空
し
く
日
々
を
明
か
し
暮
ら
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
「
ゆ

め
よ
り
も
は
か
な
き
よ
の
中
」
で
は
じ
ま
る
、
印
象
的
で
希
有
の
美
し
さ
を
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）

つ
こ
の
日
記
の
起
筆
表
現
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
知
光
氏
に
よ
っ
て
、

 
 
夢
よ
り
も
は
か
な
き
物
は
夏
の
夜
の
暁
が
た
の
別
な
り
け
り
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
後
撰
 
夏
 
一
七
〇
 
壬
生
忠
峯
）

 
 
夢
よ
り
も
は
か
な
き
も
の
は
か
げ
ろ
ふ
の
ほ
の
か
に
見
え
し
か
げ
に
ぞ
あ

 
 
り
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
拾
遺
 
恋
二
 
七
三
三
 
よ
み
人
し
ら
ず
）
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の
二
首
が
引
歌
と
し
て
想
定
さ
れ
、
和
歌
的
な
手
法
や
、
文
学
作
品
の
起
筆
の

展
開
史
の
中
で
の
位
置
づ
け
、
式
部
の
実
人
生
と
の
か
か
わ
り
な
ど
に
つ
い
て

様
々
な
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
今
は
ふ
れ
る
い
と
ま
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
9
）

な
く
、
最
近
の
木
村
正
中
氏
の
委
曲
を
つ
く
し
た
愚
論
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、

こ
の
部
分
で
意
外
な
ほ
ど
軽
く
扱
わ
れ
、
突
き
つ
め
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の

は
「
は
か
な
き
よ
の
中
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
内
容
で
あ
る
。
「
よ
の
中
」

に
つ
い
て
は
、
普
通
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
に
し

 
・
 
「
世
の
中
」
億
、
男
女
の
仲
ら
い
、
男
女
の
縁
で
あ
る
。
 
（
鈴
木
一
雄

 
 
氏
 
全
講
和
泉
式
部
日
記
）
 
 
、

 
。
 
「
世
の
中
」
は
人
生
を
表
わ
し
、
人
生
を
濃
縮
し
た
男
女
の
仲
、
つ
ま

 
 
り
前
年
の
六
月
十
三
日
に
没
し
た
為
尊
親
王
と
の
恋
を
さ
す
。
 
（
藤
岡
忠

 
 
美
氏
 
日
本
古
典
全
集
 
和
泉
式
部
日
記
）
 
 
、

 
。
 
「
世
は
男
女
の
関
係
を
い
ひ
、
こ
こ
で
は
、
和
泉
式
部
日
記
が
夫
橘
道
貞

 
 
と
離
婚
す
る
一
つ
の
原
因
と
な
っ
た
恋
人
弾
正
宮
為
尊
親
王
ど
の
は
か
な

 
 
か
っ
た
縁
を
さ
す
。
（
山
岸
徳
平
氏
 
日
本
古
典
全
書
和
泉
式
部
日
記
）

 
。
 
「
世
の
中
」
 
今
日
の
世
間
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
男
女
の
伸
を
い

 
 
う
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
即
ち
弾
正
宮
と
式
部
と
の
関
係
を
さ
す
。
 
（
狩
野

 
 
尾
義
衛
氏
 
対
校
和
泉
式
部
日
記
新
釈
）

の
よ
う
に
注
釈
さ
れ
て
い
る
。
戦
前
の
注
釈
で
は
、
 
「
人
生
」
 
（
竹
野
長
次

氏
 
校
定
和
泉
式
部
日
記
新
釈
。
田
中
栄
三
郎
氏
 
和
泉
式
部
日
記
詳
解
）
と

い
う
注
も
あ
っ
た
が
、
近
頃
の
注
釈
書
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
こ
そ
あ
れ
、
ほ

ぼ
右
に
あ
げ
た
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る
。

 
「
世
の
申
」
な
い
し
は
「
世
」
に
男
女
の
仲
ら
い
の
意
味
の
存
す
る
こ
と
に

疑
問
は
な
い
。
し
か
し
、
「
世
の
中
」
と
い
う
語
と
「
は
か
な
し
」
と
い
う
語

和
泉
式
部
日
記
と
為
尊
親
王

と
が
結
び
つ
い
て
使
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
か
な
り
限

定
さ
れ
た
意
味
を
表
わ
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
古
今
集

（
三
三
）
・
後
撰
集
（
二
八
）
・
拾
遺
集
（
二
九
）
の
勅
撰
集
、
宇
津
保
（
一
」

六
五
）
・
落
窪
（
＝
二
）
源
氏
（
二
四
九
）
の
物
語
、
伊
勢
（
八
）
・
大
和

（
＝
二
）
・
平
中
（
五
）
の
歌
物
語
、
そ
れ
に
蜻
蛉
日
記
（
二
七
）
・
枕
草
子

（
九
）
の
諸
作
品
に
は
、
都
合
五
七
九
例
ほ
ど
「
世
の
中
」
の
語
が
見
ら
れ
る

が
、
「
は
か
な
し
」
と
結
び
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
一
＝
例
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
こ
の
世
の
無
常
を
表
現
し
、
詠
歎
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 
1
 
 
世
の
中
の
は
か
な
き
こ
と
を
思
ひ
け
る
を
り
に
、
菊
の
花
を
見
て
よ

 
 
 
 
め
る
 
 
 
」
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貫
之

 
 
秋
の
菊
に
ほ
ふ
か
ぎ
り
は
か
ざ
し
て
む
花
よ
り
さ
き
と
知
ら
ぬ
わ
が
身
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
古
今
 
秋
下
 
二
七
六
）

 
2
 
 
世
の
は
か
な
き
事
を
い
ひ
て
よ
み
侍
け
る
 
 
 
 
 
し
た
が
ふ

 
 
草
枕
人
は
た
れ
と
か
い
ひ
を
き
し
つ
み
の
す
み
か
は
の
山
と
そ
見
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
恰
娼
遺
 
 
山
景
…
湯
 
 
一
一
二
二
山
ハ
）

 
貫
之
集
や
順
集
に
見
え
ず
、
事
情
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
順
の
歌
は
身

近
な
死
の
体
験
を
契
機
と
し
て
発
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
両
者
共
詞
書

の
語
句
に
は
強
い
無
常
感
が
に
じ
み
出
て
い
る
。

 
3
 
僧
都
消
息
「
立
ち
ぬ
る
月
の
、
廿
日
の
ほ
ど
に
な
む
、
つ
ひ
に
空
し
く

 
 
 
見
給
へ
な
し
て
、
世
間
の
道
理
な
れ
ど
、
か
な
し
び
思
ひ
給
へ
る
」

 
 
な
ど
あ
る
を
見
給
ふ
に
、
世
の
中
の
は
か
な
さ
も
あ
は
れ
に
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
源
氏
若
紫
大
系
一
p
鵬
）

 
4
源
「
世
の
中
の
、
い
と
は
か
な
き
を
見
る
ま
～
に
、
行
く
す
ゑ
短
う
、
物

 
 
心
ぼ
そ
う
て
、
行
ひ
が
ち
に
な
り
に
て
侍
れ
ば
…
…

（25）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
源
氏
柏
木
 
四
P
2
0
）

 
5
…
な
ど
「
世
め
中
な
べ
て
は
か
な
く
、
い
と
ひ
捨
て
ま
ほ
し
き
こ
と
」
を

 
・
き
こ
え
か
は
し
給
へ
ど
…
…
 
 
 
 
 
（
源
氏
鈴
虫
 
四
P
9
0
）

 
6
冷
泉
「
次
の
君
と
な
ら
せ
給
ふ
べ
き
御
子
お
は
し
ま
さ
ず
、
物
の
は
え
な

 
 
き
に
、
世
の
中
は
か
な
く
お
ぼ
ゆ
る
を
、
心
や
す
く
、
思
ふ
人
々
に
も

 
 
対
面
し
、
わ
た
く
し
ざ
ま
に
心
を
や
り
て
、
の
ど
か
に
過
ぎ
ま
ほ
し
く
な

 
 
む
」
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
源
氏
 
若
菜
下
 
三
P
謝
）

 
7
北
方
「
…
こ
の
君
の
御
事
を
の
み
な
む
、
修
き
世
の
中
を
見
る
に
も
、
後

 
 
め
た
く
い
み
じ
き
を
…
」
 
 
 
 
 
 
（
源
氏
 
東
屋
 
五
P
燭
）

 
8
明
石
中
宮
「
…
大
将
も
、
さ
や
う
に
は
言
は
で
、
世
の
申
の
は
か
な
く
、
・
い

 
 
み
じ
き
事
、
か
く
、
宇
治
の
族
の
、
命
み
じ
か
～
り
け
る
事
を
こ
そ
、

 
 
「
い
み
じ
う
悲
し
」
と
思
ひ
て
、
の
給
ひ
し
か
」

・
．
 
 
 
 
 
．
．
 
 
 
 
 
 
 
 
（
源
氏
 
蜻
蛉
 
五
P
枷
）

 
3
は
紫
の
君
の
祖
母
の
死
の
報
に
接
し
た
源
氏
の
心
情
で
あ
り
、
4
は
、
女

三
の
宮
が
柏
木
と
⑳
子
を
出
産
し
た
後
、
悩
み
苦
し
む
源
氏
の
女
三
の
宮
に
向

か
っ
て
の
こ
ど
ば
で
あ
り
、
5
は
亡
き
母
六
条
御
息
所
の
業
火
に
苦
し
む
姿
を

思
い
、
出
家
の
希
望
を
申
し
出
た
秋
好
中
宮
と
源
氏
と
の
対
話
の
場
面
で
あ
り

7
は
浮
舟
の
母
北
方
が
浮
舟
の
行
く
末
を
案
ず
る
こ
と
ば
で
あ
り
、
8
は
浮
舟
．

入
水
の
事
情
に
つ
い
て
語
る
大
納
言
の
君
に
対
す
る
明
石
中
宮
の
こ
と
ば
に
出

て
来
る
、
中
宮
の
把
握
し
て
い
た
薫
君
の
心
情
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
身
近
な

人
の
死
や
何
か
の
こ
と
に
触
れ
て
感
じ
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
の
世
の
無
常
の

認
識
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
世
の
中
の
は
か
な
さ
を
最
も
多
く
語
る
宇
津

保
物
語
に
あ
っ
て
も
、
事
情
は
変
ら
な
い
。
長
く
な
る
の
で
解
説
は
省
略
し
て

用
例
だ
け
を
列
挙
す
る
と
、

9
世
の
中
の
か
く
は
か
な
け
れ
ば
こ
そ
、
け
し
か
ら
ぬ
わ
ら
は
べ
の
ゆ
く
さ

 
き
思
ひ
や
ら
れ
て
、
う
し
ろ
め
た
う
覚
え
侍
れ
。

 
 
 
 
 
 
 
（
春
日
詣
 
正
頼
の
こ
と
ば
 
角
川
文
庫
 
上
P
鵬
）

10

ﾍ
か
な
か
り
け
る
世
の
中
に
、
つ
ら
し
と
思
う
給
ひ
け
む
こ
と
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
あ
て
宮
 
あ
て
宮
の
心
中
思
惟
．
中
P
8
6
）

11

｢
の
申
は
は
か
な
き
も
の
な
り
。
か
く
参
り
給
ひ
ぬ
と
も
、
限
り
と
思
は

 
じ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
 
仲
忠
の
心
中
思
惟
。
中
P
7
3
）

12

｢
の
中
の
は
か
な
く
の
み
お
ぼ
ゆ
る
を
、
親
王
た
ち
を
し
ば
し
ば
見
ぬ
な

 
む
。
 
 
 
 
 
 
 
（
蔵
開
上
 
帝
か
ら
女
御
へ
の
文
 
中
P
蹴
）

13

註
痰
ﾌ
ふ
れ
ば
ば
，
烈
き
世
の
中
を
独
り
明
か
さ
む
事
の
わ
び
し
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
蔵
開
中
 
東
宮
の
歌
 
中
P
魏
）

14

｢
の
中
は
か
な
き
に
、
今
は
思
ふ
や
う
は
、
人
の
聞
か
ま
ほ
し
く
し
給
ふ

物
の
音
を
、
手
を
惜
し
み
て
、
今
日
も
死
な
ば
、
何
の
か
ひ
か
は
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
蔵
開
下
 
活
語
の
こ
と
ば
 
中
P
謝
）

15

｢
の
中
の
は
か
な
く
侍
り
し
か
ば
、
お
こ
な
ひ
も
し
侍
ら
む
と
て
、
し
め

 
や
か
な
る
所
求
め
て
、
年
ご
ろ
こ
も
り
侍
る
を
…
…
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
国
譲
中
実
敵
の
こ
と
ば
 
下
P
7
8
）

16

｢
の
中
は
は
か
な
き
物
そ
や
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
国
譲
下
 
右
大
弁
季
重
の
こ
と
ば
 
下
P
鋤
）

17

@
・
内
裏
の
御
書
な
ど
の
こ
と
よ
り
、
い
た
づ
ら
に
歳
月
を
す
ご
し
侍
る

 
に
、
世
の
中
も
い
く
ば
く
は
か
な
き
物
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
楼
の
上
上
 
仲
忠
の
こ
と
ば
 
下
P
説
）

18

ｹ
の
ま
ま
、
世
の
食
い
と
は
か
な
く
も
あ
は
れ
に
て
、
紀
の
国
に
年
経
給

 
ひ
し
な
ど
、
よ
う
つ
思
ひ
続
け
ら
れ
給
ふ
。

（26）
｝



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
楼
の
上
下
涼
の
心
申
下
P
説
）

 
宇
津
保
の
用
法
は
源
氏
な
ど
に
く
ら
べ
る
と
総
じ
て
観
念
的
で
あ
り
、
し
か

し
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
、
「
世
の
申
」
'
即
「
は
か
な
し
」
と
い
γ
つ
思
考
が
こ
の

時
代
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
蜻
蛉
日
記
で
は
、
村
上
天
皇

崩
御
に
あ
た
っ
て
、
道
綱
の
母
が
貞
観
殿
の
御
方
登
子
に
贈
っ
た
、

．
1
9
世
の
中
を
は
か
な
き
も
の
と
み
さ
さ
ぎ
の
う
も
る
る
山
に
な
げ
く
ら
む
や

 
 
ぞ
，
（
上
全
集
P
鵬
）

，
と
い
う
歌
が
あ
り
、
こ
れ
は
和
泉
式
部
日
記
の
冒
頭
部
分
の
通
常
の
解
釈
の
よ

う
に
、
「
あ
な
た
と
亡
き
帝
と
の
仲
ら
い
の
は
か
な
か
っ
た
こ
と
を
…
」
と
解

・
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
が
、
不
思
議
と
こ
こ
を
そ
の
よ
う
に
解
く
注
釈
は
目
．

に
入
ら
な
い
。
「
御
方
さ
ま
は
こ
の
世
を
無
常
な
も
の
と
お
観
じ
に
な
り
…
…
」

（
上
村
悦
子
氏
 
蜻
蛉
日
記
全
訳
注
）
の
よ
う
な
解
し
方
が
一
一
般
的
で
、
む
ろ
ん

そ
れ
が
正
し
い
。
こ
の
日
記
に
は
も
う
一
つ
、
道
綱
の
母
が
昔
尊
家
が
源
兼
忠

の
女
に
産
ま
せ
た
少
女
を
養
女
に
し
ょ
う
と
す
る
く
だ
り
で
、
兼
忠
の
女
の
異

腹
の
兄
が
母
娘
の
近
況
忙
つ
い
て
語
る
こ
と
ば
の
中
に
、
次
の
例
が
存
す
る
。
、

 
2
0
そ
も
そ
も
、
か
し
こ
に
ま
ぼ
り
て
も
の
せ
む
、
世
の
中
い
と
は
か
な
け

 
 
矧
、
．
い
ま
は
か
た
ち
を
も
こ
と
に
な
し
て
む
と
て
な
む
、
さ
さ
の
と
こ

 
 
層
う
に
も
の
せ
ら
る
る
。
 
 
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
下
 
P
鵬
）
．

 
最
後
に
大
和
物
語
の
一
例
。
 
（
四
一
段
 
大
系
P
㎜
）

 
2
1
こ
れ
四
人
つ
ど
ひ
て
よ
う
つ
の
物
が
た
り
し
、
世
の
中
の
は
か
な
き
こ
と
、

 
 
世
間
の
あ
は
れ
な
る
い
ひ
く
て
、
か
の
お
と
ゴ
の
よ
み
給
ひ
け
る

 
 
 
 
い
ひ
つ
～
も
世
は
融
き
を
か
た
み
に
は
あ
は
れ
と
い
か
で
君
に
み
え

 
 
 
 
ま
し

 
以
上
の
よ
う
な
用
例
の
申
で
考
え
る
と
き
、
和
泉
式
部
日
記
の
「
ゆ
め
よ
り

 
和
泉
式
部
日
記
と
為
尊
親
王

も
は
か
な
き
よ
の
中
」
の
は
か
な
き
世
の
中
と
は
、
こ
の
世
の
無
常
を
意
味
す

る
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
少
く
と
も
当
時
の
読
者
は
そ
う
読

ん
だ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
た
和
泉
式
部
集
の
中
に
ひ
ん
ぱ
ん
に
使
わ
れ
て

い
る
用
法
と
も
一
致
す
る
。

 
 
 
 
遠
き
所
へ
ゆ
く
人
に
、
「
世
の
な
か
の
は
か
な
き
事
」
と
い
ひ
て

 
 
そ
れ
と
み
よ
都
の
か
た
の
山
ぎ
は
に
む
す
ぼ
ほ
れ
た
る
け
む
り
け
む
ち
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
＝
五
）

 
 
 
 
人
に
「
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
」
な
ど
い
ひ
て
 
 
 
 
，

 
 
い
か
に
せ
ん
い
か
に
か
す
べ
き
世
の
中
を
そ
む
け
ば
か
な
し
す
め
ば
す
み

 
 
う
し
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
・
 
 
 
 
（
四
三
八
）

 
 
 
 
世
の
ば
が
な
，
ぎ
事
な
ど
い
ひ
て
泣
く
に
、
ち
か
く
ふ
し
た
る
人
の
袖

 
 
 
 
の
ぬ
る
る
を
、
「
あ
い
な
の
わ
ざ
や
」
と
い
ふ
に

 
 
大
方
の
あ
は
れ
を
知
る
に
お
つ
れ
ど
も
涙
は
き
み
に
か
け
て
こ
そ
思
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
五
七
）

 
 
 
 
楓
の
ば
が
な
，
渕
、
O
ろ
、
夢
ば
か
り
人
に
あ
ひ
て

 
 
あ
る
ほ
ど
に
と
ひ
み
で
し
が
な
た
え
に
し
は
い
か
ば
か
り
う
き
よ
と
か
あ

 
旨
り
し
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
六
九
六
）

 
 
 
 
儲
の
い
み
じ
う
は
か
な
き
こ
ろ

 
 
き
こ
え
し
も
き
こ
え
ず
み
し
も
み
え
ぬ
世
に
あ
は
れ
い
つ
ま
で
あ
ら
ん
と

 
 
す
ら
ん
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
（
七
一
〇
）

 
 
 
 
つ
く
づ
く
と
ほ
れ
て
の
み
お
ぼ
ゆ
れ
ば

 
 
は
か
な
し
と
ま
さ
し
く
み
つ
る
夢
の
世
を
お
ど
ろ
か
で
寝
る
我
は
人
か
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
バ
続
九
六
三
）

 
 
 
 
．
露
よ
り
世
の
は
か
な
き
事
も
あ
る
に

（27）



 
 
草
の
う
へ
の
露
と
た
と
へ
ぬ
時
だ
に
も
こ
は
頼
ま
れ
じ
ま
ぼ
ろ
し
の
世
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
続
．
一
一
四
九
）

 
 
 
 
一
-
 
 
 
 
1
-
l
l
 
・
 
 
 
 
 
 
あ
さ
が
ほ

 
 
 
 
世
の
中
は
か
な
き
事
な
ど
い
ひ
て
、
樫
花
の
あ
る
を
み
て

 
 
は
か
な
き
は
我
が
身
な
り
け
り
あ
さ
が
ほ
の
あ
し
た
の
露
も
お
き
て
み
て

 
 
ま
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
続
一
二
九
六
）
・

 
 
 
 
よ
の
申
は
か
な
き
事
な
ど
、
夜
ひ
と
夜
い
ひ
あ
か
し
て
、
か
へ
り
ぬ

 
 
 
 
る
つ
と
め
て

 
 
お
き
て
ゆ
く
人
は
露
に
は
あ
ら
ね
ど
も
け
さ
は
名
残
の
袖
も
か
わ
か
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
続
コ
ニ
ニ
五
）

 
 
 
 
つ
ね
よ
り
も
よ
の
な
か
は
か
な
う
み
え
し
こ
ろ
 
九
月
九
日

 
 
き
き
と
き
く
入
は
な
く
な
る
世
の
中
に
今
日
も
我
が
身
は
す
ぎ
ん
と
や
す

 
 
る
（
続
＝
二
七
三
）

 
「
世
」
と
「
は
か
な
し
」
の
結
び
つ
い
た
も
の
も
あ
わ
せ
て
記
し
た
が
、
和

泉
式
部
が
ど
の
よ
う
な
識
認
で
世
の
申
の
は
か
な
さ
を
い
っ
て
い
る
か
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
和
泉
式
部
日
記
の
書
き
出
し
と
通
じ
る
と
こ
ろ
の
多
い
続
集
九

六
三
は
帥
宮
挽
歌
壷
中
の
一
首
で
あ
る
。

 
和
泉
式
部
日
記
に
登
場
し
て
来
る
の
は
、
こ
の
世
の
赫
赫
さ
、
よ
り
ど
こ
ろ

の
無
さ
を
痛
切
に
思
い
、
歎
き
歎
き
は
か
な
い
日
々
を
明
か
し
暮
ら
し
て
い
る

女
性
で
あ
っ
た
。
し
か
も
単
に
「
は
か
な
き
世
の
中
」
で
は
な
く
、
そ
の
頭
に

「
ゆ
め
よ
り
も
」
を
冠
し
て
お
ザ
、
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
世
の
無
常
を
実
感
す

る
心
の
切
実
で
あ
り
深
刻
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
世
を
夢
に
た
と
え

る
こ
と
は
古
今
集
に
す
で
に
見
え
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
多
く
な
っ
て
来
る

の
だ
が
、
こ
の
世
を
そ
の
夢
よ
り
も
い
っ
そ
う
は
か
な
い
も
の
だ
と
す
る
表
現

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
0
）

は
こ
の
例
あ
た
り
が
最
も
早
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
倉
比
呂
志
氏
は
「
『
夢
よ

り
も
は
か
な
き
世
の
中
』
は
周
知
の
よ
う
に
、
式
部
と
故
為
尊
親
王
と
の
仲
を

指
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
を
も
包
含
レ
た
式
部
の
人
生
の
縮
図
そ
の
も
の
を
表

象
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
乏
思
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
前
半
は

こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
「
ゆ
め
よ
り
も
は
か
な
き

よ
の
申
」
を
式
部
の
人
生
の
縮
図
の
表
象
ど
す
る
見
方
は
肯
首
す
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。
和
泉
式
部
日
記
は
通
説
の
よ
う
に
里
道
親
王
麗
去
後
の
成
立
で
あ
ろ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
1
）

う
。
そ
こ
で
遠
藤
嘉
基
氏
の
よ
う
に
、
冒
頭
の
一
句
を
、
「
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん

愚
弄
親
王
の
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
ま
た
、
敦
盛
親
王
へ
の
追
慕

の
涙
に
ぬ
れ
た
、
式
部
の
今
の
、
日
々
，
の
姿
そ
の
も
の
の
表
現
で
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
」
と
い
う
考
え
が
出
て
来
る
。
冒
頭
の
一
句
が
、
為
尊
親
王
の
死

に
つ
き
当
た
っ
た
こ
と
を
契
機
に
し
て
得
た
こ
の
世
の
無
常
の
認
識
で
あ
り
、

彼
女
の
人
生
の
凝
縮
で
あ
る
以
上
・
執
筆
時
の
作
者
の
こ
の
世
へ
の
思
い
が
二

重
映
し
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
痛
切
度
の
加
わ
る
こ
と
は
、
も
は
や
必
然
だ
と
い

っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

 
作
者
和
泉
式
部
の
こ
れ
ま
で
の
生
の
軌
跡
を
よ
ぐ
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ

の
日
記
の
第
一
次
の
読
者
も
、
冒
頭
の
数
行
か
ら
応
護
親
王
を
喪
い
、
こ
の
世

に
絶
望
し
、
傷
心
の
日
々
を
送
っ
て
い
る
和
泉
式
部
の
姿
を
読
み
取
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
レ
、
和
泉
式
部
は
、
冒
頭
の
数
行
で
あ
く
ま
で
も
為
尊
親
王

麗
去
後
の
、
こ
の
世
の
無
常
に
う
ち
ひ
し
が
れ
た
お
の
が
姿
を
描
い
て
い
た
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
2
）

で
あ
っ
た
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
尾
崎
知
光
氏
が
説
か
れ
、
吉
田
幸
一
氏
も

認
め
ら
れ
た
後
撰
一
七
〇
と
拾
導
流
三
三
を
「
ゆ
め
よ
り
も
は
か
な
き
よ
の

中
」
の
引
歌
な
い
し
は
そ
の
背
景
を
な
す
も
の
と
し
て
認
め
る
な
ら
ば
i
吉

田
氏
は
特
に
後
者
を
重
視
さ
れ
、
私
も
そ
れ
に
加
担
し
た
い
一
そ
こ
か
ら
想

起
さ
れ
る
「
夏
の
夜
の
暁
が
た
の
別
」
「
か
げ
ろ
ふ
の
ほ
の
か
に
見
え
し
か
げ
」

（28）



と
い
う
こ
と
ば
か
ら
は
、
と
も
か
べ
も
四
年
半
ほ
ど
続
い
た
潮
道
親
王
と
の
恋

よ
り
も
、
も
．
つ
と
も
っ
と
短
か
か
っ
た
至
尊
親
王
と
の
恋
の
方
が
連
想
さ
れ
よ

う
。
そ
し
て
「
ゆ
め
よ
り
も
は
か
な
き
よ
の
中
を
な
げ
き
わ
び
つ
～
あ
か
し
く

ら
」
し
て
い
る
日
々
が
、
為
尊
親
王
を
喪
っ
た
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
日

記
の
次
の
文
を
読
め
ば
す
ぐ
に
納
得
が
い
く
。
前
掲
の
日
記
の
文
は
次
の
よ
う

に
続
い
て
い
る
。

 
 
ち
か
き
す
い
が
い
の
も
と
に
人
の
け
は
ひ
の
す
れ
ば
、
た
れ
に
か
と
お
も

 
 
ふ
ほ
ど
に
、
さ
し
い
で
た
る
を
み
れ
ば
、
故
宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
こ
ど
ね
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
わ
ら
は
な
り
け
り
。
あ
は
れ
に
も
の
～
お
ぼ
ゆ
る
ほ
ど
に
き
た
れ
ば
「
な

 
 
 
3
 
 
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〉
 
 
 
 
 
 
 
 
＞

ど
か
い
と
久
し
う
み
え
ざ
り
つ
る
。
と
を
ざ
カ
る
む
カ
し
の
名
残
に
は
お

も
ふ
を
」
な
ど
い
は
す
れ
ば
、
「
そ
の
こ
と
㌧
さ
ぶ
ら
は
で
は
な
れ
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り

し
き
や
う
に
や
と
つ
㌧
ま
し
う
さ
ぶ
ら
ふ
う
ち
に
、
日
ご
ろ
山
寺
に
ま
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア

り
あ
り
き
は
べ
り
て
な
む
。
い
と
た
よ
り
な
く
つ
れ
み
＼
に
お
ぼ
え
侍
し

 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
層

か
ば
御
か
は
り
に
も
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
帥
の
宮
に
な
ん
ま
い
り
て
侍
」

と
か
た
る
。
「
い
と
よ
き
こ
と
に
こ
そ
あ
な
れ
、
そ
の
宮
は
い
と
あ
て
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

け
～
し
う
お
は
し
ま
す
な
る
は
。
む
か
．
し
の
や
う
に
は
え
し
も
あ
ら
じ
」

な
ど
い
へ
ば
、
「
し
か
お
は
し
ま
せ
ど
い
と
け
ち
か
く
お
は
し
ま
し
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0

つ
ね
に
ま
い
る
や
と
～
は
せ
お
は
し
ま
し
て
、
ま
い
り
侍
と
申
候
つ
れ

ば
、
こ
れ
も
て
ま
い
り
て
い
か
ゴ
見
給
ふ
と
て
た
て
ま
つ
ら
せ
よ
と
の
た
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2

，
ま
は
せ
つ
る
」
と
て
矧
刎
ば
な
の
花
を
と
り
い
で
だ
れ
ば
、
「
州
が
し
の

人
の
」
と
い
は
れ
て
…

 
1
の
、
底
本
ナ
シ
。
拠
両
本
。
2
、
、
底
本
ナ
シ
。
拠
条
本
。
3
か
、
底
本
ナ
シ
、
拠
両

 
本
。
4
み
え
議
底
本
こ
。
二
七
本
。
5
う
、
底
本
く
、
拠
両
本
α
6
ち
、
底
本
へ
、
拠
点

 
本
。
7
つ
れ
ぐ
に
、
底
本
ナ
シ
。
拠
両
本
。
8
か
は
、
底
本
ゆ
か
、
拠
両
本
。
9
し

和
泉
式
部
日
記
と
三
尊
親
王

 
 
 
も
、
底
木
ナ
シ
。
拠
両
本
。
⑳
候
つ
れ
、
底
本
せ
．
各
条
本
（
器
品
侍
つ
れ
）
1
1
と
の
た

 
 
 
ま
は
せ
つ
る
、
底
本
ナ
シ
。
拠
雑
本
。
1
2
の
花
、
底
本
ナ
シ
。
拠
両
本
。
‘

 
・
ζ
の
さ
ほ
ど
長
く
な
い
文
の
中
に
、
和
泉
・
故
宮
（
帥
の
宮
が
出
て
来
ろ
こ

と
で
弾
正
宮
皇
尊
親
王
と
わ
か
る
）
・
鮮
紅
・
小
舎
人
童
の
人
間
関
係
が
実
に

適
格
に
語
ら
れ
て
い
6
。
特
に
傍
線
を
施
し
た
部
分
は
四
者
の
関
係
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
3
）

雄
弁
で
あ
る
。
も
っ
と
も
小
町
谷
照
彦
氏
の
よ
う
に
、
式
部
の
こ
と
ば
の
「
い

ど
久
し
う
み
え
ざ
り
つ
る
」
と
、
小
舎
人
童
の
こ
と
ば
の
中
に
出
て
来
る
宮
の
．

童
へ
の
「
つ
ね
に
ま
い
る
や
」
と
い
う
問
い
か
け
と
の
間
に
矛
盾
を
見
て
、

 
「
こ
の
、
『
久
し
く
」
と
『
つ
ね
に
』
と
い
う
時
間
の
ず
れ
は
単
に
式
部
の
主

・
観
的
な
時
間
意
識
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
ギ
小
舎
人
童
の
登
場
の
し
か
た
の

矛
盾
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
説
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
を
矛
盾
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
読
ま
れ
る
よ
う
に
小
舎
人
童

は
久
し
く
式
部
宅
を
訪
う
て
は
い
な
い
が
、
故
宮
の
亡
き
後
初
め
て
の
訪
問
と

い
う
感
じ
で
は
な
い
。
外
宮
が
新
し
く
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
童
に
「
い
つ
も

 
（
よ
く
）
行
く
の
か
」
と
問
い
、
小
舎
人
童
が
「
参
り
ま
す
」
と
答
え
て
も
そ

う
お
か
し
く
は
な
い
の
だ
が
、
「
つ
ね
に
」
の
語
が
応
永
本
系
統
に
な
い
こ
と

も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
応
永
本
の
単
独
異
文
は
ま
ま
原
型
本
の
形
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
4
）

正
確
に
伝
え
て
い
る
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、
「
つ
ね
に
」
は
本
来
無
か
っ
た

語
か
も
し
れ
な
い
。

 
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
ご
に
見
ら
れ
る
為
尊
親
王
は
、
そ
の
従
者
で
あ
っ
た

童
ま
で
が
遠
ざ
か
る
昔
の
名
残
り
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
式
部
に
と
っ
て
慕
わ
し
い

存
在
で
あ
り
《
帥
宮
か
ら
贈
ら
れ
た
橘
の
花
に
、
思
わ
ず
「
さ
つ
き
待
つ
花
橘

の
香
を
か
げ
ば
む
か
し
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」
 
（
古
今
夏
 
一
三
九
 
よ

み
古
し
ら
ず
）
の
古
歌
が
臼
を
つ
い
て
出
る
存
在
で
あ
っ
た
、
．
そ
し
て
そ
う
し

（29）
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た
二
人
の
仲
を
帥
宮
は
よ
く
知
っ
て
お
り
、
今
の
式
部
の
思
い
を
も
あ
る
程
度

「
は
察
知
心
て
い
た
こ
乏
に
な
ろ
う
。

 
で
は
帰
か
ま
ず
、
「
い
か
ゴ
闘
え
さ
せ
ん
」
と
童
に
い
わ
れ
て
式
部
は
「
こ

と
ば
に
き
こ
え
さ
せ
む
も
か
た
は
ら
い
た
く
て
、
な
に
か
は
あ
だ
く
し
く
も

 
 
 
 
 
 

き
え
た
ま
は
ぬ
を
、
は
か
な
き
こ
と
も
」
 
（
1
く
、
底
本
ら
。
拠
両
本
。

2
癒
を
、
底
本
さ
な
る
を
。
象
形
本
。
帝
座
ぬ
に
）
と
思
い
、

 
 
か
ほ
る
か
に
よ
そ
ふ
る
よ
紅
は
郭
公
き
か
ば
や
お
な
じ
こ
ゑ
や
，
し
た
る
と

と
い
う
歌
を
贈
る
つ
訳
者
に
よ
っ
て
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
が
あ
り
、
尾

崎
氏
の
考
注
の
よ
う
な
異
説
も
あ
る
が
、
普
通
に
は
、

 
 
い
た
だ
い
た
橘
の
薫
る
香
で
亡
き
兄
宮
様
を
偲
ぶ
よ
す
が
に
し
ま
す
よ
り

 
 
は
、
あ
な
た
の
お
声
が
聞
き
た
い
め
で
す
。
兄
宮
様
と
そ
っ
く
り
な
お
声

 
 
か
ど
う
か
と
。
 
 
 
 
 
 
・
．
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
 
（
全
集
）

と
い
う
よ
う
に
訳
さ
れ
る
。
式
部
の
真
意
は
そ
の
・
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

第
三
句
以
下
に
表
わ
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
意
味
を
読
み
落
し
て
は
な
ら
な
い
。

花
橘
と
同
じ
よ
う
に
ほ
と
と
ぎ
す
も
昔
を
し
の
ぶ
よ
す
が
と
な
る
も
の
で
あ
っ

た
。
拾
遺
集
哀
傷
の
、

 
 
 
 
う
み
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
み
こ
の
な
く
な
り
て
の
又
の
年
郭
公
を

 
 
 
 
き
㌧
て
 
．
 
 
 
 
 
 
「
 
 
 
 
 
 
 
 
伊
勢

 
 
死
出
の
山
ご
え
て
き
つ
ら
ん
郭
公
こ
ひ
し
き
人
の
う
へ
か
た
ら
な
ん
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
＝
二
〇
七
）

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
死
者
の
世
堺
と
こ
の
世
と
を
結
ぶ
鳥
で
あ

ハ
ソ
、

 
 
い
そ
の
か
み
ふ
る
き
都
の
ほ
と
と
ぎ
す
声
ば
か
り
こ
そ
昔
な
り
け
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
古
今
夏
 
一
四
四
」
素
性
）

 
 
-
き
か
ば
や
な
そ
の
か
み
や
ま
の
ほ
と
㌧
ぎ
す
あ
り
し
昔
の
お
な
じ
こ
ゑ
か

 
 
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
後
拾
遺
夏
 
一
八
三
 
皇
后
宮
美
作
）

の
よ
う
に
昔
と
変
わ
ら
ぬ
声
で
鳴
く
鳥
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
第
三
句
以
下
は
、

 
「
ほ
と
と
ぎ
す
が
、
、
亡
き
あ
の
方
と
聞
い
た
あ
の
頃
の
変
わ
ら
ぬ
声
で
鳴
い
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ

い
る
か
聞
い
て
み
た
い
一
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
の
方
を
お
偲
び
し
た
い
」
と
い

う
意
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
た
だ
橘
の
花
を
下
さ
る
よ
り
、
お
声
を
聞
か
せ
て

下
さ
る
な
り
、
お
手
紙
を
下
さ
る
な
り
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
い
っ
そ
う
あ
の

方
を
お
偲
び
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
む
し
ろ
．
．

こ
れ
ら
の
方
が
表
の
意
味
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
帥
宮
へ
の
関
心
は
あ
ら
わ
に

う
か
が
え
る
が
、
あ
く
ま
で
も
主
意
は
故
宮
へ
の
深
い
思
い
で
あ
り
、
多
少
大

胆
で
．
は
あ
る
が
形
の
上
で
は
儀
礼
の
枠
を
そ
う
は
み
出
さ
ぬ
よ
う
に
仕
立
て
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
宮
へ
の
関
心
と
三
尊
親
王
へ
の
思
い
と
い
う
二
重
仕

立
て
の
歌
を
式
部
は
こ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
作
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

 
し
か
し
帥
宮
に
は
、
．
．
式
部
の
心
の
動
き
は
敏
感
に
読
み
取
れ
て
い
る
。
宮
の
．

返
歌
、
．

 
 
お
な
じ
枝
に
な
き
つ
～
を
り
し
時
鳥
こ
ゑ
は
か
は
ら
ぬ
も
の
と
b
ち
な
ん

 
 
 
1
枝
底
本
よ
。
．
拠
両
本
。

．
に
は
早
く
も
式
部
へ
の
「
兄
と
変
ら
ぬ
」
恋
情
が
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
お
い

か
ぶ
せ
る
よ
う
な
翌
日
の

 
 
う
ち
い
で
㌧
も
有
に
し
も
の
を
中
く
に
く
る
し
き
ま
で
も
歎
く
け
ふ
か

 
 
・
な

 
，
 
1
い
、
底
本
洗
シ
。
拠
両
本
。

は
恋
情
の
あ
ら
わ
な
告
白
と
な
っ
て
い
る
。

 
 
け
ふ
の
間
の
心
に
か
へ
て
お
も
ひ
や
れ
な
が
め
つ
㌧
の
み
す
ぐ
す
月
日
を
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式
部
の
こ
の
返
歌
の
末
句
は
三
条
西
家
本
に
「
す
ぐ
す
心
を
」
と
あ
る
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
陽
）

諸
本
の
糸
統
論
か
ら
す
れ
ば
、
寛
元
本
と
応
永
本
が
一
致
す
る
「
す
ぐ
す
月
日

を
」
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
「
な
が
め
つ
㌧
の
み
す
ぐ
月
日
」
が
帥
温
故

の
も
の
で
な
い
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
れ
は
帥
宮
に
は

兄
宮
故
の
も
の
と
は
っ
き
り
わ
か
る
表
現
で
あ
っ
た
。
和
泉
式
部
は
為
尊
親
王

へ
の
思
い
に
か
か
わ
る
日
々
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
け
み

の
附
の
」
と
い
う
限
定
つ
き
で
は
あ
っ
て
も
帥
宮
の
自
分
へ
の
思
い
を
認
め
、

そ
の
思
い
が
、
我
が
身
の
思
い
と
は
格
段
の
差
が
あ
る
は
ず
だ
と
言
い
た
い
な

が
ら
も
、
と
に
も
か
く
に
も
そ
れ
と
比
較
し
う
る
次
元
の
も
の
と
し
て
把
え
て

い
た
り
ト
我
が
な
が
め
つ
㌧
の
み
す
ご
し
て
い
る
月
日
を
「
お
も
ひ
や
れ
」
と

強
く
思
え
た
り
し
て
い
み
と
こ
ろ
に
、
こ
の
歌
が
完
全
な
拒
絶
の
歌
と
は
な
っ

て
お
ら
ず
、
帥
宮
へ
の
関
心
や
甘
え
を
帯
し
た
一
種
の
媚
態
の
歌
と
な
っ
て
い

る
こ
と
も
確
か
で
あ
っ
た
。

 
日
記
に
詳
細
は
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
帥
宮
か
ら
は
「
し
ば
し
ば
」
御

文
が
あ
り
、
御
返
事
も
「
引
く
」
し
て
い
る
と
い
う
状
態
の
中
で
、
「
つ
れ

く
も
す
こ
し
な
ぐ
さ
む
心
地
し
て
あ
る
ほ
ど
に
」
と
彼
女
は
書
い
て
い
る

が
、
そ
ん
な
と
き
に
帥
宮
か
ら
、

 
 
 
 
か
た
ら
は
ゴ
な
ぐ
さ
む
ζ
と
も
有
や
せ
ん
い
ふ
か
ひ
な
く
は
お
も
は

 
 
 
．
ざ
ら
な
む

 
 
あ
は
れ
な
る
御
物
語
き
こ
え
ん
。
く
れ
に
は
い
か
ゴ
。

 
 
 
1
く
れ
に
は
い
か
ゴ
、
底
本
忍
．
ひ
て
く
れ
に
は
。
拠
．
両
本
。

と
い
う
文
が
あ
っ
た
。
「
し
ば
し
ば
」
の
御
文
と
か
「
時
ぐ
」
の
御
返
事
と

か
い
う
文
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
回
想
記
に
よ
く
あ
る
こ
の
時
期

の
総
括
的
な
印
象
の
表
現
で
あ
り
、
こ
の
歌
は
直
接
そ
の
前
の
・
「
け
ふ
の
問

和
泉
式
部
日
記
と
為
尊
親
王

の
」
の
式
部
の
歌
を
承
け
で
詠
ま
れ
た
か
に
見
え
る
。
と
も
か
く
こ
の
歌
で

は
、
式
部
の
山
面
親
王
へ
の
思
い
を
尊
重
し
、
自
分
の
兄
宮
に
対
す
る
思
い
を

も
表
に
出
す
形
を
と
っ
て
い
る
。
だ
れ
が
「
な
ぐ
さ
む
」
の
か
に
つ
い
て
は
、

式
部
・
帥
宮
ゲ
お
た
が
い
に
、
の
三
説
が
あ
る
が
、
男
の
歌
と
し
て
は
「
あ
な

た
の
お
心
が
」
と
読
む
の
が
素
直
で
あ
り
、
最
近
の
注
釈
は
ほ
ぼ
そ
れ
で
一
致

し
て
い
る
。
た
だ
、
語
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
あ
な
た
の
心
の
「
な
ぐ
さ
む
こ
と

も
有
や
せ
ん
」
と
い
う
た
め
に
は
帥
宮
が
兄
宮
を
深
く
思
い
、
そ
の
死
に
よ
っ

て
、
世
の
中
を
「
あ
は
れ
」
に
思
っ
て
い
る
と
い
ヶ
前
程
条
件
は
必
須
で
あ

り
、
こ
の
歌
は
そ
れ
を
自
認
の
こ
と
と
し
た
上
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
歌
に
続
く
文
の
傍
線
部
分
は
与
謝
野
晶
子
氏
の
訳
書
に
、

 
 
亡
き
人
に
就
き
て
の
物
語
も
な
さ
ば
や
、
聞
か
ば
や
と
切
に
思
は
れ
候
。

と
思
い
切
っ
た
意
訳
の
さ
れ
て
い
る
の
が
実
際
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
近
い
で
あ
ろ

う
。
為
尊
親
王
へ
の
二
人
の
思
い
を
中
に
立
て
て
こ
そ
は
じ
め
て
女
に
近
づ
き

う
る
と
男
は
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
の
返
事
。

 
 
 
 
な
ぐ
さ
む
と
き
け
ば
か
た
ら
ま
ほ
し
け
れ
ど
身
の
う
き
こ
と
や
い
ふ

 
 
 
 
か
ひ
そ
な
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
h
お
ひ
た
る
あ
し
に
て
か
ひ
な
く
や
。

 
 
 
し
や
、
条
本
そ
、
院
本
よ
。
2
か
、
底
本
ナ
シ
。
拠
両
本
。

 
「
お
ひ
た
る
あ
し
に
て
」
は
「
何
事
も
言
は
れ
ざ
り
け
り
身
の
う
き
は
生
ひ

た
る
芦
の
ね
の
み
な
か
れ
て
」
 
（
古
今
六
帖
 
三
）
の
古
歌
に
よ
っ
て
い
る
。
．

「
音
の
み
泣
か
れ
て
」
と
、
こ
こ
で
も
式
部
は
故
宮
へ
の
思
い
に
泣
き
濡
れ
七

い
る
我
が
身
の
姿
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
式
部
の
歌
の
「
な
ぐ

さ
む
」
の
主
体
は
、
も
は
や
明
確
に
「
私
と
あ
な
た
」
と
読
め
惹
。
下
句
と
歌

に
続
く
文
の
「
お
ひ
た
る
あ
し
に
て
か
ひ
な
く
や
」
が
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
い

（31）



つ

る
。
し
か
し
こ
の
歌
で
も
、
拒
絶
の
歌
に
な
っ
て
い
な
い
点
に
注
意
を
向
け
ね

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
語
り
合
っ
て
も
、
泣
い
て
い
る
ば
か
り
の
私
で
す
も

の
。
何
の
益
に
も
な
り
ま
せ
ん
わ
」
と
い
う
の
で
は
、
そ
れ
で
も
…
…
と
、

相
手
が
押
し
て
来
る
余
地
を
残
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
見
す
か
し
た
よ

う
に
・
帥
宮
は
、
か
っ
て
身
魂
親
王
の
夜
歩
き
に
供
奉
し
、
今
は
我
が
も
ど
に

あ
っ
て
、
和
泉
へ
の
文
の
取
り
次
ぎ
役
も
や
っ
て
い
る
右
近
尉
を
供
に
、
あ
る

夜
和
泉
を
訪
う
た
の
で
あ
る
。

 
紙
幅
の
都
合
も
あ
っ
て
こ
の
夜
の
二
人
の
心
の
動
き
を
詳
細
に
追
う
ζ
之
を

今
は
避
け
よ
う
。
た
だ
、
と
り
あ
え
ず
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

共
寝
を
迫
る
帥
宮
の
、

 
 
は
か
も
な
き
夢
を
だ
に
み
で
あ
か
し
て
ぱ
な
に
を
か
夏
の
よ
が
た
り
に
せ

 
 
む

に
対
し
て
答
え
た
式
部
の
、

 
 
よ
と
㌧
も
に
ぬ
る
と
は
袖
を
思
ふ
身
も
の
ど
か
に
夢
警
み
る
よ
ひ
そ
な
き

に
は
ま
だ
為
尊
親
王
を
喪
っ
た
悲
し
み
が
表
面
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
 
「
ヨ
と
共
に
ヌ
ル
と
い
う
と
、
夜
と
共
に
寝
る
で
は
な
く
、
夜
と
共
に
濡

る
一
あ
あ
私
の
袖
の
こ
と
ね
と
思
う
身
で
す
も
の
…
」
と
眠
れ
ぬ
夜
夜
を
強

調
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
歌
を
最
後
に
、
つ
ま
り
二
人
が
結
ば
れ
る
の
を
き

？
か
け
に
、
も
は
や
式
部
の
歌
に
為
尊
親
王
へ
の
思
い
が
影
を
落
す
こ
と
は
な

く
な
る
の
で
あ
る
。

 
さ
す
が
に
、
恒
業
の
後
朝
の
歌
に
対
し
て
の
、

 
 
よ
の
つ
ね
の
こ
と
～
も
更
に
お
も
ほ
え
ず
は
じ
め
て
物
を
お
も
ふ
身
な
れ

 
 
ぶ
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

と
い
う
返
歌
に
す
ぐ
続
け
て
、
式
部
は
、
・

 
 
と
聞
え
て
も
猶
、
あ
や
し
か
り
け
る
身
か
な
こ
は
い
か
な
り
け
る
こ
と
そ

 
 
と
、
あ
は
れ
に
、
d
宮
の
さ
ば
か
り
の
給
ひ
し
も
の
を
と
、
・
か
な
し
う
思

 
 
ひ
み
だ
る
㌧
ほ
ど
に
…
・
．

，
と
書
き
、
少
し
後
で
帥
宮
の
心
中
思
惟
に
触
れ
て
、

 
 
…
こ
み
や
の
は
て
ま
で
い
た
く
そ
し
ら
れ
さ
せ
給
ひ
し
も
是
に
よ
り
て
ぞ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
か
し
な
ど
お
ぼ
し
つ
㌧
む
も
い
と
ね
ん
ご
ろ
に
お
ぼ
さ
れ
ぬ
な
る
べ
し
。

 
 
 
 
1
そ
し
ら
さ
せ
、
底
本
ま
し
こ
ら
れ
。
従
条
款
。
応
本
コ
ノ
前
後
異
文
。
 
2
つ
㌧
む
、
底

 
 
 
 
本
め
し
つ
ら
む
。
拠
両
本
。

．
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
以
後
は
歌
以
外
の
文
で
も
五
月
に
な
っ
て
、
侍
従
の

乳
母
が
宮
を
諌
め
る
詞
に

 
 
す
べ
て
よ
く
も
あ
ら
ぬ
こ
と
は
此
右
近
の
ぜ
う
な
に
が
し
が
は
じ
む
る
な

 
 
ゆ
。
こ
宮
も
こ
れ
こ
そ
は
み
て
あ
り
き
た
て
ま
つ
り
し
か
。

と
あ
る
以
外
、
為
尊
親
王
の
影
は
日
記
か
ら
一
切
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

三

 
和
泉
式
部
日
記
で
読
む
限
り
に
お
い
て
は
、
和
泉
式
部
と
帥
宮
と
の
恋
の
初

期
に
亡
き
為
尊
親
王
の
果
た
し
た
彼
割
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
日
記
の
流
れ
に

即
し
て
和
泉
と
帥
宮
の
そ
の
時
そ
の
時
の
心
の
動
き
を
そ
の
細
か
い
ひ
だ
に
ま

で
分
け
入
っ
て
分
析
し
て
い
る
鈴
木
一
雄
氏
の
全
講
和
泉
式
部
日
記
の
〔
鑑

賞
〕
の
条
に
「
ふ
た
り
の
出
会
い
の
た
め
に
は
故
宮
の
存
在
は
大
き
い
。
帥
の

宮
に
と
っ
て
も
ふ
女
に
と
っ
て
も
、
故
宮
を
表
に
立
て
て
近
づ
く
こ
と
が
自
然

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
ま
さ
に
正
し
い
指
摘
で
あ
っ
た
。
も
っ
と

（32）



 
 
 
 
 
ノ

も
藤
岡
忠
美
氏
は
日
本
古
典
文
学
全
集
の
和
泉
式
部
日
記
の
頭
注
に
於
て
、
冒

頭
の
文
に
つ
い
て
、
「
…
亡
き
為
尊
像
親
王
へ
の
追
慕
に
重
ね
合
わ
せ
る
か

た
ち
で
蒸
室
鋤
功
親
王
と
の
新
し
い
関
係
が
導
か
れ
て
く
る
と
こ
ろ
は
物
語
的

虚
構
が
う
か
が
わ
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
藤
岡
氏
は
、
前
世
で
も
指
摘
し
た
よ
う

に
、
は
や
く
昭
和
二
五
年
河
出
書
房
刊
の
日
本
文
学
講
座
第
二
巻
所
載
の
「
和

泉
式
部
し
と
い
う
作
家
研
究
の
中
で
も
「
か
ほ
る
か
に
」
と
「
お
な
じ
枝
に
」

の
贈
答
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
日
記
の
も
つ
虚
構
で
あ
ろ
う
」
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
た
し
て
虚
構
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。

 
「
か
ほ
る
か
に
」
の
贈
答
歌
は
、
和
泉
式
部
正
集
の
二
二
七
二
ご
一
八
に
、

 
 
 
 
帥
の
宮
、
た
ち
ば
な
の
枝
を
給
は
り
た
り
し

 
 
か
を
る
香
を
よ
そ
ふ
る
よ
り
は
郭
公
き
か
ば
や
お
な
じ
こ
ゑ
や
し
た
る
と

 
 
 
 
返
し

 
 
お
な
じ
枝
に
鳴
き
つ
つ
を
り
し
郭
公
こ
ゑ
は
か
は
ら
ぬ
物
と
し
ら
な
む

と
し
て
出
て
い
る
。
和
泉
式
部
正
集
に
は
和
泉
式
部
日
記
と
重
出
す
る
歌
が
六

十
余
首
、
三
群
に
分
か
れ
て
存
在
し
て
い
る
。
第
二
群
第
三
群
の
重
出
歌
に

つ
い
て
は
、
私
は
日
記
か
ら
和
泉
の
歌
の
み
が
抄
出
き
れ
た
も
の
と
考
え
て

 
（
1
6
）

い
る
が
、
両
者
の
関
係
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
。
し
か
し
「
か
を
る
香

を
」
の
贈
答
歌
を
含
む
第
一
群
の
重
出
歌
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
巳
記
か
ら
の

抄
出
と
見
る
説
は
な
い
つ
「
か
ほ
る
か
に
」
の
方
は
千
載
集
に
む
採
ら
れ
て
い

て
（
雑
歌
上
九
六
八
）
、
和
泉
式
部
日
記
を
第
三
者
の
手
に
な
る
創
作
と
見
る

立
場
か
ら
も
こ
の
贈
答
歌
は
和
泉
．
と
帥
宮
と
の
問
に
実
際
に
交
わ
さ
れ
た
も
の

と
し
て
読
ま
れ
て
来
た
。
和
泉
式
部
日
記
の
歌
の
中
で
は
資
料
面
か
ら
見
て
最

も
信
頼
度
の
高
い
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

和
泉
式
部
日
記
と
為
尊
親
王

 
和
泉
式
部
と
為
尊
親
王
と
の
間
に
恋
愛
関
係
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
式
部
と

亡
き
親
王
の
弟
軽
愚
敦
道
親
王
と
の
交
情
の
き
っ
か
け
に
兄
宮
の
存
在
が
か
か

わ
っ
て
い
る
の
は
き
わ
め
て
自
然
で
あ
ろ
う
。
為
尊
親
王
の
存
在
を
意
識
す
る

こ
と
な
し
に
二
人
の
愛
が
始
ま
り
、
進
展
し
て
行
っ
た
な
ど
と
想
像
す
る
こ
と

は
入
の
情
か
ら
し
て
も
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
か
ほ
る
か

に
」
の
贈
答
や
故
宮
を
仲
立
ち
と
し
て
帥
宮
の
登
場
し
て
来
る
日
記
冒
頭
部
分

に
虚
構
を
認
め
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
和
泉
式
部
と
為
尊
親
王
と
の
恋
愛
自

体
を
全
く
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
し
て
こ
の
二
人
の
間
に
恋
愛

関
係
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
か
ほ
る
か
に
」
の
贈
答
歌
だ
け
で
は
な
く
、

故
為
尊
親
王
へ
の
思
い
と
、
和
泉
な
り
常
理
な
り
へ
の
思
い
と
が
微
妙
に
交
錯

し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
来
た
「
け
ふ
の
間
の
」
「
か
た
ら
は

ゴ
」
「
な
ぐ
さ
む
と
」
「
よ
と
～
も
に
」
な
ど
の
歌
も
実
際
に
は
存
在
し
え
な

か
っ
た
歌
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
歌
を

主
軸
と
し
て
展
開
す
る
二
人
の
恋
の
描
写
-
二
人
が
結
ば
れ
る
に
至
る
経
緯

も
す
べ
て
虚
構
だ
と
い
う
乙
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
日
記
と
直
接
に
は
か
か
わ

り
な
い
正
集
二
二
七
・
二
二
八
に
も
日
記
同
様
の
虚
構
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

 
日
記
文
学
が
日
記
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
事
実
の
記
録
と
し
て
扱

え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
最
近
で
は
常
識
に
近
く
な
っ
て
い
よ
う
。
し
た
噛

が
っ
て
、
田
記
文
学
と
虚
構
と
い
う
テ
「
マ
が
今
日
の
日
記
文
学
研
究
の
大
き

な
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
風
虚
構
の
な
い
日
記
文
学
な
ど
ご
く
わ
ず
か

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
日
記
文
学
の
作
者
の
構
築
し
た
虚
構
は
い
ず
れ
も
執
筆
時

の
作
者
に
と
っ
て
そ
う
描
か
ね
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い

・
も
の
・
必
然
性
の
強
い
も
の
で
あ
っ
（
認
・
と
こ
ろ
が
和
泉
の
場
合
・
実
際
に
は

（33）



1

為
尊
親
王
と
の
恋
な
ど
な
か
っ
た
り
、
興
宮
と
の
恋
が
世
尊
親
王
へ
の
思
い
を

仲
立
ち
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
り
し
た
と
し
て
、
そ
の
場
合
ど
う
し
て
、

帥
宮
と
の
恋
の
実
際
の
発
端
を
書
か
ず
、
そ
こ
に
為
尊
親
王
の
影
を
登
場
さ
せ

て
事
実
と
異
る
恋
の
経
緯
を
仕
立
て
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
必

然
性
が
考
え
ら
れ
そ
う
に
な
い
⑳
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
部
分
的
な
虚
構
は
現
日

記
に
存
す
る
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
和
泉
式
部
と
為
尊
親
王
と
の
間
に
恋
愛

関
係
が
あ
り
、
そ
の
影
を
仲
立
ち
と
し
て
二
人
が
接
近
し
て
行
っ
た
と
い
う
大

，
筋
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

 
た
だ
、
和
泉
の
無
情
親
王
へ
の
思
い
の
深
さ
に
は
、
日
記
を
読
ん
で
み
て

も
、
藤
岡
旧
説
と
多
少
近
く
な
る
が
、
若
干
疑
問
は
出
て
来
る
。
「
ゆ
め
よ
り

も
は
か
な
き
よ
の
中
を
…
…
」
の
起
筆
部
分
で
和
泉
が
歎
い
て
い
る
の
は
、
短

か
く
は
か
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
為
尊
親
王
と
の
仲
へ
の
思
い
で
は
な
く
、

主
に
そ
の
死
に
よ
っ
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
こ
の
世
の
無
常
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

為
尊
親
王
へ
の
思
い
の
直
接
的
表
白
と
は
微
妙
に
異
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

で
帥
宮
へ
の
後
朝
の
歌
へ
の
返
歌
を
し
た
後
で
の
「
こ
宮
の
さ
ば
か
り
の
給
ひ

し
も
の
を
と
、
か
な
し
う
思
ひ
み
だ
る
㌧
」
と
い
う
感
慨
を
除
け
ば
、
和
泉
の

為
尊
親
王
へ
の
思
い
の
表
白
は
す
べ
て
、
小
舎
人
童
へ
の
こ
と
ば
と
か
、
帥
宮

へ
の
歌
と
か
、
要
す
る
に
為
尊
親
王
側
の
人
々
へ
の
語
り
か
け
の
中
で
の
み
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
感
情
の
発
露
も
し
ゃ
す
い
し
、

そ
れ
だ
け
に
誇
張
や
挨
拶
も
交
じ
る
可
能
性
の
多
い
部
分
で
あ
る
。
「
こ
宮
の

…
…
」
と
い
う
感
情
の
動
揺
も
、
鼠
己
の
故
宮
へ
の
思
い
と
新
レ
く
始
ま
っ
た

帥
宮
へ
の
愛
と
の
相
克
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
ず
、
故
宮
の
愛
を
裏
切
っ
て
し

ま
っ
た
ご
と
へ
の
自
責
と
い
う
形
で
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
興
味
深

い
。
二
人
の
愛
が
確
立
さ
れ
た
後
書
尊
親
王
を
意
識
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
と

も
、
そ
れ
は
か
か
わ
り
を
有
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
こ
み
や
の
せ

て
ま
で
い
た
く
そ
し
ら
れ
さ
せ
給
ひ
し
も
是
に
よ
り
て
ぞ
か
し
な
ど
お
ぼ
し
つ

㌧
む
」
、
最
要
の
思
い
に
対
す
る
評
語
が
、
避
暑
の
苦
悩
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
す

る
も
の
で
は
な
く
、
 
「
い
と
ね
ん
ご
ろ
に
お
ぼ
さ
れ
ぬ
な
る
べ
し
」
で
あ
る
こ

と
を
思
い
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
頃
の
和
泉
の
為
尊
親
王
へ
の
思
い
が
そ
れ
ほ
ど

深
刻
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

時
期
の
和
泉
の
心
象
描
写
は
、
帥
宮
と
の
恋
を
経
た
後
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
執
筆
時
点
の
和
泉
の
心
象
に
よ
っ
て
濾
過
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当

時
の
、
ま
し
て
や
恋
愛
期
間
中
の
為
尊
親
王
へ
の
思
い
の
深
浅
は
や
は
り
不
明

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
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2
．
6
）
そ
．
の
他
。

 
2
 
清
水
文
雄
氏
、
和
泉
式
部
続
集
に
収
録
さ
れ
た
い
は
ゆ
る
「
帥
宮
挽
歌

 
 
群
」
に
つ
い
て
（
国
語
と
国
文
学
 
昭
3
9
・
5
）

 
3
和
泉
式
部
（
日
本
詩
人
選
）

 
4
 
と
も
か
く
も
い
は
ば
な
べ
て
に
な
り
ぬ
べ
し
1
和
泉
式
部
1
（
日
本
文
学

 
 
昭
5
2
・
2
）

 
5
 
注
1
の
ω
に
同
じ
。

 
6
 
弾
正
墨
型
尊
親
王
伝
考
（
日
本
文
学
研
究
 
一
四
 
昭
5
3
・
1
1
）

 
7
 
森
田
 
和
泉
式
部
日
記
論
孜
 
第
一
章
参
照
。

 
8
．
夢
よ
り
も
は
か
な
き
世
の
中
一
口
記
文
学
冒
頭
の
技
巧
1
（
国
文
学
 
昭
3
4

 
 
・
2
）

 
9
 
和
泉
式
部
日
記
形
成
論
一
そ
の
冒
頭
を
め
ぐ
っ
て
一
（
源
氏
物
語
と
女
流
日
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記
 
研
究
と
資
料
 
所
収
）

10
@
「
和
泉
式
部
日
記
」
一
私
見
一
冒
頭
か
ら
主
題
へ
の
展
開
一
（
平
安
文
学
研

 
究
 
四
七
 
昭
4
6
・
H
）

 
 
和
泉
式
部
日
記
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
解
説

12

@
和
泉
式
部
研
究
 
｝

13

@
和
泉
式
部
日
記
の
方
法
（
国
文
学
 
昭
4
4
・
5
）

14

@
注
7
に
同
じ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
、

15

@
注
7
に
同
じ
。

16

@
和
泉
式
部
日
記
論
致
 
第
二
章
 
 
 
 
 
 
 
 
、

17

@
土
佐
日
記
に
つ
い
て
は
女
流
日
記
文
学
と
は
別
の
次
元
の
作
品
と
し
て

論
じ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
補
記

 
和
泉
式
部
日
記
に
は
書
き
出
し
の
部
分
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
「
は
か
な
き
世

の
中
」
と
い
う
言
い
方
が
見
ら
れ
る
。
十
月
の
あ
る
昼
、
女
車
の
様
で
訪
れ
た

帥
宮
が
和
泉
を
再
度
宮
邸
に
誘
う
こ
と
ば
で
、

 
 
こ
の
き
こ
え
さ
せ
し
さ
ま
に
は
や
お
ぼ
し
た
て
。
か
㌧
る
あ
り
き
の
つ
ね

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リ
ム

 
 
に
う
み
く
し
う
お
ぼ
ゆ
る
に
、
さ
り
と
て
ま
い
ら
ぬ
は
い
と
お
ぼ
っ
か

 
 
な
け
れ
ば
、
は
か
な
き
よ
の
中
に
く
る
し
。

 
 
 
1
に
、
底
本
を
。
拠
両
本
。
2
ら
、
底
本
り
こ
。
拠
両
三
。

と
あ
る
。
こ
の
「
は
か
な
き
よ
の
申
に
く
る
し
」
と
い
う
部
分
は
、
玉
井
幸
助
氏

の
新
註
で
「
い
つ
ま
で
も
こ
ん
な
仲
で
居
て
は
苦
し
い
」
と
訳
さ
れ
て
以
来
、

戦
後
の
諸
注
釈
で
は
す
べ
て
、
た
よ
り
な
い
二
人
の
仲
に
苦
し
ん
で
い
る
と
い

っ
た
解
釈
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
・
そ
れ
ま
で
は
、

和
泉
式
部
日
記
と
為
尊
親
王

。
世
の
中
は
苦
し
い
事
ば
か
り
だ
ね
。
併
し
如
何
に
か
し
て
、
お
互
に
苦
労

 
の
少
い
や
う
に
し
ょ
う
ち
や
な
い
か
。
 
 
 
（
全
訳
王
朝
文
学
叢
書
）

・
ね
え
厭
だ
ね
え
、
世
の
申
は
。
ど
う
に
か
し
て
苦
労
を
せ
め
て
少
く
し
ょ

「
う
ち
や
な
い
か
ね
え
、
お
互
ひ
に
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
与
謝
野
晶
子
氏
 
調
猟
平
安
朝
女
流
日
記
）
・

。
仮
初
の
此
世
に
、
苦
し
い
思
ひ
で
生
き
て
居
る
事
だ
よ
。
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
竹
野
長
次
氏

 
・
浮
世
の
中
は
苦
し
い
も
の
で
す
。
 
 
 
 
（
宮
田
和
一
郎
氏

 
。
は
か
な
い
此
世
に
苦
し
い
思
ひ
を
す
る
こ
と
で
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
田
中
栄
三
郎
氏

 
 
 
 
ち
よ
つ
と

 
。
此
の
一
寸
し
た
事
が
な
か
く
心
苦
し
い
の
だ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h
 
 
 
 
（
五
十
嵐
力
氏

と
い
う
解
釈
で
あ
っ
た
。

し
な
が
ら
、

講新
義釈
v v

詳
解
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭
和
完
訳
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
の
世
を
仮
初
の
も
の
、
常
無
き
も
の
と
し
て
把
握

 
 
 
 
 
そ
こ
に
あ
っ
て
な
お
何
事
も
思
う
に
ま
か
せ
ぬ
こ
と
の
苦
し
さ
の

表
白
と
し
て
こ
ζ
は
解
釈
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
帥
宮
に
と
っ
て
、
は
か
な
く
、

頼
み
に
な
ら
な
い
の
は
二
人
の
仲
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
竹
野
氏
・
宮
田

氏
・
田
中
氏
の
よ
う
な
解
釈
の
方
が
宮
の
真
意
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
、

'
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