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平
安
時
代
文
學
概
説

植

松

安

序

説

　
桓
武
天
皇
の
延
暦
十
三
年
σ
(紀
元

…
四
五
四
年
)
の
雫
安
奠
都
か
ら
、
後
鳥
羽
天
皇
の
文
治
二
年

(紀
元

一
八
四
六
年
)
に
頼
朝
が

總
追
捕
使
と
な
っ
た
ま
で
の
凡
そ
四
百
年
間
が
雫
安
時
代
で
あ
る
。
政
治
史
の
上
に
は
遷
都
或
は
開
幕
を
以
て
麟
代
の
變
遯
に
區
劃
を

立
て
る
事
が
出
來
よ
う
が
、
文
學
方
面
の
事
は
明
か
に
之
と
同

一
の
變
化
を
し
て
行
く
わ
け
で
は
な
い
。
奈
良
の
都
を
去
っ
て
、
山
城

平
安
の
京
が
創
め
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
文
藝
界
の
萬
事
が
土
地
と
共
に
直
ち
に
變
動
し
た
の
で
は
な
い
。
但
し
、
國
民
が
周
囲

の
雰
囲
気
に
依
っ
て
、
政
治
上
の
變
化
と
共

に
、
趣
味
上
の
變
動
を
次
第
に
進
め
た
に
は
相
違
な

い
の
で
あ
る
。
隨

っ
て
平
安
時
代
の

文
學
と
し
て
そ
の
特
長
を
發
挿
し
始
め
た
の
は
、
桓
武
平
城

の
二
帝
を
過
ぎ
た
嵯
峨
天
皇
の
弘
仁
時
代
か
ら
で
あ
る
と
見
た
い
。

　
當
代
四
百
年
の
政
治
を
左
右
し
、
國
民
を
率
み
て
日
本
國
を
荷
つ
た
も

の
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
藤
原
氏

の

一
家

一
門
で
あ
る
。
古
來

政
治
止
に
格
別
の
勢
力
も
な
か

っ
た
こ
の
家
門
が
、
鎌
足
に
至

っ
て
急

に
名
聲
を
擧
げ
、
次
で
皇
室
と
の
姻
戚
關
係
を
生
す
る
に
至
る

や
、
そ
の
威
望
は
旭
日
の
昇
る
勢
で
、
途

に
は
人
も
な
げ
に
振
舞
ふ
有
様
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

奉
安
時
代
文
墨
概
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、　
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こ

の

世

を

ぱ

我

世
ど

ぞ

思

ふ

望

月

の

か

け

た

る
事

の
な

し

と

思

へ
ば

と
あ
る
御
堂
關
白
道
長
の
詠
に
依
っ
て
も
事
態

の
大
凡
は
察
知
す
る
事
が
出
来
よ
う
コ而
も
こ
の
藤
原
氏

は
古
來
文
臣
の
家
柄
で
あ
る
。

　

一
面
に
於
て
は
泰
平
無
事
の
世
態
、
建
國
以
來
の
幾
多
辛
い
經
驗
を
味
得
し
た
昔
は
忘
れ
去
ら
れ
、
武
具
は
徒
ら
に
粧
飾
に
供
せ
ら

れ
る
に
至

っ
た
世
態
で
あ
る
以
上
、
世
俗

一
般
に
風
流
風
雅
の
文
筆
に
奔
る
の
は
當
然

の
事
で
あ

っ
た
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
大

作
物
部
の
兩
氏
は
既
に
衰

へ
、
源
平
兩
氏
の
如
き
も
遠
く
都
を
去

っ
て
、
地
方
に
そ
の
潜
勢
力
を
養
う
て
み
た
の
も
、

こ
れ
亦
自
然
の

勢
力
で
あ
る
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

,　
　
　
　
　
　

`
'

獅

々
圓
滿
な
人
格
は
、
理
性
と
感
情
と
の
雫
靜
調
和
に
成
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
国
家
も
亦
是
と
同
じ
～
國
民
の
理
性
と
感
情
と
が

整

正
調
和
し
た
時
が
最
も
圓
滿
な
文
化
の
發
逹
を
見
る
時
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
是
は
或
は
文
武
兩
道
の
均
等
と
い
ふ
事

に
も
な
る
で

あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
建
國
苡
來
の
我
國

の
方
針
を
見
る
と
、
こ
の
意
味
に
於
て
二
千
六
百
年

の
間
寧
ろ
武
事
を
重
ん
じ
た
國
家

で
あ

る
と
稱
し
て
も
よ
い
國
柄
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◎

　
然
る
に
こ
義
平
安
時
代
の
世
の
み
は
全
く
反
對
に
、
文
事
を
重
ん
じ
て
理
性
は
そ
の
影
を
ひ
そ
め
、
感
情
徒
に
昂
揚
し
て
苟
く
も
歌

文
を
善
く
し
な

い
者
ぼ
貴
族
の
交
を
許
さ
れ
す
管
絃
を
解
せ
ざ
る
者
は
宮
廷
に
近
寄
る
可
ら
す
と
い
ふ
有
様
で
あ
っ
た
様
に
見
え
る
。

之
に
は
新
都
新
政
の
執

っ
て
以
て
範
と
し
た
唐
の
文
化
と
云
ふ
も
の
も
頗
る
影
響
し
て
居
る
に
は
相
違
な

い
。
唐
時
代
の
人
材
登
用
は

一
に
詩
文
に
あ
っ
た
の
は
い
ふ
に
及
ぱ
す
、
全
期
を
通
じ
て
詩
文
萬
能
の
時
代
と
稚
し
て
も
差
支
は
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
わ
が
平
安

時
代
に
興
隆
し
た
詩
文
の
如
き
は
、
唐
の
詩
文
の
影
響
を
受
け
て
實
に
よ
く
發
達
し
た
が
、
こ
の
漢
文
學
と
相
並
ん
で
國
文
學
も
亦
燦

爛
た
る
花
を
険
匂
は
せ
た
。

轡
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而
し
て
當
代
文
學
の
背
景
と
な

っ
た
平
安
時
代
の
沚
會
は
、
後

の
鎌
倉
、室
町
、江
戸
の
各
時
代
が
武
士
の
杜
會
で
あ
っ
た
の
に
比
し

て
、
全
く
宮
廷
を
中
心
と
す
る
貴
族
の
肚
會
で
あ

っ
た
。
此
の
期
間
の
地
方
庶
民
は
あ
れ
ど
も
無
き
が
如
き
有
様
で
、
政
治
も
文
教
も

悉
く
貴
族
の
手
に
依

っ
て
料
理
さ
れ
た
と
云

ひ
得
る
。
こ
の
勢
力
を
保
有
し
た
貴
族
は
果
し
て
如
何
な
る
生
活
を
綾
け
た
の
で
あ
ら
う

か
。

　
藤
原
氏
は
財
政
上
に
は
地
方

に
荘
園
を
占
有
し
て
牧
人
の
増
加
を
計
り
、
宮
廷
に
入
っ
て
は
初
の
う
ち
こ
そ
他
の
部
族
も
あ

っ
て
擡

頭
出
來
な
か

っ
た
が
、
後

に
は
競
争
者
が
な
く
な

っ
た
爲
に
、
同
族
相
討
ち
叔
姪
嫉
視
し
、
兄
弟
墻
に
鬩
ぐ
有
様
と
さ
へ
な
っ
た

の
で

あ
る
。
大
臣
・攝
政
・關
白
は
人
臣
榮
逹

の
最
上
で
あ
る
。
然
も
之
を
得
る
に
は
皇
室
の
外
戚
と
な
る
よ
り
他

に
途
が
な
か
っ
た
。
即
ち

當
代
の
貴
族
は
女
兒
を
産
む
事
を
第

一
に
要
望
し
、
之
を
後
宮
に
入
れ
る
事
を
榮
逹
の
手
段
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。
乃
ち
娘
を
持
つ
親

は
相
争
う
て
女
御
更
衣
に
進
め
、
何
と
か
し
て
權
勢
を
得
よ
う
も
の
と
競
っ
た
。
こ
れ
は
當
時
の
物
語
乃
至

歴
史
に
十
分
に
描
か
れ
て

み
る
。
叉
人
力
を
以
て
果
す
可
ら
ざ
る
を
果
さ
う
と
願
ふ
か
ら
に
は
、
勢
ひ
禪
佛
の
加
護

へ
と
進
む
の
は
人
情
で
あ
る
か
ら
三
世
因
果

の
宿
命
論

に
囚
は
れ
て
、
此
に
叉
加
持
新
禧
と

い
ふ
事
が
流
行
し
た
。
之
を
以
て
見
て
も
如
何
に
そ
の
日
常

生
活
が
優
柔
懦
弱
で
あ

っ

て
、
少
し
も
剛
健
勇
壯
の
風
が
無
か

っ
た
か
を
了
解
し
得
る
で
あ
ら
う
。

　
此
の
如
き
世
態
人
情
、

一
面

の
醜
悪
、
そ
れ
は
遠
慮
な
く
文
學
に
曝
露
さ
れ
て
あ
る
。
こ
れ

こ
そ
特
に
注
意
す
べ
き
點
で
あ
る
。

　

前
述

の
次
第
に
依
っ
て
、
後
宮

の
勢
力
が
世
の
中
に
非
常
な
位
置
を
占
め
た
事
は
想
像
に
難
く
あ
る
ま

い
。

一
方
、
文
事
を
以
て
人

材

の
計
器
と
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
才
媛
を
殿
上
に
召
し
て
そ
の
仕

へ
る
中
宮
。女
御
に
光
彩
を
放
た
し
め
ん
と
し
た
親
心
は
當
然
で
、

紫
式
部
と
清
少
納
言
と

の
鸚
照
は
既
に
誰
も
が
知
る
所
で
、
世
は
只
花
や
か
な
櫻
花

の
滿
開
に
酔
う
て
、
散

る
の
早
き
夕
を
知
ら
ぬ
有

　
　
　
　
　
　
　

苹
安
時
代
文
單
概
論
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二
四
二

様
で
あ
っ
た
。

　
國
文
學
史
を
通
じ
て
、
男
子
を
し
て
後
に
瞠
若
た
ら
し
め
た
樣
な
才
媛
は
、
他

の
時
代
に
も
な
い
で
は
な

い
が
、
當
代
は
著
し
く
才

媛
輩
出
し
、
平
安
時
代

の
文
學
は
女
流

の
文
學
で
あ
る
と
極
言
し
て
も
さ
し
て
過
言
で
は
な
い
。
是
は
當
代

に
假
名
文
字
が
大
に
流
布

し
、
堅
苦
し
い
漢
字
漢
文
を
男
子
が
、
優
し
い
假
名
文
字
を
女
子
が
用
み
た
と
い
ふ
事
に
も
原
因
す
る
。

　
さ
て
當
代

の
文
學
を
概
観
す
る
に
、
漢
文

の
隆
盛
は
前
代
か
ら
延
い
て
當
代
に
及
び
、
嵯
峨
天
皇

の
弘
仁
期
の
如
き
は
正
に
漢
文
隆

盛

の
極
致
で
あ
っ
た
が
、
醍
醐
天
皇

の
御
代
、
遣
唐
使
が
廢
せ
ら
る

曳
に
及
び
、在
来

の
唐
土
心
酔

の
熱
は
漸
次

さ
め
か
』
つ
て
來
て
、

一
方
そ
の
反
動
と
し
て
國
文
學
は
非
常
な
勢
を
以
て
發
達
す
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
即
ち
散
文
に
は
、
物
語

・
随
筆

・
日
記

・
紀
行

"

の
如
き
も
の
、
而
し
て
韻
文
に
は
和
歌
は
も
と
よ
り
、
今
様
・神
楽
歌
・催
馬
楽
が
生
れ
出
た
。
そ

の
内
容
に
至

っ
て
は
、
よ
く
融
合
調

和
さ
れ
て
豊
富
に
な
っ
て
来
た
固
有

の
思
想
に
、
儒
佛

二
教
の
思
想
が
面
白
く
あ
ら
は
れ
て
み
る
。
外
因
語

の
影
響
は
自
ら
國
語
の
音

韻
或
は
組
織

の
上
に
多
少

の
變
化
を
及
し
で
、
之
を
前
期
奈
良
時
代
に
比
す
れ
ば
、
更
に
複
雑

の
度
を
高
め
た
も
の
が
お
る
。
假
名

の

發
生
に
つ
い
て
は
、
確
然
と
そ
の
時
を
指
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
が
、
當
蒔
愈

々
行
は
れ
て
釜
々
国
文

の
上
に
便
宜

を

得

る
に
至
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

た
。
即
ち
全
く
假
名

の
み
で
綴
ら
れ
た
純
粋
の
日
本
文
學
が
生
れ
た
事
は
特
に
注
意
す
べ
き
事
で
あ
る
。
そ
し
て
雫
假
名

の
發
明
は
か

も
　
　
も　
　
も

な
が
き
の
美
を
生
ん
で
平
安
時
代
に
は
假
名
書
き
の
名
手
が
輩
出
し
た

の
で
あ
る
。

　
以
下
類

に
從
っ
て
説
明

を
試
み
よ
う
。

幽
、

散

文

◎
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平
安
時
代

の
散
文
と
見
る
べ
き
も
の
」
種
類
は
、

　
　
　
物
語
・歌
序
・日
記
・紀
行
・随
筆
。雑
史

等
で
あ
る
。
漢
學
の
奬
勵
が
や
ん
で
・
假
名

の
流
行
が
廣
く
な
っ
た
平
安
時
代

の
中
期
前
後
は
、
ま
さ
に
函
丈
全
盛

の
時
期
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
見
な
い
多
様

の
文
學
形
式
を
生
ん
だ
事
も
盛
大

の
表
徴
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

一
般
が
漢
文
學
に
精
通
し
光
と
同
時
に
、
こ

の
時
代

の
思
想
が
複
雑
に
な

っ
た
爲
と
云
ひ
得
る
。
我
国

の
文
章
文
體
は
こ
の
頃
に
至

っ
て
始
め
て
整
然
た
る

一
體
を
な
し
た
と

い
う

て
も
差
支
な
い
。
文
體

の
整
理
は
難
事
業
で
あ
る
。
論
難
提
議
、
何
れ
も
多
少
の
効
果
は
あ
ら
う
が
、
而
も
歸
結
す
る
所
は
文
學
著
作

家

そ
の
人
の
力
で
あ
る
。
明
治

の
初
葉
、
早
く
言
文

一
致
論
が
叫
ば
れ
た
が
、
之
を
大
成
し
た
の
は
學
者
で
も
政
治
家
で
も
な
い
。
實

に
小
説
家

の
手
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。
同
様
に
奈
良
時
代
以
来
混
沌
た
る
有
様
に
あ
っ
た
文
脈
は
、
ま
さ
に
平
安
時
代

一
流

の
作
家

の

手
に
よ
っ
て
和
文
そ
の
も
の
を
成
就
せ
し
め
た
。
而
も
そ
の
一
導
火
線
は
ま
さ
に
女
流
に
あ
る
。

　
物
語
に
は
多
く

の
大
作
が
あ
る
が
.
最
も
有
名
な
の
は
紫
式
部

の
源
氏
物
語
で
あ
る
。

　
歌
序
は
古
今
集
序
に
優
る
も
の
は
な
い
。

　
日
記
に
は
貫
之

の
土
佐
日
記
、
菅
原
孝
標
女

の
更
科
日
記
、
道
綱
母
の
蜻
蛉
日
記
、
和
泉
式
部

の
日
記
、
紫
式
部

の
日
記
等
が
あ
る
。

　
土
佐
日
記
・更
科
日
記
は
紀
行
と
し
て
扱
び
う
る
。

　
随
筆
と
し
て
は
清
少
納
言

の
枕
草
子
。

　
雑
史
と
し
て
は
赤
染
衞
門

の
榮
華
物
語
、
藤
原
爲
業

の
大
鏡
が
あ
る
。
畢
安
時
代

の
国
文

・
散
文
を
論
ず

る
場
合
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ

作
品
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

牛
安
時
代
文
學
概
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
周
蕊



二
四
跨

　
　
O
物

～

語

1
　
源

氏

物

語

　
ま
だ
明
け
そ
め
ぬ
宇
治
川
の
邊
に
、
瀬
鳴
の
晋
を
氣
も
遠
ざ
か
る
程
に
恐
ろ
し
く
聞
き
な
し
、
や
る
せ
な

い
身

一
つ
を
扱
び
か
ね
て

入
水
を
試
み
た
の
は
浮
舟
の
君
で
あ
る
。
そ
れ
が
薫
大
將
に
と
っ
て
は
嘗
て
の
熱
愛
し
た
懸
想
人
に
酷
似

し
た
浮
舟
の
運
命
で
あ
る
。

や
る
せ
な
い
浮
舟
の
身
に
し
て
み
れ
ば
、
餘
り
に
も
身
分

の
高

い
薫
大
將
一

然
も
匂
兵
部
卿

の
熱
烈
な
息

に
も
浮
舟
は
胸
を
焦
が
し

て
み
た
・
そ
れ
と
こ
れ
と
何
れ
は
浮
舟
を
苦
し
め
る
も
の
、
思
に
堪

へ
き
れ
す
宇
治
川
の
瞬
間
に
立
つ
た

の
で
あ
る
。
幸
か
あ
ら
ぬ
か

浮
舟
は
横
川
の
僧
都

に
救
は
れ
、
尼
と
な

っ
て
嘗
て
の
肚
禽
と
は
全
く
沿
…息
を
絶

つ
た
ま
ま
淋
し
く
も
靜

か
な
生
活
を
選
る
事
と
な
っ

た
。

一
方
で
は
浮
舟
を
知

っ
て
み
た
總
て
の
人

々
と
同
じ
く
、薫
大
將
と
て
浮
舟
は
早
こ
の
世
の
人
で
な
い
と
思
ひ
歎

い
た
折
な
の
に
、

は
し
な
く
も
こ
の
消
息
を
聞
き
鋏
ん
だ
大
將
は
、
早
速
人
を
介
し
て
交
を
や
っ
た
け
れ
ど
何
の
反
應
も
な

い
。
或
は
叉
他
家

へ
匿
ま
は

れ
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
惑
は
す
の
み
G
浮
舟

の
君
は

一
人
靜
か
に
生
き
て
行
く
。

　
以
上
が
源
氏
物
語
の
結
末
で
あ
る
。
源
氏
五
十
四
帖
、二
部
に
分

っ
て
後
の
十
帖
を
宇
治
十
帖
と
い
ふ
。
蓋
し
舞
台
を
宇
治
に
と
り
、
㌧

前
篇
の
主
人
公
の
子
等
を
以
て
主
入
公
と
す
る
故
で
あ
ら
う
。

一
貴
顯
の
人
光
源
氏

(
叉
源
氏
の
君
)
は
前
篇
の
主
入
公
で
あ
る
。
實
は
無
上
に
尊
貴
な
御
境
遇
の
と
こ
ろ
、
故
あ

っ
て
臣
下
に
降
ら

れ
た
貴
顯
中
の
貴
顯
で
あ
る
。
才
色
雙
絶
至
ら
ぬ
事
も
な
き
人
物
で
、
㌧戀
に
は
殊
の
外
冒
険
を
好
ま
せ
ら
れ
た
。
數

々
の
・
ー
マ
ン
ス

を
作

っ
た
源
氏
の
君
は
罪
の
裁
斷
を
恐
れ
る
や
う
に
な
ゆ
、
自
ら
進
ん
で
須
磨
ま
で
落
ち
延
び
、
都
よ
け
外

へ
も
出
な
か
っ
た
貴
顯
の

人
が
、
落
寞
た
る
夕
の
海
に
郷
家
を
想
っ
て
み
る
中
に
、
一夢
の
示
唆
を
受
け
て
明
石
に
移
り
、
明
石
上
を
得

て
暮
す
裡
再
び
都
に
上
り
、
「



▼

大

切

に
待

遇

さ

れ

る

が

、
自

ら
は

却

っ
て
野

心

を

棄

て

て

や

り
過

す

事
も

な
く

、
や

が
て

出

家
を

さ

へ
願

ふ
心
持

に
な

る
。

　

こ

の
間

源

氏

の
君

の
競

争

者

に
頭
中

將

と

い

ふ
貴

公

子

が

あ

っ
た

。
源

氏

の
君

に
は

恰

好

の
話
相

手

で

、
舞

も

管

絃

も

源

氏

の
君

の

お
相

手

が
勤

ま

る

程

の

巧
者

、
絡

に
は

こ
れ

が
戀

の
競
爭

者

に
さ

へ
な

σ
た

。

　

草

深

い

中

に
夕
顔

の
白

々
と

嘆

い

て

み
る

途

中

の
夕

景

色

、

こ

の
家

の
主

入

さ

へ
ね
た

ま

し
く

思

は

れ

て

夕
顔

の
花

を

所

望

す

る
風

流

源

氏

の
君

は

、
は

か

ら

ず

も

夕

顔

の
上
を

こ

玉
に
見

出

し

て

、

正
妻

の
嫉

妬
を

怖

れ

て

世
間

を

忍

ぶ
佗

住

居

を

し

て

み

る
事

を

知

り

、
L

例

の
も

の
好

き

な

心

か

ら
愛

の
生

活

を

始

め

る

。

こ

れ

が
實

は

頭

中
將

の
元

の
想

ひ
人

だ

つ
た

の
で

あ

る

。

　

柏

木

衞

門

督

は

文

頭

中

將

の
男

で
あ

る

。

笛

の
極

め

て

上

手

な
殉

情

的

な

青

年

で
あ

っ
た

が
、

源

氏

が

朱
雀

院

の
切

な

る
御

依

頼

に

依

っ
て
妻

迎

へ
し
た

女

三

宮

は

こ

の
殉
情

的

青
年

の
情

熱

に
壓

倒

さ

れ

て

、
(.女

三

宮

の
、

せ

め

て

そ

の
愛

猫

で
も

い

玉
、
・手

に
入
れ

た

い
も

の
と

惱

み

盡

し
た

の
は

柏

木

で

あ

る

。

こ

の
猫

が
簾

を

持

ち

上
げ

て
女

三
宮

の
姿

を

柏

木

に
示

し

、
柏

木

の

心
を

一
入

燃

え
立

た

し

め
て

み
る

。
)罪

の
子

を

擧

げ

て
絡

ふ

。

こ
れ

が
後

篇

の
主

人

公

薫

大

將

で
あ

る
。

源

氏

は

泌

々
と
過

去

の
報

復

を

味

つ
た

o

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　
も　　も　　も　　も　　
や　
　り

　

以

上

源

氏

の

君

を

中

心

と

す

る
幾

多

の
入
物

の
行

動

は

、
要

す

る

に

平
安

城

裡

泰

平

を

謳

ひ
風

雅

を
・盡

し

て
も

の

玉
あ

は

れ

に
世
相

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

も　　
し　　
も　　
も　　
ヤ　　
カ

を
律

し

た
も

の

で
あ

る
。
.こ

の
も

の

玉
あ

は

れ

と

は

ま

こ
と

に
平

安

時

代

の
男
女

を

通

じ

て

、
世

態

の
標

準

、
「處

世

の
標
的

と

し

た
も

　

　

　

　

　

　

し　　
り　　
も　　
も　　
も　　
も　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　
し

の
で

あ

っ
て

、

も

の

」
あ

は

れ
を

解

せ

ざ
れ

ば

全

く
紳

士

淑

女

の
仲

聞

入
り

が
出
來

な

か

っ
た

。

江
戸

時

代

に

か

の
粹

と

い
ふ

一
の
標

準

が
萬

事

を
解

決

し

て

、
・之

を
知

ら

ざ

る
も

の
は

謂

は

ゆ

る
野

暮

と

蔑

ま

れ

た

の
と

、
形

こ

そ
異

れ

、
共

通

の
點

が
存

在

す

る
G

漁

民

物

語

の
文
章

は

、
實

に
國

文

學

中

こ

れ

に
匹
敵

す

る
も

の
を

見

な

い
程

の
も

の
で

、

そ

の
流

麗

優

美

な

る
點

、
洗

練

推
敲

を

へ
た
點

、
・

用
意

の
周
到

な

る
點

、
筆

路

整

然

と

し

て
前

後

の
照

應
當

を

得

、
・而

も

極

め

て
自

然

的

な

修
辭

を

以

て
景

物

を
寫

し

、
事

を

論

ず

る

に

　

　

　

　

　

　

　

苹
安
時
代
文
學
厩
蛻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
四
五

毒



}町 一 … 一 一 一

」

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ
四
六

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

め

そ
の
妙
を
極
む
る
所
、
ほ
と
一

感
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
構
想
亦
千
古

に
絶
し
た
作
品
で
、
よ
く
も
か
当
る
大
作
が
で
の
時
代
に
生

れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
は
し
め
る
と
同
時

に
、
式

部
の
凡
庸
な
ら
ざ
る
手
腕
に
誰
か
感
歎
せ
ざ
る
者
が
あ
ら
う
。

　
作
者
紫
式
部
は
、
當
時
の
磧
學
藤
原
爲
時

の
女
で
藤
原
宣
孝
に
嫁
し
、
・
囲
女
賢
子

(
世
に
大
貳
參
位
と
い
ふ
)
を
擧
げ
た
。
夫

の
宣

孝
が
死
ん
だ
後

、
・
一
條
天
皇
の
中
宮
上
東
門
院
に
仕

へ
て
令
名
を

「
世
に
奔
ら
せ
た
。

　
　
　
參
考
書
、
河
海
抄

(
四
辻
善
成
)
花
鳥
餘
情

(
一
條
兼
良
)
細
流
抄

(
三
篠
西
公
條
)
眠
江
入
楚

(中
院
通
勝
)
源
氏
物
語
湖
月
抄

(北
村
季
吟
)

　
　
　
源
謎
拾
遺

(釋
契
沖
)
源
氏
物
語
新
釋

(賀
茂
眞
淵
)
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛

へ本
居
官
長
)
源
氏
物
語
評
釋

(萩
原
廣
道
)
新
釋
源
氏
物
語

(佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ　　へ　　も

　
　
　
々
政
一
等
)
源
氏
物
語
詳
解

(池
邊
義
象
、
鎌
田
正
・憲
)
定
本
源
氏
物
語
新
鮮

(金
子
元
臣
)
對
譯
源
氏
物
語
講
話

(島
津
久
基
)
梗
概
沓
、
源

　
　
　
氏
物
語
忍
草

(北
村
湖
春
)
新
譯
源
氏
物
語

(異
説
野
晶
子
)

　
　
　
獪
嘉
木
は
從
來

一
、青
表
紙
本
系

二
、河
内
本
系
の
こ
流
が
交
々
行
は
れ
て
今
日
に
至
っ
て
み
る
。

2

源

氏

物

語

以

後

　
源
氏
物
語
以
後
源
氏
物
語
に
追
從
す
る
作
品
が
多
く
現
れ
た
。

　
　
　
狭
衣
物
語

　
　
　
夜
の
寢
覺

　
　
　
濱
松
中
納
言
物
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

　
等
、
そ
の
今
日
に
殘
れ
る
も
の
で
あ
る
o

　
　り　　　
　　
　

狄
衣
物
語
は
大
貳
三
位
の
作
と
も
謀
チ
内
親
王
宣
旨
の
作
と
も
言
傳

へ
ら
れ
る
。
主
人
公
の
狭
衣
大
將
と
い
ふ
貴
公
子
が
源
氏
の
君



　 　 　 臀翠　　「
　 輝7」四

聖
〆

/

'

に
相
當
し
、
才
色
雙
び
な
き
こ
の
貴
公
子
が
、
源
氏
宮
、
女
二
宮
、
飛
鳥
井
姫
君
等
を
相
手
に
戀

に
惱
む
種

々
相
を
描
い
た
も
の
で
、

全
く
源
氏
物
語
を
模
倣
し
た
作
品
で
あ
る
。

　
　

參
考
書
、
狭
衣
系
圖

(
三
條
西
實
隆
)
狭
衣
物
語
下
紐

(筆
者
不
詳
)
寫
本
と
し
て
は
東
本
願
寺
本
が
最
近
發
見
さ
れ
て
る
る
。

　

　
　　
　　
　　

　
夜

の
寢
覺
は
又
よ
は
の
ね
ざ
め
と
も
云
は
れ
る
。
更
科
日
記
の
著
者
た
る
菅
原
孝
標
女

の
作
で
あ
ら
う
と
云
は
れ
て
る
る
。
御
物
本

更
科
日
記
の
末
に

「
よ
る
の
ね
ざ
め
」
の
作
者
と
日
記
の
筆
者
と
同

一
な
る
由
が
記
さ
れ
て
み
る
。
狭
衣
物
語
と
共
に
源
氏
物
語
を
模

倣
し
て
及
ば
ざ
る
事
遠
い
作
品
で
あ
る
が
、
大
部
闕
卷
が
あ
っ
て
、
今
も
全
體

の
半
分
位
し
か
見
出
さ
れ
て
み
な
い
。
や
が
て
大
臣
の

榮
位
に
つ
く
中
納
言
が
主
人
公
で
、
ね
ざ
め
の
君

へ
の
戀
愛
の
様
相
を
骨
子
と
し
て
み
る
。

　
　

參
考
書
、
窓
の
と
も
し
び

(横
山
由
清
)
校
註
よ
は
の
ね
ざ
め

(藤
田
徳
太
郎
、
増
淵
恒
吉
)
校
本
よ
は
の
ね
ざ
め

(橋
本
佳
)

　

　　
　　
　　
　
　　　
　　む

　
濱
松
中
納
言
物
語
は
矢
張
の
菅
原
孝
標
女
の
作
か
と
も
云
は
れ
る
。
濱
松
中
納
言
が
、
己
れ
の
亡
夫
が
唐
の
第
三
皇
子
に
生
れ
變
っ

て
み
る
事
を
知
り
、
高
場
縣
の
第
三
皇
子
に
あ
ふ
事

に
な
る
が
、
や
が
て
そ
の
母
と
相
愛
の
中
と
な
り

一
子
を
擧
げ
る
。
後
三
年
に
し

て
日
本
に
歸
り
、
吉
野
の
唐
后
の
母
な
る
尼
に
あ
っ
て
物
語
を
し
、
叉
今
は
尼
君
と
な
っ
て
吉
野
に
佗
住
居
を
し
て
み
る
大
姫
君
と
暮

し
て
舊
情
を
暖
め
る
。
と
云
ふ
の
が
大
體
の
筋
で
、
荒
唐
な
傅
奇
小
論
で
あ
る
が
、
作
中
夢
が
多
く
、
そ
の
夢
の
中
に
唐
に
み
て
は
日

本
の
大
姫
君
等
の
事
に
想
を
苦
し
め
、
日
本
に
齢
っ
て
は
又
唐
后
の
事
を
想
ふ
と
云
ふ
や
う
な
現
状
に
任

せ
す
し
て
常
に
心
が
二
元
的

に
動
い
て
み
る
點
は
更
科
日
記
を
想
は
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
も
開
窓
の
あ
る
も
の
で
あ
る
o
近
時
尾
上
博
士
藏
書
の
中
か
ら
末

巻
と
思
は
れ
る
も
の
が
發
見
さ
れ
た
。

　
　
　
參
考
書
、
雑
誌
國
語
と
國
文
學
第
八
十
四
號

　
　
　
　
　
　
　

苹
安
時
代
文
學
概
説
　
　
　
　・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
四
七



、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
題
八

　
　
　

む　
む

　

む　
む

　
落
窪
物
語
四
卷
も
作
者
不
明
の
物
語
で
あ
る
が
、
戀
子
苛
め
物
語
の
最
初
の
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
物
語

で

一
入
の
女
性
が
機
母
の
爲

に
片
隅
の

一
室
を
與

へ
ら
れ
て
課
せ
ら
れ
る
過
重
の
仕
事
に
苦
し
む
の
で
あ
る
が
、
左
近
少
將
と
い
ふ
貴
公
子
に
見
出
さ
れ
て
か
ら
幸

福
な
身
と
な
り
、
且
つ
少
將

に
依
っ
て
報
復
す
る
と
い
ふ
の
が
筋
で
、
滑
稽
な
叙
述
も
加
味
さ
れ
變
化
に
と
ん
で
ゐ
る
っ
但
し
、
源
氏

物
語
及
そ
の
系
列
の
物
語
の
樣
な
貴
族
趣
味
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
意
志
的
な
氣
分
、
新
興
の
意
氣
と
い
ふ
様
な
と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
る
。

或
は
今
後
問
題
に
さ
れ
る
物
語
で
は
な
か
ら
う
か
。

.　
　

参
考
書
、
落
窪
物
語
註
釋

(大
石
千
引
)
落
窪
物
語
頭
書

(賀
茂
眞
淵
)
落
窪
物
語
大
成

(中
村
秋
香
)
ロ
譯
落
窪
物
語

(鴻
欒
盛
廣
)

.
堤
中
納
言
物
語
も
亦
源
氏
物
語
等
と
は
系
列
を
殊
に
す
る
物
語
で
あ
る
。
十
篇
の
短
篇
か
ら
成
る
物
語

で
、
特
殊
な
傾
向
を
示
し
で

る
る
が
、
近
時
鎌
倉
時
代
の
作
で
あ
る
と
も
云
は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。

　
3
　
源
氏
物
語
以
前

　
傳
誦
的
性
質
か
ら
離
脱
し
て
物
語
が
文
學
形
式
と
し
て
認
容
さ
れ
た
の
は
こ
の
平
安
時
代
に
於
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
源
氏
物
語
の

如
き
大
作
に
ま
で
發
撰
す
る
に
至
っ
た
そ
の
成
長
振
は
叉
怖
ろ
し
い
も
の
が
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
そ
の
源
氏
物
語
ま
で
に
到

っ
た
源
流
を
考

へ
る
時
に
、
そ
れ
は
叉
即
ち
物
語
の
起
源
を
想
到
せ
し
め
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

℃
o
o
O

　
伊
勢
物
語

　
伊
勢
物
語
は
在
原
業
平
の
著
で
あ
る
と
断
定
す
る
事
は
出
來
な
い
が
、
業
平
を
中
心
に
し
て
そ
の
逸
話
を
記
述
し
た
歌
物
語
で
あ
る

と
云
ふ
事
は
出
来
る
。
世
相
に
感
じ
て
詠
ん
だ
彼
の
詠
歌
が
自
然
に
物
語
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
歌
物
語

の
特
色
は
必
ず
歌
を
枕
に
す

る
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
短
い
歌

の
形
式
が
何
程
記
憶
に
便
宜
な
も
の
か
、
而
し
て
叉
そ
の
歌
を
枕
に
し
て
記
憶
す
る
物
語
が
何
程
記
憶



'
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を
容
易
な
ら
し
め
る
か
を
想
像
す
る
時
、
書
物
の
流
布
の
少
い
時
代
な
る
物
語
發
生
當
時
の
形
式
、、
即
ち
物
語
發
生
の
型
が

こ
の
伊
勢

物
語
の
如
き
歌
物
語
で
あ
っ
た
事
は
否
定
出
来
る
事
で
は
な
い
。
而
し
て
是
の
如
き
歌
物
語
は
他
に
も
多
か
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
伊
勢

物
語
は
現
存
す
る
も
の
玉
中
最
査
の
歌
物
語
で
あ
る
。

　
伊
勢
物
語

の
持
つ
今

一
つ
の
特
色
は
傳
奇
的
性
質
で
あ
る
。
伊
勢
物
語

の
名

の
由
來
は
、
多
く
あ
る
中

で
、
伊
勢
國
に
關
す
る
説
話

が
多
い
と
こ
ろ
が
ら
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
す
る
論
が
有
力
と
思
は
れ
る
が
、
伊
勢
物
語
・大
和
物
語
の
伊
勢
・大
和
は
王
城
を
中
心
に

す
る
縉
士
淑
女

の
間
に
傅
奇
的
興
味
を
具

へ
た
も

の
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
伊
勢
物
語
の
有
す
る
こ
の
二
つ
の
性
質
は
即
ち
原
始
物
語
の
二
つ
の
傾
向
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
。

　

こ
の
物
語
は
斷
片
的
な
小
説
話

が
集
め
ら
れ
て
、
業
苹

を
中
心
に
し
て
み
る
。
文
章
は
簡
潔
.で
聰
明
で
、
歯
切
の
よ
い
夊

の
中
に
情

熱

の
奔
る
に
つ
れ
て
詠
み
な
さ
れ
た
歌
.を
枕
に
踏
ま

へ
て
み
る
。
業
平
と
そ
の
歌
を
知
ら
う
と
す
る
人
に
も
必
ず
参
考
に
せ
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

　
　

参
考
書
、
伊
勢
物
語
拾
穗
抄

(北
村
季
吟
)
勢
語
臆
断

(釋
契
沖
)
伊
勢
物
語
古
意

(賀
茂
眞
淵
)
伊
勢
物
語
新
釋

(藤
井
南
街
)
伊
勢
物
語
詳
解

　
　

(鎌
田
正
憲
)
伊
勢
物
語
講
義

(今
泉
定
介
)
評
釋
伊
勢
物
語

(窪
田
通
治
)

　
　

.寫
本
と
し
て
最
明
寺
本
伊
勢
物
語
、
傳
良
經
筆
伊
勢
物
語
等
あ
る
。　
　
　
　
　

c

　

ひ　
　　
　　
　

　
大
和
物
語
は
そ
の
體
裁
全
く
伊
勢
物
語
に
倣
う
た
も

の
で
在
原
滋
春

の
作
か
と
も
云
は
れ
る
。
何
れ
の
點
か
ら
み
る
も
伊
勢
物
語
に

優
る
も
の
で
は
な
い
が
、
歌
物
語
と
し
て
同
様
な
性
質
を
有
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　

礬
考
書
、
大
和
物
語
抄

(北
村
季
吟
)
大
和
物
語
直
解

(賀
茂
眞
淵
)
冠
註
大
和
物
語

(井
上
丈
雄
)
大
和
物
語
詳
解

(井
上
、
栗
島
)

　
　
　
　
　
　
　
　
季
安
時
代
文
學
概
蹴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
九



歩

軍 桝 ア璽馴F西 罰 ㌃㎝ 響 馴 鄲 Ψ 曝叩 叩 俺『糧w難 解 騨 門

/

二
王
O

　

　
　　　
む　
　

　
竹
取
物
語

　
傳
奇
的
傾
向

の
勝
つ
た
も
の
に
は
竹
取
物
語
及
び
宇
津
保
物
語
が
あ
る
。
而
し
て
竹
取
物
語
は
最
も
古

い
物
語
と
し
て
言
傳

へ
ら
れ

て
る
る
・
竹
の
中
か
ら
輝
き
出
た
月
界
の
一
麗
人
を
目
懸
け
て
、
皇
族
や
大
臣
が
戀
を
得
よ
う
と
狂
奔
す
る
の
で
あ
る
が
、
姫
は
冷
然

と
難
題
を
も
ち
か
け
て
云
ひ
寄
る
男
を
疲
れ
し
め
、
最
後
に
大
君
の
辭
み
難

い
お
召
し
及
び
に
あ
う
て
悲
愁

の
情
深
く
、
夜
毎
月
を
見
　

.

て
は
憂
に
沈
む
の
で
あ
っ
た
が
、
滿
月

の
夜
天
上
の
迎

へ
人
に
會
う
て
悲
愁

の
面
持
も
俄
に
改
ま
り
、
森
厳
な
月
姫
と
な
っ
て
昇
天
す

る
と
云
ふ
の
で
あ
っ
て
、
滑
稽

の
分
子
も
多
く
、
漢
籍
佛
典
か
ら
得
た
支
離
構
想
も
亦
少
く
な
い
。
但
し
當
期

の
物
語

の
中
で
は
行
文

最
も
簡
素
で
制
作
年
代
も
作
者
も
共
に
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
初
期
の
産
物
で
あ
る
事
は
疑
な
い
。

　
　

參
考
書
、
竹
取
物
語
解

(田
中
大
秀
)
竹
取
物
語
抄

(小
山
儀
)
校
註
竹
取
物
語
(佐
佐
木
信
綱
)
竹
取
物
語
講
義

(今
泉
定
介
)
竹
取
物
語
合
釋

　
　

(岩
田
九
郎
)
新
譯
竹
取
物
語
精
解

(
谷
川
呑
雄
)
竹
取
物
語
講
義

(
井
上
頑
丈
)

　
　

り　
む　
　　
　

　

　

　
字
溝
保
物
語
は
錯
簡
が
あ
っ
て
今
以
て
そ

の
全
貌
を
知

る
事
が
出
来
な

い
も
の
で
、
.多
く
最
初
に
現
れ
て
來

る
俊
蔭

の
卷

の
み
讀
ま

れ
て
來
た
。

こ
の
卷
藤
原
俊
蔭
が
十
六
歳
で
渡
唐
し
、
波
斯
國
に
漂
流

し
て
異
人
に
琴

の
傳
授
を
受
け
、
或
は
阿
修
羅
に
あ
ふ
説
話
な

ど
、
荒
唐
で
あ
る
が
、
物
語

の
偉
奇
的
性
質
が
伊
勢
・大
和
か
ら
波
耕
園
ま
で
進
展
し
た
點
は

一
つ
の
成
長
と
見
ら
れ
る
。

　
　
　
參
考
書
、
宇
津
保
物
語

(細
井
貞
雄
)
宇
津
保
物
語
二
阿
抄

(
山
岡
、
細
井
)
宇
津
保
物
語
考

(安
藤
爲
章
)
宇
津
保
物
語
楷
梯

(
小
山
田
與
清
)

　
源
氏
物
語
は
以
上

の
諸
書
と
白
樂
天
等

の
漢
人
の
著
書
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も

の
で
、
從
っ
て
歌
物
語
と
し
て
の
要
素
も
、
傳
奇
物

、

語
と
し
て
の
要
素
も
含
ま
れ
て
み
る

の
で
あ
る
が
、
漸
く
そ
の
領
域
を
脱
し
て
挿
入

の
和
歌
は
從
位
に
立
ち
、
荒
唐
な
性
質
は
全
く
影

を
潜
め
て
行
き
、
伊
勢
・大
和
か
ら
唐
・波
斯

へ
と
所
謂
外
面
的
に
成
長
し
た
傳
奇
的
性
質
も
、
内
面
的
な
も
の
と
な
っ
て
…僅
か
に
須
磨
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明
石

の
卷
に
傅
奇
的
性
質

の
面
影
を
印
す
る
位

に
な

っ
て
み
る
。
伊
勢
物
語
か
ら
大
和
物
語
を
經
て
源
氏
物
語

へ
、
叉
竹
取
物
語
か
ら

宇
津
保
物
語
を
經
て
源
氏
物
語

へ
と
進
展
し
た
跡
を
見
る
時
、
源
氏
物
語
が
如
何

に
長
大
な
傑
作
で
あ
る
か
を
知
り
得
る
し
、
更
に
源

氏
物
語
以
後

の
諸
作
が
模
倣

の
作
多
く
、
模
倣
に
非
す
と
し
て
も
、
濱
松
中
納
言
の
如
き
再
び
外
面
的
傳
奇
的
物
語

へ
と
逆
轉
し
た
事

を
思

へ
ば
源
氏
物
語

の
塞
前
絶
後

の
作
た
る
事
は
自
ら
明
か
に
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
O
日
記

紀

行

　
日
記
が
文
學
形
式
と
し
て
認
め
ら
れ
、
日
記
の
中
に
個
性
を
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な

っ
た
の
は
矢
張
平
安
朝
時
代
に
於
て
讐
あ
る
。

　
日
記
に
於

て
も
紫
式
部
を
中
心
に
し
て
考

へ
る
な
ら
ば
紫
式
部
日
記

一
卷
が
あ
る
。

　
　
　
　

　　　

　

　　む
　　

　
紫
式
部
日
記
は
紫
式
部
が
上
東
門
院
に
宮
仕
し
た
頃
の
記
録
で
、
中
宮
御
懐
姙

の
頃
か
ら
後

一
條
天
皇
及
び
後
朱
雀
天
皇
の
御
誕
生
.

そ
の
他
宮
中
生
活
の
歌
態
を
記
さ
れ
て
あ
る
が
、
日
記

の
一
部
に
ぽ
式
部
が
自
分

の
子
弟
に
與

へ
た
消
息
文
が
攪
入
し
た
形
跡
が
窺
は

れ
る
。
帥
ち
主
と
し
て
宮
中
生
活
を
記
述
す
る
の
が
眼
目
で
あ

っ
た
も

の
で
、
日
記
の
最
初
の
形
式
と
し
て
は
私
的
記
述
の
要
求
以
前

に
記
録
的
要
求
が
あ

っ
た
筈
で
、
行
事
や
慣
例
を
書
き
貿
め
て
お
く
の
が
最
初

の
形
式
で
あ

っ
た
ら
う
。
紫

式
部
日
記
は
さ
う
い
ふ
面

影
を
傳

へ
る

一
面
、
風
景
描
寫
を
し
て
み
た
り
、
他
人
に
對
す
る
述
懐
を
し
て
み
弛
り
し
て
偵
由
な
個
人
的
表
現
に
及
ん
で
み
る
。
源

氏
物
語
の
様
に
藝
術
的
意
圖
を
充
分
に
示
し
て
ば
る
な

い
が
、
獪
源
氏
物
語
と
併
讃
す
べ
き
で
あ
る
と
思

ふ
。

　
　

参
考
書
、
紫
式
部
日
記
傍
註

(壷
井
義
知
)
紫
式
部
日
記
釋

(清
水
宣
昭
)
紫
式
部
日
記
解

(足
立
稻
直
)
紫
式
部
日
記
評
釋

(永
野
忠
剛
)紫
式

　
　

部
日
記
講
義

(長
田
致
孝
)
紫
式
部
日
記
精
解

(關
根
正
直
)
紫
式
部
日
記
全
釋

(小
室
由
三
)

　
蜘
蜘
印
譜
は
右
大
將
道
綱
母
の
筆
に
成
っ
た
日
記
で
あ
る
。
天
暦
八
年
夫
家
家
が
始
め
て
通
ひ
出
し
て
か
ら
天
延
二
年
ま
で
二
十

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ね

　
　
　
　
　
　
　
　
甲
蠻
時
代
文
墨
概
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
f
一

丶
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二
五
二

年
間

の
日
記
で
あ
る
。
夫
を
得
て
か
ら
絶

え
ず
失
ふ
ま
い
と
す
る
悩
み
、
子
が
生
れ
て
以
来

の
夫
の
疎
遠
な
行
動
に
對
す
る
怨
恨
を
抱

い
て
、
あ
る
時
は
門
前
キ
通

り
抜
け
て
行
く
夫
の
車

の
晋
に
耳
を
止
め
、
あ
る
時
は
鳴
瀧
に
籠
る
な
ど
、
や
る
せ
な
い
當
時
の
婦
人
生

活
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
記
録
的
性
質
は
全
く
脱
離
し
て
、
文
學
的
表
現
の
意
圖
を
持
っ
て
記
さ
れ
た
日
記
が
紫
式
部

日
記
以
前

に
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
彼
と
是
と
態
度
を
殊
に
す
る
も
の
故
そ
の
間
に
進
歩

の
發
展

の
と
云
ふ
事
は
い
ぴ
得
な
い
け
れ
ど
も
、

日
記
の
個
性
的
文
學
的
表
現
が
源
氏
物
語
以
前
に
存
し
た
と
い
ふ
事
は
極
め
て
意
義
深
い
も
の
と
思
ふ
。
こ
の
日
記
も
錯
簡
が
あ
る
の

は
憎
む

べ
き
事
で
あ
る
。

　
　

参
考
書
」
蜻
蛉
日
記
解
環

(坂
徴
)

　

　　
　　
　　
　　む　
　

　

和
泉
式
部
日
記
は
蜻
蛉
日
記
の
系
を
引
く
日
記
で
情
熱

の
歌
人
和
泉
式
部

の
奔
放
な
戀
愛
生
活
の
記
述
で
あ
る
。

　
　

参
考
書
、
新
譯
和
泉
式
部
日
記

(與
謝
野
晶
子
)

　
紀
行
と
云
ふ
名

こ
そ
な
が

っ
た
が
、
日
記
と
云
ふ
名
目
に
借

り
て
紀
行
交
も
亦
當
期
に
現
れ
て
み
る
。

　

む　
　　
　　
　

　
土
佐
日
記
は
延
長
八
年
に
紀
貫
之
が
土
佐
守
と
な

っ
て
赴
任
し
、
そ
の
地
に
五
箇
年
を
途
つ
た
後
、
承
平
四
年
に
任
充
ち
て
京
に
還

る
曦

の
紀
行
交
で
あ

っ
て
、
冒
頭
に
女
人
な
る
旨
を
裝
う
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
支
體
ば
純
国
文
、
藝
術
的
價
値
を
十
分
認
め
う

る
。
行
文
何
ら
の
虚
飾
な
く
、
任
地
土
佐
に
失

っ
た
亡
兒
の
述
懐

は
全
篇
を
通
じ
て
見
え
る
所
で
あ
る
が
、
風
波
に
つ
け
て
海
賊

の
難

を
思
ひ
、
徒
然

の
餘
り
に
滑
稽
を
弄
す
る
邊
り
、
輕
快
に
し
て
然
も
全
篇
壯
重

の
意
を
失
は
ざ
る
處

ば
流
石
に
貫
之

の
筆
で
あ
り
、
よ

く
凡
手

の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
な
い
事
が
肯

か
れ
る
。
冒
頭
の

「
男
も
す
な
る
日
記
と
云
ふ
も
の
を
女
も
し
て
み
ん
と
て
す
な
り
」

は
、
古

来
議
論

の
あ
る
所
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
貫
之
が
、
こ
の
日
記
を
草
す
る
に
當

っ
て

一
極
の
戯
文
と
し
て
綴

っ
た
も
の
と
見
た
い
が
、



'

'

同
時
、に
讀
者
を
豫
恕
し
て
み
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
參
考
書
、
土
佐
日
記
考
證

(岸
本
由
豆
流
)
土
佐
日
記
燈

(富
士
谷
御
杖
)
土
佐
日
記
船
の
直
路

(橘
守
部
)
土
佐
日
記
創
見

(
香
川
景
樹
)土
佐

　
　
　
日
記
講
義

(今
泉
定
介
)
土
佐
日
記
新
釋
(豊
田
八
+
代
)
校
註
土
佐
日
記

(鳥
野
幸
衣
)
土
佐
日
記
全
釋

(
小
室
由
三
)

　

　　
つ　
　　
　

　
更
級
日
記
は
菅
原
孝
標
女

の
作
で
あ
る
。
幼
少
の
頃
上
総
介
と
な

っ
て
赴
任
す
る
と
い
ふ
父
に
拌
は
れ
て
東
園
に
下
り
、
任
解
け
て

再
び
都
に
拌
は
れ
て
歸
る
時

(作
者
十
三
の
時
)
か
ら
筆
を
起
し
、
五
十
歳
で
夫
橘
俊
通
に
別
れ
て
悲
歎

に
沈
む
ま
で
の
日
記
で
、
そ

の
初
め
部
分
は
紀
行
、
後
の
部
分
は
自
叙
俾
、
日
記
で
あ
る
。
孝
標
女
ば

一
面
自
我
の
強
い
と
こ
ろ
も
あ

っ
た
様
に
見
え
る
が
、
そ
の

筆
は
頗
る
つ
玉
ま
し
や
か
で
、
幼
時
か
ら
昔
物
語
に
心
を
惹
か
れ
、
源
氏
を
耽
読
し
て
浮
舟

の
君
に
憧
れ
た
事
や
、
文
中
夢
の
話
の
多

い
事
な
ど
、
筆
者

の
幻
想
的
な
心
情
を
窺
ふ
事
が
出
来
る
。
こ
の
日
記
は
古
来
文
章
の
順
序
が
混
亂
し
て
正
し
く
讀
む
事
が
出
来
な
か

っ
た
が
、
近
時
古
寫
本
の
發
見
に
依
て
錯
簡
が
明
に
せ
ら
れ
た
。

　
　
　
餐
考
書
馬
校
註
更
科
日
記

(佐
佐
木
信
綱
)
更
科
日
記
略
解
(關
根
正
直
)
新
釋
更
科
日
記

(須
田
正
雄
)
更
級
日
記
錯
簡
考

(玉
井
幸
助
)
更
級

　
　
:
日
記
新
註

(
玉
井
幸
助
)
更
科
日
記

(
八
波
則
吉
)

　

」O
障

　
　
筆

糎
聊
即

.
見
聞
に
從
ひ
事
忙
感
ず
る
ま

丶
を
折
に
從
っ
て
清
少
納
言
が
書

い
た
も
の
、
清
少
納
言

の
枕
草
子
は
随
筆
中
唯

一
の
名
著
で
観
察
警

抜
筆
法
頗
る
鋭
利
、
後
人
の
模
倣
を
許
さ
な
い
も

の
が
あ
る
。
清
少
納
言
は
歌
人
清
原
元
輔

の
女
で
、
元
輔
が
少
納
言
で
あ
っ
た
爲
に

、

そ
の
姓
と
官
位
と
を
と
っ
て
方
く
呼
ん
だ
の
で
あ
ら
う
。
清
少
納
言
と
紫
式
部
と
を
比
較
す
れ
ば
、
式
部
は
謹
愼
貞
淑
、
才
を
内
に
蓄

　
　
　
　
　
　
　
　
奉
安
時
代
文
墨
概
譌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
覧
三
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二
f
國

へ
て
お
も
む
ろ
に
出
す
と
い
ふ
風
で
あ
る
の
に
反
し
、
納
言
は
才
気
煥
發
、
相
手
を
得
る
に
ま
か
せ
て
、
即
座
に
こ
れ
を
品
評
し
罵
倒

し
、
或
は
寧
ろ
才
能
に
誇
る
と
い
ふ
傾
向
さ
へ
も
あ
っ
た
。

一
は
婦
人

の
徳
を
具

へ
て
高
風
に
生
き
、
」
は
寧
ろ
男
ま
さ
り
の
気
性
を

以
て
男
子
を
瞠
若
た
ら
し
め
る
風
が
見
え
る
。
け
れ
ど
も
納
言
の
才
學
は
、
實
に
敬
服
に
値
す
る
も
の
で
、
枕
草
子
の
文
章
は
い
か
に

も
歯
ぎ
れ
が
よ
く
、
き
び
く

し
た
處
が
あ
る
o

　
草
子
中
或
は
公
卿
宮
媛

の
ふ
る
ま
ひ
を
評
し
、
或

は
四
季

の
光
景
を
叙
し
、
主
観
に
客
観
に
何
時
も
奇
抜
な
観
察
を
以
て
鋭
い
筆
端

に
載
せ
來
る
所
、
作
者

の
面
目
が
躍
如
と
し
て
窺
は
れ
る
。
然
も
そ

の
文
を
や
る
事
特
に
簡
潔
で
、
謂
は
ゆ
る
體
言
止
め
の
法
を
多
く

用
み
た
の
は

こ
玉
に
も
亦
清
少
納
言

の
面
影
を
髣
髴
せ
し
め
る
。

　
　

枕
草
子
は
異
本
が
非
常
に
多
く
、
系
統
だ
け
で
五
種
に
も
及
ぶ
ほ
ど
で
あ
る
。
参
考
書
と
し
て
は
枕
草
子
抄

〔萬
歳
抄
〕(加
藤
盤
齋
)枕
草
子
春
曙

　
　

抄

(北
村
季
吟
)
枕
草
子
通
釋
(武
藤
元
信
)
枕
草
子
詳
解

(松
本
靜
)
校
註
枕
草
子
新
釋

(永
井
一
孝
)
枕
草
子
評
釋

(窪
田
空
穂
)
枕
草
子
詳

　
　

釋

(金
子
元
臣
)
枕
草
子
通
解

(金
子
元
臣
)
枕
草
子
全
釋

(栗
原
武
一
郎
)

　
　
O
難
　
　
史

　

こ
丶
に
雑
史
と
い
ふ
の
は
大
鏡
・榮
華
物
語
な
ど
で
あ
る
。

　

　　
　

　
大
鏡
は
史
記
の
體
裁
に
倣
う
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
の
純
粋
な
国
文
は
筆
路
頗
る
勁
拔
、
記
事
も
ま
た
繁
簡
よ
ろ
し
き
を
得
て
居

る
。
榮
華
物
語
も
殆
ど
同
時
に
生
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
大
鏡
に
比
べ
れ
ば
何
と
な
く
冗
漫

の
點
が
多

い
。
兩
書
典
に
藤
原
氏

の
榮
華

を
寫
し
駕
關
白
道
長
を
中

心
と
し
て
、
そ
の
周
圍
を
微
細
に
描
き
出
し
た
點
は
同
様
で
あ
る
が
、
榮
華
物
語

の
徒
ら
に
道
長

の
權
勢
を

諷
歌
し
て
居
る
に
羇
し
て
、
大
鏡
は
幾
分
批
判
的
な
態
度
を
以
て
叙
し
て
あ
る
所
に
相
違
が
あ
る
。
も
と
よ
り
空
想
を
交

へ
な
い
歴
史



朞鯛

物
語
で
、
こ
の
兩
書
は
共
に
世
繼
物
語

の
別
名
が
あ
る
通
砂
、
代

々
の
出
來
事
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
書
き
進
ん
だ
も

の
で
、
置
繼
と
い
ふ
名

詞
は
當
時
、
今
日

の
歴
史
と
い
ふ
ほ
ど
の
意
味
に
用
ゐ
ら
れ
て
る
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
古
事
記
は
し
ば
ら
く
措
き
、
日
本

書
紀
以
来

の
国
史
は
皆
漢
文
で
記
す
の
を
本
體
と
し
て
み
た
が
、
国
文
流
行

の
こ
の
期
に
至
っ
て
、
こ
玉
に
始
め
て
国
文
體

の
歴
史
を

得
た
事
は
、

こ
れ
ま
た
物
語
の
場
合
に
見
た
と
同
様
、
雫
安
時
代
文
學
の
一
特
徴
で
あ
る
。

　

　
　む　
　

　
　
　
　

　

　
榮
華
物
語
は
宇
多
天
皇

の
寛
平
年
中
か
ら
始
め
て
、
村
上
天
皇
以
後

の
事
を
録
し
、
堀
河
天
皇

の
寛
治
六
年

に
至
る
二
百
餘
年
間

の

記
録
で
あ
る
。
卷
數
凡
て
四
十
帖
、

一
帖
毎
に
風
雅
な
卷
名
を
附
し
て
あ
る
事
は
源
氏
物
語

の
そ
れ
と
等

し
く
、
作
者
は
赤
染
衞
門
と

稱

さ
れ
て
る
る
が
、
明
ら
か
で
は
な

い
。

　
　

攀
暑
書
、
榮
花
物
語
詳
解

(
和
田
英
松
、
佐
藤
球
)
新
講
榮
花
物
語

(與
謝
野
晶
子
)

　

　　　　

　
大
鏡
は
後

一
條
天
皇

の
萬
壽
三
年
、
雲
林
院

の
菩
提
講
で
、
百
五
十
歳
に
な
る
大
宅
世
繼
と
い
ふ
人
と
、
百
四
十
歳

に
な
る
夏
山
繁

樹
と
い
ふ
人
と
が
相
會
う
た
事
に
筆
を
起
し
、
両
人
の
談
話
に
事
よ
せ
て
、
文
徳
天
皇

の
嘉
祥
三
年
か
ら
萬
壽
三
年
ま
で
百
七
+
六
年

間

の
書
蹟
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
中

に
帝
室

の
本
紀
と
大
臣
の
列
傅
と
を
分
つ
た
所
は
、
曩
に
述

べ
た
史
記

の
體
裁
に
倣
う
た
の
で

あ
る
。
作
者
は
藤
原
鴬
巣
と
い
ふ
詮
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
明
か
で
は
な
い
。

　
　

參
考
書
、
大
鏡
短
觀
抄

(大
石
千
引
)
校
正
大
鏡
註
釋
(鈴
木
弘
恭
)
大
鏡
詳
解

(落
合
直
文
、
池
邊
養
家
)
大
鏡
新
註

(開
板
正
直
)
大
鏡
詳
解

　
　

(佐
藤
球
)
ロ
譯
大
鏡

(芳
賀
矢
一
)

二
、
歌

奉
安
時
代
文
墨
概
説

謠

二
五
五

ノ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
葦
六

　
既
述
の
通
り
漢
文
學
は
嵯
峨
天
皇
の
弘
仁
年
間
を
中
心
と
し
て
隆
盛
を
極
め
、
そ
の
結
果
国
文
は

一
時
影
を
ひ
そ
め
た
様
に
見
え
た

が
、
そ
の
反
動
と
し
て
清
和
天
皇

の
頃
か
ら
韻
文
、
殊

に
和
歌
復
興
の
機
運
が
旺
盛
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
全
く
漢
文
崇
拜
に
對
す
る
国

民
白
籤

の
結
果
に
外
な
ら
ぬ
。
此
の
時
代
の
歌
人
に
は

　
　
　

憎
遍
照
　
文
屋
康
秀

信
書
撰
　
小
野
小
町
　
在
原
業
平
　
大
件
無
主

　

な
ど
有
名
で
、
世
に
六
歌
仙
と
稱
せ
ら
れ
、
後
の
古
今
集
時
代
當
時
の
歌
人
に
比
較
し
て
概
ね
放
恣
な

詠
風
で
あ
る
。

　

次
で
宇
多
天
皇

の
寛
平
頃
か
ら
は
釜
よ
和
歌

の
道
が
興
隆
し
て
、
貴
族

の
子
弟
、
後
宮
の
才
媛
、
み
な
和
歌
を
詠
じ
月
雪
花
を
樂
ん

だ
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人

々
の
間
に
遊
戯
的

の
諷
詠
が
行
は
れ
る
に
至
っ
て
は
、
題
詠
f

題
を
出
し
て
そ
の
題
の
も
と
に
歌
を

詠
ず
る
こ
と
一

が
流
行
し
、
轉
じ
て
歌
會
一

當
時
の
所
謂
歌
合
i
l
が
催
さ
れ
、
途
に
は
判
を
決
す
る
と
云
っ
て
優
劣
を
論
じ
た

り
し
て
、
上
代
歌
謡
の
様
に
事
物
に
觸
れ
て
そ
の
刹
那
の
實
感
を
詠
ず
る
と
い
ふ
分
子
が
尠
く
な
っ
た
。

　
さ
て
醍
醐
天
皇
の
延
喜
時
代
に
及
ん
で
は
益

々
和
歌
が
盛
に
な
っ
て
天
皇
も
亦
此
の
道
に
大
御
心
を
傾
け
さ
せ
ら
れ
、
此
に
始
め
て

勅
撰
集
と
い
ふ
も
の
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
即
古
今
和
歌
集
で
あ
る
。
次
で
村
上
天
皇
は
和
歌
所
を
禁
中

の
梨
壺

に
設
け
さ
せ
ら
れ
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

の
敵
人
を
集
め
て
萬
葉
集
の
研
究
を
せ
し
め
ら
れ
た
。同
時

に
同
じ
く
勅
令
を
以
っ
て
後
撰
和
歌
集
を
撰
ば
し
め
ら
れ
、
以
後
宮
廷
と
和

歌
と
の
間
に
離
る
可
か
ら
ざ
る
關
係
が
生
じ
、

こ
の
以
後
こ
の
期
に
勅
撰
集
の
編
ま
れ
た
も
の
は
五
部
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
姻
庶
礇
疆

萬
葉
砺
究
の
檬
は
今
口
全
く
殘
ら
な
い
け
れ
ど
竜
、
此
の
當
持
す
で
に
萬
葉
が
難
語
難
解
の
も
の
と
な
っ
て
み
た
事
は
想
像
が
で

き
る
の
て
、萬
葉
時
代
を
去
る
事
餓
り
還
か
ら
ざ
る
此
の
研
究
が
殘
っ
て
ゐ
拠
な
ら
ば
萬
葉
集
に
は
更
に
便
宜
を
得
弛
講
で
あ
る
。

　
此

の
如
く
和
歌
は
非
常
な
勢
を
以
て
平
安
朝
の
貴
族
肚
會
に
流
行
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
流
行
は

一
面
束
縛
と
な
り
範
疇

を
招

い
て
歌

の
方
式
と
い
ふ
も
の
が
や
か
ま
し
く
云
は
れ
る
樣
に
な
っ
た
。
所
謂
歌
學
歌
論
で
あ
る
。
上
代
は
人
も
詞
も
素
樸
で
あ
る



昏{r厚蝿 「時野押 下

か
ら
方
式
の
必
要
な
ど
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
世
中
が
複
雑
に
な
り
人
智
が
多
様

に
恆
る
に
從
っ
て
段
々
と
或
意
味
の
束
縛
を
加

へ
ら
れ
る
の
は
何
れ
の
道
も
同
じ
で
あ
る
。
是
は
不
安
時
代
の
貴
族
が
そ
の
勢
力
闘
争

の
爲
に
黨
同
伐
異
を
事
と
し
た
と
同
様
に
、
和

歌

の
上
に
も
亦
各
門
戸
を
立
て
て
他
人
の
入
る
を
好
ま
な
い
風
を
生
じ
た
。
こ
れ
が
甚
し
く
な
っ
て
は
逾

に

一
種
の
歌

の
模
型
に
依
っ

て
作
り
出
さ
れ
る
機
械
的
技

工
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
了
つ
た
と
も
云
ひ
得
る
。
藤
原
公
任
の
新
撰
髓
腦
及
和
歌
九
品
、
源
後
頼
の
無

.名
抄
、
藤
原
基
俊
の
税
目
抄
、
藤
原
清
輔
の
奥
儀
抄
、
袋
草
子
の
如
き
は
何
れ
も
或
は
歌
語
を
説
き
、
品
等
を
附
し
、
或
は
和
歌

の
形

式

に
及
び
逸
話
に
及
ぶ
等
の
書
で
あ
る
。

　

上
代
は
謠
ふ
歌
と
讀
む
歌
と

】
致
し
た
が
當
代
に
な
る
と
分
化
的
傾
向
を
帯
び
、
讀
む
歌
は
和
歌
連
歌

と
な
り
、
謠
ふ
歌

と
し
て
今

様

●
催
馬
楽

・
朗
詠
な
ど
が
發
生
し
た
。

　
　

O
連
　
　
歌

　

連
歌
は
張
ぴ
て
云

へ
ば
上
代
に
起
原
を
持
つ
と
云
は
れ
な

い
事
も
な
い
が
、
稍
唐
突
で
あ
る
。
先
づ
當

代
頃
か
ら
行
は
れ
た
と
見
る

の
が
、
穩
當
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
下
の
向
上
の
句
下
の
向
上
の
句
　
　
　
　
と
長
く
連
ね
て

一
聯
と
し
た

の
は
後
の
事
で
、
先
づ
單
連

歌
と
稚
し
て
二
人

の
人
が

一
首

の
歌

の
上
旬
と
下
句
と
を
附
合

せ
る
の
で
あ
っ
た
。
例

へ
ば

　
　
　

人

心

う

し

み

つ

今

は

頼

ま

じ

ょ
　

　

女

　
　
　

夢

に
見

ゆ

や

と

ね

ぞ

遇

に

け

る

　

　

良
岑
宗
貞

　

の
如
き
も
の
で
、
自
由
で
滑
稽
を
旨
と
し
た
。

　
　

O
今
　

　
樣

　
　
　
　
　
　
　
　
奉
安
時
代
文
墨
概
豌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
五
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
二
糞
八

　

今
様
倭
七
五
音
節

の
聯
句
四
句
か
ら
成
る
も
の
で
、
そ
の
名
稱
か
ら
考

へ
て
も
舊
態
を
破
っ
て
新
し

い
試
を
な
し
た
も
の
で
あ
っ
た

ら
う
o

　
　
　

蓬

莱

山

に
は

千

歳

ふ

る
　
萬

歳

千

秋

重
れ

狂

　
　
　

松

の
枝

に

は

鶴
欒

喰

ひ

巖

の
,上

に
は

龜

遊

ぶ

・
、
の
如
き
も
.の
で
、
矢
張
自
由
で
軽
い
味
の
も
の
で
詞
も
素
樸
直
截
で
あ
る
。

　
　

0
催

馬

楽

　

　

　

　

　

　

　

、
　

　

　

　

　

　

　

弓
　

、
　

　

　
.
　

　

　

　

-

　

催
馬
樂
は
俗
謡
を
唐
樂
の
律
呂
に
合
せ
て
謡
う
た
も
の
で
當
時
上
流
の
人

々
も
遊
宴
に
際
し
て
餘
興
と
し
て
謠
っ
た
ら
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

もひ

　
　
　

飛
鳥
井
に

く

宿
φ
は
す

べ
し

影

も

よ
し

御
水

も
清
し

御
駕
秣
も

よ
し

か
,
・
O
肺

樂

歌

　

紳
樂
歌
は
神
祇
を
祭
る
時
に
謡
う
た
も
の
で
、
そ
の
起
原
は
古

い
が
思
想
も
形
式
も
單
純
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

本

　
　
　

此

の

さ

丶
は

　
い
つ

く

の
さ

玉
ぞ

と

ね
り

ら

が

　
こ
し

に
さ

が

れ

る

と
も

を

か

の
さ

曳
く

　

　

末

・

,-
,.F

ざ

玉

分

け

は
　

袖

こ

そ

や

れ

め
　

と

ね

川

の
　

石

は

ふ

む

と

も
　

い

、ざ

川

原

よ

り

く

　
　

O
朗
　

　
詼

　
.
朗
詠
は
詩
賦
・和
歌

に
曲

節
を
つ
け
て
吟
じ
た
も
の
で
あ
る
e
藤
原
公
任
の
和
漢
朗
詠
集
・
藤
原
基
俊

の
新
撰
朗
詠
集
が
編
ま
れ
て

み
る
。
　

　

よ　

　

・

,∵
.
O
郢
,

曲



　
郢
曲
は
催
馬
樂
ゆ朗
詠
・今
様
の
総
構
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」　
　
　

「・̀
、

　
　
・
獪
催
馬
楽
は
藤
原
師
長
の
仁
智
要
録
、
天
治
二
年
寫
の
催
馬
楽
抄
、
源
有
俊
の
神
楽
、
催
馬
楽
略
譜
建
久
四
年
催
馬
楽
笛
譜
等
に
傳

へ
ら
れ
内
紳

　
　

樂
歌
は
近
衛
公
爵
家
藏
の
紳
樂
和
琴
秘
譜
に
出
て
、
今
様
は
梁
塵
秘
抄
に
、
連
歌
は
和
歌
集
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。

　
　
O
短
　
　
歌

　
　
-
古
今
和
歌
集

、古
今
集
ば
醍
醐
天
皇
の
延
喜

五
年

(紀
元

一
五
六
五
)
紀
貫
之
.紀
友
則
.凡
河
内
躬
恒
.
壬
生
忠
岑
ら
が
勅
を

奉
じ
て
撰
ん
だ
も
の

で
萬
葉
集
に
入
ら
な
か
っ
た
古
歌
と
そ
れ
以
後
の
名
歌
夂
編
者
ら
の
自
詠
な
ど
を
載
せ
て
あ
る
。
全
部
二
十
卷
、
部
立
は
四
季
や賀
・離

別
・羇
旅
・物
名
・戀
・哀
傷
・長
歌
・旋
頭
歌
・俳
諧
歌
な
ど
に
分
類
せ
ら
れ
、
歌

の
總
數
は
千
百
餘
盲
あ
る
。

而
し
て
そ
の
内
容
は
萬
葉

集

に
比
し
て
儒
佛
二
敏
の
思
想
が
よ
く
融
合
せ
ら
れ
て
、
殆
ど
そ
れ
が
日
本
化
し
た
様

に
現
れ
て
み
る
事

と
、
雪
月
花
の
風
物
を
主
と

レ
、
も
し
く
は
男
女
間
の
戀
愛
を
抒
べ
た
も
の
ム
多
い
事
に
注
意
さ
れ
る
o

　
　
　

思

ぴ
出

て
戀

し
,き
、時

は

初

雁

の
な

き

て
渡

る
と

入

知

る

ら

め

や

　

大

俘

無

主

　
　

'よ
そ

に
み

て
-か

へ
ら

む

入

に
藤

の
」花

は

ひ
ま

つ
は

れ

よ

枝

は
折

る

と

も
　

僭

遍

照

、、
、㌦

思

ぴ
弟

妹

が
り

ゆ
け

ば

冬

の
よ

の
川

風

寒

み

千
鳥

な

く

な

ゆ

　

紀

貫

之

,等
概
し
て
い
へ
ば
古
今
集
の
歌
は
流
露
し
た
感
情
を
反
省
し
曲
折
し
て
そ
れ
を
直
接
に
表
現
せ
す
、
刹

那
の
感
動
か
ら
理
智
的
時
間

的

に
表
現
し
て
み
る
。
又
そ
の
形
式
も
三
句
切
が
多
く
な

っ
て
、

一
首
全
體
に
強
さ
を
與

へ
す
し
て
輕
さ
を
與

へ
て
居
る
。
所
謂
五
七

調
か
ら
七
五
調
べ
の
推
移
で
あ
る
。
-集
中
の
歌
人
は
そ
の
數
非
常

に
多
い
の
で
あ
る
が
、六
歌
仙
を
始
め
、在
原
行
平
、
素
性
法
師
噛
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
卒
聳
時
代
客
●
鷹
娩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
《

叡
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寮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
謬
0

勢
等
出
色
の
人
物
で
あ
り
、四
人
の
撰
者
も
亦
名
歌
の
作
者
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
尤
も
傑
出
し
た
碆
の
は
業
事
と
貫
之
と
で
あ
ら
う
。

　

在
原
業
甼
は
甼
城
天
皇
の
皇
子
、
阿
保
親
王
の
第
五
子
、
母
は
桓
武
天
皇
の
皇
女
伊
登
内
親
王
で
兄
行
李
と
共
に
在
原
の
姓
を
賜
っ

て
人
臣
の
列
に
降
っ
た
の
で
あ
る
。
官

に
仕

へ
て
近
衛
權
申
將
に
進
ん
だ
か
ら
在
五
中
將
と
も
云
ふ
。
.當
蒔
藤
原
氏
の
一
門
は
榮
え
忙

榮
え
て
自
餘
の
門
族
は
皆
そ
の
後
塵
を
拜
す
る
に
過
ぎ
な
い
有
様
で
あ
っ
だ
か
ら
王
家

の
出
た
る
業
平
兄
弟
す
ら
常
に
轗
軻
不
遇
に
過

さ

穿
る
を
得
な
か

っ
た
。
殊

に
業
平
は
そ
の
妻
女
の
姻
戚
に
當
る
惟
喬
親
王
が
丈
徳
天
皇
の
第

一
皇
子
で
あ
ら
せ
ら
る

玉
に
拘
ら
す
皇

儲
の
位

に
も
立
ち
給
は
ず
し
て
、
洛
北
小
野
の
山
荘
に
わ
び
佳
し
て
居
ら
れ
る
の
を
見
て
は
、
多
情
多
恨
、
感
激
性
に
富
め
る
業
平
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も　　も　　り　　も

性
質
と
し
て
同
情
の
念
や
み
難
く
心
は
何
時
も
欝

々
と
し
て
居
た

に
相
違
な
い
。
後
世
業
平
と
い
へ
ば
、
す
ぐ
に
の
っ
ぺ
り
と
し
た
色

{
白
の
美
男
子
を
想
ふ
の
が
例
で
あ
る
が
、
實
は
単
な
る
風
流
貴
公
子
で
は
な
い
Q
寧
ろ
世
俗
の
浮
華
輕
佻

に
流
れ
行
く
の
を
慨
す
る
の

餘
り
、
皮
肉

の
行
動
に
出
た
も
の
で
あ
ら
う
と
さ

へ
い
ひ
傳

へ
ら
れ
る
。

　

そ
⑳
歌
は
苦
心
も
い
ら
す
練
磨
も
な
く
、
天
眞
の
流
露
に
ま
か
せ
て
感
ず
る
ま

エ
に
歌
ひ
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
く
天
成
の
麗
句

で
あ

っ
て

「
心
餘
り
て
詞
た
ら
す
」
と
評
さ
れ
る
所
以
で
あ
ら
う
が
、
餘
韻
の
深
さ
艷
麗
の
想
に
接
す
る
磚
彼
を
月
し
て
大
詩
人
と
な

す

に
異
論
は
な
い
と
思

ふ
。

　

紀
貫
之
、
父
は
望
之
、祺
父
は
長
谷
雄
。
歌
人
と
學
者
と
を
出
し
た
家
に
生
れ
て
、
延
喜
中
越
前
少
数
、
御
書
所
預
と
な
り
、
後
土
佐

守
に
進
ん
だ
事
は
膚
そ
の
著
土
佐
日
記
に
見
え
て
み
る
。
木
工
權
頭
に
昇
っ
て
従
因
値
下
に
敍
せ
ら
れ
天
慶
九
年
(?
)生
を
卒

つ
た
。

　

そ
の
性
質
は
才
気
煥
發
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
孜
々
と
し
て
止
ま
す
と
い
ふ
方
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
作
歌
態
度
は
、一
句

一
語
も
推

敲
熟
慮
を

へ
な
け
れ
ば
發
表
で
き
な

い
と
云
ふ
有
様
で
、
つ
と
め
て
想
ど
詞
と
を
合
致
せ
し
め
た
跡
が
見

え
る
・
恰
も
自
由
奔
放
な
業



梁 一 節即

丶

毒

雫
と
は
正
反
警
で
貫
之
は
穩
健
雅
正
を
特
長
と
し
、
業
李
は
天
眞
爛
漫
を
特
色
と
し
て
み
る
。

　

歌
に
は
家
集
が
あ
り
、
散
文
に
は
古
今
集
序
、
大
堰
川
行
幸
和
歌
序
」
f
佐
日
記
等
が
あ
り
、
古
今
集

序
に
は
特
に
歌
道
に
對
す
る

彼
の
抱
負
が
吐
露
さ
れ
て
る
る
。
蓋
し
謹
嚴
な
態
度
を
以
っ
て
歌
道
の
興
隆
を
希
う
て
み
る
の
で
あ
る
・

　

そ
の
他
奇
智
を
弄
し
て
技
巧
的
な
歌
を
殘
し
た
僣
遍
照
が
あ
る
。
俗
名
を
良
岑
宗
貞
と
い
ひ
桓
武
天
皇
の
皇
孫
で
あ
る
・
仁
明
天
皇

に
仕

へ
た
が
、
そ
の
崩
御
の
後
哀
痛
に
堪

へ
す
、
途
に
叡
山
に
入
っ
て
剃
髪
し
た
。
叉
婉
麗
繊
弱
な
調
を
以
て
華
や
い
だ
心
を
歌

っ
た

も
の
に
小
野
小
町
が
あ
る
。
傳
記
は
詳
か
で
な

い
が
、「あ
は
れ
な
る
や
う
に
て
彊
か
ら
す
、
い
は
穿
よ
き
女
の
惱
め
る
所
あ
る
に
似
た

り
」
と
貫
之
に
評
さ
れ
て
み
る
。
沈
潜
的
な
情
熱
を
洗
練
さ
れ
た
智
性
に
か
く
ま
っ
た
凡
河
内
躬
恒
は
寛

平
年
間
に
甲
斐
權
少
目
と
な

り
、
後
年
和
泉
權
掾
と
な

っ
た
。
貫
之
と
相
伝
し
た
撰
者
の

一
人
で
あ
る
。
行
平
は
矢
張
ゆ
情
熱
の
歌
人
、
菅
原
道
眞
は
眞
率
な
情
念

.を
直
截
に
歌
は
う
と
し
、
文
屋
康
秀
、
壬
生
忠
岑
は
頓
才
を
理
想
と
し
、
友
則
は
眞
面
目
に
、
伊
勢
ば
内
気
に
表
現
さ
れ
て
み
る
。

　
　
　
古
今
集
の
寫
本
と
し
て
は
三
井
家
の
元
永
春
景
も
古
く
、藤
原
定
家
の
筆
寫
と
傳

へ
ら
れ
る
嘉
藤
本
、
貞
應
本
等
あ
る
が
、
貞
應
本
が
久
し
く
用
ゐ

　
　
　
ら

れ
た
。
叉
貫
之
自
筆
の
本
と
傳
へ
ら
れ
る
一
部
の
寫
本
が
あ
る
。
參
考
書
に
は
古
今
余
材
抄
(僧
契
沖
)
古
今
集
打
聽

(賀
茂
眞
淵
)
古
今
集
遠

　
　
・
鏡

(本
居
宣
長
)
古
今
集
正
義

(香
川
景
樹
)
古
今
集
詳
解

(
中
村
秋
香
)
古
今
集
評
釋

(
金
子
元
臣
)
古
今
集
薪
釋
(佐
佐
木
信
綱
)
口
譯
對
照

　
　
　
古
今
和
歌
集

(安
田
、
池
田
)
綜
合
古
今
和
歌
集
新
講

(
三
浦
圭
三
)

　
21

古
今
集
以
後

　

古
今
集
の
撰
進
は
確
か
に
和
歌

の
興
隆
促
進
の
氣
運
を
助
長
し
た
と
い
ふ
べ
き
で
、
之
に
倣
っ
て
勅
撰
の
和
歌
集
は
續
々
と
撰
ば
る

る
に
至
っ
た
c
今
こ
の
期
間
に
で
き
た
勅
撰
集
と
そ
の
撰
者
と
を
掲
げ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　

準
安
時
代
文
羇
概
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
・



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二.六
二

　
〇
後
撰
繊
木　
源
順

●
、大
ゴ甲
臣
能
出旦
●
清
原
↓兀
」輔
亀
紀
曲
四文

●,坂
上
闘
花
城
,
、

　
○
拾
遺
集
　
藤
原
公
任

　
○
後
拾
遺
集
　
藤
原
通
俊

　
○
金
葉
集

源
　
後
頼

　
O
詞
花
集
　
藤
原
顯
輔

　
○
千
載
集
　
藤
原
俊
成
　
　
　
　

.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、　
　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　
　
　

,

で
あ
る
。
右

の
う
ち
古
今

・
後
撰

・
拾
遺
の
三
集
を
呼
ん
で
三
代
集
と
い
ひ
、
之
に
後
拾
遺
以
下
の
四
集
及
び
次
期

の
は
じ
め
に
成
っ

た
薪
古
今
集
を
加

へ
て
八
代
集
と
稱
す
る
。
以
下
順
次
略
読
す
る
。

　
後
撰
集
は
古
今
集
撰
後
四
十
六
年
を
経
た
村
上
天
皇
の
天
暦
五
年
、
天
皇
自
ら
源
順
等
を
召
さ
れ
萬
葉
の
研
究
を
な
さ
し
め
ら
れ
た

序
に
出
來
た
も
の
で
あ
る
。
古
今
集
と
同
様
二
十
卷
で
部
立
も
略
々
同
様
で
あ
る
"
そ
の
内
容
は
古
今
集
に
漏
れ
た
も
の
及
び
古
今
集

以
後
の
も
の
を
撰
び
集
め
た
も
の
で
、
作
者
も
ほ
野
古
今
と
相
似
て
居
る
が
、
こ
の
集
健
撰
擇
の
趣
旨
と
し
で
、
歌
の
姿
即
ち
歌
詞
の

整
調
に
重
き
を
お
く
と
い
ふ
よ
ゆ
も
、
心
即
ち
思
想
を
本
と
し
た
爲
に
體
裁
も
古
今
集
ほ
ど
整
然
た
る
も
の
が
な
い
Q
　

尸　

`
、
.

"

　
拾
遺
集
は

一
條
天
皇
σ
朝

に
藤
原
公
任
が
撰
ん
だ
も
の
と
傅

へ
ら
れ
て
居
る
。
選
擇
の
方
針
は
、
歌
詞
を
主
と
し
た
所
、
古
今
集
に

倣
う
九
の
で
あ
ら
う
が
、
而
も
古
今
集
に
は
及
ば
な

い
。

　
そ
の
他
の
勅
撰
集
は
何
れ
も
大
同
小
異
特
に
云
ふ
べ
き
節
も
な

い
。
凡
て
こ
れ
や
が
て
生
れ
出
る
べ
き
薪
古
今
集

へ
の
過
程
に
あ
み

も
の
で
、
古
今
の
風
は
後
拾
遺
に

一
轉
の
兆
あ
り
、
金
葉
に
再
轉
し
、
千
載
に
三
轉
し
て
新
古
今
に
及
ん
で
み
る
。

丶



　

常
時
の
歌
人
に
、
特
記
す
べ
き
人
々
は
曾
根
好
忠
、
藤
原
公
任
、源
後
頼
、藤
原
俊
成
の
四
家
で
あ
ら
う
。

な
ほ
大
中
臣
能
宣
、源
順
、

築
兼
盛
、
清
原
元
輔
、
源
經
信
、
大
江
匡
房
、
藤
原
顯
輔
、
藤
原
基
俊
、
紫
式
部
、
清
少
納
言
、
和
泉
式
部
、
赤
染
衞
門
、
相
模
、
大

弐
参
伍
、
源
頼
政
、
平
忠
度
、
西
行
法
師
が
あ
る
。

　

好
忠
は
官
位
卑
く
」
性
狷
介
、
而
も
歌
壇
の
革
新
を
以
て
自
ら
任
じ
自
ら
商
う
し
て
人
を
容
れ
す
、
た
め
に
叉
世
の
容
れ
る
新
走
な

ら
す
し
て

一
生
を
不
遇
に
経
つ
弛
が
、
そ
の
作
歌

の
上
に
は
因
襲
と
形
式
と
を
打
破
し
て
清
新
の
氣
を
求
め
よ
う
と
し
た
餘
ゆ
、取
材
、

用
語
、
手
法
に
珍
奇
な
も
の
を
探
入
れ
過
ぎ
た
感
が
あ
る
。
勿
論
時
流
に
背

い
た
結
果
と
し
て
そ
の
報

い
ら
れ
た
所
は
只
嘲
笑

に
過
ぎ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
志
は
後
の
經
信
、
後
頼
父
子
に
依
っ
て
繼
承
せ
ら
れ
、
ひ
い
て
は
新
古
今

へ
の
道
程
を
辿
る
素
を
な
し

た
も
の
と
見
る
事
が
出
来
る
。

　
公
任
は
小
野
宮
太
政
大
臣
藤
原
實
頼
の
孫
で
世
に
四
條
大
納
言
と
呼
ば
れ
た
。
學
和
漢
に
亙
り
、
諸

藝

一
と
し
て
通
ぜ
ざ
る
な
く
、
㌦

そ
の
筆
蹟

の
妙
は
殊
に
今
も
爾
世
人
渇
仰
の
的
と
な
っ
て
み
る
。
歌
風
は
穩
健
優
雅
み
や
び
た
大
宮
人
の
典
型
を
思
は
し
め
る
も
の
が

あ
み
。
而
し
て
そ
の
長
所
は
寧
ろ
歌
論

に
在
っ
た
。
そ
の
著
新
撰
髓
腦
及
び
和
歌
九
品
は
貫
之
の
主
義
を
承

け
て
更
に

一
歩
海
進
あ
夜

も

の
で
あ
ち
。

　
後
頼
は
公
任
と
同
時
代
の
源
經
信
の
子
で
あ
る
。
資
性
寛
潤
、
頗
る
多
藝
多
才
の
人
で
堀
河
、鳥
朋
、崇
徳

の
三
帝
に
歴
任
し
て
從
四

位
上
、
右
近
衞
少
將
ま
で
進
ん
だ
。
父
經
信
の
試
み
た
薪
體
を
大
成
し
た
の
は
彼
で
、
前
代
好
忠
の
唱

へ
た
事
と
主
唱
は
同
じ
で
あ
る

が
、
時
代
の
要
求
に
巧
に
投
合
し
た
と
こ
ろ
は
、
そ
の
特
長
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
そ
の
詠
歌

に
於
て
は
苦
吟
の
人
で
熟
慮
改

測
後
始
め
て
人
に
示
し
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
着
想
新
香
歌
詞
温
雅
の
評
が
あ
る
の
は
蓋
し
當

っ
て
ゐ
乃
。

　
　
　
　
　
　
　

奉
安
時
代
文
學
概
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
三
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二
六
四

　
俊
成
は
御
堂
關
白
道
長
四
世
の
孫
で
、
皇
太
后
宮
大
夫
ま
で
進
み
、
後
剃
髪
し
て
釋
阿
と
號
し
た
。
多
少
覇
気
も
あ
っ
た
人
で
、
當

準
安
末
期
の
歌
壇
は
全
く
形
式
に
拠
れ
て

一
方

に
あ
く
ま
で
舊
套
を
守
ら
う
と
す
る
者
が
あ
る
中
に
、
・
一
脈
清
新

の
気
風
が
動
き
、
而

も
爾

々
相
混
亂
し
て
據

る
所
を
知
ら
な
か
っ
た
觀
が
あ
る
の
に
、
叉
常
代
は
院
政
久
し
き
に
亙
っ
て
源
平
両
氏
革
新
の
旗
風
が
ま
さ
に

靡
か
ん
と
す
る
時
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
師
基
俊

の
定
め
た
舊
例
、
古
格
を
守
っ
て
は
み
る
も
の
玉
、
全
く
こ
れ
に
泥
む
事
を
せ
す
、
●

晶
面
に
は
新
し
い
調
を
叫
ん
で
よ
く
兩
派
の
長
を
探
り
、
紛
亂
を
,一
擧
に
鎮
定
し
了
つ
た
快
腕
は
ま
た
偉
な
り
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼

九
十
の
長
壽
を
保
ち
、

一
代
の
先
達
と
し
て
、
は
た
天
下
の
判
者
と
し
て
世
の
尊
信
を

一
身
に
集
め
た
の
は
、
眞
に
歌
壇
の
壯
觀
で
あ

っ
た
。
そ
の
子
定
家
は
次
期
に
於
て
傅
統
の
家
塾
を

一
層
流
布
し
た
の
で
あ
る
。

　
和
泉
式
部
は
越
前
守
大
江
雅
致
の
女
、
和
泉
守
橘
道
貞

の
妻
と
な

っ
て
小
式
部
を
生
み
、
後

一
條
天
皇
の
中
宮
上
東
門
院
に
仕

へ
、
,

更
に
丹
後
守
藤
原
保
昌
の
妻
と
な
っ
た
。
才
色
雙
絶
、
多
感
多
情
、
實
に
平
安
時
代
の
女
子
の
特
質
を

一
身

に
有
し
て
み
た
と
い
ふ
事

が
出
來
る
。
そ
の
歌
は
自
由
奔
放
、
實

に
成
る
が
ま

玉
に
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
謂
ゆ
る
天
成
の
歌
人
で
、
此
の
點
は
頗
る
業
平

に
似
た
所
が
多
い
。

　
そ
の
他
赤
染
衞
門
、
紫
式
部
、
清
少
納
言
等
女
流
歌
人
も
多
い
。

　
西
行
法
師
。
平
安
末
期

の
肚
會
思
想
界
に
變
動
が
少
か
っ
た
爲
に
歌
風
に
於
て
も
、
乏

も
か
く
新
奇
の
趣

が
あ
ら
は
れ
か
ね
て
み
た

事
は
曩

に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
論
じ
來

つ
た
諸
家
は
何
れ
も
そ
の
時
代
の
風
潮
に
左
右
せ
ら
れ
て
、
只
僅
か
に
形
式

上
、
繊
細

の
技
を
弄
し
、
華
麗
の
調
を
成
し
た
と
云
ふ
に
過
ぎ
な

い
。
そ
れ
は
同
じ
時
勢
に
同
じ
宮
殿
を
中
心
と
し
た
生
活
の
齎
す
處

で
あ
る
。
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然
る
に
ご
玉
に
全
く
こ
れ
ら
の
入
と
生
活
を
異
に
し
、
物
に
感
じ
て
は
赤
心
を
吐
露
し
、
事
に
感
じ
て
は
自
由
自
在
な
詩
才
を
發
揮

　
　
　
　
謝

し
た
歌
人
に
西
行
が
あ
る
。
西
行
は
俗
名
を
佐
藤
義
清
と
い
ひ
、
も
と
武
門
の
人
、
後
鳥
朋
上
皇

に
仕

へ
て
北
面
の
武
士
と
な
り
、
上

皇
の
寵
遇
を
受
け
た
が
世
を
は
か
な
ん
で
出
家
し
、
風

月
を
友
と
し
て
四
方
を
周
遊
し
た
。
こ
れ
が
平
安
京

の
小
山
川
に
想
を
や
っ
て

居
た
堂
上
者
流
と
異
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
天
禀
の
才
は
、
佛
教
の
素
養
と
相
應
じ
て
實
に
深
邃
の
詠
吟
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
家

集
を
山
家
集
と
い
ふ
。

(伊
達
伯
鰐
篆
臟
の
西
行
上
人
家
集
、
藤
岡
博

士
紹
介
の
異
本
山
家
集
等
の
訖
本
が
あ
る
。
)

結

諡
口口

　
以
上
甼
安
時
代
の
文
學
を
通
観
し
た
事
と
な

っ
た
が
、
な
ほ
詳
細
に
亙
っ
て
は
論
ず
べ
き
も
の
が
、
」頗
る
多
い
の
で
あ
る
。
但
し
そ

の
代
表
的
な
も
の
に
就

い
て
は
ほ
嘗
一
わ
た
り
説

い
て
来
た
。

　
要
す
る
に
こ
の
時
代
は
國
文
學
の
上
に
花

々
し
い
匂
と
光
と
を
讒
し
た
期
間
で
、
我
國
文
學
史
上
、
こ
の
時
代
と
後

の
江
戸
時
代
と

は
、
ま
さ
に
両
々
相
樹
立
し
た
文
藝
的
時
代
で
あ
る
Q
そ
れ
は

一
面
ま
た
現
實
に
即
せ
す
理
想
の
光
明
に
奔

せ
た
時
代
で
あ
る
と
も
云

は
れ
よ
う
。
然
し
徒
ら
に
過
去
を
追
懐
し
て
そ
の
榮
光
を
顧
み
た
時
代
と
は
内
容
に
於
て
異
る
も
の
が
あ
る
。由
來
藝
術
的
の
産
物
は
、

同
じ
情
緒
の
動
い
た
江
戸
時
代
に
最
も
多
く
研
究
せ
ら
れ
て
あ
る
か
ら
、
以
上
の
各
文
學
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
に
は
勢
ひ
江
戸
時
代

の
國
學
者
の
研
究

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

奉
安
時
代
文
亀
概
説

二
六
五
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