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論
文
要
旨
】

　
太
政
大
臣
と
し
て
位
を
極
め
た
光
源
氏
の
大
邸
宅
で
あ
る
六
条
院
は
、
四
方
に
四

季
を
配
す
る
独
自
の
構
造
を
有
す
る
。
四
季
を
表
象
す
る
各
町
に
は
、
源
氏
と
関
係

の
深
い
女
君
た
ち
が
、
女
主
と
し
て
据
え
ら
れ
る
。
配
さ
れ
た
女
君
と
季
節
の
組
み

合
わ
せ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
君
が
歩
ん
で
き
た
過
去
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
。
本
論

は
女
君
と
季
節
の
組
み
合
わ
せ
・
少
女
巻
で
語
ら
れ
る
落
成
当
初
の
六
条
院
の
風
景

か
ら
、
光
源
氏
が
い
か
に
し
て
六
条
院
の
生
活
を
始
め
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
意

図
を
探
る
も
の
で
あ
る
。
各
町
の
風
景
に
は
登
場
人
物
た
ち
が
語
る
以
上
に
多
く
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
初
登
場
か
ら
「
霞
」
に
隠
さ
れ
た
「
桜
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
た
紫
の
上
、
六
条

御
息
所
の
「
秋
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
継
ぎ
、
亡
き
母
の
鎮
魂
の
た
め
に
据
え
ら
れ

た
秋
好
中
宮
、
「
花
橘
」
を
は
じ
め
「
撫
子
」
「
薔
薇
」
を
想
起
さ
せ
る
人
柄
で
あ
る

花
散
里
、
「
秋
」
か
ら
「
冬
」
へ
と
表
象
す
る
季
節
が
移
り
変
わ
り
、
六
条
院
入
り

す
る
に
あ
た
り
紫
の
上
を
脅
か
す
存
在
か
ら
外
れ
て
い
く
明
石
の
君
。
各
町
に
込
め

ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
拾
い
出
す
こ
と
に
よ
り
、
光
源
氏
の
意
図
す
る
六
条
院
秩
序

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
ま
た
、
春
秋
争
い
と
い
う
伝
統
的
美
意
識
を
基
底
に
据
え
た
表
現
は
、
社
会
的
身

分
差
を
朧
化
し
、
六
条
院
の
秩
序
形
成
に
大
き
く
貢
献
す
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
　
町
の
季
節
、
女
君
の
過
去
、
植
物
、
春
秋
争
い
、
正
妻
の
座

1
　
は
じ
め
に

　
六
条
院
は
、
少
女
巻
で
そ
の
造
営
が
語
ら
れ
、
同
巻
後
半
に
完
成
す
る
光
源
氏
の

大
邸
宅
で
あ
る
。
一
般
に
貴
族
の
邸
宅
が
、
条
里
制
の
一
区
画
で
あ
る
一
町
に
造
営

さ
れ
る
の
に
対
し
、
六
条
院
は
四
町
を
占
め
て
造
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
六
条
院
最
大

の
特
徴
が
、
各
町
を
四
季
に
よ
っ
て
構
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
四
季
を
表

現
し
た
各
町
に
は
、
源
氏
ゆ
か
り
の
女
性
が
女
主
人
と
し
て
移
り
住
む
こ
と
と
な

る
。
東
南
は
春
の
町
で
紫
の
上
が
住
み
、
西
南
は
秋
の
町
で
秋
好
中
宮
、
東
北
は
夏

の
町
で
花
散
里
、
西
北
が
冬
の
町
で
明
石
の
君
が
住
む
。

　
四
季
を
象
徴
す
る
各
町
に
女
君
を
割
り
当
て
る
こ
と
に
つ
い
て
、
森
野
正
弘
氏
は

「
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
空
間
に
散
在
し
て
い
た
女
君
た
ち
を
一
箇
所
に
集
約
し
、
個
々
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の
持
っ
て
い
た
社
会
的
な
文
脈
を
切
断
し
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
四
季
の
季
節
を

表
象
す
る
べ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
配
置
し
て
ゆ
く
と
い
う
手
続
き
が
執
ら
れ
、
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

君
た
ち
は
同
等
な
位
置
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
す
る
。
「
社
会
的
な

文
脈
を
切
断
し
た
」
と
言
い
切
れ
る
か
は
別
と
し
て
、
物
語
が
社
会
的
な
身
分
秩
序

と
は
異
な
る
方
法
で
女
君
の
統
制
を
語
り
始
め
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
そ

れ
が
、
「
同
等
な
位
置
を
与
え
た
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
平
安
時
代
の
季
節
観
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
部
立
て
に
お
け
る
春
秋
の
偏

重
や
、
額
田
王
の
春
秋
論
の
歌
や
歌
合
せ
の
存
在
に
よ
っ
て
、
春
と
秋
に
心
を
寄
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
秋
を
1
0
の
比
率
と
し
て
考
え
、
『
古
今
和

歌
集
』
の
部
立
て
の
構
造
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
春
は
麗
で
、
春
と
秋
と
が
ほ
ぼ
対
等

の
歌
数
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
夏
は
篇
・
冬
は
2
と
、
そ
れ
ら
の
五
分
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
量
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
六
条
院
が
『
古
今
和
歌
集
』
の
季
節
観
を
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

調
と
し
て
い
る
こ
と
は
過
去
の
研
究
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
り
、
論
者
も
そ
こ
に
注
目

し
、
季
節
体
系
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
序
列
付
け
が
行
わ
れ
た
と
考
え

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
春
・
秋
の
町
が
与
え
ら
れ
た
紫
の
上
と
秋
好
中
宮
に
は
、

夏
・
冬
の
町
を
与
え
ら
れ
た
花
散
里
と
明
石
の
君
よ
り
も
格
上
の
地
位
が
与
え
ら
れ

て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
本
論
で
は
、
少
女
巻
に
描
か
れ
る
六
条
院
落
成
当
初
の
各
町
の
風
景
と
、
町
の
季

節
と
女
君
の
組
み
合
わ
せ
に
注
目
し
、
各
町
に
据
え
ら
れ
た
女
君
の
位
置
づ
け
を
検

証
し
て
い
く
。
町
の
季
節
と
女
君
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
既
に
女
君
が
歩
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

で
き
た
過
去
と
の
関
連
が
馬
場
婦
久
子
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
は

各
町
に
植
え
ら
れ
た
「
植
物
」
に
一
層
の
注
意
を
払
っ
て
い
き
た
い
。
六
条
院
落
成

以
前
、
あ
る
が
ま
ま
に
存
在
し
た
花
や
木
は
、
六
条
院
の
庭
に
移
し
植
え
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
あ
る
べ
き
花
や
木
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、

六
条
院
物
語
の
始
発
を
捉
え
直
し
て
い
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
秋
好
中
宮
と
紫
の
上
の
春
秋
争
い
の
意
味
に
つ
い
て
も
考
察
し
、
春
秋
争

い
を
下
地
に
据
え
た
表
現
に
関
し
て
も
検
証
し
て
い
く
。
紅
葉
真
っ
盛
り
の
九
月
に

六
条
院
に
移
っ
て
き
た
秋
好
中
宮
は
、
色
と
り
ど
り
の
花
や
紅
葉
に
秋
の
町
の
素
晴

ら
し
さ
を
自
負
し
た
歌
を
添
え
て
、
春
の
町
に
住
む
紫
の
上
に
贈
る
。
こ
れ
に
端
を

発
し
、
秋
好
中
宮
と
紫
の
上
は
春
秋
争
い
と
い
う
伝
統
的
美
意
識
に
基
づ
い
た
雅
な

応
酬
を
繰
り
広
げ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
や
り
と
り
を
六
条
院
の
秩
序
形
成
と
い
う

視
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

2
　
紫
の
上
と
春
の
町

　
ま
ず
、
紫
の
上
と
春
を
結
び
つ
け
る
理
由
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。
紫

の
上
が
春
の
町
に
据
え
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、
薄
雲
巻
で
展
開
さ
れ
た
源
氏
と
秋
好

中
宮
の
春
秋
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
狭
き
垣
根
の
内
な
り
と
も
、
そ
の
を
り
の
心
見

知
る
ば
か
り
、
春
の
花
の
木
を
も
植
ゑ
わ
た
し
、
秋
の
草
を
も
掘
り
移
し
て
、
い
た

づ
ら
な
る
野
辺
の
虫
を
も
住
ま
せ
て
、
人
に
御
覧
ぜ
さ
せ
む
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
を
、

い
つ
方
に
か
御
心
寄
せ
は
べ
る
べ
か
ら
む
」
（
薄
雲
巻
四
六
二
頁
）
と
、
春
と
秋
の

ど
ち
ら
に
心
惹
か
れ
る
か
問
う
源
氏
に
対
し
、
「
げ
に
い
つ
と
な
き
中
に
、
あ
や
し

と
聞
き
し
夕
こ
そ
、
は
か
な
う
消
え
た
ま
ひ
に
し
露
の
よ
す
が
に
も
思
ひ
た
ま
へ
ら

れ
ぬ
べ
け
れ
」
（
薄
雲
巻
四
六
二
頁
）
と
、
秋
好
中
宮
は
母
六
条
御
息
所
の
死
ん
だ

秋
を
選
ぶ
。
そ
し
て
そ
の
夜
に
、
源
氏
が
「
女
御
の
、
秋
に
心
を
寄
せ
た
ま
へ
り
し

も
あ
は
れ
に
、
君
（
紫
の
上
）
の
春
の
曙
に
心
し
め
た
ま
へ
る
も
こ
と
わ
り
に
こ
そ

あ
れ
。
時
々
に
つ
け
た
る
木
草
の
花
に
寄
せ
て
も
、
御
心
と
ま
る
ば
か
り
の
遊
び
な
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ど
し
℃
し
が
な
」
（
薄
雲
巻
四
六
四
～
四
六
五
頁
）
と
紫
の
上
に
語
る
こ
と
か
ら
、

紫
の
上
が
「
春
の
曙
」
に
心
寄
せ
る
人
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。

　
こ
の
春
秋
論
か
ら
春
の
町
に
紫
の
上
が
、
秋
の
町
に
秋
好
中
宮
が
配
さ
れ
た
と
さ

れ
る
が
、
紫
の
上
が
春
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
必
然
性
が
あ
る
の
か
ど
う

か
は
、
こ
の
場
面
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
物
語
で
紫
の
上
が
春

に
心
惹
か
れ
る
女
性
で
あ
る
こ
と
は
、
　
一
度
も
語
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。
源
氏
に
よ
っ
て
一
方
的
に
、
春
を
好
む
女
性
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
な
ぜ
、
源
氏
は
紫
の
上
を
春
に
心
寄
せ
る
人
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答

が
、
春
の
町
に
植
え
ら
れ
た
「
桜
」
と
紫
の
上
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
な
る
。
春
の
町
の
庭
の
様
子
を
見
て
い
く
。

南
の
東
は
山
高
く
、
春
の
花
の
木
、
数
を
尽
し
て
植
ゑ
、
池
の
さ
ま
お
も
し
ろ

く
す
ぐ
れ
て
、
御
前
近
き
前
栽
、
五
葉
、
紅
梅
、
桜
、
藤
、
山
吹
、
岩
騨
賜
な

ど
や
う
の
春
の
も
て
あ
そ
び
を
わ
さ
と
は
植
ゑ
で
、
秋
の
前
栽
を
ば
む
ら
む
ら

ほ
の
か
に
ま
ぜ
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
巻
七
八
～
七
九
頁
）

　
春
の
町
に
は
五
葉
、
紅
梅
、
桜
、
藤
、
山
吹
、
岩
騨
燭
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
自
然
が
た
ん
に
背
景
と
し
て
か
た
ど
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

登
場
人
物
の
情
動
や
心
理
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
、
自
然
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
植
え
ら
れ
た
植
物
は
た
ん
な
る
景
物
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
各

町
に
植
え
ら
れ
た
植
物
に
は
光
源
氏
が
抱
く
女
君
の
イ
メ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る

と
同
時
に
、
六
条
院
に
お
け
る
女
君
の
位
置
付
け
を
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
春
の
町
に
植
え
ら
れ
た
植
物
の
中
で
、
最
も
紫
の
上
と
関
係
の
深
い
植
物
は

「
桜
」
で
あ
る
。
野
分
巻
で
紫
の
上
を
垣
間
見
た
夕
霧
が
、
「
春
の
曙
の
霞
の
間
よ

り
、
お
も
し
ろ
き
樺
桜
の
咲
き
乱
れ
た
る
を
見
る
心
地
す
」
（
野
分
巻
二
六
五
頁
）

と
「
樺
桜
」
に
、
さ
ら
に
若
菜
下
巻
の
女
楽
で
源
氏
が
紫
の
上
を
「
花
と
い
は
ば
桜

に
た
と
へ
て
も
、
な
ほ
物
よ
り
す
ぐ
れ
た
る
け
は
ひ
こ
と
に
も
の
し
た
ま
ふ
」
（
若

菜
下
巻
一
九
二
～
一
九
三
頁
）
と
「
桜
」
に
喩
え
て
い
る
の
は
有
名
で
あ
る
が
、
紫

の
上
は
初
登
場
の
若
紫
巻
か
ら
、
「
桜
」
と
共
に
語
ら
れ
て
い
た
女
性
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
て
お
く
。

　
紫
の
上
は
「
三
月
の
つ
ご
も
り
な
れ
ば
、
京
の
花
、
盛
り
は
み
な
過
ぎ
に
け
り
。

山
の
桜
は
ま
だ
盛
り
に
て
、
入
り
も
て
お
は
す
る
ま
ま
に
、
霞
の
た
た
ず
ま
ひ
も
を

か
し
う
見
ゆ
れ
ば
」
（
若
紫
巻
一
九
九
～
二
〇
〇
頁
）
と
、
「
桜
」
が
咲
き
誇
る
北
山

で
、
源
氏
に
垣
間
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
初
登
場
す
る
こ
と
と
な
る
。
源
氏
は
垣
間

見
た
美
少
女
（
紫
の
上
）
に
、
恋
い
慕
っ
て
や
ま
ぬ
藤
壷
の
姿
を
重
ね
、
こ
の
少
女

を
引
き
取
っ
て
育
み
た
い
と
考
え
、
僧
都
や
尼
宮
に
そ
の
こ
と
を
懇
願
す
る
が
、
そ

の
願
い
は
取
り
合
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
少
女
を
引
き
取
る
ま
で
の
物
語
で
、
紫

の
上
は
繰
り
返
し
「
桜
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。

　
北
山
を
下
り
る
前
、
少
女
を
思
う
源
氏
は
尼
宮
へ
歌
を
送
る
。

夕
ま
ぐ
れ
ほ
の
か
に
花
の
色
を
見
て
け
さ
は
霞
の
立
ち
ぞ
わ
づ
ら
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
紫
巻
二
二
二
頁
）

　
昨
日
の
夕
暮
時
ち
ら
り
と
美
し
い
花
を
見
た
の
で
、
今
朝
は
霞
の
立
つ
の
と
と
も

に
立
と
う
と
し
て
も
立
ち
か
ね
て
い
ま
す
と
い
う
意
味
の
歌
で
、
紫
の
上
は
「
花

（
桜
）
」
に
喩
え
ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
尼
君
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
返
歌
で
も
紫
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の
上
は
「
ま
こ
と
に
や
花
の
あ
た
り
は
立
ち
う
き
と
か
す
む
る
空
の
け
し
き
を
も
見

む
」
（
若
紫
巻
二
二
二
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
く
「
花
（
桜
）
」
に
喩
え
ら
れ
て

い
る
。

　
さ
ら
に
、
下
山
し
て
後
も
紫
の
上
を
引
き
取
り
た
い
意
志
を
伝
え
る
源
氏
と
、
そ

れ
を
断
る
尼
宮
の
贈
答
の
中
で
も
、

（
源
氏
）

（
尼
宮
）

面
影
は
身
を
も
離
れ
ず
山
桜
心
の
か
ぎ
り
と
め
て
来
し
か
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
紫
巻
二
二
八
頁
）

嵐
吹
く
尾
上
の
桜
散
ら
ぬ
間
を
心
と
め
け
る
ほ
ど
の
は
か
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
紫
巻
二
二
九
頁
）

と
い
う
よ
う
に
「
桜
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
紫
の
上
が
物
語
に
登
場
し

た
当
初
か
ら
、
「
桜
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
た
女
性
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
そ
れ
で
は
、
当
時
「
桜
」
は
ど
の
よ
う
な
花
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
紫

の
上
を
「
桜
」
に
喩
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
女
が
「
桜
」
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な

女
性
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
「
桜
」
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を

考
え
て
い
く
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
で
「
桜
」
は
、
束
の
間
の
美
し
さ
に
、
時
の
推
移
や
、
人
や
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
心
の
移
ろ
い
を
託
し
た
表
現
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
が
、
紫
の
上
と
関
係
の
深
い

と
思
わ
れ
る
「
桜
」
は
、
春
の
到
来
を
告
げ
る
「
霞
」
と
一
緒
に
表
現
さ
れ
る
「
桜
」

で
あ
ろ
う
。
「
霞
」
は
何
か
を
隠
す
も
の
、
視
界
を
遮
る
も
の
と
い
う
発
想
で
、
せ

っ
か
く
の
桜
を
隠
し
て
見
せ
て
く
れ
な
い
と
い
う
不
満
を
前
提
に
し
て
、
見
え
さ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

春
の
気
色
を
か
え
っ
て
理
想
的
に
想
像
し
よ
う
と
歌
わ
れ
る
。
い
く
つ
か
例
を
挙
げ

る
と
、

春
霞
な
に
隠
す
ら
む
桜
花
散
る
間
を
だ
に
も
見
る
べ
き
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
春
上
・
七
九
・
紀
貫
之
）

花
の
色
は
霞
に
こ
め
て
見
せ
ず
と
も
香
を
だ
に
ぬ
す
め
春
の
山
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
春
下
・
九
一
酔
・
良
峯
宗
貞
）

三
輪
山
を
し
か
も
隠
す
か
春
霞
人
に
知
ら
れ
ぬ
花
や
咲
く
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
春
下
・
九
四
・
紀
貫
之
）

春
霞
色
の
ち
ぐ
さ
に
見
え
つ
る
は
た
な
び
く
山
の
花
の
か
げ
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
春
下
・
一
〇
二
・
藤
原
興
風
）

な
ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
霞
」
に
隠
さ
れ
た
「
桜
」
の
美
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
霞
」
に
隠
さ
れ
た
「
桜
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
北
山
で
の
紫

の
上
に
一
致
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
北
山
の
場
面
で
は
「
霞
の
た
た
ず
ま
ひ
」
（
若
紫

巻
二
〇
〇
頁
）
、
「
は
る
か
に
霞
み
わ
た
り
て
」
（
若
紫
巻
二
〇
二
頁
）
、
「
夕
暮
の
い

た
う
霞
み
た
る
」
（
若
紫
巻
二
〇
五
頁
）
、
「
明
け
ゆ
く
空
は
い
と
い
た
う
霞
み
て
」

（
若
紫
巻
二
一
九
頁
）
と
霞
み
わ
た
る
情
景
が
繰
り
返
し
描
写
さ
れ
、
先
ほ
ど
挙
げ

た
源
氏
の
歌
で
も
「
夕
ま
ぐ
れ
ほ
の
か
に
花
の
色
を
見
て
け
さ
は
霞
の
立
ち
ぞ
わ
づ

ら
ふ
」
（
若
紫
巻
二
二
二
頁
）
と
「
霞
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
桜
が
咲
き
誇
り
、
霞
に
覆
わ
れ
た
北
山
で
発
見
し
た
美
少
女
は
、
源
氏

に
と
っ
て
「
霞
」
に
隠
さ
れ
た
美
し
い
「
桜
」
に
喩
え
る
に
相
応
し
い
人
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
本
論
の
考
察
対
象
と
し
て
い
る
少
女
巻
よ
り
も
後
の
巻
の
話
と
な
る
が
、
六
条
院

一330　一



春
の
町
が
「
霞
」
と
共
に
多
く
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
初
音
巻
の
正
月
十
四
日
の
男
踏
歌
の
一
節
に
、
「
御
方
々
、
い
つ
れ
も
い
つ
れ
も

劣
ら
ぬ
袖
口
ど
も
、
こ
ぼ
れ
出
で
た
る
こ
ち
た
さ
、
物
の
色
あ
ひ
な
ど
も
、
曙
の
空

に
春
の
錦
た
ち
出
で
に
け
る
霞
の
中
か
と
見
わ
た
さ
る
」
（
胡
蝶
巻
一
五
九
頁
）
と

あ
り
、
野
分
巻
で
紫
の
上
を
垣
間
見
た
夕
霧
は
、
そ
の
感
動
を
「
気
高
く
き
よ
ら

に
、
さ
と
に
ほ
ふ
心
地
し
て
、
春
の
曙
の
霞
の
間
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
樺
桜
の
咲
き

乱
れ
た
る
を
見
る
心
地
す
」
（
野
分
巻
二
六
五
頁
）
と
表
現
し
て
い
る
。
同
様
の
表

現
は
、
胡
蝶
巻
の
舟
楽
の
場
面
や
、
秋
好
中
宮
の
季
御
読
経
の
場
面
に
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
前
者
は
、
「
こ
な
た
か
な
た
霞
み
あ
ひ
た
る
梢
ど
も
、
錦
を
引
き
わ
た

せ
る
に
、
御
前
の
方
は
は
る
ば
る
と
見
や
ら
れ
て
、
色
を
増
し
た
る
柳
枝
を
垂
れ
た

る
、
花
も
え
も
い
は
ぬ
匂
ひ
を
散
ら
し
た
り
」
（
胡
蝶
巻
一
六
六
～
一
六
七
頁
）
と
、

霞
の
途
切
れ
の
奥
に
、
紫
の
上
の
居
所
が
桜
柳
に
彩
ら
れ
な
が
ら
存
在
す
る
趣
で
あ

り
、
後
者
で
は
、
中
宮
の
も
と
に
紫
の
上
の
使
者
と
し
て
や
っ
て
く
る
童
女
た
ち
の

一
行
が
、
「
い
と
う
ら
ら
か
に
晴
れ
て
、
霞
の
間
よ
り
立
ち
出
で
た
る
」
（
胡
蝶
巻
一

七
二
頁
）
と
、
霞
の
中
か
ら
現
れ
て
く
る
表
現
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
若
菜
上
巻
の
六

条
院
の
蹴
鞠
の
日
、
柏
木
が
女
三
宮
を
垣
間
見
る
こ
と
と
な
る
春
の
町
の
描
写
は
、

「
ゆ
ゑ
あ
る
庭
の
木
立
の
い
た
く
霞
み
こ
め
た
る
に
、
色
々
紐
と
き
わ
た
る
花
の
木

ど
も
、
わ
つ
か
な
る
萌
木
の
蔭
に
、
か
く
は
か
な
き
こ
と
な
れ
ど
、
よ
き
あ
し
き
け

ち
め
あ
る
を
い
ど
み
つ
つ
、
我
も
劣
ら
じ
と
思
ひ
顔
な
る
中
に
、
衛
門
督
の
か
り
そ

め
に
立
ち
ま
じ
り
た
ま
へ
る
足
も
と
に
並
ぶ
人
な
か
り
け
り
」
（
若
菜
上
巻
一
三
八

頁
）
と
語
ら
れ
る
。

　
六
条
院
春
の
町
で
「
霞
」
が
隠
す
も
の
は
、
「
桜
」
に
喩
え
ら
れ
た
女
君
で
あ
る
。

「
霞
」
に
覆
わ
れ
た
春
の
町
は
、
そ
の
中
に
美
女
を
隠
す
「
禁
断
の
花
園
」
の
イ
メ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ジ
を
強
く
持
た
せ
る
の
で
あ
る
。

　
桜
咲
く
北
山
で
、
霞
に
隠
さ
れ
た
桜
に
喩
え
る
に
相
応
し
か
っ
た
紫
の
上
の
イ

メ
ー
ジ
、
彼
女
が
春
の
町
の
主
人
に
据
え
ら
れ
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
北
山
で
の
出
会
い
を
想
起
さ
せ
る
植
物
と
し
て
「
山
吹
」
「
藤
」
「
五
葉
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

き
よ
げ
な
る
大
人
二
人
ば
か
り
、
さ
て
は
童
べ
そ
出
で
入
り
遊
ぶ
。
中
に
、
十

ば
か
り
や
あ
ら
む
と
見
え
て
、
白
き
衣
、
山
吹
な
ど
の
萎
え
た
る
着
て
走
り
来

た
る
女
子
、
あ
ま
た
見
え
つ
る
子
ど
も
に
似
る
ぺ
う
も
あ
ら
ず
、
い
み
じ
く
生

い
先
見
え
て
う
つ
く
し
げ
な
る
容
貌
な
り
　
　
　
　
　
（
若
紫
巻
二
〇
六
頁
）

　
初
め
て
源
氏
の
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
紫
の
上
は
「
山
吹
」
襲
の
色
目
の
衣
裳
を

着
て
い
た
。

　
前
栽
に
植
え
ら
れ
た
「
藤
」
は
、
藤
壺
と
の
関
係
に
お
け
る
紫
の
上
の
位
置
を
見

て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
北
山
で
紫
の
上
を
見
た
源
氏
は
、
そ
の
姿
に
藤
壷
を
投
影

し
涙
し
て
い
る
。

限
り
な
う
心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
よ
う
似
た
て
ま
つ
れ
る
が
ま
も
ら

る
る
な
り
け
り
、
と
思
ふ
に
も
涙
ぞ
落
つ
る
　
　
　
　
　
（
若
紫
巻
二
〇
七
頁
）

　
紫
の
上
が
藤
壺
ゆ
か
り
の
女
性
と
し
て
物
語
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
特
権
的
な

位
置
で
源
氏
の
愛
情
を
独
占
す
る
こ
と
は
多
く
の
言
を
侯
た
な
い
。
河
添
房
江
氏
が

藤
壺
の
「
藤
」
の
象
徴
性
に
注
目
し
、
そ
の
「
紫
色
の
高
貴
な
属
性
」
が
、
藤
壺
の
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（
1
1
）

存
在
の
「
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
作
用
」
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
春
の
町

に
植
え
ら
れ
た
「
藤
」
も
、
紫
の
上
が
藤
壷
ゆ
か
り
の
女
性
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て

い
よ
う
。
春
の
町
に
植
え
ら
れ
た
「
藤
」
は
、
藤
壷
ゆ
か
り
の
女
性
と
し
て
紫
の
上

が
六
条
院
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
五
葉
」
で
あ
る
。

中
宮
の
御
町
を
ば
、
も
と
の
山
に
、
紅
葉
の
色
濃
か
る
べ
き
植
木
ど
も
を
植

ゑ
、
泉
の
水
遠
く
す
ま
し
、
遣
水
の
音
ま
さ
る
べ
き
巌
た
て
加
へ
、
滝
落
と
し

て
、
秋
の
野
を
遥
か
に
作
り
た
る
、
そ
の
こ
ろ
に
あ
ひ
て
、
盛
り
に
咲
き
乱
れ

た
り
。
嵯
峨
の
大
堰
の
わ
た
り
の
野
山
む
と
く
に
け
お
さ
れ
た
る
秋
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
巻
七
九
頁
）

聖
、
御
ま
も
い
に
独
鈷
奉
る
。
見
た
ま
ひ
て
、
僧
都
、
聖
徳
太
子
の
百
済
よ
り

得
た
ま
へ
り
け
る
金
剛
子
の
数
珠
の
玉
の
装
束
し
た
る
、
や
が
て
そ
の
国
よ
り

入
れ
た
る
箱
の
唐
め
い
た
る
を
、
透
き
た
る
袋
に
入
れ
て
、
五
葉
の
枝
に
つ
け

て
、
紺
瑠
璃
の
壷
ど
も
に
御
薬
ど
も
入
れ
て
、
藤
桜
な
ど
に
つ
け
て
、
所
に
つ

け
た
る
御
贈
物
ど
も
捧
げ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
　
　
　
（
若
紫
巻
二
二
一
頁
）

　
源
氏
は
聖
、
僧
都
と
の
別
れ
に
際
し
、
聖
か
ら
独
鈷
を
、
僧
都
か
ら
装
飾
さ
れ
た

「
金
剛
子
の
数
珠
」
と
薬
壺
を
送
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
贈
り
物
は
、
「
五

葉
の
枝
」
や
「
藤
」
「
桜
」
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
春
の
町
に
植
え
ら
れ
た
多
く
の
植
物
に
は
、
北
山
で

の
紫
の
上
発
見
と
い
う
運
命
的
な
出
会
い
を
喚
起
す
る
、
構
造
的
な
意
味
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
秋
の
町
と
秋
好
中
宮

　
続
い
て
、

子
で
あ
る
。

秋
の
町
と
秋
好
中
宮
の
関
係
を
考
察
し
て
い
く
。
ま
ず
は
秋
の
町
の
様

　
秋
の
町
に
具
体
的
な
草
木
の
描
写
は
な
い
が
、
「
も
と
の
山
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、

旧
状
を
尊
重
し
、
秋
の
風
情
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
秋
好
中
宮
と
秋
と
の
関
係

は
、
先
に
も
触
れ
た
薄
雲
巻
で
の
春
秋
論
か
ら
、
母
六
条
御
息
所
が
死
ん
だ
秋
と
結

び
付
け
ら
れ
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
中
宮
の
み
な
ら
ず
源
氏
に
と
っ
て
も
、
六

条
御
息
所
が
秋
を
思
わ
せ
る
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
も
大
き
な
要
因
で
は
な
か
ろ
う

か
。
賢
木
巻
に
描
か
れ
る
印
象
的
な
二
つ
の
場
面
を
振
り
返
っ
て
み
る
。

　
ま
ず
、
源
氏
が
伊
勢
下
向
の
日
が
迫
っ
て
い
る
御
息
所
の
も
と
へ
訪
問
を
思
い
た

っ
た
場
面
で
あ
る
。

た
は
や
す
く
御
心
に
ま
か
せ
て
参
で
た
ま
ふ
べ
き
御
住
み
処
に
は
た
あ
ら
ね

ば
、
お
ぼ
つ
か
な
く
て
月
日
も
隔
た
り
ぬ
る
に
、
院
の
上
、
お
ど
ろ
お
ど
う
し

き
御
な
や
み
に
は
あ
ら
で
例
な
ら
ず
時
々
な
や
ま
せ
た
ま
へ
ば
、
い
と
ど
御
心

の
暇
な
け
れ
ど
、
つ
ら
き
も
の
に
思
ひ
は
て
た
ま
ひ
な
む
も
い
と
ほ
し
く
、
人

聞
き
情
な
く
や
と
思
し
お
こ
し
て
、
野
宮
に
参
で
た
ま
ふ
。
九
月
七
日
ば
か
り

な
れ
ば
、
む
げ
に
今
日
明
日
と
思
す
に
、
女
方
も
心
あ
わ
た
た
し
け
れ
ど
、
立

ち
な
が
ら
と
、
た
び
た
び
御
消
息
あ
り
け
れ
ば
、
い
で
や
と
は
思
し
わ
づ
ら
ひ

な
が
ら
、
い
と
あ
ま
り
埋
れ
い
た
き
を
、
物
越
し
ば
か
り
の
対
面
は
と
、
人
知

一　332一



れ
ず
待
ち
き
こ
え
た
ま
ひ
け
り

（
賢
木
巻
八
四
～
八
五
頁
）

　
源
氏
と
の
仲
に
深
く
傷
つ
く
六
条
御
息
所
は
、
娘
（
秋
好
中
宮
）
が
斎
宮
と
し
て

下
向
す
る
の
を
口
実
に
、
自
ら
も
源
氏
を
振
り
切
っ
て
伊
勢
に
下
ろ
う
か
と
思
っ
て

い
た
。
そ
し
て
そ
の
決
意
は
、
葵
上
を
と
り
殺
し
て
し
ま
っ
た
生
霊
事
件
以
来
さ
ら

に
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
九
月
七
日
ば
か
り
に
な
れ
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
季

節
は
秋
で
あ
る
。

　
次
は
、
光
源
氏
が
野
宮
に
六
条
御
息
所
を
訪
ね
、
夜
明
け
と
と
も
に
帰
る
場
面
で

あ
る
。

や
う
や
う
明
け
ゆ
く
空
の
け
し
き
、
こ
と
さ
ら
に
作
り
出
で
た
ら
む
や
う
な
り
。

　
　
（
源
氏
）
あ
か
つ
き
の
別
れ
は
い
つ
も
露
け
き
を
こ
は
世
に
知
ら
ぬ
秋
の

　
　
空
か
な

出
で
が
て
に
、
御
手
を
と
ら
へ
て
や
す
ら
ひ
た
ま
へ
る
、
い
み
じ
う
な
つ
か

し
。
風
い
と
冷
や
か
に
吹
き
て
、
松
虫
の
鳴
き
か
ら
し
た
る
声
も
、
を
り
知
り

顔
な
る
を
、
さ
し
て
思
ふ
こ
と
な
き
だ
に
、
聞
き
過
ぐ
し
が
た
げ
な
る
に
、
ま

し
て
わ
り
な
き
御
心
ま
ど
ひ
ど
も
に
、
な
か
な
か
こ
と
も
ゆ
か
ぬ
に
や
。

　
　
（
御
息
所
）
お
ほ
か
た
の
秋
の
別
れ
も
か
な
し
き
に
鳴
く
音
な
添
へ
そ
野

　
　
辺
の
松
虫

悔
し
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
か
ひ
な
け
れ
ば
、
明
け
ゆ
く
空
も
は
し
た
な
う
て
出

で
た
ま
ふ
、
道
の
ほ
ど
い
と
露
け
し
。

　
女
も
え
心
強
か
ら
ず
、
な
ご
り
あ
は
れ
に
て
な
が
め
た
ま
ふ
。
ほ
の
見
た
て

ま
つ
り
た
ま
へ
る
月
影
の
御
容
貌
、
な
ほ
と
ま
れ
る
匂
ひ
な
ど
、
若
き
人
々
は

身
に
し
め
て
、
過
ち
も
し
つ
べ
く
め
で
き
こ
ゆ
。

に
て
か
、
か
か
る
御
あ
り
さ
ま
を
見
棄
て
て
は
、

な
く
涙
ぐ
み
あ
へ
り
。

（
女
房
）
「
い
か
ば
か
り
の
道

別
れ
き
こ
え
ん
」
と
、
あ
い

（
賢
木
巻
八
九
～
九
〇
頁
）

　
傍
線
を
付
し
た
箇
所
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
両
場
面
と
も
秋
の
風
景
で
あ
り
、

「
秋
」
に
「
飽
き
」
を
響
か
せ
る
よ
う
な
描
写
に
よ
り
、
光
源
氏
と
の
関
係
に
お
け

る
六
条
御
息
所
の
絶
望
的
な
心
情
を
表
し
て
い
る
。

　
源
氏
は
秋
の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
る
六
条
御
息
所
と
秋
好
中
宮
を
重
ね
、
中
宮
を
秋

の
町
の
主
人
と
し
た
。
さ
ら
に
、
六
条
院
は
六
条
御
息
所
の
故
地
に
造
営
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
藤
井
貞
和
氏
は
、
「
六
条
御
息

所
の
遺
し
置
い
た
遺
言
に
し
た
が
い
、
む
す
め
斎
宮
女
御
を
中
宮
の
地
位
に
押
し
あ

げ
る
ほ
ど
に
ま
で
待
遇
し
た
こ
と
は
、
御
息
所
の
霊
魂
に
た
い
す
る
な
に
よ
り
の
鎮

魂
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
故
六
条
御
息
所
の
遺
地
で
待
遇
し
て
こ
そ
完
ぺ
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

鎮
魂
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
」
と
指
摘
す
る
。

　
ま
た
、
玉
上
琢
彌
氏
は
秋
の
行
事
で
あ
る
孟
蘭
盆
会
と
、
六
条
御
息
所
の
関
係
を

　
　
　
　
（
1
3
）

指
摘
し
て
い
る
。
「
孟
蘭
盆
と
は
梵
語
で
倒
懸
（
さ
か
さ
ま
に
か
か
る
）
の
苦
を
救

う
と
意
味
で
、
そ
の
い
わ
れ
は
孟
蘭
盆
経
に
詳
し
い
。
目
蓮
は
、
亡
き
母
が
餓
鬼
道

の
な
か
に
生
じ
倒
懸
の
苦
し
み
に
会
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
目
蓮
は
悲
号
帰
泣
し
、
こ

の
苦
を
救
う
こ
と
を
仏
に
乞
う
た
と
こ
ろ
、
仏
は
七
月
十
五
日
、
僧
、
自
恣
の
と
き

に
七
世
の
父
母
、
お
よ
び
厄
難
中
の
者
の
た
め
に
、
飯
と
五
菓
（
李
、
杏
、
喪
、

桃
、
栗
）
等
を
供
え
、
甘
美
を
つ
く
し
て
盆
中
に
の
せ
て
十
方
衆
僧
を
供
養
す
れ

ば
、
解
脱
し
三
界
の
業
苦
を
脱
す
る
こ
と
を
得
る
と
い
っ
た
」
と
い
う
。

　
六
条
御
息
所
の
鎮
魂
を
い
か
に
し
て
果
た
す
か
は
物
語
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
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源
氏
が
強
力
に
秋
好
中
宮
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
背
景
に
は
、
政
治
的
意
図
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
六
条
御
息
所
鎮
魂
を
試
み
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
秋
好
中
宮
が
六
条
院
秋
の
町
に
据
え
ら
れ
た
理
由
は
、
母
六
条
御
息
所
が
「
秋
」

を
想
起
さ
せ
る
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
秋
好
中
宮
を
秋
の
町
に
据
え
、
強

力
に
後
見
す
る
こ
と
に
よ
り
、
六
条
御
息
所
鎮
魂
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

4
　
夏
の
町
と
花
散
里

　
夏
と
い
う
季
節
と
花
散
里
は
物
語
で
一
貫
し
て
結
び
付
け
ら
れ
て
き
て
い
る
。

ず
は
、
町
の
風
景
か
ら
見
て
み
よ
う
。

ま

北
の
東
は
、
涼
し
げ
な
る
泉
あ
り
て
、
夏
の
蔭
に
よ
れ
り
。
前
近
き
前
栽
、
呉

竹
、
下
風
涼
し
か
る
べ
く
、
木
高
き
森
の
や
う
な
る
木
ど
も
木
深
く
お
も
し
ろ

く
、
山
里
め
き
て
、
卯
花
の
垣
根
こ
と
さ
ら
に
し
わ
た
し
て
、
昔
お
ぼ
ゆ
る
花

橘
、
撫
子
、
薔
薇
、
く
た
に
な
ど
や
う
の
花
く
さ
ぐ
さ
を
植
ゑ
て
、
春
秋
の
木

草
、
そ
の
中
に
う
ち
ま
ぜ
た
り
。
東
面
は
、
分
け
て
馬
場
殿
つ
く
り
、
将
結
ひ

て
、
五
月
の
御
遊
び
所
に
て
、
水
の
ほ
と
り
に
菖
蒲
植
ゑ
し
げ
ら
せ
て
、
む
か

ひ
に
御
厩
し
て
、
世
に
な
き
上
馬
ど
も
を
と
と
の
へ
立
て
さ
せ
た
ま
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
巻
七
九
頁
）

　
「
涼
し
げ
な
る
泉
あ
り
て
、
夏
の
蔭
に
よ
れ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夏
の
強
い
日

差
し
か
ら
蔭
を
作
り
、
涼
し
く
快
適
に
過
ご
す
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
造
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
夏
の
町
に
植
え
ら
れ
て
い
る
植
物
は
、
花
散
里
の
人
柄
を
想
起
さ
れ

る
よ
う
な
も
の
が
選
ば
れ
て
い
る
。
「
花
橘
」
、
「
撫
子
」
、
「
薔
薇
」
に
注
目
し
な
が

ら
、
花
散
里
が
夏
の
町
に
据
え
ら
れ
た
理
由
を
考
察
し
て
い
く
。

　
花
散
里
は
「
五
月
雨
の
空
め
づ
ら
し
く
晴
れ
た
る
雲
間
に
渡
り
た
ま
ふ
」
（
花
散

里
巻
一
五
四
頁
）
、
「
五
月
雨
つ
れ
づ
れ
な
る
こ
ろ
、
公
私
も
の
静
か
な
る
に
、
思
し

お
こ
し
て
渡
り
た
ま
へ
り
」
（
濡
標
巻
二
九
七
頁
）
、
「
卯
月
ば
か
り
に
、
花
散
里
を

思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
忍
び
て
、
対
の
上
に
御
暇
聞
こ
え
て
出
で
た
ま
ふ
。

日
ご
ろ
降
り
つ
る
な
ご
り
の
雨
す
こ
し
そ
そ
き
て
、
を
か
し
き
ほ
ど
に
月
さ
し
出
で

た
り
」
（
蓬
生
巻
三
四
四
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
源
氏
に
と
っ
て
五
月
雨
の
頃
に
思

い
出
さ
れ
る
女
性
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
花
散
里
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
か
ら
植
え
ら
れ

て
い
る
植
物
が
、
「
昔
お
ぼ
ゆ
る
花
橘
」
で
あ
る
。

　
「
五
月
待
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ぱ
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」
（
古
今
集
・
夏
・
一

三
九
・
読
み
人
し
ら
ず
）
と
い
う
歌
は
、
夏
の
到
来
と
と
も
に
橘
の
花
が
香
ぐ
わ
し

く
咲
き
始
め
る
と
、
普
段
忘
れ
か
け
て
い
た
昔
の
人
の
袖
の
香
が
し
て
、
に
わ
か
に

記
憶
が
蘇
っ
て
く
る
と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
の
歌
か
ら
、
橘
は
過
去
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
も
の
と
い
う
連
想
性
を
持
つ
歌
言
葉
と
し
て
固
定
化
す
る
。
つ
ま
り
、
普
段
は

忘
れ
か
け
て
い
る
が
、
ふ
と
し
た
時
に
思
い
出
さ
れ
る
女
性
が
花
散
里
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
花
散
里
の
「
橘
」
の
設
定
に
つ
い
て
坂
本
舜
氏
は
、
春
の
町
の
紫
の
上
の
「
桜
と

相
並
ん
で
対
面
す
る
植
物
」
で
あ
り
、
「
南
殿
の
庭
先
、
南
階
の
左
右
に
植
え
ら
れ

た
は
ず
」
と
し
、
「
紫
の
上
と
花
散
里
は
、
南
殿
の
桜
と
橘
が
階
の
左
右
に
対
称
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

て
位
置
す
る
妻
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
「
南
殿
の
庭
先
、
南
階
の
左
右
に
植
え

ら
れ
た
」
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
須
磨
流
訥
の
折
に
は
、
源
氏
と
共
に
苦
労

を
重
ね
た
女
性
で
あ
り
、
紫
の
上
が
明
石
の
姫
君
の
養
母
に
な
る
の
と
同
じ
よ
う

に
、
花
散
里
が
夕
霧
の
養
母
と
な
っ
て
い
る
点
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
妻
と
し
て
六
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条
院
に
迎
え
ら
れ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
彼
女
に
対
す
る
光
源
氏
の

信
頼
は
「
呉
竹
」
と
な
っ
て
夏
の
町
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
竹
」
は
た
と

・
え
中
が
空
洞
で
も
強
く
て
柔
ら
か
で
時
間
が
経
っ
て
も
変
色
し
な
い
こ
と
か
ら
、
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

徳
的
で
貞
節
の
強
い
人
を
表
す
の
に
引
用
さ
れ
る
。
和
歌
的
な
季
節
観
に
お
い
て
、

特
に
季
節
を
限
定
す
る
こ
と
の
な
い
「
竹
」
が
夏
の
町
に
植
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
花
散
里
の
人
柄
と
結
び
つ
く
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
「
呉
竹
」
に
つ

い
て
藤
本
勝
義
氏
は
、
夕
顔
巻
に
現
れ
る
竹
と
の
関
連
か
ら
、
「
『
呉
竹
』
は
、
か
よ

う
な
光
源
氏
の
青
春
の
あ
り
よ
う
を
、
き
わ
め
て
象
徴
す
る
『
こ
と
ば
』
」
で
あ
り
、

「
夏
の
町
の
『
呉
竹
』
の
設
定
は
、
漢
詩
文
の
季
節
感
の
単
な
る
借
用
で
は
な
く
、

玉
髭
物
語
展
開
の
重
要
な
基
軸
を
な
す
光
源
氏
－
玉
髪
交
渉
を
、
円
滑
に
導
入
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

く
、
そ
の
詩
文
を
物
語
基
底
に
据
え
た
が
た
め
の
も
の
で
あ
る
」
と
、
後
の
展
開
の

伏
線
と
し
て
「
呉
竹
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　
続
い
て
、
「
撫
子
」
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
源
氏
は
夕
霧
の
養
母
と
し
て
花
散
里

を
選
ん
で
お
り
、
花
散
里
に
「
母
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
植
え
ら

れ
た
「
撫
子
」
か
ら
想
像
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
平
安
時
代
に
「
な
で
し
こ
」
は

「
撫
で
し
児
」
と
い
う
掛
詞
式
の
類
音
を
介
し
て
、
可
憐
な
幼
な
子
を
連
想
さ
せ
る

花
で
あ
っ
た
。
帯
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
で
、
頭
中
将
が
語
る
体
験
談
の
中
に
「
山

が
つ
の
垣
は
荒
る
と
も
を
り
を
り
に
あ
は
れ
は
か
け
よ
撫
子
の
露
」
（
帯
木
巻
八
二

頁
）
と
い
う
女
の
歌
が
あ
る
。
二
人
の
間
の
幼
い
子
（
玉
實
）
を
「
な
で
し
こ
」
に

喩
え
て
、
愛
児
に
情
を
か
け
て
欲
し
い
と
訴
え
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
で
も
「
愛

児
」
の
表
現
に
使
わ
れ
て
い
る
。
夕
霧
や
玉
塁
が
養
子
と
し
て
花
散
里
に
預
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
多
く
の
孫
た
ち
が
彼
女
の
も
と
で
愛
育
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
、
夏
の
町
の
主
と
し
て
花
散
里
が
「
撫
子
（
愛
児
）
」
を
大
切
に
育
て
る
イ
メ
ー

ジ
と
関
連
し
て
い
よ
う
。

　
最
後
に
「
薔
薇
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
「
薔
薇
」
は
源
氏
に
と
っ
て
、
精
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

的
繋
が
り
の
強
さ
を
想
起
さ
せ
る
花
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

理
由
は
、
物
語
で
「
薔
薇
」
が
語
ら
れ
た
場
面
が
、
当
該
箇
所
の
ほ
か
に
も
う
一
例

あ
り
、
そ
こ
が
精
神
的
紐
帯
の
強
さ
を
物
語
る
場
面
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
光
源
氏
二
十
五
歳
の
夏
、
右
大
臣
や
弘
徽
殿
大
后
は
朱
雀
帝
を
擁
し
な
が
ら
、
時

の
権
勢
を
欲
し
い
ま
ま
に
し
て
、
源
氏
方
を
圧
迫
し
て
い
た
。
源
氏
と
そ
の
親
友
で

あ
っ
た
頭
中
将
ら
が
、
そ
の
敵
対
勢
力
に
圧
迫
さ
れ
る
憂
悶
の
情
を
慰
め
る
べ
く
、

時
流
に
乗
ら
ぬ
博
士
た
ち
を
も
招
い
て
作
文
や
韻
塞
を
競
っ
て
い
た
。
あ
る
日
、
そ

の
韻
塞
に
負
け
た
頭
中
将
が
、
勝
者
の
源
氏
を
饗
応
す
る
負
態
を
催
す
こ
と
と
な

る
。
そ
の
場
面
で
「
階
の
底
の
薔
薇
け
し
き
ば
か
り
咲
き
て
、
春
秋
の
花
盛
り
よ
り

も
し
め
や
か
に
を
か
し
き
ほ
ど
な
る
に
、
う
ち
と
け
遊
び
た
ま
ふ
」
（
賢
木
巻
一
四

一
頁
）
と
、
春
秋
の
花
盛
り
よ
り
も
し
っ
と
り
と
落
ち
着
い
た
感
じ
の
花
と
し
て

「
薔
薇
」
が
語
ら
れ
る
。
春
秋
の
華
麗
な
花
に
対
し
、
「
薔
薇
」
が
落
ち
着
い
た
感
じ

の
花
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
が
、
こ
の
場
面
で
注
目
し
た
い
の
は
、
源
氏

が
右
大
臣
方
に
圧
倒
さ
れ
る
中
で
、
権
力
的
な
繋
が
り
で
は
な
く
、
精
神
的
な
連
帯

を
見
せ
る
こ
の
場
面
に
「
薔
薇
」
の
花
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。
古
注
は
こ
の
箇

所
に
『
白
氏
文
集
』
「
薔
薇
正
開
。
春
酒
初
熟
。
因
招
劉
十
九
・
張
大
夫
・
崔
二
十

四
同
飲
」
を
指
摘
す
る
。

薔
薇
正
開
春
酒
初
熟
因
招
劉
十
九
・
張
大
夫
・
崔
二
十
四
同
飲

甕
頭
竹
葉
経
春
熟

甕
頭
の
竹
葉
春
を
経
て
熟
し

一335一



階
底
薔
薇
入
夏
開

似
火
淺
深
紅
歴
架

如
錫
氣
味
緑
粘
毫

試
將
詩
句
相
招
去

個
有
風
情
或
可
來

明
日
早
花
鷹
更
好

心
期
同
酔
卯
時
杯

階
底
の
薔
薇
夏
に
入
り
て
開
く

火
に
似
て
淺
深
、
紅
、
架
を
歴
し

暢
の
如
き
氣
味
、
緑
、
基
に
粘
す

試
み
に
詩
句
を
將
て
相
招
去
せ
ば

倫
し
風
情
あ
ら
ば
或
は
來
る
べ
し

明
日
早
花
鷹
に
更
に
好
か
る
べ
し

心
に
期
す
同
じ
く
卯
時
の
杯
に
酔
は
ん
こ
と
を

（
甕
の
中
の
酒
は
春
を
過
ぎ
て
正
に
出
来
上
が
り
、
階
前
の
薔
薇
は
夏
に
入
っ
て
盛

ん
に
開
い
て
い
る
。
紅
の
花
が
薄
く
濃
く
架
を
歴
し
て
咲
き
満
ち
、
暢
の
よ
う
に
柔

ら
か
み
を
帯
び
て
緑
の
葉
が
塁
に
着
い
て
い
る
。
詩
を
寄
せ
て
三
友
を
招
い
た
な
ら

ば
、
風
流
の
味
を
解
す
る
以
上
は
必
ず
来
遊
す
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
明
朝
の
花
は
一

層
賞
玩
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
因
っ
て
余
は
君
た
ち
が
必
ず
来
て
、
我
と
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
朝
酒
を
酌
む
だ
ろ
う
と
独
り
自
ら
心
に
決
め
て
い
る
。
）

　
薔
薇
の
花
を
愛
で
な
が
ら
友
人
と
酒
を
酌
み
交
わ
す
と
い
う
精
神
的
紐
帯
を
詠
う

こ
の
詩
は
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
も
載
っ
て
お
り
、
当
時
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
光
源
氏
が
須
磨
流
諦
の
折
、
琴
の
琴
と
『
白
氏
文
集
』
を
持
っ
て
い
っ
た
こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
、
彼
自
身
も
「
薔
薇
正
開
。
春
酒
初
熟
。
因
招
劉
十
九
・
張
大

夫
・
崔
二
十
四
同
飲
」
の
知
識
・
イ
メ
ー
ジ
を
以
て
、
夏
の
町
に
「
薔
薇
」
を
植
え

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
花
散
里
と
直
接
関
係
す
る
植
物
と
は
い
え
な
い
が
、
夏
の
町
に
「
薔
薇
」
が
植
え

ら
れ
て
い
る
の
は
、
源
氏
が
彼
女
に
「
薔
薇
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
る
た
め
と

い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
花
散
里
は
、
紫
の
上
に
次
ぐ
妻
と
し
て
、
六
条
院
に
迎
え
ら
れ
て
お
り
、
源
氏
が

彼
女
に
対
し
て
精
神
的
紐
帯
の
強
さ
や
、
「
母
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
る
こ
と

が
、
夏
の
町
に
植
え
ら
れ
た
「
薔
薇
」
や
「
撫
子
」
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
続
い
て
冬
の
町
に
入
る
明
石
の
君
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

5
　
秋
か
ら
冬
へ

　
こ
れ
ま
で
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
割
り
振
ら
れ
た
季
節
と
女
君
の
過
去
は

密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
季
節
が
割
り
振
ら
れ
る
だ
け
の
必
然
性
を
有
し
て

い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
冬
の
町
に
据
え
ら
れ
る
明
石
の
君
は
冬
に
語
ら
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
明
石
の
君
が
物
語
で
結
び
付
け
ら
れ
て
き
た
季
節
は
秋
で
あ

（
2
0
）

る
。
し
か
し
、
彼
女
は
秋
の
町
に
据
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
源
氏
の
何
ら
か
の

意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
秋
と
結
び
付
け
ら
れ
て
語
ら
れ
て
き
た
明
石

の
君
が
、
冬
の
季
節
を
割
り
当
て
ら
れ
た
理
由
を
探
っ
て
い
く
。
ま
ず
最
初
に
、
い

く
つ
か
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
明
石
の
君
が
物
語
で
秋
の
女
性
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
見
て
い
き
た
い
。
彼
女
の
登
場
か
ら
振
り
返
る
。

　
源
氏
が
明
石
の
入
道
か
ら
娘
の
身
の
上
を
明
か
さ
れ
た
の
は
、
四
月
で
季
節
は
初

夏
で
あ
る
。
源
氏
は
「
心
細
き
ひ
と
り
寝
の
慰
め
に
も
」
（
明
石
巻
二
四
七
頁
）
と

思
う
の
だ
が
、
明
石
の
君
は
身
の
程
を
わ
き
ま
え
て
、
こ
れ
に
応
じ
よ
う
と
し
な

い
。
源
氏
は
そ
の
気
品
の
高
さ
に
ひ
か
れ
る
が
、
「
人
進
み
参
ら
ば
さ
る
方
に
て
も

紛
ら
は
し
て
ん
」
（
明
石
巻
二
五
〇
～
二
五
一
）
と
自
分
か
ら
は
訪
れ
な
い
。
一
方
、

明
石
の
君
も
「
な
か
な
か
や
む
ご
と
な
き
際
の
人
よ
り
も
い
た
う
思
ひ
あ
が
り
」

（
明
石
巻
二
五
一
頁
）
て
、
二
人
の
間
で
は
「
心
く
ら
べ
」
（
明
石
巻
二
五
一
頁
）
の
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日
々
が
過
ぎ
て
い
っ
た
。
八
月
に
な
り
「
明
石
に
は
、
例
の
、
秋
は
浜
風
の
異
な
る

に
、
独
り
寝
も
ま
め
や
か
に
も
の
わ
び
し
う
て
」
（
明
石
巻
二
五
三
頁
）
と
、
し
び

れ
を
切
ら
し
た
の
は
源
氏
の
方
で
あ
っ
た
。

十
二
一
二
日
の
月
の
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
、
…
（
中
略
）
…
御
直
衣
奉

り
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
夜
更
か
し
て
出
で
た
ま
ふ
。
…
（
中
略
）
…
三
昧
堂
近
く

て
、
鐘
の
声
松
風
に
響
き
あ
ひ
て
も
の
悲
し
う
、
巌
に
生
ひ
た
る
松
の
根
さ
し

も
心
ば
へ
あ
る
さ
ま
な
り
。
前
栽
ど
も
に
虫
の
声
を
尽
く
し
た
り
。
こ
こ
か
し

こ
の
あ
り
さ
ま
な
ど
御
覧
ず
。
む
す
め
住
ま
せ
た
る
方
は
心
こ
と
に
磨
き
て
、

月
入
れ
た
る
真
木
の
戸
口
け
し
き
こ
と
に
お
し
開
け
た
り
。
…
（
中
略
）
…
人

さ
ま
い
と
あ
て
に
そ
び
え
て
、
心
恥
つ
か
し
き
け
は
ひ
そ
し
た
る
。
か
う
あ
な

が
ち
な
り
け
る
契
り
を
思
す
に
も
、
浅
か
ら
ず
あ
は
れ
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
石
巻
二
五
五
～
二
五
八
頁
）

　
見
て
き
た
よ
う
に
、
冬
の
町
の
女
主
人
で
あ
る
明
石
の
君
と
源
氏
が
は
じ
め
て
対

面
し
た
時
の
季
節
は
、
八
月
で
あ
り
秋
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
物
語
で
も

明
石
の
君
は
秋
と
結
び
付
け
ら
れ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
光
源
氏
一
行
と
出
逢
っ
た
住
吉
詣
は
、

そ
の
秋
、
住
吉
に
詣
で
た
ま
ふ
。
…
（
中
略
）
…
を
り
し
も
か
の
明
石
の
人
、

年
ご
と
の
例
の
事
に
て
詣
つ
る
を
、
去
年
今
年
は
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
怠
り
け

る
か
し
こ
ま
り
と
り
重
ね
て
思
ひ
立
ち
け
り
　
　
　
　
（
濡
標
巻
三
〇
二
頁
）

と
秋
で
あ
り
、
上
京
し
て
大
堰
の
山
荘
に
入
る
時
も

い
く
か
へ
り
ゆ
き
か
ふ
秋
を
す
ぐ
し
つ
つ
う
き
木
に
の
り
て
わ
れ
か
へ
る
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
風
巻
四
〇
七
頁
）

と
明
石
の
君
が
詠
っ
て
い
る
よ
う
に
、
秋
で
あ
る
。
し
か
も
大
堰
は
秋
の
紅
葉
の
名

所
で
も
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
登
場
か
ら
春
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
た
紫
の
上
に
対
し
、
そ
の
存
在

を
脅
か
す
女
君
と
し
て
、
当
時
の
春
秋
争
い
を
下
地
に
据
え
、
秋
と
強
く
結
び
つ
け

表
現
し
た
物
語
の
方
法
に
よ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
思
い
起
こ
し
て
み
れ
ば
、
明
石
の

君
の
存
在
が
初
め
て
語
ら
れ
る
若
紫
巻
か
ら
し
て
、
明
石
の
君
と
の
噂
話
と
連
な
る

形
で
若
紫
の
垣
間
見
が
語
ら
れ
て
い
る
し
、
明
石
巻
の
源
氏
が
明
石
の
君
の
所
へ
通

い
始
め
る
場
面
で
も
、
源
氏
は
「
御
心
の
鬼
」
（
明
石
巻
二
五
八
頁
）
に
い
た
く
紫

の
上
の
こ
と
を
気
に
懸
け
、
明
石
の
君
と
の
関
係
を
す
ぐ
に
文
で
告
白
し
て
し
ま

う
。
紫
の
上
と
明
石
の
君
は
登
場
当
初
か
ら
「
相
対
す
る
一
対
」
と
し
て
発
想
さ
れ

　
（
2
1
）

て
い
る
。

　
そ
の
後
の
物
語
で
紫
の
上
は
、
源
氏
の
子
供
を
儲
け
た
明
石
の
君
に
対
し
嫉
妬
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

る
。
阿
部
秋
生
氏
が
説
か
れ
る
よ
う
に
、
「
召
人
」
に
も
等
し
い
存
在
に
対
し
、
紫

の
上
は
嫉
妬
す
る
の
で
あ
る
。
紫
の
上
と
明
石
の
君
の
よ
う
に
、
そ
の
身
分
差
が
歴

然
と
し
て
い
る
場
合
、
紫
の
上
の
こ
の
嫉
妬
心
は
い
さ
さ
か
異
常
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
異
常
と
も
取
れ
る
こ
の
紫
の
上
の
嫉
妬
が
、
明
石
の
君
の
存
在
を
紫
の

上
を
脅
か
す
女
性
と
し
て
物
語
の
表
面
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
紫
の
上

の
嫉
妬
は
、
明
石
の
君
を
物
語
の
中
で
身
分
差
を
越
え
て
、
秋
の
女
と
し
て
押
し
上
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げ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
秋
を
象
徴
す
る
女
性
と
し
て
紫
の
上
の
存
在
を
脅
か
し
た
明
石
の
君

は
、
そ
の
一
人
娘
を
手
放
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
冬
の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
た
女
性
と
し

て
変
化
い
く
。

冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
桂
の
住
ま
ひ
い
と
ど
心
細
さ
ま
さ
り
て
、
上
の
空
な

る
心
地
の
み
し
つ
つ
明
か
し
暮
ら
す
を
…
　
　
　
　
　
（
薄
雲
巻
四
二
七
頁
）

　
明
石
の
君
が
娘
を
手
放
す
決
心
を
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
紫
の
上
の
嫉
妬
が
収
束
し

て
い
く
あ
た
り
か
ら
、
季
節
が
冬
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
娘
を
手
放

す
こ
と
に
よ
り
秋
の
女
君
か
ら
、
冬
の
女
君
へ
移
り
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
彼

女
が
六
条
院
に
参
入
す
る
時
季
も
、

大
堰
の
御
方
は
、
か
う
方
々
の
御
移
ろ
ひ
定
ま
り
て
、
数
な
ら
ぬ
人
は
い
つ
と

な
く
紛
ら
は
さ
む
と
思
し
て
、
神
無
月
に
な
ん
渡
り
た
ま
ひ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
巻
八
三
頁
）

と
冬
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
秋
の
町
の
「
嵯
峨
の
大
堰
の
わ
た
り
の
野
山
む
と

く
に
け
お
さ
れ
た
る
秋
な
り
」
（
少
女
巻
七
九
頁
）
と
い
う
叙
述
で
あ
る
。
「
嵯
峨
の

大
堰
」
は
上
京
し
た
明
石
の
君
が
滞
在
し
た
場
所
で
あ
り
、
秋
の
景
色
の
す
ば
ら
し

さ
で
知
ら
れ
る
土
地
で
あ
る
。
「
嵯
峨
の
大
堰
の
わ
た
り
の
野
山
む
と
く
に
け
お
さ

れ
た
る
秋
な
り
」
と
い
う
表
現
に
、
秋
を
象
微
す
る
女
性
が
、
明
石
の
君
か
ら
秋
好

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

中
宮
に
移
っ
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、
明
石
の
君
は
冬
の
町
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
彼
女

を
迎
え
入
れ
る
冬
の
町
の
庭
に
は
、
ど
の
よ
う
な
光
源
氏
の
思
惑
が
込
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
冬
の
町
の
風
景
を
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
。

　
　
　
6
　
冬
の
町
と
明
石
の
君

　
　
西
の
町
は
、
北
面
築
き
わ
け
て
、
御
倉
町
な
り
。
隔
て
の
垣
に
松
の
木
し
げ

　
　
く
、
雪
を
も
て
あ
そ
ば
ん
た
よ
り
に
よ
せ
た
り
。
冬
の
は
じ
め
の
朝
霜
む
す
ぶ

　
　
べ
き
菊
の
簾
、
我
は
顔
な
る
柞
原
、
を
さ
を
さ
名
も
知
ら
ぬ
深
山
木
ど
も
の
木

　
　
深
き
な
ど
を
移
し
植
ゑ
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
巻
七
九
～
八
十
頁
）

　
冬
の
町
で
ま
ず
目
に
と
ま
る
の
は
御
倉
町
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
石
の
君
の
財
力
の

大
き
さ
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
財
力
が
六
条
院
の
一
町
を
賜
っ
た
一
要
因
で
あ
ろ

う
。
植
え
ら
れ
た
草
木
は
、
「
松
」
と
「
菊
」
を
除
け
ば
、
「
を
さ
を
さ
名
も
知
ら
ぬ

深
山
木
」
と
い
っ
た
よ
う
な
名
前
も
知
ら
れ
な
い
よ
う
な
奥
山
の
草
木
ば
か
り
で
あ

る
。　

ま
ず
始
め
に
、
植
え
ら
れ
た
植
物
が
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
検
証
し
て
い
く
。

「
菊
」
は
重
陽
の
明
け
方
、
菊
の
花
に
か
ぶ
せ
露
を
湿
ら
せ
た
綿
で
顔
の
搬
を
拭
っ

て
老
い
を
払
う
と
い
っ
た
、
不
老
不
死
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る

が
、
同
時
に
「
菊
」
は
「
謙
譲
の
美
徳
・
君
子
の
徳
を
表
し
、
ま
た
、
厳
し
い
霜
を

冒
し
、
酸
郁
た
る
薫
香
を
秘
め
て
ひ
と
り
花
咲
く
さ
ま
は
、
貞
潔
な
心
、
強
く
真
っ

　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

す
ぐ
な
気
概
の
象
徴
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
も
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
本
朝
文

粋
』
巻
＝
1
三
三
六
に
は
、
「
沙
に
映
え
て
留
ま
り
、
先
づ
貞
心
を
厳
霜
の
底
に
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験
す
。
場
を
檀
に
し
て
立
ち
、
遂
に
勤
節
を
疾
風
の
中
に
知
る
」
と
あ
り
、
「
菊
」

は
い
か
な
る
逆
境
に
も
揺
る
が
ぬ
貞
潔
で
公
正
無
私
な
孤
高
の
強
い
意
志
を
表
象
し

て
い
る
。
夏
の
町
に
も
「
貞
心
」
を
表
す
「
竹
」
が
植
え
ら
れ
て
い
た
が
、
「
菊
」

は
后
が
ね
で
あ
る
明
石
の
姫
君
の
実
母
で
あ
り
、
そ
の
姫
君
を
失
っ
て
な
お
己
の
内

に
強
い
意
志
を
秘
め
毅
然
と
振
舞
う
明
石
の
君
に
相
応
し
い
花
で
あ
る
と
い
え
、
源

氏
は
そ
う
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
彼
女
に
抱
い
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
、
後

の
展
開
に
お
い
て
明
石
の
君
と
「
菊
」
が
密
接
に
結
び
つ
き
語
ら
れ
る
場
面
は
特
に

な
い
。
彼
女
と
よ
り
主
題
的
な
結
び
付
き
を
見
せ
る
植
物
は
「
松
」
で
あ
る
。
明
石

の
君
と
「
松
」
の
関
係
は
小
山
清
文
氏
が
論
じ
て
お
り
、
氏
に
よ
れ
ば
、
明
石
一
族

と
「
松
」
の
関
係
は
、
ま
ず
明
石
の
君
の
居
住
描
写
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
と
い

う
。　

明
石
の
岡
辺
の
家
は
「
三
昧
堂
近
く
て
、
鐘
の
声
松
風
に
響
き
あ
ひ
て
も
の
悲
し

う
、
巌
に
生
ひ
た
る
松
の
根
ざ
し
も
心
ば
へ
あ
る
さ
ま
な
り
」
（
明
石
巻
二
五
六
頁
）

で
あ
り
、
大
堰
の
邸
は
「
こ
れ
は
川
づ
ら
に
、
え
も
い
は
ぬ
松
蔭
に
、
何
の
い
た
は

り
も
な
く
建
て
た
寝
殿
の
こ
と
そ
ぎ
た
る
さ
ま
も
、
お
の
つ
か
ら
山
里
の
あ
は
れ
を

見
せ
た
り
」
（
松
風
巻
四
〇
一
頁
）
と
語
ら
れ
、
そ
し
て
六
条
院
の
冬
の
町
に
は

「
西
の
町
は
、
北
面
築
き
わ
け
て
、
御
倉
町
な
り
。
隔
て
の
垣
に
松
の
木
し
げ
く
、

雪
を
も
て
あ
そ
ば
ん
た
よ
り
に
よ
せ
た
り
」
と
造
ら
れ
て
い
る
。
後
の
物
語
で
明
石

の
姫
君
は
「
松
」
と
関
わ
り
の
深
い
「
藤
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
氏
は
、
明
石
一
族
と
松
が
、
明
石
一
族
の
住
吉
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
る

と
想
定
し
、
「
悠
久
性
の
象
微
で
あ
り
且
つ
住
吉
神
を
も
連
想
さ
れ
る
松
が
明
石
の

邸
を
し
っ
か
り
と
保
護
し
支
え
、
又
、
一
族
の
悲
願
の
具
現
化
（
明
石
中
宮
1
1
松
）

と
し
て
も
立
ち
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
」
と
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、

氏
も
指
摘
し
て
い
る
が
「
松
」
は
掛
詞
式
の
類
音
を
介
し
て
く
待
つ
V
を
も
た
ぐ
り

よ
せ
る
の
で
あ
る
。
少
女
巻
に
語
ら
れ
る
冬
の
町
に
お
い
て
、
悠
久
性
の
象
微
で
あ

る
「
松
」
は
深
層
に
沈
め
ら
れ
、
〈
松
1
1
待
つ
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
物
語
の
全
面
に
押

し
出
さ
れ
て
い
よ
う
。
光
源
氏
が
冬
の
町
の
植
物
に
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
〈
松
H

待
つ
〉
が
象
徴
す
る
、
堪
え
忍
び
待
ち
続
け
る
人
生
に
他
な
ら
な
い
。
初
音
巻
で
明

石
の
君
は
、
〈
松
闘
待
つ
〉
を
見
事
に
体
現
し
て
い
る
。

　
紫
の
上
と
新
年
の
挨
拶
を
終
え
た
光
源
氏
は
、
同
じ
く
春
の
町
に
住
む
明
石
の
姫

君
の
も
と
を
訪
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
明
石
の
君
が
今
日
の
た
め
に
特
別
に
用
意
し
た

ら
し
い
贅
沢
な
髪
籠
や
破
子
な
ど
が
贈
ら
れ
て
き
て
い
た
。
そ
れ
ら
と
共
に
、
明
石

の
君
か
ら
姫
君
へ
の
手
紙
も
送
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　
　
北
の
殿
よ
り
わ
ざ
と
が
ま
し
く
し
集
め
た
る
髪
籠
ど
も
、
破
子
な
ど
奉
れ
た
ま

　
　
へ
り
。
え
な
ら
ぬ
五
葉
の
枝
に
う
つ
る
鶯
も
思
ふ
心
あ
ら
ん
か
し
。

（
明
石
の
君
）
年
月
を
ま
つ
に
ひ
か
れ
て
経
る
人
に
け
ふ
鶯
の
初
音
き
か
せ
よ

　
　
音
せ
ぬ
里
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
音
一
四
五
～
一
四
六
頁
）

　
源
氏
は
、
明
石
の
君
が
こ
の
よ
う
に
娘
と
会
え
な
い
苦
し
み
を
手
紙
に
寄
せ
て
よ

こ
し
た
の
を
哀
れ
に
感
じ
、
ま
た
罪
な
こ
と
を
し
た
と
思
い
、
自
ら
硯
を
と
り
、
姫

君
に
返
事
を
書
か
せ
る
。

（
姫
君
）

ひ
き
わ
か
れ
年
経
れ
ど
も
鶯
の
巣
だ
ち
し
松
の
根
を
わ
す
れ
め
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
音
一
四
六
頁
）
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明
石
の
君
の
歌
で
は
、
「
松
」
「
待
つ
」
、
「
古
る
」
「
経
る
」
、
「
初
音
」
「
初
子
」
が

掛
詞
、
「
松
」
「
ひ
か
れ
」
が
縁
語
。
「
松
」
が
姫
君
を
、
「
経
る
人
」
が
実
母
を
表
し
、

そ
し
て
「
初
音
」
は
初
便
り
の
こ
と
で
あ
る
。
年
月
を
小
松
（
姫
君
）
に
ひ
か
れ
て

過
ご
し
て
き
た
私
に
、
今
日
の
鶯
の
初
音
（
初
便
り
）
を
聞
か
せ
て
く
れ
、
と
い
う

意
で
あ
る
。
明
る
く
楽
し
げ
な
春
が
巡
っ
て
き
て
も
、
娘
に
再
会
で
き
な
い
母
親
の

悲
哀
の
情
が
に
じ
み
出
て
い
る
。

　
薄
雲
巻
の
十
二
月
、
明
石
の
君
は
姫
君
と
別
れ
て
か
ら
四
年
以
上
会
っ
て
い
な

い
。
同
じ
六
条
院
に
住
み
な
が
ら
、
会
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
母
と
し
て
の
苦
し
い

思
い
の
発
露
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
接
し
た
源
氏
は
、
「
今
ま
で
お
ぼ
つ
か
な
き
年
月

の
隔
た
り
け
る
も
、
罪
得
が
ま
し
く
心
苦
し
」
（
初
音
巻
一
四
六
頁
）
と
感
じ
る
。

そ
の
源
氏
の
勧
め
で
詠
ん
だ
姫
君
の
歌
で
は
、
「
鶯
」
が
自
分
を
、
「
松
」
が
実
母
を

さ
し
、
別
れ
て
以
来
年
月
は
経
っ
た
が
、
鶯
（
私
）
が
巣
立
っ
た
松
の
根
（
生
み
の

母
親
）
を
忘
れ
る
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
、
と
い
う
意
で
あ
る
。
新
春
の
六

条
院
の
中
に
、
実
の
娘
と
も
会
え
な
い
明
石
の
君
の
忍
従
が
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
明
石
の
君
が
〈
松
日
待
つ
〉
女
性
と
し
て
物
語
に
位
置
付
け
ら
れ

る
。
六
条
院
冬
の
町
に
植
え
ら
れ
た
「
松
」
は
、
「
名
も
知
ら
ぬ
深
山
木
」
と
相
侯

っ
て
、
明
石
の
君
に
身
の
上
を
わ
き
ま
え
、
待
ち
続
け
る
忍
従
の
生
き
方
を
強
要
す

る
光
源
氏
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
初
音
巻
に
お
け
る
や
り
と
り
は
、
彼

女
が
〈
待
つ
〉
女
性
と
し
て
源
氏
の
意
思
に
則
っ
た
女
性
を
演
じ
て
い
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
よ
う
。

　
明
石
の
君
を
冬
の
町
に
据
え
る
措
置
に
は
、
紫
の
上
に
対
す
る
源
氏
の
配
慮
も
う

か
が
え
る
。
源
氏
は
明
石
の
君
を
冬
に
据
え
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
女
が
紫
の
上
の
妻

の
座
を
脅
か
す
存
在
で
な
い
こ
と
を
示
し
、
明
石
の
君
に
は
、
そ
の
庭
に
名
前
も
わ

か
ら
な
い
よ
う
な
奥
山
の
木
々
や
「
松
」
を
植
え
る
こ
と
に
よ
り
、
お
の
れ
の
身
分

を
わ
き
ま
え
、
ひ
た
す
ら
「
待
つ
」
生
活
を
送
る
こ
と
を
強
要
し
た
の
で
あ
る
。
秋

を
表
象
す
る
女
君
と
し
て
の
名
残
が
、
秋
の
花
で
あ
る
「
菊
」
と
「
柞
原
」
に
表
れ

て
お
り
、
特
に
「
柞
原
」
に
は
『
眠
江
入
楚
』
が
「
母
に
た
よ
り
あ
り
お
も
し
ろ
く

か
け
り
明
石
上
は
中
宮
の
御
母
な
る
心
欺
」
と
注
す
る
よ
う
に
、
「
母
」
の
響
き
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

7
　
理
想
の
ヒ
ロ
イ
ン

　
さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
春
の
町
に
据
え
ら
れ
た
紫
の
上
を
物
語
が
理
想
の
ヒ
ロ
イ
ン

と
し
て
造
形
し
て
い
く
過
程
を
検
証
し
て
い
く
。
そ
の
下
地
と
な
る
の
が
平
安
朝
の

人
々
が
有
し
て
い
た
季
節
観
と
、
春
秋
争
い
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
平
安
朝
の
季
節
観
で
あ
る
が
、
当
時
、
四
季
の
趣
の
中
で
も
春
秋
二
つ
の

季
節
が
、
特
に
重
要
な
意
味
を
担
い
、
人
々
の
心
を
捉
え
て
い
た
こ
と
は
、
『
古
今

和
歌
集
』
の
部
立
て
に
お
け
る
春
秋
の
偏
重
や
、
額
田
王
の
春
秋
論
の
歌
や
歌
合
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

せ
の
存
在
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
季
節
観
の
下
に
構
想
さ
れ
た
六

条
院
も
、
春
の
町
と
秋
の
町
は
特
に
重
要
な
位
置
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
本
論
の
冒

頭
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
春
・
秋
の
町
に
据
え
ら
れ
た
紫
の
上
と
秋
好
中
宮
は
、

夏
・
冬
の
町
に
据
え
ら
れ
た
花
散
里
と
明
石
の
君
よ
り
も
格
上
の
地
位
を
与
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
紫
の
上
が
正
妻
と
し
て
六
条
院
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
六
条
院
の
町
の
割
り
振
ら
れ
た
場
面
を
見
て
み
る
。

八
月
に
ぞ
、

宮
な
れ
ば
、

六
条
院
造
り
は
て
て
渡
り
た
ま
ふ
。
未
申
の
町
は
、
中
宮
の
御
旧

や
が
て
お
は
し
ま
す
べ
し
。
辰
巳
は
、
殿
の
お
は
す
べ
き
町
な
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り
。
丑
寅
は
、
東
の
院
に
住
み
た
ま
ふ
対
の
御
方
、
戌
亥
の
町
は
、
明
石
の
御

方
と
思
し
お
き
て
さ
せ
た
ま
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
巻
七
十
八
頁
）

　
傍
線
を
付
し
た
「
辰
巳
」
は
春
の
町
で
あ
る
。
こ
こ
に
紫
の
上
が
入
る
こ
と
は
明

記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
殿
の
お
は
す
べ
き
町
」
と
さ
れ
る
春
の
町
に
紫
の

上
が
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
妻
の
座
」
と
い
う
視
点
か
ら
と
ら
え
れ
ば
、
「
花
散
里

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

や
明
石
の
君
と
は
別
格
」
の
待
遇
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
、
紫
の
上
が
源
氏
の
正

妻
と
し
て
六
条
院
入
り
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
、
紫
の
上
の
位
置
づ
け
は
曖
昧
で
あ
る
。
そ
こ
で

紫
の
上
を
物
語
に
お
い
て
並
ぶ
人
な
き
女
性
と
し
て
位
置
づ
け
る
表
現
と
し
て
注
目

し
た
い
の
が
、
春
秋
争
い
を
下
地
に
据
え
た
表
現
で
あ
る
。
春
秋
論
や
春
秋
争
い
と

い
う
の
は
、
勝
ち
負
け
を
定
め
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
春
秋
そ
れ
ぞ
れ
比
較
で

き
な
い
良
さ
を
認
め
た
上
で
、
さ
ら
に
争
う
こ
と
で
一
層
そ
の
季
節
の
興
趣
を
添
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
勝
敗
が
決
ま
ら
な
い
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
考
え
を
根
底
に
据
え
て
、
物
語
は
対
立
す
る
人
物
に
春
と
秋
の

属
性
を
付
加
さ
せ
、
現
実
的
な
身
分
差
を
無
効
に
す
る
方
法
を
用
い
る
。
そ
の
一
例

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
明
石
の
君
と
秋
の
属
性
で
あ
る
。
す
で
に
考
察
し
た
よ

う
に
、
初
登
場
か
ら
春
の
属
性
を
帯
び
て
い
る
紫
の
上
の
地
位
を
脅
か
す
女
性
と
し

て
、
源
氏
の
子
を
生
ん
だ
明
石
の
君
に
は
秋
の
属
性
が
付
加
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ

は
、
春
秋
争
い
を
下
地
に
据
え
た
表
現
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
身
分
差
が
あ

る
二
人
を
対
等
の
位
置
に
据
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

　
六
条
院
入
り
す
る
に
当
た
っ
て
、
明
石
の
君
は
秋
の
女
性
か
ら
転
落
し
た
。
紫
の

上
を
脅
か
す
女
性
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
六
条
院
で
、
源
氏
の
妻
と
し
て
紫

の
上
に
並
ぶ
女
性
は
い
な
い
。

　
そ
し
て
、
紫
の
上
の
安
定
し
た
妻
の
座
が
、
新
し
く
秋
の
女
性
と
な
っ
た
秋
好
中

宮
と
の
春
秋
争
い
を
通
じ
て
、
具
体
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
二
人
の

間
に
展
開
さ
れ
た
春
秋
争
い
を
見
て
い
く
。

　
紅
葉
も
始
ま
っ
た
秋
、
秋
好
中
宮
は
六
条
院
入
り
す
る
。
秋
を
堪
能
で
き
る
よ
う

に
作
ら
れ
て
い
る
中
宮
の
庭
は
、
殊
更
に
す
ば
ら
し
い
。
夕
暮
れ
時
、
秋
好
中
宮
は

箱
の
蓋
に
色
と
り
ど
り
の
花
や
紅
葉
を
添
え
て
紫
の
上
に
贈
る
。
そ
こ
に
添
え
ら
れ

た
手
紙
に
は
、

心
か
ら
春
ま
つ
苑
は
わ
が
や
ど
の
紅
葉
を
風
の
つ
て
に
だ
に
見
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
八
十
二
頁
）

と
あ
り
、
秋
の
町
の
情
趣
を
自
負
し
た
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
歌
は
紫
の
上

の
東
南
の
町
を
「
心
か
ら
春
ま
つ
苑
」
と
明
確
に
規
定
し
て
お
り
、
秋
好
中
宮
の
挑

戦
の
姿
勢
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
春
を
象
徴
す
る
重
要
な
町
が
与
え
ら
れ
、
源
氏

の
心
を
と
ら
え
て
や
ま
な
い
紫
の
上
が
、
い
か
な
る
女
性
な
の
か
を
見
極
め
よ
う
と

す
る
中
宮
の
探
り
で
あ
ろ
う
。
季
節
は
九
月
で
、
紅
葉
の
真
っ
盛
り
で
あ
る
。
源
氏

が
「
こ
の
こ
ろ
紅
葉
を
言
い
く
た
さ
む
は
、
竜
田
姫
の
思
は
ん
こ
と
も
あ
る
を
、
さ

し
退
き
て
、
花
の
蔭
に
立
ち
隠
れ
て
こ
そ
強
き
言
は
出
で
来
め
」
（
少
女
巻
八
二
～

八
三
頁
）
と
言
う
よ
う
に
、
和
歌
的
な
季
節
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
秋
好
中
宮
の
方
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

絶
対
的
優
位
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
歌
に
対
し
て
紫
の
上
は
、
贈
ら
れ
て
き
た
蓋
に
苔
を
敷
い
て
巌
な
ど
の
風
情

に
あ
し
ら
っ
て
返
事
を
す
る
。

一341一



御
返
り
は
、
こ
の
御
箱
の
蓋
に
苔
敷
き
、
巌
な
ど
の
心
ば
へ
し
て
、
五
葉
の
枝

に
、　

風
に
散
る
紅
葉
は
か
ろ
し
春
の
い
ろ
を
岩
ね
の
松
に
か
け
て
こ
そ
見
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
巻
八
二
頁
）

　
紫
の
上
の
返
事
は
、
う
つ
ろ
い
の
象
徴
で
あ
る
「
紅
葉
」
に
対
し
て
、
常
緑
の

「
松
」
は
不
変
の
象
徴
で
あ
り
、
「
か
ろ
し
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
秋
好
中
宮
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

「
紅
葉
」
に
よ
る
挑
戦
を
鮮
や
か
に
受
け
と
め
て
い
る
。
季
節
的
に
不
利
な
紫
の
上

が
、
春
を
擁
護
し
と
お
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
胡
蝶
巻
の
秋
好
中
宮
に
よ
る

季
御
読
経
の
場
面
で
「
春
の
花
盛
り
に
、
こ
の
御
答
へ
は
聞
こ
え
た
ま
へ
」
（
少
女

巻
八
二
頁
）
と
い
う
助
言
が
実
行
に
移
さ
れ
る
。

　
晩
春
に
六
条
院
で
催
さ
れ
た
、
秋
好
中
宮
の
季
御
読
経
の
日
に
紫
の
上
は
、
蝶
の

衣
裳
と
鳥
の
衣
裳
を
着
た
童
に
、
桜
と
山
吹
の
花
を
持
た
せ
、

花
そ
の
の
こ
て
ふ
を
さ
へ
や
下
草
に
秋
ま
つ
む
し
は
は
う
と
く
見
る
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
胡
蝶
巻
一
七
二
頁
）

と
い
う
歌
を
添
え
て
秋
好
中
宮
に
贈
る
。
そ
れ
を
中
宮
は
「
か
の
紅
葉
の
御
返
り
な

り
」
（
胡
蝶
巻
一
七
二
頁
）
と
微
笑
ん
で
そ
れ
を
見
る
。
中
宮
は
、
昨
日
は
声
を
上

げ
て
泣
い
て
し
ま
い
そ
う
で
し
た
よ
と
い
い
、

こ
て
ふ
に
も
さ
そ
は
れ
な
ま
し
心
あ
り
て
八
重
山
吹
を
へ
だ
て
さ
り
せ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
胡
蝶
巻
一
七
三
頁
）

と
返
事
を
し
た
。
前
日
に
春
の
町
で
は
、
晩
春
の
春
の
町
を
楽
し
む
べ
く
舟
楽
が
催

さ
れ
て
い
る
。
源
氏
は
中
宮
に
春
の
町
の
す
ば
ら
し
さ
を
見
せ
よ
う
と
考
え
る
が
、

中
宮
と
い
う
高
貴
な
身
分
で
は
自
由
に
出
歩
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
代
わ
り
に
中
宮

付
き
の
女
房
た
ち
を
春
の
町
に
招
待
し
見
物
さ
せ
た
。
女
房
か
ら
中
宮
へ
春
の
町
の

す
ば
ら
し
さ
を
伝
え
さ
せ
よ
う
と
い
う
魂
胆
で
あ
る
。
神
仙
郷
を
思
わ
せ
る
春
の
町

の
す
ば
ら
し
さ
は
、
見
物
に
来
た
女
房
た
ち
に
時
が
過
ぎ
る
の
を
忘
さ
せ
る
ほ
ど
で

あ
っ
た
。
そ
の
催
し
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
中
宮
は
「
物
隔
て
て
ね
た
う
聞
こ
し
め

し
け
り
」
（
胡
蝶
巻
一
六
九
頁
）
と
嫉
ま
し
く
思
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
春
秋
争
い
は
紫
の
上
の
勝
利
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
よ
り
重
要
な
こ
と

は
、
公
私
で
六
条
院
を
支
え
る
秋
好
中
宮
と
紫
の
上
の
調
和
の
取
れ
た
関
係
で
あ

る
。
繰
り
返
す
が
、
春
秋
論
や
春
秋
争
い
は
勝
ち
負
け
を
定
め
よ
う
と
い
う
よ
り

は
、
春
秋
そ
れ
ぞ
れ
に
比
較
で
き
な
い
良
さ
を
認
め
た
上
で
、
さ
ら
に
争
う
こ
と
で

一
層
そ
の
季
節
の
興
趣
を
添
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
針
本
正
行
氏
が
こ
の
一

連
の
春
秋
争
い
に
つ
い
て
「
現
天
皇
の
后
と
し
て
光
源
氏
の
社
会
的
栄
華
の
支
柱
で

あ
る
中
宮
と
、
彼
の
精
神
的
支
柱
で
あ
る
紫
の
上
と
を
相
対
的
に
秩
序
づ
け
る
過
程

　
　
（
3
1
）

で
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
社
会
的
地
位
を
持
つ
秋
好
中
宮
に
認
め
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
紫
の
上
は
そ
の
存
在
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
つ

ま
り
、
六
条
院
の
正
妻
の
座
を
、
中
宮
の
位
に
ま
で
押
し
上
げ
た
表
現
と
も
い
え

る
。
ま
た
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
秋
好
中
宮
と
紫
の
上
が
対
等
に
語
ら
れ
る

こ
と
が
自
然
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
春
と
秋
の
ど
ち
ら
が
優
れ
た
季
節
で
あ
る
か
、
そ
の
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
春
の
町
に
据
え
ら
れ
た
紫
の
上
と
、
秋
の
町
に
据
え
ら
れ
た
秋
好
中
宮
の

現
実
の
身
分
差
は
明
ら
か
で
あ
る
。
太
政
大
臣
と
い
え
ど
も
、
臣
下
の
妻
で
し
か
な
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い
紫
の
上
が
、
中
宮
で
あ
る
秋
好
と
対
等
に
渡
り
合
え
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
、

見
て
き
た
よ
う
に
物
語
は
春
・
秋
の
二
つ
の
季
節
を
前
面
に
押
し
出
す
叙
述
に
よ
っ

て
、
現
実
的
な
身
分
差
を
朧
化
し
、
対
等
な
関
係
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

当
時
の
人
々
の
心
を
と
ら
え
、
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
春
・
秋
の
季
節
観

を
下
地
に
据
え
た
表
現
が
、
こ
の
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
い
え
る
。

　
以
上
考
察
し
て
き
た
過
程
を
経
て
、
物
語
は
六
条
院
の
女
主
人
と
し
て
紫
の
上
を

位
置
づ
け
た
。
ま
ず
、
か
つ
て
秋
を
想
起
さ
せ
る
女
性
で
あ
る
明
石
の
君
を
、
冬
を

象
徴
す
る
女
性
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
六
条
院
の
妻
の
座
を
確
定
さ
せ
る
。
そ
の
確

定
さ
せ
た
妻
の
座
を
新
た
な
秋
の
女
君
で
あ
る
秋
好
中
宮
と
春
秋
争
い
を
行
わ
せ
、

対
等
に
渡
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
妻
の
座
を
朝
廷
の
中
宮
の
位
に
ま
で
押

し
上
げ
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

8
　
ま
と
め

　
六
条
院
の
町
の
分
配
方
法
や
、
紫
の
上
と
秋
好
中
宮
の
春
秋
争
い
か
ら
、
六
条
院

の
序
列
を
考
察
し
て
き
た
。
春
秋
の
偏
重
と
い
う
平
安
時
代
の
季
節
観
の
下
に
構
想

さ
れ
た
六
条
院
は
、
春
・
秋
に
割
り
振
ら
れ
た
紫
の
上
と
秋
好
中
宮
を
公
私
の
要
と

し
て
い
る
。
夏
・
冬
の
序
列
は
町
の
風
景
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
、
明
石
の
君
に
は
自

身
の
身
分
を
わ
き
ま
え
生
活
す
る
こ
と
が
強
要
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
の
妻
と
し
て
の

序
列
は
紫
の
上
を
頂
点
に
、
花
散
里
、
明
石
の
君
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
序
列

は
春
の
町
の
「
秋
の
前
栽
を
ば
む
ら
む
ら
ほ
の
か
に
ま
ぜ
た
り
」
や
、
夏
の
町
の

「
春
秋
の
木
草
、
そ
の
中
に
う
ち
ま
ぜ
た
り
」
か
ら
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。
春
の
町
に
「
ま
ぜ
」
ら
れ
た
「
秋
」
の
植
物
は
、
光
源
氏
か
ら
紫
の
上
へ
、
中

宮
と
い
う
最
高
の
身
分
を
有
す
る
秋
好
中
宮
へ
の
調
和
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
夏
の
町
に
「
ま
ぜ
」
ら
れ
た
「
春
秋
の
木
草
」
は
、
紫
の
上
と
秋
好
中
宮
へ
の

調
和
が
花
散
里
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
冬
の
町
に
「
ま
ぜ
る
」
と
い
う
表

現
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
明
石
の
君
に
は
「
調
和
」
よ
り
も
「
卑
下
」
が
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
春
の
町
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
六
条
院
の
女
主
人
と
し
て
据
え
ら

れ
た
紫
の
上
は
、
秋
好
中
宮
と
の
春
秋
争
い
を
通
じ
て
、
そ
の
地
位
は
朝
廷
の
中
宮

の
位
に
ま
で
押
し
上
げ
ら
れ
物
語
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
紫
の
上
は
並
ぶ

者
無
き
理
想
的
な
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
物
語
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
六
条
院

を
舞
台
と
し
た
物
語
の
始
ま
り
に
お
い
て
、
そ
の
空
間
は
光
源
氏
に
よ
っ
て
造
ら
れ

た
、
紫
の
上
の
た
め
の
空
間
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
季
節
体
系
に
割
り
振
る
こ
と
に
よ
っ
て
六
条
院
の
女
主
人
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
た
紫
の
上
の
内
実
は
、
源
氏
の
最
も
愛
す
る
女
性
で
あ
る
が
、
実
は
正

妻
で
は
な
く
、
子
供
も
い
な
い
と
い
う
不
安
定
な
位
置
で
あ
る
。
季
節
に
よ
る
序
列

は
観
念
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
季
節
に
よ
る
統
制
は
、
身
分
秩
序

を
隠
蔽
し
た
統
制
と
い
え
る
。
そ
の
後
の
物
語
で
は
、
こ
う
し
て
隠
蔽
し
た
身
分
秩

序
が
顕
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
六
条
院
の
歯
車
は
乱
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
。注

（
1
）
　
森
野
正
弘
「
六
条
院
の
シ
ス
テ
ム
分
化
－
明
石
の
君
の
位
相
領
域
1
」
『
源
氏
物
語

　
　
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
甑
1
4
　
若
菜
上
（
後
半
）
』
至
文
堂
、
2
0
0
0
年
1
2
月

（
2
）
　
野
村
精
｝
「
光
源
氏
と
そ
の
“
自
然
”
i
六
条
院
構
想
を
め
ぐ
っ
て
」
『
源
氏
物
語

　
　
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
1
9
7
4
年
。
野
村
精
一
「
六
条
院
の
季
節
的
時
空
の

　
　
持
つ
意
味
は
何
か
」
『
国
文
学
』
2
5
－
6
、
1
9
8
0
年
5
月
。
小
町
谷
照
彦
「
六
条
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院
の
季
節
的
時
空
－
春
秋
の
争
い
に
即
し
て
」
『
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
』
東
京

　
　
大
学
出
版
会
、
1
9
8
4
年
8
月
2
5
日
な
ど
。

（
3
）
　
東
原
伸
明
「
六
条
院
世
界
に
お
け
る
明
石
君
1
「
初
音
」
巻
の
女
君
訪
問
を
端
緒
と

　
　
し
て
ー
」
『
国
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
l
l
、
1
9
8
4
年
－
月

（
4
）
　
野
村
精
一
「
光
源
氏
と
そ
の
“
自
然
”
『
源
氏
物
語
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、

　
　
1
9
7
4
年
。
野
村
精
一
「
六
条
院
の
季
節
的
時
空
の
持
つ
意
味
は
何
か
」
『
国
文
学
』

　
　
2
5
1
6
、
1
9
8
0
年
5
月
。
小
町
谷
照
彦
「
六
条
院
の
季
節
的
時
空
－
春
秋
の
争
い

　
　
に
即
し
て
」
『
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
』
東
京
大
学
出
版
会
、
1
9
8
4
年
8
月

　
　
2
5
日
な
ど
。

（
5
）
　
馬
場
婦
久
子
「
源
氏
物
語
『
六
条
院
』
の
変
容
」
『
中
古
文
学
』
2
3
、
1
9
7
9
年

　
　
4
月

（
6
）
　
秋
山
慶
「
源
氏
物
語
の
自
然
と
人
間
」
『
王
朝
女
流
文
学
の
世
界
』
東
京
大
学
出
版

　
　
会

（
7
）
　
鈴
木
日
出
男
『
源
氏
物
語
歳
時
記
』
筑
摩
書
店
、
1
9
9
5
年
1
1
月

（
8
）
　
注
7
に
同
じ
。

（
9
）
　
注
7
に
同
じ
。

（
1
0
）
　
「
回
想
の
紫
上
は
紅
梅
の
人
と
し
て
造
形
さ
れ
る
」
（
三
田
村
雅
子
「
梅
花
の
美
ー
回

　
　
想
の
香
1
」
『
源
氏
物
語
感
覚
の
論
理
』
有
精
堂
、
1
9
9
6
年
）
と
指
摘
さ
れ
る
よ

　
　
う
に
、
「
梅
」
も
「
桜
」
同
様
に
紫
の
上
と
関
係
の
深
い
植
物
で
あ
る
が
、
六
条
院
完

　
　
成
以
前
の
物
語
に
お
い
て
、
紫
の
上
と
「
梅
」
の
効
果
的
な
繋
が
り
を
見
出
す
こ
と
は

　
　
で
き
な
い
。
末
摘
花
巻
に
初
出
す
る
「
梅
」
の
木
は
、
末
摘
花
の
赤
い
花
を
連
想
さ
せ

　
　
る
植
物
と
し
て
登
場
し
、
同
巻
に
語
ら
れ
る
紫
の
上
の
利
発
で
可
憐
な
様
子
は
印
象
的

　
　
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
主
題
的
な
繋
が
り
は
な
い
。
紫
の
上
と
「
梅
」
の
関
係
は
、
六

　
　
条
院
物
語
が
始
動
し
た
後
に
新
た
に
創
り
出
さ
れ
て
い
く
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
1
1
）
　
河
添
房
江
氏
『
源
氏
物
語
の
喩
と
王
権
』
（
有
精
堂
、
1
9
9
2
年
1
1
月
5
日
）
の

　
　
序
章
で
、
「
〈
藤
V
の
象
徴
性
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
紫
色
の
高
貴
な
属
性
が
、
彼
女
の

　
　
隠
喩
、
存
在
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
も
作
用
し
て
い
る
。
こ
の
紫
色
の
花
の
イ
メ
ー
ジ

　
　
は
、
桐
壷
更
衣
の
〈
桐
〉
に
も
醐
り
う
る
し
、
さ
ら
に
紫
の
上
の
〈
紫
〉
に
も
つ
ら
な

　
　
り
、
紫
の
ゆ
か
り
の
イ
メ
ー
ジ
の
原
基
と
も
な
っ
た
」
と
す
る
。

（
1
2
）
　
藤
井
貞
和
「
源
氏
物
語
主
題
論
」
『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
』
三
一
書
房
、
1
9

　
　
7
2
年
4
月

（
1
3
）
　
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
角
川
書
店

（
1
4
）
　
坂
本
舜
「
紫
上
と
花
散
里
」
『
中
古
文
学
』
3
3
、
1
9
8
4
年
5
月

（
1
5
）
　
「
道
真
は
貞
誠
忠
直
の
心
や
『
報
国
』
の
志
を
し
ば
し
ば
歌
っ
て
い
る
が
、
松
竹
は

　
　
貞
節
の
象
徴
と
し
て
そ
の
詩
に
数
多
く
読
み
込
ま
れ
て
い
る
」
（
藤
原
克
己
『
菅
原
道

　
　
真
と
平
安
朝
漢
文
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
2
0
0
1
年
5
月
1
5
日
）

（
1
6
）
　
藤
本
勝
義
「
六
条
院
四
季
の
町
の
植
物
設
定
を
め
ぐ
っ
て
1
玉
鷺
物
語
の
構
想
に
関

　
　
す
る
一
私
見
1
」
『
文
学
・
語
学
』
6
1
、
1
9
7
1
年
9
月

（
1
7
）
　
渡
邉
道
子
氏
は
漢
詩
の
「
薔
薇
」
の
表
現
を
考
察
し
、
薔
薇
の
咲
く
場
所
が
別
天
地

　
　
的
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
と
、
そ
の
薔
薇
の
生
息
す
る
と
こ
ろ
で
酒
を
酌
み
交

　
　
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
精
神
的
紐
帯
を
図
る
と
い
う
特
徴
を
抽
出
し
、
そ
の
方

　
　
法
が
『
源
氏
物
語
』
に
も
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
（
「
夏
の
町
・
花

　
　
散
里
と
そ
の
植
物
」
『
実
践
国
文
』
4
1
、
1
9
9
2
年
3
月
）

（
1
8
）
　
原
文
は
那
波
本
に
拠
る
。
書
き
下
し
、
訳
は
国
訳
漢
文
大
成
を
参
考
と
し
、
わ
か
り

　
　
づ
ら
い
箇
所
は
改
め
た

（
1
9
）
　
注
5
馬
場
論
文
に
同
じ
。

（
2
0
）
　
注
3
東
原
論
文
に
同
じ
。

（
2
1
）
　
池
田
和
臣
「
明
石
の
君
の
深
層
ー
想
像
力
と
夢
」
『
国
文
学
』
3
8
1
1
1
、
1
9
9
3

　
　
年
1
0
月

（
2
2
）
　
阿
部
秋
生
「
明
石
の
御
方
」
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
下
、
東
京
大
学
出
版
会
、
隻

　
　
9
5
9
年

（
2
3
）
　
注
3
東
原
論
文
に
同
じ
。

（
2
4
）
　
渡
辺
秀
夫
「
菊
」
『
詩
歌
の
森
　
日
本
語
の
イ
メ
ー
ジ
』
大
修
館
書
店
、
1
9
9
5

　
　
年
5
月
－
日

（
2
5
）
　
『
眠
江
入
楚
』
は
中
野
幸
一
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
』
第
七
巻
（
武
蔵
野
書
院
、

　
　
昭
和
6
1
年
5
月
2
0
日
）
を
使
用
。

（
2
6
）
　
野
村
精
一
「
光
源
氏
と
そ
の
“
自
然
”
」
『
源
氏
物
語
の
研
究
』
、
1
9
7
4
年
。
野

　
　
村
精
一
「
六
条
院
の
季
節
的
時
空
の
持
つ
意
味
は
何
か
」
『
国
文
学
』
1
9
8
0
年
5

　
　
月
。
小
町
谷
照
彦
「
六
条
院
の
季
節
的
時
空
－
春
秋
の
争
い
に
即
し
て
」
『
源
氏
物
語

　
　
の
歌
こ
と
ば
表
現
』
東
京
大
学
出
版
会
、
1
9
8
4
年
8
月
2
5
日
な
ど
。

（
2
7
）
林
田
孝
和
「
紫
の
上
の
座
」
『
国
学
院
雑
誌
』
1
9
8
3
年
5
月

（
2
8
）
増
田
繁
夫
「
春
秋
の
争
い
1
玉
覧
・
初
音
・
胡
蝶
」
『
国
文
学
』
3
2
1
1
3

一344一



（
2
9
）
　
小
町
谷
照
彦
「
六
条
院
の
季
節
的
時
空
－
春
秋
の
争
い
に
即
し
て
」
『
源
氏
物
語
の

　
　
歌
こ
と
ば
表
現
』
東
京
大
学
出
版
会
、
1
9
8
4
年
8
月
2
5
日

（
3
0
）
　
注
2
9
小
町
谷
論
文
に
同
じ
。

（
3
1
）
　
針
本
正
行
「
春
秋
争
い
」
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
五
集
、
有
斐
閣
、
1
9
8

　
　
1
年
8
月
3
0
日
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