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と
こ
ろ
で
、
二
条
院
の
東
に
二
条
東
院
を
造
営
し
、
二
条
院
の
西
の
対
に
紫
の
上
、

二
条
東
院
の
東
の
対
に
明
石
の
君
、
西
の
対
に
花
散
里
、
北
の
対
に
末
摘
花
を
配
し

て
、
四
方
四
季
の
邸
を
造
営
す
る
と
と
も
に
、
二
条
院
に
明
石
の
姫
君
、
秋
好
中
宮
、

二
条
東
院
に
玉
箋
等
の
人
物
を
入
居
さ
せ
る
と
い
う
二
条
東
院
構
想
は
、
物
語
執
筆

の

ど
の
よ
う
な
時
点
で
物
語
作
者
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に

は
ま
ず
、
二
条
院
・
二
条
東
院
空
間
に
住
ま
う
四
人
の
女
性
そ
れ
ぞ
れ
に
春
、
夏
、

秋
、
冬
の
四
つ
の
季
節
の
い
ず
れ
か
と
、
東
、
西
、
南
、
北
の
四
つ
の
方
位
の
い
ず

れ
か

を
賦
与
し
、
二
条
院
の
西
の
対
に
紫
の
上
、
二
条
東
院
の
東
の
対
に
明
石
の
君
、

西
の
対
に
花
散
里
、
北
の
対
に
末
摘
花
を
住
ま
わ
せ
る
二
条
東
院
構
想
の
根
幹
と
も

言
う
べ
き
構
想
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　
紫
の
上
は
若
紫
巻
で
登
場
し
て
以
降
、
常
に
東
・
春
と
い
う
属
性
を
与
え
ら
れ
て

い

る
。
明
石
の
君
は
若
紫
巻
で
都
の
西
、
明
石
の
浦
に
住
む
と
紹
介
さ
れ
、
以
後
こ

の

地
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
西
と
い
う
方
位
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
五
行
思
想
で
西
は
秋
に
相
当
す
る
こ
と
、
明
石
の
君
が
初
め
て
源
氏

と
逢
う
季
節
や
明
石
か
ら
大
堰
に
移
住
す
る
季
節
が
秋
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
秋
と

い

う
属
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
末
摘
花
は
、
常
陸
の
宮
の
娘
で
あ

る
こ
と
か
ら
東
と
い
う
属
性
を
与
え
ら
れ
る
が
、
末
摘
花
巻
以
降
の
記
述
に
お
い
て

は
冬
と
い
う
属
性
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
。
五
行
思
想
で
は
冬
は
北
に
相
当
す
る
か
ら
、

末
摘
花
は
東
・
北
・
冬
と
い
う
属
性
を
有
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。
紫
の
上
、
明

石
の
君
は
若
紫
巻
、
末
摘
花
は
末
摘
花
巻
に
登
場
し
て
お
り
、
登
場
し
た
巻
で
彼
女

た
ち
が
表
象
す
る
方
位
と
季
節
は
示
さ
れ
て
い
る
。

　
河
添
房
江
は
、
若
紫
巻
の
北
山
山
頂
の
場
面
に
お
け
る
源
氏
の
供
人
た
ち
の
噂
話

か

ら
、
「
東
と
西
の
水
平
軸
、
そ
し
て
山
と
海
の
垂
直
軸
の
二
元
」
に
源
氏
の
「
王

権
の
支
配
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
集
約
的
に
立
ち
顕
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
「
東
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

西
の
水
平
軸
」
に
よ
る
支
配
の
根
拠
を
大
嘗
祭
に
求
め
た
。
そ
れ
を
承
け
て
私
は

「
山
と
海
の
垂
直
軸
」
に
よ
る
支
配
の
根
拠
を
『
古
事
記
』
の
日
向
神
話
に
求
め
、

若
紫
巻
で
登
場
す
る
紫
の
上
を
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
、
末
摘
花
巻
に
登
場
す
る
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

摘
花
を
イ
ワ
ナ
ガ
ヒ
メ
に
比
定
し
た
。
も
し
、
こ
の
想
定
が
正
し
い
と
す
る
と
コ
ノ

ハ
ナ

サ

ク
ヤ
ビ
メ
と
イ
ワ
ナ
ガ
ヒ
メ
は
物
語
に
同
時
に
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
若
紫
巻
と
末
摘
花
巻
は
、
と
も
に
源
氏
十
八
歳
の
年
の
出
来
事
を

記

し
た
巻
で
あ
る
が
、
紫
の
上
が
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
、
末
摘
花
が
イ
ワ
ナ
ガ

1



ヒ
メ
に
比
定
さ
れ
る
と
す
る
と
、
紫
の
上
が
物
語
に
初
め
て
登
場
す
る
若
紫
巻
と
末

摘
花
が
初
め
て
物
語
に
登
場
す
る
末
摘
花
巻
は
、
連
続
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
に
若
紫
巻
で
紫
の
上
が
東
・
春
、
明
石
の

君
が
西
、
秋
を
表
象
し
、
末
摘
花
巻
で
末
摘
花
が
東
・
北
・
冬
を
表
象
す
る
と
し
た

が
、
だ
と
す
る
と
若
紫
巻
、
末
摘
花
巻
と
い
う
連
続
し
た
巻
に
、
紫
の
上
、
明
石
の

君
、
末
摘
花
と
い
う
三
人
の
重
要
な
人
物
が
初
め
て
物
語
に
登
場
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

方
位
と
季
節
を
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
南
・
夏
の
属
性
を
賦
与
さ
れ
る
花
散
里
の
登
場
は
、
若
紫
巻
、
末
摘
花

巻

よ
り
か
な
り
後
の
花
散
里
巻
で
あ
る
。
花
散
里
巻
は
、
須
磨
巻
の
直
前
に
位
置
す

る
巻
で
あ
る
が
、
花
散
里
は
そ
の
巻
頭
部
分
に

　
　
　
麗
景
殿
と
聞
こ
え
し
は
、
宮
た
ち
も
お
は
せ
ず
、
院
崩
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
後
、

　
　
い

よ
い
よ
あ
は
れ
な
る
御
あ
り
さ
ま
を
、
た
だ
こ
の
大
将
殿
の
御
心
に
も
て
隠

　
　

さ
れ
て
過
ぐ
し
た
ま
ふ
な
る
べ
し
。
御
妹
の
三
の
君
、
内
裏
わ
た
り
に
て
は
か

　
　

な
う
ほ
の
め
き
た
ま
ひ
し
な
ご
り
の
、
例
の
御
心
な
れ
ば
、
さ
す
が
に
忘
れ
も

　
　

は
て
た
ま
は
ず
、
わ
ざ
と
も
も
て
な
し
た
ま
は
ぬ
に
、
人
の
御
心
を
の
み
尽
く

　
　

し
は
て
た
ま
ふ
べ
か
め
る
を
も
、
こ
の
ご
ろ
残
る
こ
と
な
く
思
し
乱
る
る
世
の

　
　
あ
は
れ
の
く
さ
は
ひ
に
は
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
に
は
、
忍
び
が
た
く
て
、
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
②
一
五
三
ー
一
五
四
）

と
登
場
す
る
。
花
散
里
巻
は
こ
の
冒
頭
部
分
に
示
さ
れ
た
「
五
月
雨
の
空
め
づ
ら
し

く
晴
れ
た
る
雲
間
」
と
い
う
夏
の
あ
る
日
の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
極
め
て
短
い

巻
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
は
郭
公
、
橘
の
花
と
い
っ
た
夏
の
景
物
が
ふ
ん
だ
ん
に
取
り

入
れ

ら
れ
、
花
散
里
と
い
う
呼
称
も
橘
の
花
に
由
来
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
花
散
里

に
は
夏
と
い
う
属
性
を
強
く
賦
与
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
彼
女
に
南
と
い
う
属
性

も
賦
与
さ
れ
る
。

　
花
散
里
巻
の

叙
述
に

よ
れ
ば
、
花
散
里
は
桐
壼
帝
在
位
中
に
姉
の
麗
景
殿
女
御
と

と
も
に
内
裏
で
暮
ら
し
て
い
た
頃
、
源
氏
と
か
り
そ
め
の
関
係
を
持
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
桐
壼
院
崩
御
後
、
花
散
里
は
姉
の
女
御
と
同
じ
邸
に
暮
ら
し
て
い
た
が
、
経
済

的
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
姉
妹
は
源
氏
の
経
済
的
な
庇
護
の
も
と
で

細
々
と
暮
ら
し
て
い
る
。
源
氏
は
花
散
里
に
格
別
深
い
恋
愛
感
情
を
持
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
花
散
里
は
麗
景
殿
女
御
と
と
も
に
、
桐
壼
帝
在
位
中
の
懐
か
し
い

時
代
を
共
有
し
、
心
置
き
な
く
語
り
合
え
る
か
け
が
い
の
な
い
女
性
と
し
て
、
源
氏

に

と
っ
て
特
別
の
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
源
氏
と
花
散
里
の
関
係
は
、
桐
壼
帝
在
位
中
の
こ
と
と
さ
れ
る
か
ら
、
源
氏
と
花

散
里
の

関
係
は
か
な
り
以
前
か
ら
の
も
の
、
少
な
く
と
も
桐
壼
帝
が
譲
位
す
る
以
前
、

つ

ま
り
花
宴
巻
以
前
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
花
散
里
が
花
散
里
巻
に
な
っ
て
突
如

登
場
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
作
者
が
こ
こ
に
至
っ
て
花
散
里
を
急
遽
物
語
に
登

場
さ
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

　
先
に
も
引
用
し
た
松
風
巻
冒
頭
部
分
に

　
　
東
の
院
造
り
た
て
て
、
花
散
里
と
聞
こ
え
し
、
移
ろ
は
し
た
ま
ふ
。
西
の
対
、

　
　
渡
殿
な
ど
か
け
て
、
政
所
、
家
司
な
ど
、
あ
る
べ
き
さ
ま
に
し
お
か
せ
た
ま
ふ
。

　
　
東
の
対
は
、
明
石
の
御
方
と
思
し
お
き
て
た
り
。
北
の
対
は
こ
と
に
広
く
造
ら

　
　
せ

た
ま
ひ
て
、
か
り
に
て
も
あ
は
れ
と
思
し
て
、
行
く
末
か
け
て
契
り
頼
め
た

　
　
ま
ひ
し
人
々
集
ひ
住
む
べ
き
さ
ま
に
、
隔
て
隔
て
し
つ
ら
は
せ
た
ま
へ
る
し
も
、

　
　

な
つ
か
し
う
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
こ
ま
か
な
り
。
寝
殿
は
塞
げ
た
ま
は
ず
、
時
々

　
　
渡

り
た
ま
ふ
御
住
み
所
に
し
て
、
さ
る
方
な
る
御
し
つ
ら
い
ど
も
し
お
か
せ
た

　
　
ま
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
風
（
2
）
三
九
七
）

と
あ
る
よ
う
に
、
源
氏
が
須
磨
、
明
石
で
の
流
離
を
経
験
し
都
に
戻
っ
た
時
、
源
氏

の
失
脚
、
都
か
ら
の
退
避
と
い
う
辛
い
状
況
の
中
で
も
源
氏
を
見
捨
て
ず
、
彼
の
こ

と
を
思
い
続
け
て
い
た
女
性
た
ち
を
源
氏
の
近
く
に
住
ま
わ
せ
よ
う
と
し
て
造
営
を
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二条東院構想試論（下）

思
い
立
っ
た
の
が
二
条
東
院
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
、
二
条
東
院
に
入
る
女
性
は
、

源
氏
が
須
磨
に
退
去
す
る
以
前
に
、
源
氏
と
関
係
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
、
二
条
院
・
二
条
東
院
空
間
は
、
四
方
四
季
の
邸
と
な
る
こ
と
が
予
定
さ
れ

て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
源
氏
が
須
磨
に
退
去
す
る
直
前
ま
で
、
物
語
に
は
南
・
夏

を
表
象
す
る
女
性
が
登
場
し
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
須
磨
巻
以
前
に
、
ど
う
し
て

も
南
・
夏
を
表
象
し
、
か
つ
須
磨
退
去
の
直
前
に
源
氏
と
関
係
を
持
っ
た
と
す
る
よ

り
も
、
そ
れ
以
前
、
源
氏
が
栄
華
を
謳
歌
し
て
い
た
桐
壼
帝
在
位
中
か
ら
関
係
を
持

ち
、
源
氏
が
不
遇
な
時
期
を
迎
え
て
も
源
氏
へ
の
思
い
を
抱
き
続
け
た
女
性
の
登
場

が
要
請
さ
れ
よ
う
。
若
紫
巻
、
末
摘
花
巻
の
記
述
か
ら
、
花
散
里
は
そ
う
し
た
要
件

を
十
全
に
満
た
し
た
女
性
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
見
て

き
た
よ
う
に
、
南
・
夏
を
表
象
す
る
花
散
里
の
登
場
は
、
若
紫
巻
、
末
摘
花

巻
か

ら
七
年
後
の
花
散
里
巻
を
侯
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
末
摘

花
巻
を
丁
寧
に
読
む
と
、
物
語
作
者
が
末
摘
花
巻
執
筆
時
点
で
、
将
来
南
・
夏
を
表

象
す
る
女
性
を
物
語
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述

が
見
出
さ
れ
る
。
源
氏
が
末
摘
花
の
容
貌
を
初
め
て
確
認
し
た
朝
、
末
摘
花
の
邸
を

後
に
す
る
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　
　
御
車
寄
せ
た
る
中
門
の
、
い
と
い
た
う
ゆ
が
み
よ
う
ぽ
い
て
、
夜
目
に
こ
そ
、

　
　

し
る
き
な
が
ら
も
よ
う
つ
隠
ろ
へ
た
る
こ
と
多
か
り
け
れ
、
い
と
あ
は
れ
に
さ

　
　
び

し
く
荒
れ
ま
ど
へ
る
に
、
松
の
雪
の
み
あ
た
た
か
げ
に
降
り
つ
め
る
、
山
里

　
　
の

心
地

し
て
も
の
あ
は
れ
な
る
を
、
か
の
人
々
の
言
ひ
し
葎
の
門
は
、
か
う
や

　
　

う
な
る
所
な
り
け
む
か
し
、
げ
に
心
苦
し
く
ら
う
た
げ
な
ら
ん
人
を
こ
こ
に
す

　
　
ゑ

て
、
う
し
ろ
め
た
う
恋
し
と
思
は
ば
や
、
あ
る
ま
じ
き
も
の
思
ひ
は
、
そ
れ

　
　
に

紛
れ
な
む
か
し
と
、
思
ふ
や
う
な
る
住
み
処
に
あ
は
ぬ
御
あ
り
さ
ま
は
と
る

　
　
べ
き
方
な
し
と
思
ひ
な
が
ら
、
我
な
ら
ぬ
人
は
ま
し
て
見
忍
び
て
む
や
、
わ
が

　
　

か

う
て
見
馴
れ
け
る
は
、
故
親
王
の
う
し
ろ
め
た
し
と
た
ぐ
へ
お
き
た
ま
ひ
け

　
　
む
魂
の
し
る
べ
な
め
り
、
と
そ
思
さ
る
る
。

　
　

橘
の
木
の
埋
も
れ
た
る
、
御
随
身
召
し
て
払
は
せ
た
ま
ふ
。
う
ら
や
み
顔
に
、

　
　
松
の
木
の
お
の
れ
起
き
か
へ
り
て
さ
と
こ
ぼ
る
る
雪
も
、
名
に
た
つ
末
の
と
見

　
　
ゆ
る
な
ど
を
、
い
と
深
か
ら
ず
と
も
、
な
だ
ら
か
な
る
ほ
ど
に
あ
ひ
し
ら
は
む

　
　
人

も
が
な
と
見
た
ま
ふ
。
（
中
略
）
世
の
常
な
る
ほ
ど
の
、
こ
と
な
る
こ
と
な

　
　
さ
な
ら
ば
、
思
ひ
棄
て
て
も
や
み
ぬ
べ
き
を
、
さ
だ
か
に
見
た
ま
ひ
て
後
は
な

　
　
か

な
か
あ
は
れ
に
い
み
じ
く
て
、
ま
め
や
か
な
る
さ
ま
に
常
に
お
と
つ
れ
た
ま

　
　
ふ
。
黒
　
の
皮
な
ら
ぬ
絹
、
綾
、
綿
な
ど
、
老
人
ど
も
の
着
る
べ
き
物
の
た
ぐ

　
　
ひ
、
か
の
翁
の
た
め
ま
で
上
下
思
し
や
り
て
奉
り
た
ま
ふ
。
か
や
う
の
ま
め
や

　
　
か
事
も
恥
つ
か
し
げ
な
ら
ぬ
を
、
心
や
す
く
、
さ
る
方
の
後
見
に
て
は
ぐ
く
ま

　
　
む

と
思
ほ
し
と
り
て
、
さ
ま
こ
と
に
さ
な
ら
ぬ
う
ち
と
け
わ
ざ
も
し
た
ま
ひ
け

　
　
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
末
摘
花
ω
二
九
五
－
二
九
六
）

源
氏
は
荒
れ
果
て
た
末
摘
花
の
邸
を
見
る
に
つ
け
、
雨
夜
の
品
定
め
で
左
馬
頭
の
言
っ

た

葎
の
門
に
住
む
「
思
ひ
の
外
に
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
」
の
こ
と
を
思
い
出
す
の
で

あ
る
が
、
実
際
に
は
葎
の
門
に
住
む
女
は
、
そ
の
よ
う
な
女
と
は
全
く
正
反
対
の
不

器
量
で

ま
と
も
な
会
話
も
で
き
な
い
女
で
あ
っ
た
こ
と
に
落
胆
す
る
。
し
か
し
自
分

以
外
の
男
で
こ
の
女
を
世
話
す
る
者
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
、
末
摘
花
の
父
で
あ
る
亡

き
常
陸
宮
の
魂
が
こ
こ
に
導
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
、
源
氏
は
末
摘
花
へ
の
経
済

面
で
の
援
助
を

決
意
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
面
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
引
用
し
た
文
章
の
中
間
部
分
、

「
橘
の
木
の
埋
も
れ
た
る
、
御
随
身
召
し
て
払
は
せ
た
ま
ふ
。
う
ら
や
み
顔
に
、
松

の
木
の
お
の
れ
起
き
か
へ
り
て
さ
と
こ
ぼ
る
る
雪
も
、
名
に
た
つ
末
の
と
見
ゆ
る
な

ど
を
、
い
と
深
か
ら
ず
と
も
、
な
だ
ら
か
な
る
ほ
ど
に
あ
ひ
し
ら
は
む
人
も
が
な
と

見
た
ま
ふ
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
、
源
氏
が
末
摘
花
の
容
姿
や
態
度

に

落
胆
し
な
が
ら
も
、
末
摘
花
と
巡
り
会
っ
た
の
も
、
末
摘
花
の
父
、
故
常
陸
宮
の

3



魂
の
導
き
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
を
巡
ら
す
文
章
の
す
ぐ
後
に
続
く
文
章
で
あ

る
が
、
「
名
に
た
つ
末
の
」
と
い
う
表
現
は
、
「
わ
が
袖
は
名
に
立
つ
末
の
松
山
か
空

よ
り
波
の
越
え
ぬ
日
は
な
し
」
（
後
撰
集
・
恋
二
・
土
佐
）
と
い
う
歌
を
引
き
歌
と

し
、
雪
を
波
に
見
立
て
て
、
男
の
心
変
わ
り
を
嘆
い
て
い
る
女
性
の
心
情
を
表
し
て

い

る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
末
摘
花
の
邸
を
出
る
際
に
、
源
氏
が
随
身
に
、
雪
に
埋
も

れ

て
い

る
橘
の
木
を
払
わ
せ
る
と
、
そ
れ
を
恨
ん
で
松
の
木
が
ひ
と
り
で
に
起
き
反

り
、
枝
に
積
も
っ
た
雪
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
様
を
、
ま
る
で
松
の
木
が
橘
の
木
に
嫉
妬

し
て
い
る
よ
う
だ
と
見
て
、
源
氏
は
た
い
そ
う
深
い
関
係
で
は
な
い
に
し
て
も
、
穏

や
か
に

受
け
答
え
し
て
く
れ
る
人
が
い
た
ら
い
い
の
に
と
思
う
。
引
用
し
た
箇
所
を

そ

の

ま
ま
解
釈
す
れ
ば
右
の
よ
う
な
理
解
と
な
る
が
、
「
う
ら
や
み
顔
に
、
松
の
木

の

お

の

れ
起

き
か
へ
り
て
」
と
松
が
擬
人
化
さ
れ
、
源
氏
が
橘
の
木
に
目
を
掛
け
る

の

を
嫉
妬
す
る
と
い
う
描
写
は
、
松
が
末
摘
花
を
象
徴
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
す
る
と
、
橘
も
あ
る
女
性
を
象
徴
す
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
す
る
と
、

源
氏
が
橘
に
目
を
掛
け
た
こ
と
で
「
松
が
う
ら
や
み
顔
に
起
き
か
へ
」
っ
た
の
を
見

た
後
の
、
源
氏
の
「
い
と
深
か
ら
ず
と
も
、
な
だ
ら
か
な
る
ほ
ど
に
あ
ひ
し
ら
は
む

人
も
が
な
」
と
い
う
感
懐
は
、
末
摘
花
に
対
す
る
源
氏
の
失
望
を
表
す
と
同
時
に
、

橘
に
象
徴
さ
れ
る
「
い
と
深
か
ら
ず
と
も
、
な
だ
ら
か
な
る
ほ
ど
に
あ
ひ
し
ら
は
む

人
」
を
源
氏
が
欲
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

　
右
の
末
摘
花
巻
の
引
用
部
分
の
表
現
が
、
橘
に
象
徴
さ
れ
、
か
つ
源
氏
と
の
愛
情

関
係
は
さ
ほ
ど
深
く
は
な
い
に
し
て
も
、
源
氏
と
穏
や
か
に
話
が
で
き
る
女
性
を
源

氏
が
望
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
女
性
と
花
散
里
巻

に
至
っ
て
初
め
て
登
場
す
る
花
散
里
は
極
め
て
類
似
す
る
。
物
語
作
者
は
右
に
引
用

し
た
末
摘
花
巻
の
場
面
を
執
筆
す
る
時
点
で
、
既
に
末
摘
花
と
同
様
、
源
氏
と
深
い

愛
情
関
係
で
は
結
ば
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
源
氏
と
互
い
に
心
を
交
わ
し
、
親
し
く

会
話
の
で
き
る
女
性
、
か
つ
夏
の
季
節
を
表
す
橘
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
南

と
い
う
方
位
も
表
象
す
る
女
性
、
す
な
わ
ち
花
散
里
の
よ
う
な
女
性
を
登
場
さ

せ

る
こ
と
を
準
備
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
花
散
里
が
登
場
す
る
の
は
源
氏
が
二
十
五
歳
と
な
る
花
散
里
巻
で
あ
る
が
、
物
語

作
者
は
既
に
若
紫
巻
、
末
摘
花
巻
、
す
な
わ
ち
源
氏
十
八
歳
の
年
の
物
語
を
執
筆
す

る
時
点
で
、
東
・
春
を
表
象
す
る
紫
の
上
、
西
・
秋
を
表
象
す
る
明
石
の
君
、
東
・

北
・
冬
を
表
象
す
る
末
摘
花
と
い
う
三
人
の
女
性
を
登
場
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
末

摘
花
巻
で
橘
の
花
に
象
徴
さ
れ
、
夏
・
南
を
表
象
す
る
花
散
里
の
よ
う
な
女
性
の
登

場
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

五

　
で
は

二
条
院
の
東
に
二
条
東
院
を
建
て
、
二
条
院
の
西
の
対
に
紫
の
上
、
二
条
東

院
の
西
の
対
に
花
散
里
、
東
の
対
に
明
石
の
君
、
北
の
対
に
末
摘
花
を
配
置
し
、
四

方
四
季
の
邸
を
造
営
し
よ
う
と
す
る
二
条
東
院
構
想
の
根
幹
と
も
言
う
べ
き
配
置
は
、

物
語
執
筆
時
点
の
い
つ
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
四
方
四
季
の
邸
と
い
う
と
竜
宮
が
想
起
さ
れ
る
。
市
古
貞
次
は
中
世
の
小
説
類
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　

は
竜
宮
が
四
方
四
季
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
、
三
谷
栄
一
は
様
々
な
文
献
、

伝
承
等
の
資
料
か
ら
、
四
季
四
方
の
邸
が
竜
宮
と
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
を
指

　
　
　
る
　

摘
す
る
。
ま
た
、
『
栄
華
物
語
』
巻
二
十
三
「
こ
ま
く
ら
べ
の
行
幸
」
の
冒
頭
部
分
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
陽
院
に
お
け
る
駒
競
行
幸
・
行
啓
の
準
備
の
場
面
で
は

　
　
こ
の
世
に
は
冷
泉
院
、
京
極
殿
な
ど
を
ぞ
人
お
も
し
ろ
き
所
と
思
ひ
た
る
に
、

　
　

こ
の
高
陽
院
の
有
様
こ
の
世
の
こ
と
と
見
え
ず
、
海
竜
王
の
家
な
ど
こ
そ
、
四

　
　
季
は
四
方
に
見
ゆ
れ
、
こ
の
殿
は
そ
れ
に
劣
ら
ぬ
さ
ま
な
り
。

と
、
海
竜
王
の
家
を
四
方
四
季
と
し
て
い
る
。
市
古
、
三
谷
が
四
方
四
季
の
邸
を
竜

宮
と
し
、
『
源
氏
物
語
』
と
同
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
『
栄
華
物
語
』
が
、
四
方
四
季

4



二条東院構想試論（下）

の

邸

を
海
竜
王
の
邸
と
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
が
執
筆
さ

れ

た
時
代
の
貴
族
社
会
で
は
、
四
方
四
季
の
邸
は
竜
宮
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
海
の
神

の
王
で

あ
る
海
竜
王
が
住
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
「
海
竜
王
」
と
い
う
語
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
度
々
用
い
ら
れ
る

が
、
そ
の
中
で
も
特
に
印
象
深
い
の
が
、
若
紫
巻
の
冒
頭
、
北
山
山
頂
の
場
面
で
、

源
氏
の
供
人
の
一
人
良
清
が
明
石
の
入
道
と
そ
の
娘
に
つ
い
て
の
噂
話
を
し
た
際
、

供
人
の
一
人
が
「
海
竜
王
」
に
言
及
す
る
箇
所
で
あ
る
。
源
氏
は
良
清
の
噂
話
に
出

て

く
る
明
石
の
入
道
の
娘
に
興
味
を
抱
き
、
「
さ
て
、
そ
の
む
す
め
は
」
と
良
清
に

尋
ね
る
。

　
　
「
け
し
う
は
あ
ら
ず
、
容
貌
心
ば
せ
な
ど
は
べ
る
な
り
。
代
々
の
国
の
司
な
ど
、

　
　
用
意
こ
と
に
し
て
、
さ
る
心
ば
へ
を
見
す
な
れ
ど
、
さ
ら
に
う
け
ひ
か
ず
。

　
　
『
わ
が
身
の
か
く
い
た
づ
ら
に
沈
め
る
だ
に
あ
る
を
、
こ
の
人
ひ
と
り
こ
そ
あ

　
　

れ
、
思
ふ
さ
ま
こ
と
な
り
。
も
し
我
に
後
れ
て
、
そ
の
心
ざ
し
遂
げ
ず
、
こ
の

　
　
思
ひ
お

き
つ
る
宿
世
違
は
ば
、
海
に
入
り
ね
』
と
、
常
に
遺
言
し
お
き
て
は
べ

　
　

る
な
る
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
君
も
を
か
し
と
聞
き
た
ま
ふ
。
人
々
、
「
海
竜
王

　
　
の

后
に
な
る
べ
き
い
つ
き
む
す
め
な
な
り
」
、
「
心
高
さ
苦
し
や
」
と
て
笑
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（若
紫
①
二
〇
三
－
二
〇
四
）

良
清
の
答
え
を
聞
い
て
、
源
氏
は
「
を
か
し
」
と
思
い
、
供
人
た
ち
は
明
石
の
入
道

の
プ

ラ
イ
ド
の
高
さ
を
嘲
笑
す
る
。
供
人
の
一
人
が
発
し
た
「
海
竜
王
の
后
に
な
る

べ
き
い
つ
き
む
す
め
な
な
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
明
石
と
い
う
田
舎
に
生
ま
れ
育
っ

た

娘
を
都
の
高
貴
な
人
に
嫁
が
せ
よ
う
と
す
る
明
石
の
入
道
の
常
軌
を
逸
し
た
奇
矯

な
考
え
を
嘲
笑
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面
で
、
源
氏
の
供
人
が
こ
の
よ
う
な

言
葉
を
発
す
る
の
は
当
時
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
発

言
は
明
石
の
入
道
の
「
も
し
我
に
後
れ
て
、
そ
の
心
ざ
し
遂
げ
ず
、
こ
の
思
ひ
お
き

つ

る
宿
世
違
は
ば
、
海
に
入
り
ね
」
と
い
う
言
葉
を
椰
楡
し
た
巧
妙
な
物
言
い
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
確
か
に

こ
の
発
言
は
、
若
紫
巻
の
こ
の
部
分
だ
け
読
む
と
、
ま
さ
に
右
の
よ
う
な

解
釈
以
外
の
解
釈
は
成
り
立
ち
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
物
語
作
者
が
こ
の
場
面
に

「
海
竜
王
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
に
は
、
さ
ら
に
深
い
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
若
紫
巻
の
こ
の
部
分
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
、
物
語
中
の
登
場
人
物

は
も
ち
ろ
ん
、
若
紫
巻
を
読
ん
で
い
る
読
者
も
、
明
石
の
君
が
「
海
竜
王
の
后
」
に

な
る
こ
と
な
ど
思
い
も
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
源
氏
は
明
石
の
地

に

流
離
し
、
明
石
の
君
を
姿
る
こ
と
に
な
る
。
源
氏
は
超
越
的
な
資
質
を
持
っ
た
人

物
で
あ
り
、
通
常
の
人
間
と
は
考
え
が
た
い
。
し
か
も
、
都
に
帰
る
と
四
方
四
季
の

邸
を
造
営
す
る
。
四
方
四
季
の
邸
は
竜
宮
で
あ
り
、
そ
の
邸
の
主
は
海
竜
王
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
源
氏
は
海
竜
王
と
な
る
の
で
あ
り
、
源
氏
の
妻
と
な
る
明
石
の
君
は
海

竜
王
の

妻

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
の
展
開
を
辿
っ
て
い
く
と
、
先

に

引
用
し
た
若
紫
巻
に
お
け
る
源
氏
の
供
人
の
発
言
「
海
竜
王
の
后
に
な
る
べ
き
い

つ
き
む
す
め
な
な
り
」
と
い
う
発
言
は
、
若
紫
巻
で
持
っ
て
い
た
意
味
と
は
全
く
別

の

意
味
を
帯
び
て
く
る
。
物
語
作
者
は
、
若
紫
巻
の
当
該
場
面
で
は
源
氏
の
供
人
に

い

か
に

も
気
の
利
い
た
皮
肉
を
言
わ
せ
た
よ
う
に
見
せ
か
け
な
が
ら
、
実
は
将
来
明

石
の
君
が
海
竜
王
で
あ
る
源
氏
と
結
ば
れ
、
海
竜
王
の
妻
と
な
る
こ
と
を
予
告
し
て

い

た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
既
に
若
紫
巻
の
北
山
山
頂
の
場
面
が
描
か
れ
た
時

点

で
、
源
氏
は
海
竜
王
と
な
り
、
四
方
四
季
の
邸
に
住
む
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。

　
源
氏
の
邸
を
四
方
四
季
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
源
氏
と
四
方
四
季
を
表
象
す
る

四
人
の
女
性
を
一
所
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
、
一
方
で
は
源
氏

と
紫
の
上
の
結
び
つ
き
を
他
の
三
人
の
女
性
た
ち
よ
り
強
固
な
も
の
と
す
る
必
要
が

あ
る
。
四
方
四
季
を
表
象
す
る
四
人
の
女
性
を
一
ヵ
所
に
住
ま
わ
せ
、
か
つ
源
氏
と

紫
の
上
の
結
び
つ
き
を
他
の
三
人
の
女
性
と
区
別
し
て
特
別
な
も
の
と
し
よ
う
と
す

5



る
な
ら
、
源
氏
と
紫
の
上
が
住
ん
で
い
る
二
条
院
の
傍
ら
に
も
う
一
つ
の
邸
を
建
て
、

他
の
三
人
の
女
性
を
住
ま
わ
せ
る
と
い
う
の
が
最
も
有
効
な
方
策
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
こ
の
二
つ
の
邸
の
鬼
門
に
あ
た
る
東
北
に
邪
悪
な
霊
な
ど
の
侵
入
を
防
ぐ

た
め
醜
い
末
摘
花
を
住
ま
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
と
す
る
と
、
源
氏
と
紫
の
上
の
邸

宅
の
東
側
に
他
の
三
人
の
女
性
の
た
め
の
邸
宅
を
造
営
し
、
北
の
対
に
末
摘
花
を
配

置
す

る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
邸
宅
の
配
置
に
し
た
場
合
、
東
を
表
象

す

る
紫
の
上
が
西
の
邸
宅
に
住
み
、
西
を
表
象
す
る
明
石
の
君
が
東
の
邸
宅
に
住
む

こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
物
語
作
者
は
こ
の
矛
盾
を
逆
手
に
取
っ
て
、
東
を
表
象
す
る

紫
の
上
を
二
つ
の
邸
宅
の
西
の
端
、
西
を
表
象
す
る
明
石
の
君
を
東
の
邸
宅
の
東
の

端
に
配
置
す
る
構
想
を
選
択
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
二
つ
の

邸
の
西
の
端
に
東
を
表
象
す
る
紫
の
上
を
配
置
し
、
東
の
端
に
西
を
表
象
す
る
明
石

の

君

を
配
置
す
る
と
、
二
つ
の
邸
の
東
に
東
を
表
象
す
る
紫
の
上
を
置
き
、
西
に
西

を
表
象
す
る
明
石
の
君
を
置
く
よ
り
も
、
東
と
西
の
邸
宅
は
融
合
、
一
体
化
し
、
一

つ
の

ま
と
ま
り
と
し
て
意
味
合
い
を
強
く
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
物
語
作

者

は
源
氏
と
紫
の
上
が
住
む
邸
で
あ
る
二
条
院
の
東
に
、
も
う
一
つ
の
邸
宅
二
条
東

院
を
造
営
し
、
二
条
院
の
西
の
端
に
当
た
る
西
の
対
に
紫
の
上
、
二
条
東
院
の
東
の

端
に
あ
る
東
の
対
に
明
石
の
君
を
住
ま
わ
せ
、
さ
ら
に
二
条
院
、
二
条
東
院
の
東
北

に

当
た
る
二
条
東
院
の
北
の
対
に
末
摘
花
を
配
し
、
北
の
対
の
南
側
に
位
置
す
る
二

条
東
院
の
西
の
対
に
花
散
里
を
据
え
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
だ

と
す
る
と
、
若
紫
巻
で
紫
の
上
が
二
条
院
の
西
の
対
に
引
き
取
ら
れ
た
と
い
う

記
述

は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
東
と
い
う
属
性
を
持
つ
彼
女
が
な
ぜ
二
条
院
の
東
の

対
で
な
く
、
西
の
対
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
以
前
の
物
語
で
は
源
氏
が
二

条
院
に
住
ん
で
い
る
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
た
が
、
二
条
院
の
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
か

は

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
若
紫
巻
で
幼
い
紫
の
上
を
強
奪
し
て
二
条
院
に

迎
え
入
れ
た
時
、
紫
の
上
が
二
条
院
の
西
の
対
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
に
呼
応
す
る

形
で
、
源
氏
が
二
条
院
の
東
の
対
に
住
む
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

東

を
表
象
す
る
紫
の
上
が
二
条
院
の
東
の
対
で
な
く
、
西
の
対
に
入
居
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
時
点
で
既
に
二
条
院
の
東
に
二
条
東
院
が
造
営
さ
れ
、
そ
の
東
の
端

の

東
の
対
に
明
石
の
君
が
住
む
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か

も
、
若
紫
巻
で
イ
ワ
ナ
ガ
ヒ
メ
に
比
定
さ
れ
る
末
摘
花
の
登
場
が
予
定
さ
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
す
る
と
、
二
条
東
院
の
北
の
対
に
末
摘
花
、
残
る
二
条
東
院
の
西
の
対
に

花
散
里
が
住

み
、
二
条
院
の
西
の
端
で
あ
る
西
の
対
に
紫
の
上
が
配
置
さ
れ
る
と
い

う
二
条
東
院
構
想
の
根
幹
と
も
い
う
べ
き
構
想
が
既
に
こ
の
時
点
で
出
来
上
が
っ
て

い

た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

　
先
に

紫
の
上
に
東
・
春
、
明
石
の
君
に
西
・
秋
、
花
散
里
に
南
・
夏
、
末
摘
花
に

東
・
北
・
冬
と
い
う
属
性
が
割
り
当
て
ら
れ
た
の
は
若
紫
巻
、
末
摘
花
巻
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
源
氏
に
関
係
の
深
い
四
人
の
女
性
に
四
方
四
季
を
表
象
さ
せ
る
と
い
う
構

想
が
成
立
し
た
の
は
若
紫
巻
、
末
摘
花
巻
執
筆
時
と
想
定
し
た
が
、
東
・
春
を
表
象

す
る
紫
の
上
が
若
紫
巻
で
二
条
院
の
西
の
対
に
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮

す
る
と
、
二
条
院
の
東
に
二
条
東
院
が
造
営
さ
れ
、
そ
の
東
の
対
に
東
・
秋
を
表
象

す
る
明
石
の
君
、
西
の
対
に
南
・
夏
を
表
象
す
る
花
散
里
、
北
の
対
に
東
・
北
・
冬

を
表
象
す
る
末
摘
花
が
住
む
と
い
う
二
条
東
院
構
想
の
根
幹
は
既
に
若
紫
巻
で
構
想

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
、
若
紫
巻
冒
頭
の
北
山
の
場
面
に
お
い
て
、
紫
の
上
に
東
・
山
、
明
石
の

君
に

西
・
海
と
い
う
属
性
が
賦
与
さ
れ
、
源
氏
の
国
土
支
配
の
正
当
性
の
根
拠
が
、

こ
の
東
・
山
を
表
象
す
る
紫
の
上
と
西
・
海
を
表
象
す
る
明
石
の
君
を
要
る
こ
と
に

あ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
明
石
の
君
が
後
に
海
竜
王
で
あ
る
源
氏
の
妻

と
な
り
、
源
氏
の
住
む
邸
が
四
方
四
季
と
な
る
こ
と
が
予
告
さ
れ
る
な
ど
、
須
磨
巻
、

明
石
巻
以
降
の
物
語
の
展
開
も
視
野
に
収
め
た
、
極
め
て
周
到
な
構
想
の
も
と
に
物

語
を

書
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
二
条
院
の
西
の
対
に
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二条東院構想試論（下）

紫
の
上
を
住
ま
わ
せ
、
二
条
東
院
の
東
の
対
に
明
石
の
君
、
西
の
対
に
花
散
里
、
北

の
対
に
末
摘
花
を
入
居
さ
せ
る
と
い
う
二
条
東
院
構
想
の
根
幹
と
も
言
う
べ
き
構
想

は
、
若
紫
巻
が
書
き
始
め
ら
れ
た
時
点
で
は
、
既
に
物
語
作
者
の
脳
裏
に
存
在
し
て

い

た
と
想
定
す
る
の
が
最
も
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

．L
ノ、

　
以
上
、
二
条
院
の
東
に
二
条
東
院
を
造
営
し
、
源
氏
と
四
方
四
季
を
表
象
す
る
女

性
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
配
置
す
る
か
に
つ
い
て
の
構
想
が
、
若
紫
巻
の
執
筆
を
開
始

す

る
以
前
に
決
定
さ
れ
て
い
た
と
推
定
し
た
が
、
二
条
院
、
二
条
東
院
に
入
る
そ
の

他
の
女
性
た
ち
、
す
な
わ
ち
明
石
の
姫
君
、
秋
好
中
宮
、
玉
蔓
、
空
蝉
、
筑
紫
の
五

節
と
い
っ
た
女
性
た
ち
は
、
い
つ
二
条
院
あ
る
い
は
二
条
東
院
に
入
居
す
る
こ
と
が

決
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
明
石
の
姫
君
は
、
明
石
の
君
と
紫
の
上
を
対
の
存
在
と
し
て
描
く
こ
と
が
決
定
し

た
時
点
で
、
源
氏
と
明
石
の
君
の
間
に
彼
女
が
生
ま
れ
、
紫
の
上
の
養
女
と
な
る
こ

と
が
物
語
に
と
っ
て
必
然
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
二
条
東
院
構
想
が
成
立
し
た

時
点
で
彼
女
が
二
条
院
の
西
の
対
に
移
り
住
む
こ
と
は
当
然
予
定
さ
れ
て
い
た
と
想

像
さ
れ
る
。

　
玉
覧
は
、
箒
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
に
お
い
て
、
頭
中
将
の
体
験
談
と
し
て
夕
顔
に

つ
い

て

語

る
場
面
で
物
語
に
始
め
て
登
場
す
る
。

　
　
　

さ
る
う
き
こ
と
や
あ
ら
む
と
も
知
ら
ず
、
心
に
は
忘
れ
ず
な
が
ら
、
消
息
な

　
　
ど
も
せ
で
久
し
く
は
べ
り
し
に
、
む
げ
に
思
ひ
し
を
れ
て
、
心
細
か
り
け
れ
ば
、

　
　
幼

き
者
な
ど
も
あ
り
し
に
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
、
撫
子
の
花
を
折
り
て
お
こ
せ
た

　
　
り
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
箒
木
ω
八
二
）

　
　
ま
だ
世
に
あ
ら
ば
、
は
か
な
き
世
に
ぞ
さ
す
ら
ふ
ら
む
。
あ
は
れ
と
思
ひ
し
ほ

　
　
ど
に
、
わ
づ
ら
は
し
げ
に
思
ひ
ま
と
は
す
気
色
見
え
し
か
ば
、
か
く
も
あ
く
が

　
　
ら
さ
ざ
ら
ま
し
。
こ
よ
な
き
と
だ
え
お
か
ず
、
さ
る
も
の
に
し
な
し
て
長
く
見

　
　
る
や
う
も
は
べ
り
な
ま
し
。
か
の
撫
子
の
ら
う
た
く
は
べ
り
し
か
ば
、
い
か
で

　
　
尋

ね
む
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
を
、
今
も
え
こ
そ
聞
き
つ
け
は
べ
ら
ね
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
箒
木
①
八
三
）

頭
中
将
は
、
雨
夜
の
品
定
の
以
前
に
夕
顔
と
関
係
を
持
ち
、
子
供
ま
で
生
ま
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
こ
の
幼
子
は
、
夕
顔
巻
の
源
氏
と
夕
顔
の
馴
れ
初
め
か
ら
夕
顔
の
死

に

至

る
ま
で
の
物
語
に
お
い
て
は
、
全
く
登
場
し
な
い
。
が
、
夕
顔
の
死
後
、
源
氏

が
侍
女
の
右
近
に
夕
顔
の
素
性
を
尋
ね
、
夕
顔
が
あ
の
頭
中
将
の
話
し
て
い
た
女
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
右
近
に
「
幼
き
人
ま
ど
は
し
た
り
と
中
将
の
愁
へ
し
は
、

さ
る
人
や
」
と
尋
ね
る
と

　
　
「
し
か
。
　
一
昨
年
の
春
ぞ
も
の
し
た
ま
へ
り
し
。
女
に
て
い
と
ら
う
た
げ
に
な

　
　
ん
」
と
語
る
。
「
さ
て
い
つ
こ
に
ぞ
。
人
に
さ
と
は
知
ら
せ
で
我
に
得
さ
せ
よ
。

　
　

あ
と
は
か
な
く
い
み
じ
と
思
ふ
御
形
見
に
、
い
と
う
れ
し
か
る
べ
く
な
ん
」
と

　
　
の

た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夕
顔
ω
一
八
六
）

と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
、
頭
中
将
と
夕
顔
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供

は
女
の
子
で
あ
り
、
こ
の
時
三
歳
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
源
氏
は
右
近

に

そ
の
子
を
夕
顔
の
形
見
と
し
て
引
き
取
り
た
い
と
の
思
い
を
告
げ
る
が
、
夕
顔
巻

で

は
、
そ
れ
以
降
そ
の
幼
子
に
関
す
る
話
は
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
夕
顔
巻
は
、
源
氏
と
夕
顔
の
逢
瀬
か
ら
死
別
に
至
る
ま
で
を
語
る
こ
と
に
中
心
が

あ
り
、
源
氏
の
夕
顔
と
の
出
逢
い
か
ら
死
別
ま
で
の
物
語
に
は
こ
の
幼
子
は
全
く
登

場
し
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
箒
木
巻
で
語
ら
れ
た
幼
子
は
、
夕
顔
巻
で
は
夕
顔

の

死
後
そ
の
存
在
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。
も
し
、
物
語
が
夕
顔
巻
で
源
氏
と
夕
顔

の

避
遁
か

ら
別
れ
ま
で
を
描
く
こ
と
の
み
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
夕

顔
の
死
後
こ
の
よ
う
な
幼
子
の
存
在
を
語
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か

7



わ

ら
ず
、
夕
顔
巻
に
お
い
て
頭
中
将
と
夕
顔
の
間
に
生
ま
れ
た
女
子
の
存
在
が
夕
顔

の

死
後
語

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
子
が
今
後
の
物
語
に
再
登
場
す
る
こ
と
を

予
想
さ
せ
る
。
夕
顔
巻
に
お
け
る
夕
顔
の
娘
に
関
す
る
記
述
は
、
そ
の
娘
玉
墨
を
後

の

物
語
に
再
登
場
さ
せ
る
こ
と
を
物
語
の
書
き
手
が
予
定
し
て
い
た
こ
と
推
測
さ
せ

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
末
摘
花
巻
の
冒
頭
で
は
、

　
　

思
へ
ど
も
な
ほ
あ
か
ざ
り
し
夕
顔
の
露
に
後
れ
し
心
地
を
、
年
月
経
れ
ど
思
し

　
　

忘
れ
ず
、
こ
こ
も
か
し
こ
も
、
う
ち
と
け
ぬ
か
ぎ
り
の
、
気
色
ば
み
心
深
き
方

　
　
の

御
い
ど
ま
し
さ
に
、
け
近
く
う
ち
と
け
た
り
し
、
あ
は
れ
に
似
る
も
の
な
う

　
　
恋
し
く
思
ほ
え
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
末
摘
花
①
二
六
五
）

と
源
氏
が
夕
顔
の
か
わ
い
ら
し
さ
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
様
々
の
女
性
に
手
紙
な
ど
贈
っ

て
い

る
と
語
ら
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
、

　
　
　
か

の

空
蝉
を
、
も
の
の
を
り
を
り
に
は
、
ね
た
う
思
し
出
づ
。
荻
の
葉
も
、

　
　

さ
り
ぬ
べ
き
風
の
便
り
あ
る
時
は
、
お
ど
ろ
か
し
た
ま
ふ
を
り
も
あ
る
べ
し
。

　
　
灯
影
の
乱
れ
た
り
し
さ
ま
は
、
ま
た
さ
や
う
に
て
も
見
ま
ほ
し
く
思
す
。
お
ほ

　
　
か

た
、
な
ご
り
な
き
も
の
忘
れ
を
そ
え
し
た
ま
は
ざ
り
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
末
摘
花
①
二
六
六
）

と
、
源
氏
が
空
蝉
や
軒
端
荻
を
思
い
出
す
場
面
が
描
か
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
先
に
引
用
し
た
末
摘
花
巻
の
、
源
氏
が
雪
の
朝
、
末
摘
花
邸
を
出
る
場

面
が
描
か
れ
た
後
、
次
の
よ
う
な
叙
述
が
な
さ
れ
る
。

　
　
世
の
常
な
る
ほ
ど
の
、
こ
と
な
る
こ
と
な
さ
な
ら
ば
、
思
ひ
棄
て
て
も
や
み
ぬ

　
　
べ
き
を
、
さ
だ
か
に
見
た
ま
ひ
て
後
は
な
か
な
か
あ
は
れ
に
い
み
じ
く
て
、
ま

　
　
め

や
か

な
る
さ
ま
に
常
に
お
と
つ
れ
た
ま
ふ
。
黒
　
の
皮
な
ら
ぬ
絹
、
綾
、
綿

　
　
な
ど
、
老
人
ど
も
の
着
る
べ
き
物
の
た
ぐ
ひ
、
か
の
翁
の
た
め
ま
で
上
下
思
し

　
　
や

り
て
奉
り
た
ま
ふ
。
か
や
う
の
ま
め
や
か
事
も
恥
つ
か
し
げ
な
ら
ぬ
を
、
心

　
　

や
す

く
、
さ
る
方
の
後
見
に
て
は
ぐ
く
ま
む
と
思
ほ
し
と
り
て
、
さ
ま
こ
と
に

　
　

さ
な
ら
ぬ
う
ち
と
け
わ
ざ
も
し
た
ま
ひ
け
り
。
か
の
空
蝉
の
、
う
ち
と
け
た
り

　
　

し
宵
の
側
目
に
は
、
い
と
わ
う
か
り
し
容
貌
ざ
ま
な
れ
ど
、
も
て
な
し
に
隠
さ

　
　

れ
て
口
惜
し
う
は
あ
ら
ざ
り
き
か
し
、
劣
る
べ
き
ほ
ど
の
人
な
り
や
は
、
げ
に

　
　

品
に
も
よ
ら
ぬ
わ
ざ
な
り
け
り
、
心
ば
せ
の
な
だ
ら
か
に
ね
た
げ
な
り
し
を
、

　
　
負
け
て
や
み
に
し
か
な
、
と
も
の
の
を
り
ご
と
に
は
思
し
出
づ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
末
摘
花
ω
二
九
七
ー
二
九
八
）

源
氏
は
、
末
摘
花
が
世
間
並
み
の
器
量
で
あ
れ
ば
そ
の
ま
ま
関
係
を
絶
っ
て
し
ま
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
彼
女
の
容
貌
の
あ
ま
り
の
醜
さ
に
、
そ
の
ま
ま
捨
て
置
く
こ
と
も

で

き
ず
、
経
済
的
な
面
で
の
援
助
を
続
け
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
源
氏
は
、
末
摘
花

の

醜
い
容
貌
を
見
る
に
つ
け
、
空
蝉
の
器
量
の
悪
さ
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
が
、
空

蝉
の
身
だ
し
な
み
の
良
さ
に
競
べ
て
、
末
摘
花
の
無
愛
想
さ
を
嘆
く
ほ
か
な
い
。

　
末
摘
花
巻
に
は
、
こ
の
よ
う
に
夕
顔
や
空
蝉
が
源
氏
の
回
想
の
中
で
語
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
表
現
を
前
提
と
す
る
と
、
夕
顔
、
空
蝉
、
そ
れ
に
夕
顔
の
娘
玉
婁
は
、

末
摘
花
巻
執
筆
以
前
に
物
語
に
登
場
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
既
に
指
摘
し
た
よ

う
に
、
若
紫
巻
と
末
摘
花
巻
は
連
続
し
て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
空
蝉
や

夕
顔
が
登
場
す
る
箒
木
巻
、
空
蝉
巻
、
夕
顔
巻
、
す
な
わ
ち
箒
木
三
帖
は
、
若
紫
巻

執
筆
以
前
に
書
か
れ
た
巻
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
夕
顔
巻
の
夕
顔
の
娘
の
記
述
の
あ
り
方
か
ら

夕
顔
の
娘
、
玉
婁
は
後
の
物
語
に
登
場
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
が
、
右
に
示
し
た

よ
う
に
末
摘
花
巻
で
夕
顔
や
空
蝉
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
作

者
が
末
摘
花
巻
以
降
も
箒
木
三
帖
に
語
ら
れ
た
物
語
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ

形
で
物
語
を
語
り
続
け
る
意
志
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、

玉
覧
は
若
紫
巻
以
前
に
成
立
し
た
二
条
東
院
構
想
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
二
条

東
院
構
想
が
成
立
し
た
時
点
で
、
玉
塁
は
二
条
東
院
の
寝
殿
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
こ
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二条東院構想試論（下）

と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
空
蝉
も
同
様
の
理
由
か
ら
二
条
東

院
の
北
の
対
に
入
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
秋
好
中
宮
は
、
前
坊
と
大
臣
家
の
娘
で
あ
る
六
条
御
息
所
と
の
間
に
生
ま
れ
、
伊

勢
の
斎
宮
に
選
ば
れ
る
ほ
ど
の
女
性
で
あ
り
、
身
分
と
し
て
は
玉
蔓
よ
り
高
貴
な
女

性
で
あ
る
。
し
か
も
父
で
あ
る
前
坊
が
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
母
親
で
あ
る

六
条
御
息
所
も
亡
く
な
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
皇
族
お
よ
び
源
氏
の
最
有
力
者

で

あ
る
光
源
氏
の
庇
護
を
受
け
、
養
女
と
な
る
こ
と
が
当
然
予
想
さ
れ
る
。

　

そ
の
秋
好
中
宮
の
母
、
六
条
御
息
所
は
、
物
語
で
は
夕
顔
と
対
比
的
に
描
か
れ
る
。

例
え
ば
夕
顔
巻
の
冒
頭
部
分
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

　
　
六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
歩
き
の
こ
ろ
、
内
裏
よ
り
ま
か
で
た
ま
ふ
中
宿
に
、
大

　
　
弐
の
乳
母
の
い
た
く
わ
づ
ら
ひ
て
尼
に
な
り
に
け
る
と
ぶ
ら
は
む
と
て
、
五
条

　
　

な
る
家
た
つ
ね
て
お
は
し
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夕
顔
①
＝
二
五
）

六
条
御
息
所
が
初
め
て
物
語
に
登
場
す
る
の
は
、
こ
の
夕
顔
巻
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
。

夕
顔
と
の
出
逢
い
を
描
く
巻
の
冒
頭
に
「
六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
歩
き
の
こ
ろ
」
と

わ
ざ
わ
ざ
そ
の
存
在
が
、
し
か
も
初
め
て
紹
介
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
物
語
作

者
が
六
条
御
息
所
を
夕
顔
と
対
比
的
に
描
こ
う
と
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

強

く
感
じ
さ
せ
る
。
夕
顔
巻
で
六
条
御
息
所
が
登
場
す
る
二
度
目
の
場
面
は
、

　
　
御
心
ざ
し
の
所
に
は
、
木
立
、
前
栽
な
ど
な
べ
て
の
所
に
似
ず
、
い
と
の
ど
か

　
　
に

心
に

く
く
住
み
な
し
た
ま
へ
り
。
う
ち
と
け
ぬ
御
あ
り
さ
ま
な
ど
の
気
色
こ

　
　

と
な
る
に
、
あ
り
つ
る
垣
根
思
ほ
し
出
で
ら
る
べ
く
も
あ
ら
ず
か
し
。
（
中
略
）

　
　
　
今

日
も
こ
の
蔀
の
前
渡
り
し
た
ま
ふ
。
来
し
方
も
過
ぎ
た
ま
ひ
け
ん
わ
た
り

　
　
な
れ
ど
、
た
だ
は
か
な
き
一
ふ
し
に
御
心
と
ま
り
て
、
い
か
な
る
人
の
住
み
処

　
　

な
ら
ん
と
は
、
往
く
き
来
に
御
目
と
ま
り
た
ま
ひ
け
り
。
　
（
夕
顔
ω
一
四
二
）

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
六
条
御
息
所
と
夕
顔
の
邸
が
比
較
さ
れ
、
源
氏
の
思
い
は
ま

だ

六
条
御
息
所
の
方
に
傾
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
夕
顔
へ
の
興
味
も
次
第
に
募
っ

て
い

る
。
三
度
目
の
登
場
場
面
で
は
、

　
　
六
条
わ
た
り
も
、
と
け
が
た
か
り
し
御
気
色
を
お
も
む
け
き
こ
え
た
ま
ひ
て
後
、

　
　
ひ

き
返
し
な
の
め
な
ら
ん
は
い
と
ほ
し
か
し
。
さ
れ
ど
、
よ
そ
な
り
し
御
心
ま

　
　
ど
ひ
の
や
う
に
、
あ
な
が
ち
な
る
こ
と
は
な
き
も
、
い
か
な
る
こ
と
に
か
と
見

　
　
え

た
り
。
女
は
、
い
と
も
の
を
あ
ま
り
な
る
ま
で
思
し
し
め
た
る
御
心
ざ
ま
に

　
　

て
、
齢
の
ほ
ど
も
似
げ
な
く
、
人
の
漏
り
聞
か
む
に
、
い
と
ど
か
く
つ
ら
き
御

　
　
夜
離
れ

の
寝
ざ
め
寝
ざ
め
、
思
し
し
を
る
る
こ
と
さ
ま
ざ
ま
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（夕
顔
ω
一
四
七
）

と
い
う
よ
う
に
、
源
氏
が
六
条
御
息
所
と
交
渉
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
以
前

の
熱
意
が
冷
め
て
、
夜
離
れ
が
ち
に
な
る
こ
と
、
六
条
御
息
所
が
極
端
に
ま
で
も
の

ご

と
を
思
い
つ
め
る
性
格
で
あ
る
上
に
、
自
身
が
源
氏
よ
り
七
歳
も
年
上
で
あ
る
こ

と
に
引
け
目
を
感
じ
、
世
間
の
噂
を
気
に
し
て
、
も
の
思
い
に
沈
ん
で
い
る
様
が
描

か

れ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
源
氏
は
夕
顔
と
の
恋
に
の
め
り
込
ん
で
い
く
。
夕
顔
が
間
借
り
し

て
い

た
五
条
の
む
さ
苦
し
い
家
で
夕
顔
と
一
夜
を
過
ご
し
た
源
氏
は
、
翌
日
夕
顔
を

近

く
の
廃
院
に
伴
う
。
そ
の
廃
院
で
の
夕
暮
れ
時
、
源
氏
は
桐
壼
帝
を
思
い
や
る
と

同
時
に
、
六
条
御
息
所
を
次
の
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
る
。

　
　
　
内
裏
に
い
か
に
求
め
さ
せ
た
ま
ふ
ら
ん
を
、
い
つ
こ
に
尋
ぬ
ら
ん
と
思
し
や

　
　
り
て
、
か
つ
は
あ
や
し
の
心
や
、
六
条
わ
た
り
に
も
い
か
に
思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ

　
　
ら
ん
、
恨
み
ら
れ
ん
に
苦
し
う
こ
と
わ
り
な
り
と
、
い
と
ほ
し
き
筋
は
ま
つ
思

　
　
ひ

き
こ
え
た
ま
ふ
。
何
心
も
な
き
さ
し
向
か
ひ
を
あ
は
れ
と
思
す
ま
ま
に
、
あ

　
　
ま
り
心
深
く
、
見
る
人
も
苦
し
き
御
あ
り
さ
ま
を
す
こ
し
取
り
捨
て
ば
や
と
、

　
　
思
ひ

く
ら
べ
ら
れ
た
ま
ひ
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夕
顔
ω
一
六
三
）

こ
こ
で
は
、
目
の
前
の
夕
顔
の
「
何
心
も
な
き
」
様
と
六
条
御
息
所
の
「
あ
ま
り
心

深
く
、
見
る
人
も
苦
し
き
御
あ
り
さ
ま
」
が
際
や
か
に
対
比
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
夕
顔
は
廃
院
で
物
の
怪
に
よ
っ
て
命
を
奪
わ
れ
る
の
に
対
し
、
六
条
御
息

所
は
生
霊
と
な
っ
て
源
氏
の
正
妻
で
あ
る
葵
の
上
を
取
り
殺
す
。
と
も
に
霊
力
に
よ
っ

て

人
が
殺
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
が
、
夕
顔
は
殺
さ
れ
る
側
で
あ
り
、
六

条
御
息
所
は
殺
す
側
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
両
者
は
対
照
的
に
描
か
れ

る
。　

さ
ら
に
若
紫
巻
で
は
、
都
に
戻
っ
た
幼
い
紫
の
上
と
祖
母
の
尼
君
の
住
む
邸
の
前

を
源
氏
が
偶
然
通
り
か
か
る
場
面
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　
　
　
秋
の
末
つ
方
、
い
と
も
の
心
細
く
て
嘆
き
た
ま
ふ
。
月
の
を
か
し
き
夜
、
忍

　
　
び

た
る
所
に
か
ら
う
じ
て
思
ひ
た
ち
た
ま
へ
る
を
、
時
雨
め
い
て
う
ち
そ
そ
く
。

　
　
お
は
す
る
所
は
六
条
京
極
わ
た
り
に
て
、
内
裏
よ
り
な
れ
ば
、
す
こ
し
ほ
ど
遠

　
　
き
心
地
す
る
に
、
荒
れ
た
る
家
の
、
木
立
い
と
も
の
古
り
て
、
木
暗
う
見
え
た

　
　

る
あ
り
。
例
の
御
供
に
離
れ
ぬ
惟
光
な
む
、
「
故
按
察
大
納
言
の
家
に
は
べ
り
。

　
　
一
日
も
の
の
た
よ
り
に
と
ぶ
ら
ひ
て
は
べ
り
し
か
ば
、
か
の
尼
上
い
た
う
弱
り

　
　
た
ま
ひ
に
た
れ
ば
何
ご
と
も
お
ぼ
え
ず
と
な
む
申
し
て
は
べ
り
し
」
と
聞
こ
ゆ

　
　
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
紫
①
二
三
五
）

　
秋
好
中
宮
が
物
語
に
登
場
す
る
の
は
葵
巻
で
あ
り
、
二
条
東
院
構
想
が
既
に
成
立

し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
若
紫
巻
か
ら
四
年
の
時
が
経
過
し
て
い
る
が
、
母
六
条
御

息
所

は
夕
顔
巻
、
若
紫
巻
で
そ
の
存
在
が
さ
り
げ
な
く
語
ら
れ
、
特
に
夕
顔
巻
で
は

夕
顔
と
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
夕
顔
の
娘
玉
婁
が
二
条
東
院
構
想
成
立
時
に
二

条
東
院
の
寝
殿
に
入
居
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
既
に
若
紫
巻
以

前
に
登
場
す
る
六
条
御
息
所
に
娘
が
お
り
、
そ
の
娘
が
玉
鍵
と
対
比
的
な
存
在
と
し

て
物
語
に

登
場
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
源
氏
物

語
の
作
者
が
、
対
比
的
な
組
み
合
わ
せ
を
好
ん
で
用
い
る
作
者
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

す
る
と
、
玉
覧
が
源
氏
の
養
女
と
し
て
二
条
東
院
の
寝
殿
に
入
る
こ
と
が
予
定
さ
れ

て
い

る
と
す
る
な
ら
、
六
条
御
息
所
の
娘
秋
好
中
宮
が
源
氏
の
養
女
と
し
て
、
二
条

院
の
寝
殿
に
入
る
こ
と
は
十
分
に
予
測
さ
れ
る
。

　
筑
紫
の
五
節
は
、
花
散
里
巻
に
初
め
て
登
場
す
る
。
源
氏
が
花
散
里
の
邸
に
向
か

う
途
中
、
中
川
の
辺
り
で
か
つ
て
一
度
だ
け
交
渉
を
持
っ
た
女
の
邸
の
前
を
通
り
か

か

り
消
息
を
遣
わ
す
が
、
女
の
方
は
わ
ざ
と
知
ら
ぬ
振
り
を
す
る
。
そ
の
場
面
に
続

い

て

　
　
か
や

う
の
際
に
、
筑
紫
の
五
節
が
ら
う
た
げ
な
り
し
は
や
、
と
ま
つ
思
し
出
づ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
散
里
②
一
五
五
）

と
源
氏
は
筑
紫
の
五
節
を
思
い
出
す
。
筑
紫
の
五
節
は
、
そ
の
後
筑
紫
か
ら
上
京
す

る
際
、
須
磨
に
蟄
居
し
て
い
る
源
氏
と
歌
を
贈
答
し
、
帰
京
後
の
源
氏
と
も
歌
を
贈

答
す

る
。
さ
ら
に
濡
標
巻
で
は
、

　
　
　
か

や

う
の
つ
い
で
に
も
、
か
の
五
節
を
思
し
忘
れ
ず
、
ま
た
見
て
し
が
な
と

　
　
心
に

か

け
た
ま
へ
れ
ど
、
い
と
難
き
こ
と
に
て
、
え
紛
れ
た
ま
は
ず
。
女
、
も

　
　
の

思
ひ

絶
え
ぬ
を
、
親
は
よ
ろ
ず
に
思
ひ
言
ふ
こ
と
も
あ
れ
ど
、
世
に
経
ん
こ

　
　
と
を
思
ひ
絶
え
た
り
。
心
や
す
き
殿
造
り
し
て
は
、
か
や
う
の
人
集
へ
て
も
、

　
　
思
ふ

さ
ま
に
か
し
づ
き
た
ま
ふ
べ
き
人
も
出
で
も
の
し
た
ま
は
ば
、
さ
る
人
の

　
　
後
見
に
も
と
思
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濡
標
②
二
九
九
）

と
記
さ
れ
る
。
こ
の
引
用
部
分
の
「
心
や
す
き
殿
造
り
」
は
、
そ
の
年
の
春
に
造
営

が
始
ま
っ
た
二
条
東
院
の
こ
と
で
あ
り
、
「
思
ふ
さ
ま
に
か
し
づ
き
た
ま
ふ
べ
き
人
」

は
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
玉
賢
と
想
定
さ
れ
る
。
濡
標
巻
の
こ
の
箇
所
で
、
源
氏
は

筑
紫
の
五
節
を
玉
婁
の
後
見
人
と
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
玉
髪
の
入
居
が
予
定
さ

れ
て
い

る
の
は
、
二
条
東
院
の
寝
殿
で
あ
る
か
ら
、
筑
紫
の
五
節
も
当
然
二
条
東
院

の

寝
殿
に
入
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
松
風
巻
冒
頭
で
二

条
東
院
は
完
成
す
る
が
、
玉
鍵
は
い
ま
だ
物
語
に
登
場
せ
ず
、
ど
こ
に
い
る
の
か
そ

の

所
在
も
知
れ
な
い
。
従
っ
て
そ
の
後
見
と
な
る
べ
き
筑
紫
の
五
節
も
当
然
二
条
東

院
に
入
居
す
る
こ
と
は
な
い
。
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二条東院構想試論（下）

　
し
か
も
、
松
風
巻
冒
頭
で
二
条
東
院
が
完
成
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
条
東
院

の

東
の
対
に
明
石
の
君
が
入
ら
ず
、
二
条
東
院
は
当
初
の
予
定
通
り
に
は
完
成
し
な

い
。
源
氏
の
新
し
い
住
ま
い
は
六
条
院
と
な
る
。
二
条
院
、
二
条
東
院
が
、
か
つ
て

源
氏
と
関
係
を
持
ち
、
源
氏
の
須
磨
、
明
石
へ
の
流
離
の
際
に
も
、
源
氏
へ
の
思
い

を

持
ち
続
け
た
女
性
達
を
一
堂
に
会
す
る
場
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
に
対
し
、
六
条

院
は
春
、
夏
、
秋
、
冬
の
四
つ
の
町
に
、
そ
の
季
節
を
表
象
す
る
源
氏
と
関
わ
り
が

深
い
女
性
を
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
配
す
る
と
い
う
構
造
を
取
る
。

　

そ
の
結
果
、
玉
婁
の
後
見
人
と
し
て
、
二
条
東
院
の
寝
殿
に
入
る
は
ず
で
あ
っ
た

筑
紫
の
五
節
は
入
る
べ
き
場
所
を
失
っ
た
。
濡
標
巻
で
筑
紫
の
五
節
を
二
条
東
院
に

迎

え
入
れ
よ
う
と
思
っ
た
時
か
ら
四
年
後
、
乙
女
巻
で
源
氏
は
五
節
の
舞
姫
を
見
て
、

筑
紫
の
五
節
に
歌
を
贈
り
、
幻
巻
で
は
紫
の
上
を
追
憶
す
る
一
年
の
中
で
、
五
節
の

日
に
筑
紫
の
五
節
を
思
い
出
す
以
外
、
彼
女
は
物
語
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
花

散
里
巻
で
急
遽
登
場
し
、
濡
標
巻
の
二
条
東
院
造
営
の
開
始
時
に
、
二
条
東
院
で
の

活
躍
が
予
告

さ
れ
た
筑
紫
の
五
節
が
、
松
風
巻
以
降
ほ
と
ん
ど
活
躍
す
る
場
が
与
え

ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
は
、
二
条
東
院
構
想
が
松
風
巻
執
筆
以
前
に
六
条
院
構
想
に

改
変
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
有
力
な
証
左
と
な
ろ
う
。

　
筑
紫
の
五
節
が
物
語
執
筆
の
ど
の
時
点
で
、
物
語
作
者
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
の

か

は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
玉
蔓
は
母
親
と
死
別
し
て
後
、
上
流
貴
族
の
屋
敷
で
養

わ
れ
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
彼
女
に
上
流
貴
族
と
し
て

の

身
だ
し
な
み
や
教
養
を
教
え
る
人
物
の
存
在
は
既
に
夕
顔
が
死
去
し
た
段
階
か
ら

必
要

と
さ
れ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
女
性
た

ち
が
、
若
紫
巻
、
末
摘
花
巻
執
筆
時
点
で
、
そ
の
登
場
が
何
ら
か
の
形
で
予
告
さ
れ

て
い

た
の
に
対
し
、
筑
紫
の
五
節
は
そ
の
存
在
が
花
散
里
巻
で
言
及
さ
れ
る
ま
で
、

物
語
に

登
場
す

る
兆
候
が
全
く
見
出
せ
な
い
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
筑
紫
の
五

節
が
若
紫
巻
、
末
摘
花
巻
執
筆
時
に
物
語
作
者
の
脳
裏
に
浮
か
ん
で
い
た
か
ど
う
か

は

確
定
し
が
た
い
と
す
る
ほ
か
な
い
。
筑
紫
の
五
節
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
よ
う

な
人
物
を
、
若
紫
巻
、
末
摘
花
巻
執
筆
時
点
で
物
語
作
者
が
構
想
し
て
い
た
可
能
性

は
全
く
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
女
性
た
ち
の
中
で
は
、

最
も
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

七

　
以
上
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
二
条
東
院

構
想
の
大
枠
は
、
二
条
院
の
東
の
対
に
源
氏
、
西
の
対
に
紫
の
上
と
明
石
の
姫
君
を

住
ま
わ
せ
、
二
条
東
院
の
東
の
対
に
は
明
石
の
君
、
西
の
対
に
花
散
里
、
北
の
対
に

末
摘
花
を
入
居
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
構
想
は
既
に
若
紫
巻
執
筆
以

前
の
段
階
で
成
立
し
て
い
た
。
ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
配
置
が
構
想
さ
れ
る
の
と
同

時
に
、
二
条
院
の
寝
殿
に
は
、
秋
好
中
宮
、
二
条
東
院
の
寝
殿
に
は
玉
覧
、
北
の
対

に

空
蝉
が
入
る
こ
と
も
構
想
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
筑
紫
の
五
節
も
こ
の
段

階
で
、
二
条
東
院
の
寝
殿
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。

　
二
条
東
院
構
想
は
、
源
氏
が
明
石
か
ら
帰
還
し
た
後
、
か
つ
て
源
氏
と
関
係
が
あ

り
、
須
磨
、
明
石
に
源
氏
が
流
離
し
て
い
る
間
も
源
氏
へ
の
思
い
を
変
え
る
こ
と
の

な
か
っ
た
女
性
た
ち
を
一
堂
に
会
す
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
も
の
で
、
二
条
院
に
は
源

氏
と
最
も
格
の
高
い
女
性
た
ち
が
住
み
、
二
条
東
院
に
は
そ
れ
ら
の
女
性
た
ち
よ
り

一
段
と
格
の
劣
っ
た
女
性
た
ち
が
住
む
と
い
う
住
み
分
け
が
な
さ
れ
て
い
た
。
本
来

な
ら
二
条
院
と
二
条
東
院
を
合
わ
せ
た
二
条
院
・
二
条
東
院
空
間
の
東
に
、
東
・
山
・

仏
を
表
象
す
る
紫
の
上
、
二
条
院
・
二
条
東
院
空
間
の
西
に
西
・
海
・
神
を
表
象
す

る
明
石
の
君
が
配
置
さ
れ
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
る
が
、
東
・
山
・
仏
を
表
象
す
る

紫
の
上
が
二
条
院
・
二
条
東
院
空
間
の
西
の
端
に
当
た
る
二
条
院
の
西
の
対
に
、
西
・
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海
・
神
を
表
象
す
る
明
石
の
君
が
二
条
院
・
二
条
東
院
空
間
の
東
の
端
に
当
た
る
二

条
東
院
の
東
の
対
に
配
さ
れ
る
の
は
、
二
条
院
・
二
条
東
院
空
間
の
西
に
当
た
る
二

条
院
の
西
の
対
に
東
、
山
・
仏
を
表
象
す
る
紫
の
上
、
東
に
当
た
る
二
条
東
院
の
東

の

対
に
西
・
海
・
神
を
表
象
す
る
明
石
の
君
を
配
し
、
さ
ら
に
二
条
院
に
西
・
海
・

神
を
表
象
す
る
明
石
の
姫
君
、
東
・
海
・
神
を
表
象
す
る
秋
好
中
宮
、
二
条
東
院
に

東
・
山
・
仏
を
表
象
す
る
末
摘
花
、
西
・
山
・
仏
を
表
象
す
る
玉
璽
を
配
す
る
こ
と

に

よ
っ
て
、
物
語
作
者
が
二
条
院
・
二
条
東
院
空
間
全
体
に
東
・
西
、
山
・
海
、
仏
・

神
と
い
う
属
性
を
あ
ま
ね
く
賦
与
し
よ
う
と
意
図
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、

二
条
院
の
東
に
二
条
東
院
を
造
営
す
る
こ
と
で
、
二
条
東
院
の
北
の
対
に
醜
い
容
貌

の

末
摘
花
を
配
置
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
二
条
院
・
二
条
東
院
空
間
の
北
東
は
鬼
門

に

当
た
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
末
摘
花
を
配
す
る
こ
と
で
悪
霊
の
侵
入
を
防
ぐ
こ
と

が
企
図
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

源
氏
は
、
東
・
山
・
仏
を
表
象
す
る
紫
の
上
と
西
・
海
・
神
を
表
象
す
る
明
石
の

君
を
要
り
、
紫
の
上
を
二
条
院
・
二
条
東
院
空
間
の
西
、
明
石
の
君
を
二
条
院
・
二

条
東
院
・
二
条
東
院
空
間
の
東
に
位
置
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
と
西
、
山
と

海
を
支
配
す
る
と
同
時
に
、
仏
法
の
世
界
に
お
け
る
世
俗
の
理
想
の
王
、
転
輪
聖
王

と
な
り
、
神
の
王
で
あ
る
海
竜
王
と
な
る
。
海
竜
王
で
あ
る
源
氏
の
邸
、
つ
ま
り
二

条
院
・
二
条
東
院
空
間
は
四
方
四
季
の
空
間
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
源
氏
が
全
て

の

方
位
と
全
て
の
時
間
を
支
配
す
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
二
条
東
院

構
想

と
は
、
光
源
氏
の
絶
対
的
な
王
者
性
を
示
す
邸
宅
の
造
営
を
意
図
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（2
）

（3
）

（4
）

（5
）

拙
著
『
王
朝
文
学
の
始
発
』
（
笠
間
書
院
、
平
成
2
1
年
）
第
四
章
、
第
一
節

市
古
貞
次
『
中
世
小
説
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
3
0
年
）
第
五
章
、
3

三
谷
栄
一
『
物
語
史
の
研
究
』
（
有
精
堂
出
版
、
昭
和
4
2
年
）
第
三
編
、
第
三
章

『
栄
華
物
語
』
の
本
文
は
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
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る
。

＊
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。
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