
鯉
と
維

1
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
飲
食
表
現
1

『
徒
然
草
』
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。

室

城

秀
之

　
　
あ
つ
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
か
は

　
鯉
の
葵
を
食
ひ
た
る
日
は
、
費
そ
そ
け
ず
と
な
ん
。
膠
に
も
作
る
も
の
な
れ
ば
、
粘
り

た
る
も
の
に
こ
そ
。
鯉
ば
か
り
こ
そ
、
御
前
に
て
も
切
ら
る
る
も
の
な
れ
ば
、
や
む
ご
と

な
き
魚
な
れ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ど
の

　
鳥
に
は
、
雑
、
双
な
き
も
の
な
り
。
雑
、
松
茸
な
ど
は
、
御
湯
殿
の
上
に
懸
か
り
た
る

も
苦
し
か
ら
ず
。
そ
の
ほ
か
は
、
心
憂
き
こ
と
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
徒
然
草
』
第
一
一
八
段
（
↓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
す

　
「
鯉
の
美
」
と
は
、
鯉
の
熱
い
汁
物
の
こ
と
で
、
諺
の
「
美
に
懲
り
て
胞
を
吹
く
」
の

美
で
す
。
鯉
は
膠
の
材
料
に
す
る
ほ
ど
の
粘
り
気
の
あ
る
魚
だ
か
ら
、
鯉
の
葵
を
食
べ

た
日
は
、
体
に
脂
肪
分
が
ふ
え
て
、
耳
際
の
髪
が
ほ
つ
れ
乱
れ
な
い
と
い
う
の
で
す
。

「
膠
」
と
い
っ
て
も
、
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
要
す
る
に
、
接

着
剤
の

よ
う
な
も
の
で
、
牛
の
皮
を
煮
て
作
る
か
ら
「
に
か
は
」
と
い
う
の
だ
そ
う
で

す
。
も
っ
と
も
、
鯉
で
膠
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
か
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
、
久
保

田
先
生
の
新
大
系
の
脚
注
に
も
、
「
鯉
で
膠
を
作
る
こ
と
は
不
明
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

鯉
は
、
帝
の
御
前
で
料
理
さ
れ
る
唯
一
の
魚
だ
か
ら
、
尊
重
す
べ
き
も
の
だ
と
い
い

ま
す
。
新
大
系
の
脚
注
に
は
、
『
古
今
著
聞
集
』
に
、
崇
徳
天
皇
の
御
前
で
藤
原
家
成

が

鯉
を
料
理
し
た
例
が
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
、
後
深
草
院
の
御
前
で
隆
弁
僧
正
が

鯉
を
料
理
し
た
例
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
兼
好
の
言
う
鯉
の
特
徴
を
ま
と

め
る
と
、
要
す
る
に
、
栄
養
価
が
高
く
、
ま
た
、
尊
重
す
べ
き
魚
だ
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
柄
雌
褒
飛
の
『
飲
食
事
典
（
2
）
』
の
「
鯉
」
の
項
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
鯛
を
海
魚
の
王
と
い
う
の
に
対
し
鯉
は
川
魚
の
長
と
い
わ
れ
、
夏
は
ア
ラ
イ
に
冬
は
ナ

マ
ス
に

コ

ク
シ
ョ
ウ
（
鯉
こ
く
）
は
四
時
に
適
し
、
新
鮮
を
た
っ
と
ぶ
意
味
で
は
生
作
り
と

い
う
手
法
も
行
わ
れ
、
産
地
の
長
野
地
方
で
は
押
鮮
・
甘
露
煮
・
カ
マ
ボ
コ
・
チ
ク
ワ
・

薩
摩
揚
・
塩
辛
・
鯉
味
噌
・
鯉
ス
ー
プ
と
鯉
ず
く
め
の
加
工
品
も
あ
る
が
、
本
味
は
や
は

り
冬
の
鮮
魚
で
サ
シ
ミ
に
も
ナ
マ
ス
に
も
味
噌
を
加
え
た
の
が
調
和
す
る
。
…
…
昔
か
ら

鯉
コ
ク
を
食
っ
た
日
は
髪
の
毛
が
そ
そ
け
な
い
と
い
わ
れ
、
ま
た
産
婦
に
与
え
る
と
、
乳

の
出
が
よ
く
な
る
こ
と
は
経
験
者
の
保
証
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

『
飲
食
事
典
』
に
も
、
「
鯉
は
川
魚
の
長
と
い
わ
れ
」
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
尊
重
す

べ
き
魚
だ
と
い
う
こ
と
と
、
「
鯉
コ
ク
を
食
っ
た
日
は
髪
の
毛
が
そ
そ
け
な
い
と
い
わ

れ
、
ま
た
産
婦
に
与
え
る
と
、
乳
の
出
が
よ
く
な
る
こ
と
」
、
つ
ま
り
、
栄
養
価
が
高

い

こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
昔
か
ら
鯉
コ
ク
を
食
っ
た
日
は
髪
の
毛
が
そ
そ
け

な
い
と
い
わ
れ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
は
、
『
徒
然
草
』
以
外
に
は
見
え
な
い
よ

一
七



う
で
、
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
を
い
く
つ
も
見
た
の
で
す
が
、
そ
の
出
典
に
つ
い
て
は

何
も
説
明
が
あ
り
ま
せ
ん
。
『
飲
食
事
典
』
も
、
『
徒
然
草
』
の
こ
の
記
事
に
よ
っ
た
よ

う
で
す
。

　
『
徒
然
草
』
に
は
、
も
う
一
例
ぺ
第
二
一
二
一
段
に
「
鯉
」
の
こ
と
が
出
て
い
ま
す
。

「
園
の
別
当
入
道
」
と
い
う
料
理
の
名
人
の
話
で
、
高
等
学
校
の
古
文
の
教
科
書
に
も

時
々
採
ら
れ
て
い
る
段
な
の
で
、
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
方
も
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
あ
る
人
の
も
と
で
、
す
ば
ら
し
い
鯉
が
出
さ
れ
た
時
、
人
々
が
、
別
当
入
道
の
腕

前
を

見

た
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
別
当
入
道
が
、
そ
ん
な
人
々
の
気
持
ち
を
察

し
て
、
「
百
日
間
続
け
て
鯉
を
料
理
す
る
修
行
の
最
中
な
の
で
、
ぜ
ひ
そ
の
鯉
を
料
理

さ
せ
て
ほ
し
い
」
と
、
み
ず
か
ら
願
っ
て
料
理
し
た
の
で
、
人
々
が
そ
の
如
才
な
い
振

る
舞
い
に
感
心
し
た
と
い
う
話
で
す
。
こ
の
後
に
、
こ
の
別
当
の
振
る
舞
い
へ
の
北

山
の
太
政
入
道
殿
（
藤
原
実
兼
）
の
批
判
や
、
兼
好
の
感
想
も
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
宴
会
な
ど
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
、
鯉
を
料
理
す
る
こ

と
が
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。

　
ま
た
、
兼
好
は
、
雑
を
「
双
な
き
も
の
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
雑
は
、
雁
と
は
違
っ

て
、
中
宮
の
台
所
の
棚
に
、
そ
の
ま
ま
の
鳥
の
姿
の
ま
ま
置
い
て
お
い
て
も
か
ま
わ

な
い
、
言
わ
ば
、
特
別
の
高
級
食
材
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
こ
こ
で
も
、
『
飲
食
事
典
』
の
「
雑
」
の
項
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
キ
ジ
の
猟
期
は
一
一
月
か
ら
二
月
一
杯
で
、
三
月
一
日
か
ら
一
〇
末
ま
で
は
捕
獲
禁
止

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
繁
殖
期
が
三
月
初
旬
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
、
保
護
の
た
め
も
あ

一一
八

る
と
同
時
に
極
寒
が
美
味
な
か
ら
で
も
あ
る
。
暖
国
産
の
も
の
に
は
臭
気
が
強
い
け
れ
ど

寒
国
産
の
も
の
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
さ
れ
、
猟
鳥
中
の
代
表
と
し
て
古
く
か
ら
貴
人
の

盛
撰
に
上
り
、
一
般
に
も
美
味
第
一
に
推
さ
れ
た
。
…
…
俗
説
に
キ
ジ
は
悪
食
を
す
る
か

ら
血
を
荒
す
と
か
、
古
傷
を
呼
出
す
と
か
い
う
の
も
美
味
な
た
め
に
過
食
を
戒
め
た
も
の

と
解
し
て
よ
く
、
『
食
品
国
歌
』
に
は
「
雑
の
肉
中
温
め
て
気
を
ば
増
し
、
鴻
利
を
と
ど
め
て

痩
を
除
く
そ
」
と
あ
る
。

　
し
ょ
く
ひ
ん
や
ま
と
う
た

『
食
品
国
歌
』
と
い
う
書
物
は
、
大
津
賀
仲
安
と
い
う
人
が
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）

に

著
し
た
書
物
で
、
版
本
し
か
な
い
そ
う
で
見
て
い
な
い
の
で
す
が
、
「
維
の
肉
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う

食
べ
る
と
体
の
中
を
温
め
て
気
力
を
増
進
し
、
潟
利
（
下
痢
）
を
と
め
て
痩
（
腫
れ
物
）

を
除
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
『
四
条
流
包
丁
書
』
に
は
、
「
た
だ
鳥

と
ば
か
り
言
ふ
は
、
雑
子
の
こ
と
な
り
」
と
も
あ
り
ま
す
。
現
在
、
「
鳥
肉
」
と
い
え
ば
、

鶏
の
こ
と
で
す
が
、
古
く
は
、
雑
の
こ
と
を
い
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鯉
と
雄
は
、
古
典
の
世
界
に
お
い
て
、
最
も
珍
重
さ
れ
た
料
理
食

材
で
し
た
。

○

川
魚
の
代
表
と
し
て
好
ん
で
食
べ
ら
れ
た
鯉
で
す
が
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
「
鯉
」

の

語
は
一
例
も
見
え
ま
せ
ん
。
一
方
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
、
後
に
見
る
、
和
歌
で

の

「恋
」
と
の
掛
詞
の
例
を
含
め
て
、
一
四
例
も
の
「
鯉
」
の
語
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
次
の
例
は
、
源
正
頼
の
屋
敷
の
釣
殿
で
行
わ
れ
た
納
涼
の
宴
の
さ
ま
を
描
い
た
も

の

で

す
。
正
頼
の
屋
敷
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
六
条
の
院
と
同
じ
よ
う
に
四
町
を
占
め



る
屋
敷
で
、
こ
こ
は
、
そ
の
東
北
の
町
に
あ
た
り
ま
す
。

　
（
正
頼
が
）
「
女
君
た
ち
も
、
出
で
立
ち
給
へ
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
、
御
車
ど
も
し
て
、
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
き
は
し

編
み
て
据
ゑ

て
、
渡
り
給
ひ
ぬ
。
う
な
ゐ
・
下
仕
へ
ら
は
、
さ
し
続
き
、
浮
橋
よ
り
渡
る
。

も
や
　
　
　
み
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
の
こ

母
屋
に
、
御
簾
懸
け
、
御
几
帳
立
て
渡
し
て
、
君
た
ち
お
は
し
ま
す
。
寳
子
に
、
上
達
部
・

み
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

ほ

ん

こ
と

親
王
た

ち
お
は
し
ま
し
て
、
女
君
た
ち
御
琴
ど
も
掻
き
合
は
せ
、
男
君
た
ち
笛
ど
も
吹
き

合
は
せ
、
琵
琶
・
御
硫
、
郵
打
た
せ
、
呂
の
声
に
合
は
せ
て
遊
ば
し
、
綱
罫
－
網

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ふ
ふ
き

　

う
し
　
　
　
ろ
し
て
　
　
　
　
　
ら
　
　
よ
き
菱
・
大
き
な
る
水
蕗
取
り
出
で
さ
せ
、

い
か
め

　
　
　
や
ま
も
も
　
ひ
め
も
も

厳
し
き
山
桃
・
姫
桃
な
ど
、
中
島
よ
り
取
り
出
で
て
、
を
か
し
き
胡
瓶
ど
も
、
水
に
拾
ひ

立
て
な
ど
し
て
、
涼
み
遊
び
給
ひ
て
、
あ
る
じ
の
お
と
ど
（
正
頼
）
、
「
今
日
、
こ
こ
に
、
こ

の
好
き
者
ど
も
、
一
人
も
な
き
、
さ
う
ざ
う
し
や
。
仲
澄
は
、
藤
侍
従
（
藤
原
仲
忠
）
呼
び

　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し

に
遣
れ
か
し
。
深
き
契
り
あ
る
人
は
、
由
あ
る
折
を
過
ぐ
さ
ぬ
そ
よ
き
」
な
ど
の
た
ま
へ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
つ
か

驚
き
て
、
の
た
ま
ひ
遣
は
し
た
れ
ば
、
三
所
（
藤
原
仲
忠
・
源
仲
頼
・
良
苓
行
正
）
な
が

ら
、
遊
び
人
と
出
で
来
て
、
船
に
乗
り
て
、
釣
殿
へ
ま
う
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
祭
の
使
、
二
一
五
ペ
ー
ジ
（
3
）
）

一
般
的
な
寝
殿
造
り
の
図
で
は
、
寝
殿
を
中
心
に
、
北
に
北
の
対
、
東
に
東
の
対
、

西
に

西
の

対
と
い
う
対
の
屋
が
あ
り
、
そ
の
東
の
対
や
、
西
の
対
か
ら
南
に
廊
が
伸

び
て

い

て
、
南
に
あ
る
池
に
接
し
た
所
に
釣
殿
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
こ
の
正
頼
邸
の
東
北
の
町
の
釣
殿
は
、
池
の
中
島
に
造
ら
れ
て
い

て
、
女
君
た
ち
は
、
舟
を
結
び
合
わ
せ
て
、
そ
の
上
に
車
を
乗
せ
て
釣
殿
に
渡
っ
て

い
ま
す
（
4
）
。
「
う
な
ゐ
・
下
仕
へ
」
な
ど
の
侍
女
た
ち
は
、
舟
の
上
に
板
を
渡
し
た
浮

橋
を

渡
っ
て
、
こ
の
釣
殿
に
来
て
い
ま
す
。
あ
と
で
呼
び
出
さ
れ
た
藤
原
仲
忠
た
ち

は
、
船
に
乗
っ
て
釣
殿
を
訪
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
廊
と
切
り
離
さ
れ
た
釣
殿
は

あ
ま
り
例
が
な
く
、
実
際
の
寝
殿
造
り
で
は
、
治
安
元
年
（
一
〇
一
＝
）
に
造
ら
れ
た
、

藤
原
頼
通
の
高
陽
院
の
釣
殿
が
最
初
の
例
で
、
こ
れ
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
正
頼
邸
の

こ
の
釣
殿
に
着
想
を
得
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
（
5
）
。
こ
の
釣
殿
で
、

正
頼

は
、
上
達
部
や
親
王
た
ち
を
集
め
て
、
納
涼
の
宴
を
催
し
ま
す
。
宴
で
は
、
女

君
の
弾
く
琴
と
、
男
君
た
ち
の
吹
く
笛
の
演
奏
が
あ
り
、
楽
人
た
ち
の
琵
琶
や
箏
の

琴
、
磐
（
中
国
伝
来
の
打
楽
器
）
な
ど
が
そ
れ
に
合
わ
せ
て
演
奏
さ
れ
、
池
で
、
網
や

鵜
飼
い
に
よ
っ
て
鯉
や
鮒
を
捕
り
、
菱
や
水
蕗
（
鬼
蓮
）
を
採
取
し
、
中
島
か
ら
は
山

桃
や
姫
桃

と
い
う
果
物
を
採
ら
せ
た
り
し
て
、
人
々
を
も
て
な
し
ま
し
た
。
鵜
飼
い

と
い
え
ば
、
現
在
で
は
長
良
川
の
鵜
飼
が
有
名
で
す
が
、
貴
族
の
寝
殿
造
り
の
池
で

も
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
今
で
言
え
ば
、
生
け
貰
料
理
と
で
も

言
う
べ
き
も
の
で
、
最
高
の
も
て
な
し
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
鯉
は
、
産
養
の
際
の
贈
答
品
と
し
て
し
ば
し
ば
贈
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
次

の
例
は
、
源
涼
の
子
供
が
生
ま
れ
た
後
の
産
養
の
記
事
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
か
み
　
か
ん
な
び
の
た
ね
ま
つ
　
　
　
　
　
つ
か
さ

　
し
ば
し
あ
れ
ば
、
紀
伊
守
（
神
南
備
種
松
）
、
国
の
司
た
ち
の
ら
う
に
率
ゐ
て
、
物
奉
る
。

あ
ら
ま
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぎ
し

苞
萱
一
つ
、
鮭
と
を
一
つ
に
つ
け
た
り
。
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
け
た
り
。
雑
子
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
さ
さ
げ
　
　
　
　
　
　
ひ
と
さ
さ
げ

捧
、
三
つ
を
一
枝
に
つ
け
た
り
。
鳩
十
捧
、
二
つ
を
一
捧
に
し
た
り
。
白
銀
の
す
ふ
た
つ

　
　
　
み
ち
　
　
あ
ま
づ
ら

二

つ
、
蜜
と
甘
葛
と
入
れ
た
り
。
東
の
渡
殿
に
持
て
連
ね
て
、
並
み
立
て
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（蔵
開
・
下
、
五
七
九
ペ
ー
ジ
）

こ
の
鯉
や
雑
を
贈
っ
た
紀
伊
守
は
、
源
涼
の
祖
父
で
す
。
産
養
と
は
、
誕
生
し
た
子

一三



一二
。

供
の
無
事
に
成
長
す
る
こ
と
を
祈
っ
て
、
誕
生
後
、
三
日
、
五
日
、
七
日
、
ま
た
は
九

日
に
行
わ
れ
た
儀
式
で
、
鯉
が
産
養
の
際
に
贈
ら
れ
た
の
は
、
前
に
見
た
『
飲
食
事

典
』
に
、
「
産
婦
に
与
え
る
と
、
乳
の
出
が
よ
く
な
る
」
と
あ
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で

は

な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
は
、
生
ま
れ
た
子
供
に
と
い
う
よ
り
も
、
出
産
を
無
事
に
す

ま
せ
た
母
親
に
食
べ
さ
せ
る
た
め
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
っ

と
も
、
こ
の
鯉
や
鯛
は
、
後
に
、
「
鯉
・
鯛
は
、
生
き
て
働
く
や
う
に
て
、
同
じ
作
り

枝
に
つ
け
た
り
」
（
蔵
開
・
下
、
五
八
五
ペ
ー
ジ
）
と
あ
っ
て
、
作
り
物
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
仲
忠
と
女
一
の
宮
と
の
間
に
娘
い
ぬ
宮
が
誕
生
し
た
際
の
七
日
の
産

養
の
日
に
も
、
藤
壺
（
あ
て
宮
）
か
ら
、
白
銀
の
鯉
や
白
銀
の
鯛
の
作
り
物
が
贈
ら
れ

て

い
ま
す
（
蔵
開
・
上
、
四
八
三
～
四
八
四
ペ
ー
ジ
）
。

　
い
ぬ
宮
の
九
日
の
産
養
の
日
に
は
、
仲
忠
の
妹
で
あ
る
梨
壺
か
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

贈
り
物
と
と
も
に
、
白
銀
の
鯉
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ね

　
ま
た
、
春
宮
に
候
ひ
給
ふ
中
納
言
の
妹
（
梨
壼
）
の
も
と
よ
り
も
、
一
斗
ば
か
り
の
金
の

蹴
二
つ
に
、
一
つ
に
は
寧
　
一
つ
に
は
酷
荒
入
れ
て
、
黄
ば
み
た
る
色
紙
覆
ひ
て
、
担
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ぶ
く
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ろ
ば
う

　
　
　
　
　
　
ニ
ん
る

樹

碧
。
紺
瑠
璃
の
大
き
や
か
な
る
餌
袋
二
つ
に
、
白
銀
の
銭
一
餌
袋
に
、
黒
坊

　
ひ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ん

を
日
乾
し
の
や
う
に
し
な
し
て
一
餌
袋
、
沈
を
小
鳥
の
や
う
に
作
り
な
し
て
一
餌
袋
、
鳥

　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
す
や
う
　
か
さ
ね

の
毛
を
剥
ぎ
集
め
て
、
青
き
薄
様
一
重
つ
つ
覆
ひ
て
結
ひ
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
開
・
上
、
四
九
六
ペ
ー
ジ
）

こ
の
鯉
も
、
「
生
き
た
る
や
う
に
作
り
な
し
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
る
で
生
き
て
い

る
か
の
よ
う
に
精
巧
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
産
養
で
贈
ら
れ
た
贈
り
物
は
、
産
養
が
終
わ
る
と
、
子
供
の
誕
生
を
祝
っ
て
く
れ
た

人
々
に
、
お
礼
と
し
て
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
習
慣
も
あ
り
ま
し
た
。
梨
壼
か
ら
贈
ら
れ
た

鯉
は
、
女
一
の
宮
の
母
仁
寿
殿
の
女
御
か
ら
、
女
一
の
宮
の
父
、
す
な
わ
ち
、
い
ぬ
宮

の
祖
父
に
あ
た
る
朱
雀
帝
に
、
藤
壺
か
ら
贈
ら
れ
た
「
白
銀
の
雑
」
な
ど
と
と
も
に
、

較
負
の
乳
母
と
い
う
人
を
通
し
て
贈
ら
れ
て
い
ま
す
。
次
は
、
そ
の
贈
り
物
を
朱
雀
帝

が
見
た
時
の
記
事
で
す
。

　
か
く
て
、
奉
れ
給
へ
る
物
、
御
文
な
ど
、
持
て
参
り
て
御
覧
ぜ
さ
す
れ
ば
、
上
（
朱
雀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
げ
ひ

帝
）
、
御
覧
じ
て
、
「
わ
ざ
と
麗
し
く
し
た
り
け
る
物
ど
も
か
な
。
靭
負
が
語
り
つ
ら
む
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
を

何
ご
と
そ
」
と
の
た
ま
ふ
。
「
こ
の
、
鰹
を
押
し
寄
せ
て
切
り
て
侍
り
つ
る
物
な
ん
ど
ぞ
、

こ
れ
か
れ
に
賜
ひ
つ
る
」
と
申
す
。
「
い
と
さ
ま
ざ
ま
に
を
か
し
く
し
た
り
け
る
物
ど
も
か

　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ぶ
く
ろ

な
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
餌
袋
は
、
后
の
宮
に
、
「
『
女
一
の
宮
の
残
り
物
』
と
て
も
の
し
給
へ

る
な
り
」
と
て
奉
れ
給
ひ
つ
。

’
も
と
に
竿
り
岨
　
り
。

（蔵
開
・
上
、
五
〇
六
ペ
ー
ジ
）

鯉
と
雑
は
、
朱
雀
帝
か
ら
、
さ
ら
に
、
帝
の
寵
愛
を
受
け
て
、
皇
子
を
生
ん
だ
ば
か
り

の
更
衣
の
も
と
へ
と
贈
ら
れ
ま
し
た
。
も
と
よ
り
白
銀
の
作
り
物
の
鯉
と
雑
で
す
か
ら
、

ど
ち
ら
も
実
際
に
食
べ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
無
事
に
出
産
し
た
女
一
の
宮
に

あ
や
か
る
よ
う
に
と
贈
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
最
初
に
、
『
徒
然
草
』
の
記
事
か
ら
、
兼
好
が
言
う
鯉
の
特
徴
と
し
て
、
栄
養
価
が
高



く
、
尊
重
す
べ
き
魚
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
述
べ
ま
し
た
が
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
描

か
れ
た
「
鯉
」
も
、
同
じ
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
朱
雀
帝
は
、
仁
寿
殿
の
女
御
に
、
お
礼
の
手
紙
を
書
き
ま
す
。
次
の
歌
は
、
そ
の
手

紙

に
書
き
添
え
ら
れ
た
歌
で
す
。

よ
そ
な
が
ら
中
淀
み
す
る
淀
川
に
あ
り
け
る
d
剖
を
一
人
見
る
か
な

こ
の
歌
は
、
「
こ
ひ
」
に
「
鯉
」
と
「
恋
」
を
掛
け
て
、
「
中
淀
み
す
る
淀
川
」
に
、
女
一
の

宮
の
出
産
の
た
め
に
退
出
し
た
ま
ま
宮
中
に
な
か
な
か
戻
っ
て
来
な
い
女
御
を
た
と
え

た
歌
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
鯉
は
、
「
恋
」
の
掛
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

　
次
の
例
は
、
仲
忠
が
、
ま
だ
春
宮
に
入
内
す
る
前
に
あ
て
宮
に
求
婚
歌
を
贈
っ
た
場

面
で
す
。

泣
く
泣
く
監
・
謬
語
し
明
か
し
て
つ
と
め
て
霧
に
注
鋤
の
鯉
く
は
せ
て

そ
の
鯉
に
、
か
く
書
き
つ
け
て
奉
れ
た
り
。

，、

褒
も
す
が
ら
我
浮
か
み
つ
る
涙
川
尽
き
せ
ず
d
ぴ
の
あ
る
ぞ
わ
び
し
き

と
て
奉
れ
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
わ
う

　
あ
て
宮
、
物
も
の
た
ま
は
ず
。
孫
王
の
君
、
「
こ
の
度
は
、
な
ほ
の
た
ま
は
せ
よ
。
殊
に

物
も
の
た
ま
は
せ
ず
静
か
な
る
人
の
、
、
心
魂
も
な
く
泣
き
惑
ひ
給
へ
ば
、
い
と
ほ
し
く

な
む
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
「
聞
き
に
く
き
こ
と
出
で
来
ば
、
君
の
御
罪
に
な
さ
む
」
と
て
、
白

　
　
　
　
ち
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か

銀
の
川

に
、
沈
の
松
燈
し
て
、
沈
の
男
に
持
た
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
き
つ
け
て
遣
は
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
が
り
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
川
の
瀬
に
浮
か
べ
る
お
の
が
篭
火
の
影
を
や
お
の
が
d
剖
と
見
つ
ら
む

な
ど
の
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
（
祭
の
使
、
二
三
七
ペ
ー
ジ
）

「
黒
方
」
は
、
沈
香
や
丁
子
な
ど
を
練
り
合
わ
せ
た
薫
物
の
名
で
す
。
仲
忠
は
、
黒
方

を
夜
の
川
に
見
立
て
て
、
そ
の
上
に
白
銀
の
鯉
を
泳
が
せ
る
よ
う
に
配
し
て
、
そ
の
鯉

に
歌
を
書
き
つ
け
て
あ
て
宮
に
贈
り
ま
す
。
「
夜
も
す
が
ら
我
浮
か
み
つ
る
涙
川
尽
き

せ
ず
d
d
の
あ
る
ぞ
わ
び
し
き
」
の
歌
も
、
「
こ
ひ
」
に
、
「
鯉
」
と
「
恋
」
を
掛
け
た
も

の

で
、
一
晩
中
涙
の
川
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
な
私
で
す
が
、
そ
の
涙
の
川
に
鯉
が
泳

い
で
い

る
よ
う
に
、
私
の
恋
の
思
い
が
い
つ
ま
で
も
尽
き
る
こ
と
の
な
い
こ
と
が
つ
ら

い
の

で
す

と
い
っ
た
内
容
で
す
。
こ
の
歌
に
あ
て
宮
が
返
し
た
「
川
の
瀬
に
浮
か
べ
る

お

の
が
篭
火
の
影
を
や
お
の
が
d
d
と
見
つ
ら
む
」
の
歌
は
、
川
の
瀬
に
浮
か
ん
だ
、

自
分
自
身
の
篭
火
の
影
を
、
魚
の
鯉
な
ら
ぬ
自
分
の
恋
だ
と
思
っ
た
だ
け
な
の
で
し
ょ

う
と
言
っ
て
、
切
り
返
し
た
も
の
で
す
。

　
「
鯉
」
と
「
恋
」
を
掛
け
た
歌
は
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
以
外
で
は
、
ほ
か
に
、
『
大
和
物

語
』
の
第
＝
二
八
段
に
も
例
が
見
え
ま
す
。

　
こ
や
く
し
く
そ
と
い
ひ
け
る
人
、
あ
る
人
を
呼
ば
ひ
て
お
こ
せ
た
り
け
る
、

　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
隠
れ
沼
の
底
の
下
草
水
隠
れ
て
知
ら
れ
ぬ
こ
ひ
は
苦
し
か
り
け
り

返
し
、
女
、

　
　
み
が
く
れ
に
隠
る
ば
か
り
の
下
草
は
長
か
ら
じ
と
も
思
ほ
ゆ
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け

こ
の
、
こ
や
く
し
と
い
ひ
け
る
人
は
、
丈
な
む
い
と
短
か
か
り
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
大
和
物
語
』
第
一
三
八
段
（
6
）
）

「
こ
や
く
し
く
そ
」
と
は
、
男
性
の
名
で
、
後
に
「
こ
や
く
し
」
と
も
あ
る
の
で
、
「
く

そ
」
は
名
前
に
つ
け
る
接
尾
語
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
「
こ
や
く
し
」
は
、
背
丈

三



一三

が
低
い
人
で
し
た
。
こ
の
「
こ
や
く
し
」
が
、
あ
る
女
性
に
歌
を
贈
り
ま
す
。
「
隠
れ
沼

の
底
の
下
草
み
が
く
れ
て
知
ら
れ
ぬ
こ
ひ
は
苦
し
か
り
け
り
」
の
歌
の
「
こ
ひ
」
も
、

「
鯉
」
と
「
恋
」
が
掛
け
ら
れ
て
、
草
に
覆
わ
れ
た
沼
の
底
の
下
の
水
草
に
隠
れ
て
見

え
な
い
鯉
の
よ
う
に
、
あ
な
た
に
私
の
恋
の
思
い
が
知
っ
て
も
ら
え
ず
に
つ
ら
い
と
い

っ

た
意
味
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
少
し
歯
切
れ
の
悪
い
言
い
方
を
し
た
の
は
、
今
テ
キ

ス

ト
と
し
た
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
で
は
、
こ
の
「
こ
ひ
」
の
掛
詞
を
認
め
て
い

な
い
か
ら
で
す
。
『
大
和
物
語
』
の
注
釈
書
を
い
く
つ
か
見
て
み
ま
し
た
が
、
「
鯉
」
と

「
恋
」
の
掛
詞
を
認
め
る
も
の
と
認
め
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
贈
答
は
、
『
伊
勢
集
』
に
も
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
藤
原
仲
平
と
伊
勢
の
贈
答
と

し
て
見
ら
れ
る
の
で
す
が
、
近
年
出
版
さ
れ
た
二
つ
の
『
伊
勢
集
』
の
注
釈
書
で
も
、

こ
の
掛
詞
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
『
大
和
物
語
』
と
そ
う
違
わ
な
い
頃
に
成
立
し
た

『
古
今
和
歌
六
帖
』
と
い
う
歌
集
に
は
、
魚
の
「
鯉
」
の
歌
題
で
、
次
の
二
首
の
歌
が

載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ

行
く
水
の
下
な
る
d
酬
の
苦
し
き
は
網
の
ひ
と
め
を
慎
む
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
三
、
一
五
一
四
（
7
）
）

淀
川
の
底
に
す
ま
ね
ど
d
胡
と
い
へ
ば
す
べ
て
い
を
こ
そ
寝
ら
れ
ざ
り
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
三
、
一
五
一
五
）

ど
ち
ら
も
、
「
こ
ひ
」
に
、
「
鯉
」
と
「
恋
」
を
掛
け
た
歌
で
す
。
ま
だ
、
一
般
的
に
認
知

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
魚
の
「
鯉
」
は
、
同
じ
音
の
「
恋
」
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、

よ
う
や
く
歌
言
葉
の
一
員
と
し
て
ほ
ん
の
末
席
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
言
葉
だ
と

思
い
ま
す
。

○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぎ
し
　
　
　
き
ぎ
す

　
「
雑
」
の
語
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
二
例
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
、
「
雑
子
」
「
雑
子
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
し

「雑
の
足
」
「
雑
の
皮
」
「
雑
の
哨
」
を
含
め
て
、
一
二
例
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
例
は
、
「
行
幸
」
の
巻
の
、
大
原
野
行
幸
の
際
に
、
物
忌
み
を
理
由

に
参
加
し
な
か
っ
た
太
政
大
臣
光
源
氏
の
も
と
に
、
冷
泉
帝
が
雑
一
枝
を
贈
っ
た
例
で

す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
し

　
　
　
か

う
て
野
に
お
は
し
ま
し
着
き
て
、
御
輿
と
ど
め
、
上
達
部
の
平
張
に
物
参
り
、
御
装

　
　
　
　
　
　
な
ほ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
み
き

　
　
束
ど
も
、
直
衣
、
狩
の
装
ひ
な
ど
に
改
め
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
六
条
の
院
よ
り
、
大
御
酒
、

　
　
御
果
物
な
ど
奉
ら
せ
た
ま
へ
り
。
今
日
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
べ
く
、
か
ね
て
御
気
色
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
う

　
　

け
れ
ど
、
御
物
忌
み
の
よ
し
を
奏
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
け
る
な
り
け
り
。
蔵
人
の
左
衛
門
尉

　
　

を
御
使
に
て
、
　
　
　
　
ら
　
た
ま
　
。
仰
せ
言
に
は
何
と
か
や
、
さ
や
う
の
折
の
こ
と

　
　
ま
ね
ぶ
に
、
わ
づ
ら
は
し
く
な
む
。

　
　
　
　
雪
深
き
小
塩
の
山
に
立
つ
畑
の
古
き
跡
を
も
今
日
は
尋
ね
よ

　
　
太
政
大
臣
の
、
か
か
る
野
の
行
幸
に
仕
う
ま
つ
り
た
ま
へ
る
た
め
し
な
ど
や
あ
り
け
む
、

　
　
お
と
ど

　
　
大
臣
、
御
使
を
か
し
こ
ま
り
も
て
な
さ
せ
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
小
塩
山
み
ゆ
き
積
も
れ
る
松
原
に
今
日
ば
か
り
な
る
跡
や
な
か
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
が

　
　
と
、
そ
の
こ
ろ
ほ
ひ
聞
き
し
こ
と
の
、
側
々
思
ひ
出
で
ら
る
る
は
、
僻
こ
と
に
や
あ
ら
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
「
行
幸
」
の
巻
（
8
）
）

冷
泉
帝
の
「
雪
深
き
」
の
歌
の
「
雪
深
き
小
塩
の
山
に
立
つ
雑
の
」
ま
で
は
序
詞
で
、

「
古
き
跡
」
は
、
雑
の
足
跡
の
意
味
と
、
故
実
先
例
の
意
味
を
掛
け
て
、
光
孝
天
皇
の



芹
川
行
幸
に
太
政
大
臣
藤
原
基
経
が
供
奉
し
た
先
例
が
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
今
日
は

こ
の
大
原
野
行
幸
に
つ
い
て
来
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
歌
で
す
。
こ
の
例
は
、

食
品
と
さ
れ
た
例
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
維
は
、
天
皇
か
ら
太
政
大
臣
に
贈
ら
れ
る
の

に
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
し
た
。

　
『
大
鏡
』
の
基
経
伝
に
は
、
こ
の
光
孝
天
皇
と
基
経
に
ま
つ
わ
る
、
次
の
よ
う
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
ど

　
小
松
の
帝
（
光
孝
天
皇
）
の
御
母
、
こ
の
大
臣
（
基
経
）
の
御
母
、
は
ら
か
ら
に
お
は
し

　
　
　
　
　
ち
ご

ま
す
。
さ
て
、
児
よ
り
小
松
の
帝
を
ば
親
し
く
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
う
け
る
に
、
事
に

　
　
き
や
う
じ
や
く

ふ

れ
、
景
　
に
お
は
し
ま
す
。
「
あ
は
れ
君
か
な
」
と
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
が
、

　
　
　
お
と
ど
　
だ
い
き
や
う

良
房
の
大
臣
の
大
饗
に
や
、
昔
は
親
王
た
ち
必
ず
大
饗
に
つ
か
せ
た
ま
ふ
こ
と
に
て
、
渡

ら
せ
た
ま
へ
る
に
、
燭
ー
　
い
か
が
し
け
む
、

そ
ん
じ
や
　
　
お
ま
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
い
ぜ
ん
　
　
　
み
こ

尊
者
の
御
前
に
取
り
落
と
し
て
け
り
。
陪
膳
の
、
親
王
（
光
孝
天
皇
）
の
御
前
の
を
取
り
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
と
な
ぶ
ら

惑
ひ

て
、
尊
者
の
御
前
に
据
う
る
を
、
い
か
が
思
し
召
し
け
む
、
御
前
の
大
殿
油
を
や
を

ら
か
い
消
た
せ
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
鏡
』
太
政
大
臣
基
経
（
9
）
）

「
大
饗
」
は
、
大
臣
に
任
じ
ら
れ
た
時
、
あ
る
い
は
、
そ
の
後
、
毎
年
正
月
に
大
臣
家

で

行
わ
れ
る
饗
宴
で
、
臣
下
の
饗
宴
と
し
て
は
最
も
重
要
な
饗
宴
で
す
。
基
経
の
父
良

房
の
大
饗
の
時
、
尊
者
（
主
賓
）
の
前
に
盛
る
雑
の
足
を
陪
膳
の
者
が
う
っ
か
り
落
と

し
て
し
ま
い
、
慌
て
て
、
当
時
親
王
と
し
て
出
席
し
た
光
孝
天
皇
の
御
前
の
物
を
取
っ

て
、
尊
者
の
食
膳
に
置
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
時
、
光
孝
天
皇
は
、
そ
ば
に
あ

っ

た
明
か

り
を
消
し
て
、
陪
膳
の
者
の
失
態
を
か
ば
っ
た
と
い
い
ま
す
。
基
経
は
、
光

孝
天
皇
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
の
で
す
が
、
こ
の
大
饗
に
参
加
し
て
い
て
、
こ
の
親
王
の

と
っ
さ
の
機
転
に
感
心
し
て
、
後
に
、
陽
成
天
皇
の
退
位
の
後
の
天
皇
に
、
み
ず
か
ら

天
皇
に
な
ろ
う
と
し
た
源
融
を
退
け
て
、
光
孝
天
皇
が
次
の
天
皇
に
な
る
道
を
開
い
た

と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
臣
大
饗
の
よ
う
な
饗
宴
で
食
べ
ら
れ
る
の
も
、
雑
で
し
た
。

　

こ
の
「
維
の
足
」
と
は
、
雑
の
も
も
肉
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
「
雑
の
足
」
の
例
は
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
も
一
例
見
え
ま
す
。
「
蔵
開
・
中
」
の
巻
で
、
仲
忠
が
、
朱
雀
帝
に
、

父
祖
伝
来
の
書
籍
を
講
書
す
る
た
め
に
参
内
し
た
時
の
こ
と
で
す
。
講
書
を
一
時
中
断

し
て
、
人
々
が
殿
上
の
間
で
く
つ
ろ
い
で
い
る
時
に
、
今
で
は
春
宮
妃
と
な
っ
た
藤
壺

（あ
て
宮
）
の
も
と
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
食
べ
物
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
若

菜
の
美
と
と
も
に
、
「
雑
の
足
」
が
器
に
高
く
盛
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
蔵
開
・
中
、

五
四

五
～
五
四
六
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
「
雑
の
足
」
も
、
宮
中
で
、
殿
上
の
間
で
く
つ
ろ
ぐ

人

々
に
、
春
宮
妃
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
や
は
り
、
高
級
な
食
べ
物
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
雑
も
、
鯉
と
同
じ
よ
う
に
、
産
養
の
際
の
贈
答
品
と
し
て
贈
ら
れ
ま
し
た
。
い
ぬ
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ろ
か
ね
　
　
き
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
り
う
な
う

の
七

日
の
産
養
の
日
に
は
、
藤
壺
か
ら
「
白
銀
の
雑
二
つ
、
腹
に
龍
脳
込
め
て
、
雑
の

皮
を
は
ぎ
て
、
大
い
な
る
松
の
作
り
枝
に
つ
け
て
」
（
蔵
開
・
上
、
四
八
ニ
ペ
ー
ジ
）
贈

ら
れ
、
源
涼
の
子
供
が
生
ま
れ
た
後
の
産
養
の
日
に
は
、
紀
伊
守
か
ら
、
「
鯉
十
捧
」
と

　
　
　
　
き
ぎ
し

と
も
に
、
「
雑
子
十
捧
」
が
贈
ら
れ
て
い
ま
す
（
蔵
開
・
下
、
五
七
九
ペ
ー
ジ
）
。
い
ず

れ
も
作
り
物
の
例
で
す
が
、
『
食
品
国
歌
』
に
、
「
雑
の
肉
中
温
め
て
気
を
ば
増
し
、
潟

利
を
と
ど
め
て
痩
を
除
く
そ
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
言
わ
ば
、
健
康
食
品
と
し
て
、
鯉

と
同
じ
よ
う
に
産
養
の
品
と
し
て
贈
ら
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら

三
三



一
一四

れ
ま
す
。

　
次

に
、
あ
て
宮
の
求
婚
者
の
一
人
で
あ
っ
た
源
仲
頼
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
仲
頼
は
、
左
大
臣
の
次
男
で
、
父
親
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て

い
ま
す
が
、
音
楽
の
才
に
す
ぐ
れ
、
多
く
の
人
々
か
ら
婿
に
と
望
ま
れ
な
が
ら
、
「
天

女
以
外
に
は
自
分
の
妻
と
な
る
女
性
は
い
な
い
」
と
思
っ
て
、
結
婚
す
る
こ
と
な
く
過

ご
し
て
き
た
人
物
で
す
。
こ
の
仲
頼
も
、
才
色
兼
備
で
名
高
い
宮
内
卿
在
原
忠
保
の
娘

に

よ
う
や
く
婿
取
ら
れ
、
愛
し
合
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
仲
頼
と
忠
保
の
娘
と
の
仲
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

「
こ
の
娘
に
婿
取
り
つ
る
に
、
思
ふ
と
言
へ
ば
疎
か
な
り
。
会
は
せ
し
夜
よ
り
、
掻
い

つ
き
て
、
あ
は
れ
に
い
み
じ
き
契
り
を
す
。
片
時
ほ
か
に
泊
ま
る
こ
と
な
く
、
ま
れ
に

う
　
ち

内
裏
に
参
り
て
は
、
す
な
は
ち
急
ぎ
ま
か
で
つ
つ
、
例
あ
り
し
や
う
に
宮
仕
へ
も
せ
ず
、

限
り
な
く
思
ふ
」
（
嵯
峨
の
院
、
一
九
一
ペ
ー
ジ
）
と
ま
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り
ゆ
み

う
に
夫
婦
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
仲
頼
も
、
正
頼
邸
で
行
わ
れ
た
賭
弓
の
還
饗
で
、
あ

て
宮
を
垣
間
見
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
人
生
を
狂
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
仲
頼
は
、
正
頼
の
家
か
ら
婚
家
に
帰
っ
て
き
て
、
そ
の
ま
ま
、
五
、
六
日
寝
込
ん
で

し
ま
い
ま
す
。
仲
頼
が
正
頼
邸
で
見
た
あ
て
宮
の
姿
は
、
「
天
女
下
り
た
る
や
う
な
る

人
」
と
評
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
天
女
以
外
に
は
自
分
の
妻
と
な
る
女
性
は
い
な
い
」
と
思

っ

て

い
た

仲
頼
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
理
想
と
す
べ
き
女
性
で
し
た
。
あ
て
宮
を
見
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
れ
ほ
ど
愛
し
合
っ
て
い
た
妻
の
こ
と
も
、
何
と
も
思
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
物
語
は
、
「
「
に
な
く
め
で
た
し
」
と
思
ひ
し
妻
も
、
物
と
も

お
ぼ

え
ず
、
片
時
も
見
ね
ば
、
恋
し
く
悲
し
く
思
ひ
し
も
、
前
に
向
か
ひ
居
た
れ
ど
も
、

目
に
も
立
た
ず
」
（
嵯
峨
の
院
、
一
九
三
ペ
ー
ジ
）
と
語
っ
て
い
ま
す
。
夫
の
異
変
を
敏

感
に
感
じ
取
っ
た
妻
は
、
夫
に
は
、
誰
か
心
に
思
う
人
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
と
察
し
て
、

両
親
の
部
屋
に
行
っ
て
籠
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
娘
の
こ
と
を
案
じ
た
母
は
、
夫
仲
頼

の

も
と
に
戻
る
よ
う
に
説
得
し
て
、
娘
を
戻
し
ま
す
。
次
の
引
用
文
は
、
そ
の
翌
日
の

こ
と
で
、
心
配
し
た
「
父
ぬ
し
」
在
原
忠
保
が
、
婿
仲
頼
の
も
と
を
訪
れ
た
場
面
で
す
。

　
つ
と
め
て
、
父
ぬ
し
（
在
原
忠
保
）
、
少
将
（
源
仲
頼
）
の
方
に
ま
う
で
給
ひ
て
、
「
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
や
す

に
、
か
く
籠
り
お
は
し
ま
す
。
つ
き
な
く
も
思
ほ
さ
る
ら
む
。
忠
保
、
心
ざ
し
深
け
れ
ど
、

い
と
あ
や
し
く
の
み
侍
り
て
、
し
る
し
な
き
こ
と
を
か
し
こ
ま
り
申
し
侍
り
」
。
少
将
、
「
あ

な
か
し
こ
。
何
か
。
つ
き
な
き
こ
と
も
侍
ら
ず
。
日
ご
ろ
、
乱
り
心
地
の
、
例
に
も
似
ず

侍
れ
ば
、
内
の
方
に
も
参
ら
で
、
籠
り
侍
る
な
り
」
。
「
な
ど
か
、
さ
は
お
は
し
ま
す
ら
む
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
じ

少
将
、
「
知
ら
ず
。
こ
の
左
大
将
殿
（
源
正
頼
）
の
饗
に
参
り
て
侍
り
し
に
、
宮
の
、
か
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

ら
け
取
り
給
ひ
て
、
い
み
じ
く
強
ひ
給
ひ
し
か
ば
、
期
も
な
く
食
べ
酔
ひ
に
け
る
名
残
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
み
き

に
や
侍
ら
む
」
。
「
い
と
不
便
な
る
こ
と
か
な
。
す
べ
て
、
こ
の
御
酒
聞
こ
し
召
し
過
ぐ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ

と
こ
そ
、
い
と
悪
し
き
こ
と
な
れ
」
。
少
将
、
「
い
か
で
、
こ
の
官
ま
か
り
離
れ
な
む
。
す
ず

　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ふ
つ
か
さ

う
な
る
酒
飲
み
は
、
衛
府
司
の
す
る
わ
ざ
な
り
け
り
」
と
言
ふ
。
父
ぬ
し
、
内
に
入
り
て
、

「
君

は
、
こ
の
頃
悩
み
給
ふ
こ
と
あ
り
け
り
。
何
ご
と
を
か
仕
ま
つ
ら
む
。
い
と
ほ
し
く
」

な
ど
言
ふ
を
、
こ
の
女
、
例
な
ら
ぬ
気
色
を
見
て
、
「
い
と
心
憂
し
」
と
思
ひ
て
、
前
な
る

硯
に
、
手
習
ひ
を
し
て
、
か
く
書
き
つ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち

　
　
こ
の
世
に
は
つ
ら
き
心
も
知
り
果
て
ぬ
契
り
し
後
の
世
を
も
見
て
し
か

と
書
き
て
、
押
し
わ
ご
み
て
置
い
た
る
を
見
て
、
「
あ
は
れ
」
と
思
ふ
。
「
わ
が
心
と
も
言
は

じ
、
あ
ぢ
き
な
き
を
見
て
、
え
あ
る
ま
じ
き
こ
と
を
思
ひ
て
、
人
に
も
、
『
つ
ら
し
』
と
思

は
る
る
こ
と
。
い
か
ば
か
り
思
ひ
し
人
に
も
あ
ら
な
く
に
」
と
思
ふ
に
も
、
あ
は
れ
な
り
け

れ
ば
、
「
昔
よ
り
契
り
し
深
き
仲
な
れ
ば
生
き
も
死
に
を
も
と
も
に
こ
そ
せ
め
な
ほ
、
心
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ろ

の
、
例
な
ら
ず
悩
ま
し
け
れ
ば
そ
や
。
御
た
め
に
疎
か
な
る
に
は
、
な
ど
て
か
あ
ら
む
」
な



ど
言
ひ
て
、
も
ろ
と
も
に
臥
し
ぬ
。

（嵯
峨
の
院
、
一
九
六
～
一
九
七
ペ
ー
ジ
）

こ
の
場
面
は
、
仲
頼
の
も
と
に
や
っ
て
来
た
舅
忠
保
の
発
言
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
忠
保

は
、
正
頼
邸
か
ら
帰
っ
て
き
て
か
ら
ず
っ
と
籠
っ
て
い
る
仲
頼
の
こ
と
を
案
じ
て
、

「
ど
う
し
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
部
屋
に
閉
じ
籠
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
。
何
か

不
愉
快
な
こ
と
で
も
お
あ
り
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
婿
君
を
大
切
に
思
う
気
持
ち

は
強
い
の
で
す
け
れ
ど
、
と
て
も
貧
し
く
て
、
婿
君
へ
の
心
ざ
し
を
は
っ
き
り
と
示
す

こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、
食
べ
物
や
衣
装
な
ど
を
充
分
に
ご
用
意
で
き
な
い
こ
と
を
、

と
て
も
申
し
わ
け
な
く
思
っ
て
い
ま
す
」
と
言
い
ま
す
。
仲
頼
は
、
「
恐
縮
で
す
。
何
で

も
な
い
の
で
す
。
不
愉
快
に
思
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
数
日
、
普
段

と
違
っ
て
、
気
分
が
す
ぐ
れ
な
い
の
で
、
ご
挨
拶
に
も
伺
わ
ず
に
籠
っ
て
い
る
だ
け
で

す
」
と
答
え
ま
す
。
次
の
「
な
ど
か
、
さ
は
お
は
し
ま
す
ら
む
」
は
、
忠
保
の
発
言
で
、

「
ど
う
し
て
こ
気
分
が
す
ぐ
れ
な
く
な
っ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
い

う
意
味
で
す
。
仲
頼
は
、
さ
ら
に
、
「
わ
か
り
ま
せ
ん
。
先
日
、
左
大
将
正
頼
殿
の
饗

宴
に
参
上
し
た
時
に
、
宮
さ
ま
が
、
杯
を
お
持
ち
に
な
っ
て
、
私
に
む
り
や
り
飲
む
よ

う
に
お
勧
め
に
な
っ
た
の
で
、
際
限
な
く
飲
ん
で
酔
っ
て
し
ま
っ
た
せ
い
で
し
ょ
う
」

と
言
っ
て
、
舅
を
安
心
さ
せ
る
た
め
に
、
強
度
の
二
日
酔
い
、
も
う
七
日
酔
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
酒
に
酔
っ
た
せ
い
だ
と
答
え
ま
す
。

　
忠
保
は
、
こ
の
仲
頼
の
言
葉
を
信
じ
た
よ
う
で
す
。
「
と
て
も
困
っ
た
こ
と
で
す
ね
。

ま
っ
た
く
、
お
酒
を
飲
み
過
ぎ
る
こ
と
は
、
い
け
な
い
こ
と
で
す
」
と
言
っ
て
心
配
し

ま
す
。
仲
頼
は
、
「
も
う
、
こ
の
近
衛
の
少
将
と
い
う
官
職
を
や
め
て
し
ま
い
た
い
。

む

や
み

に
酒
を
飲
む
の
は
、
衛
府
司
が
す
る
こ
と
で
す
」
と
答
え
ま
す
。
こ
の
発
言
は

「
衛
府
司
」
の
「
ゑ
ふ
」
に
酒
を
飲
ん
で
酔
う
の
「
ゑ
ふ
」
を
掛
け
た
洒
落
で
、
『
う
つ
ほ

物
語
』
に
は
、
ほ
か
に
も
見
え
る
の
で
す
が
、
ま
だ
ほ
か
の
作
品
で
は
見
た
こ
と
が
な

い
表
現
で
す
。
こ
ん
な
酒
落
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
会
話
を
生
き
生
き
と
描
く
の
が
こ
の

物
語
の
特
徴
で
す
。

　
忠
保

は
、
自
分
の
妻
の
も
と
に
戻
っ
て
、
「
婿
君
は
、
こ
こ
何
日
か
気
分
が
す
ぐ
れ

ず
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
う
だ
。
ど
ん
な
お
世
話
を
し
て
さ
し
あ
げ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う

か
。
お
気
の
毒
に
」
な
ど
と
言
っ
て
相
談
し
ま
す
。
次
の
「
こ
の
女
」
と
い
う
の
は
、

仲
頼
の
妻
で
す
。
強
度
の
二
日
酔
い
で
気
分
が
す
ぐ
れ
な
い
と
い
う
仲
頼
の
発
言
を
信

じ
た
忠
保
と
違
い
、
妻
は
、
い
つ
も
と
違
う
夫
の
様
子
を
見
て
、
「
と
て
も
つ
ら
い
」
と

思
っ
て
、
前
に
あ
っ
た
硯
で
、
手
習
い
の
よ
う
に
、
書
く
と
も
な
く
書
き
つ
け
ま
す
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
そ
の
時
の
思
い
を
、
書
く
と
も
な
く
書
き
つ
け
た
手
習
い
の

歌
が
数
多
く
あ
り
、
特
に
、
浮
舟
と
い
う
女
君
が
人
に
訴
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
思
い

を
手
習
い
歌
に
書
き
つ
け
る
こ
と
が
特
徴
に
な
っ
て
い
て
、
「
手
習
」
の
名
の
巻
ま
で
あ

る
の
で
す
が
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
手
習
い
歌
は
、
こ
の
一
首
だ
け
で
す
。
歌
の
意

味
は
、
「
こ
の
世
で
は
、
夫
の
冷
淡
な
心
も
す
っ
か
り
わ
か
っ
た
。
こ
の
世
な
ら
ず
、

後
の
世
で
も
夫
婦
で
い
よ
う
と
、
あ
の
人
が
約
束
し
た
そ
の
後
の
世
で
は
ど
う
な
の
か

を
見
て
み
た
い
」
と
い
う
意
味
で
、
夫
の
愛
情
の
衰
え
を
感
じ
取
っ
て
嘆
い
た
歌
で
す
。

　
妻
は
、
こ
う
書
き
つ
け
た
紙
を
丸
め
て
夫
仲
頼
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
し

ま
す
が
、
仲
頼
は
、
す
ば
や
く
そ
れ
を
見
て
、
「
恋
を
し
て
も
手
の
届
か
な
い
人
を
見

＝
一
五



て
、
分
不
相
応
な
思
い
を
抱
い
て
、
妻
に
も
、
『
冷
淡
だ
』
と
思
わ
れ
る
の
は
、
私
の
本

意
で
は

な
い
。
こ
の
妻
の
こ
と
を
、
自
分
は
ど
れ
ほ
ど
愛
し
て
き
た
こ
と
か
」
と
、
妻

の

こ
と
を
気
の
毒
に
思
い
、
妻
に
歌
を
返
し
ま
す
。
仲
頼
の
歌
は
、
「
昔
か
ら
後
の
世

ま
で
も
と
約
束
し
た
深
い
夫
婦
の
仲
な
の
だ
か
ら
、
生
き
る
の
も
死
ぬ
の
も
一
緒
で

す
」
と
、
°
心
変
わ
り
が
な
い
こ
と
を
歌
っ
た
も
の
で
す
。

　
仲
頼
は
、
「
気
分
が
す
ぐ
れ
な
い
か
ら
で
、
あ
な
た
に
対
す
る
愛
情
が
薄
れ
た
わ
け

で

は
、
け
っ
し
て
な
い
」
と
、
再
度
言
い
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
本
心
で
は
な
く
、
仲
頼

は
、
こ
の
ま
ま
、
あ
て
宮
へ
の
思
い
を
抱
き
続
け
、
後
に
、
あ
て
宮
が
春
宮
と
結
婚
し

た
こ
と
を
知
っ
て
、
世
を
は
か
な
ん
で
出
家
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　
物
語
は
、
こ
の
後
に
、
「
絵
解
」
と
い
わ
れ
て
い
る
部
分
で
、
こ
の
時
の
で
き
ご
と
を
、

ふ
た
た
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
じ

［
母
・
子
居
て
、
「
物
参
ら
む
」
と
て
、
調
じ
急
ぐ
。
ー
。

こ
こ
に
は
、
少
将
に
物
参
る
。
娘
。
嬬
な
ど
あ
り
。
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嵯
峨
の
院
、
九
七
ぺ
ー
ジ
）

と
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
絵
解
」
と
い
わ
れ
て
い
る
部
分
も
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
文

体
の
特
徴
の
一
つ
な
の
で
す
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
話
の
本
筋
か
ら
は

ず
れ
ま
す
の
で
、
こ
れ
以
上
深
入
り
す
る
こ
と
は
や
め
て
お
き
ま
す
（
－
o
）
。
前
に
、
忠

保
が
、
「
君
は
、
こ
の
頃
悩
み
給
ふ
こ
と
あ
り
け
り
。
何
ご
と
を
か
仕
ま
つ
ら
む
」
と
言

っ

て

い
た

部
分
を
、
具
体
的
に
描
い
た
部
分
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
確
認
し
て
お
き
た
い

三
六

と
思
い
ま
す
。
忠
保
が
、
「
婿
君
は
、
こ
こ
何
日
か
気
分
が
す
ぐ
れ
ず
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
そ
う
だ
。
ど
ん
な
お
世
話
を
し
て
さ
し
あ
げ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
言
っ
て
妻

と
相
談
し
て
、
仲
頼
に
食
べ
さ
せ
る
た
め
に
雑
を
み
ず
か
ら
料
理
し
て
い
る
の
で
す
。

　
病
の
後
に
、
栄
養
の
あ
る
も
の
を
食
べ
さ
せ
る
の
は
、
現
在
で
も
あ
る
こ
と
で
、
こ

こ
で
は
、
そ
れ
に
雑
が
選
ば
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
雑
と
い
う
の
は
、
こ

れ

ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
か
な
り
高
価
な
も
の
で
、
そ
う
簡
単
に
は
手
に
入
ら
な
か

っ

た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
忠
保
は
、
仲
頼
に
、
「
私
は
、
婿
君
を
大
切
に
思
う
気
持
ち
は
強
い
の
で
す
け
れ
ど
、

と
て
も
貧
し
く
て
、
婿
君
へ
の
心
ざ
し
を
は
っ
き
り
と
示
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、

食
べ
物
や
衣
装
な
ど
を
充
分
に
ご
用
意
で
き
な
い
こ
と
を
、
と
て
も
申
し
わ
け
な
く
思

っ

て

い
ま
す
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
忠
保
は
、
物
語
に
最
初
に
紹
介
さ
れ
る
時
も
、

「
も
と
も
と
財
力
が
な
く
貧
し
い
人
で
、
利
得
の
な
い
宮
内
卿
と
い
う
官
に
つ
い
て
、

年
月
が
た
っ
た
の
で
、
家
計
も
と
て
も
貧
し
い
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
嵯
峨
の

院
、
一
九
〇
ペ
ー
ジ
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
忠
保
の
貧
し
さ
は
、
物
語
の
別
の
箇
所
で
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
仲
頼
が
、
紀
伊
国

の
吹
上
の
浜
に
、
源
涼
の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
で
は
、
仲
頼
の
た
め
に
用
意
し
て
あ
る

御
侃
刀
（
武
官
が
束
帯
姿
の
時
に
身
に
つ
け
る
太
刀
）
を
質
に
、
銭
十
五
貫
を
借
り
て
、

随
身
や
、
旅
先
で
の
食
事
の
用
意
を
し
て
い
ま
す
（
吹
上
・
上
、
二
四
八
ペ
ー
ジ
）
。

仲
頼
た
ち
が
紀
伊
国
か
ら
帰
っ
て
き
た
時
に
も
、
食
事
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

か
く
て
、
四
月
四
日
ば
か
り
、
夜
更
け
て
な
む
、
宮
内
卿
殿
に
お
は
し
落
ち
た
り
け
る
。



呂

内
　
　
　
し

　
　
ぞ
う

表
、
将
監
ど
も
に
は
、

よ
ろ
し
う
し
　
　
　
り

ほ

ほ
朴
の
木
の
机
賜
ひ
て
、

　
　
　
　
　
　
く
ろ
が
い

君
た
ち
に
は
、
黒
柿
の
机
二
つ
、
薄
物
の

　
　
　
あ
る
じ

よ
ろ
し
き
饗
し
給
ふ
。

　
（
吹
上
・
上
、
二
七
二
～
二
七
三
ペ
ー
ジ
）

忠
保
が
用
意
し
た
食
事
は
、
「
よ
ろ
し
う
し
給
へ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
な
り
の
も

の

だ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
食
べ
物
に
よ
っ
て
婿
を
い
た
わ
る

舅
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
忠
保
が
婿
の
た
め
に
用
意
し
た
雄
も
、
か
な
り
む
り
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
じ

し
て
調
達
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
「
父
ぬ
し
、
手
つ
か
ら
雑
作
る
」

の
背
景
に
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言
葉
を
尽
く
し
て
婿
を
大
切
に
し
て
い
る
と
言
う

よ
り
も
、
雑
を
み
ず
か
ら
料
理
し
て
食
べ
さ
せ
る
と
い
う
行
為
、
雑
と
い
う
食
材
が
、

忠
保
の
婿
に
対
す
る
思
い
を
、
強
く
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
平
安
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
の
中
で
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
〈
物
〉

を
書
く
こ
と
、
〈
物
〉
で
表
現
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
め
ず
ら
し
い
作
品
で
す
。
〈
物
〉

を
描
く
こ
と
で
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
方
法
と
し
て
自
覚
的
に
選
び
取
っ
た
作
品

で

は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
飲
食
の
表
現
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。

※

本
稿
は
、
本
学
大
学
院
の
オ
ム
ニ
バ
ス
の
授
業
「
文
学
と
食
」
で
講
義
し
た
内
容

　
を
ま
と
め
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

（注
）1

　
『
徒
然
草
』
の
本
文
の
引
用
は
、
久
保
田
淳
ほ
か
校
注
『
方
丈
記
　
徒
然
草
』
（
新
日
本
古

　
　

典
文
学
大
系
岩
波
書
店
　
一
九
八
九
年
一
月
）
に
よ
り
、
適
宜
、
表
記
を
改
め
た
。

2
　
本
山
荻
舟
『
飲
食
事
典
』
（
平
凡
社
　
一
九
五
八
年
一
二
月
）
。

3
　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
の
引
用
は
、
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語
　
全
　
改
訂
版
』
（
お
う

　
　

ふ
う
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
）
に
よ
る
。

4
　
室
城
秀
之
「
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
三
条
院
に
つ
い
て
ー
『
源
氏
物
語
』
の
六
条
院
と
の
比
較

　
　

を
通
し
て
ー
」
（
論
集
平
安
文
学
5
『
平
安
文
学
の
想
像
力
』
　
勉
誠
出
版
　
二
〇
〇
〇
年

　
　

五
月
）
参
照
。

5
太
田
静
六
『
寝
殿
造
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
七
年
二
月
）
。

6
　
『
大
和
物
語
』
の
本
文
の
引
用
は
、
高
橋
正
治
ほ
か
校
注
『
竹
取
物
語
　
伊
勢
物
語
　
大
和

　
　
物
語
　
平
中
物
語
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
小
学
館
　
一
九
九
四
年
一
二
月
）
に
よ

　
　
り
、
適
宜
、
表
記
を
改
め
た
。

7
　
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
本
文
の
引
用
は
、
『
古
今
和
詞
六
帖
（
上
）
』
（
細
川
家
永
青
文
庫
叢
刊

　
　

2
　
汲
古
書
院
　
一
九
八
二
年
一
一
月
）
に
よ
り
、
適
宜
、
表
記
を
改
め
た
。

8
　
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
の
引
用
は
、
柳
井
滋
・
室
伏
信
助
ほ
か
校
注
『
源
氏
物
語
　
三
』

　
　

（新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
　
一
九
九
五
年
三
月
）
に
よ
り
、
適
宜
、
表
記
を

　
　

改
め
た
。

9
　
『
大
鏡
』
の
本
文
の
引
用
は
、
橘
健
二
・
加
藤
静
子
校
注
『
大
鏡
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全

　
　
集
　
小
学
館
　
一
九
九
六
年
六
月
）
に
よ
り
、
適
宜
、
表
記
を
改
め
た
。

10
　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
絵
解
」
に
つ
い
て
は
、
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語
の
表
現
と
論
理
』

　
　

（若
草
書
房
　
一
九
九
六
年
一
二
月
）
参
照
。

一二
七


