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富
澤　

萌
未

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
過
去　

②
反
復　

③
源
仲
頼　

④
立
坊
争
い　

⑤
宰
相
の
娘
腹
の
小
君
﹈

は
じ
め
に

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
前
半
部
（
１
）
は
、
父
母
の
い
な
い
人
物
た
ち
が
あ
て
宮
に
求
婚
し
、「
吹
上
・
下
」
巻
に
お
い
て
活
躍
す
る

こ
と
で
、
社
会
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
あ
て
宮
へ
の
執
着
に
よ
っ
て
、
求
婚
者
、
特
に
源
実
忠

や
源
仲
頼
は
も
と
い
た
妻
子
た
ち
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
構
造
は
、
俊
蔭
の
娘
へ
の
寵
愛
に
よ
り
兼
雅
に
忘
れ
ら
れ
た
妻

子
た
ち
の
物
語
と
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
半
部
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
父
に
忘
れ
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
（
２
）
を
救
済

し
て
ゆ
く
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
父
母
が
お
ら
ず
分
散
さ
れ
て
い
た
人
物
た
ち
は
、
あ
て
宮
へ
の
求
婚
の
場
を
磁
場
と
し
て
、
そ

の
場
に
集
合
す
る
。
ま
た
、
父
に
忘
れ
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
後
半
部
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
親
族
に
引
き
取
ら
れ
る
。『
う
つ

『
う
つ
ほ
物
語
』
後
半
部
に
お
け
る
子
ど
も

―
―
前
半
部
と
の
関
係
か
ら
―
―
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ほ
物
語
』
は
人
物
た
ち
が
、
分
散
↓
収
束
↓
分
散
↓
収
束
す
る
物
語
だ
と
い
え
る
（
３
）。

そ
れ
で
は
、
後
半
部
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
家
」（
４
）
に
引
き
取
ら
れ
る
物
語
は
、
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、「
国
譲
」
上
中
下
巻
は
、
あ
て
宮
腹
の
第
一
皇
子
と
梨
壺
腹
の
第
三
皇
子
の
立
坊
を
め
ぐ
る
物
語

を
中
心
と
し
て
い
る
。
こ
の
立
坊
争
い
は
、
い
わ
ば
子
ど
も
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
が
、「
家
」
や
氏
族
の
価
値
観
に
よ
っ
て
物

語
が
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
過
去
を
捉
え
な
お
し
、
あ
ら
た
に
現
在
、
未
来
を
構
築
し
て
い
こ
う
と
す
る
『
う
つ
ほ

物
語
』
後
半
部
の
問
題
と
連
続
し
て
い
る
。

「
蔵
開
」
上
中
巻
で
は
、
仲
忠
が
蔵
を
開
き
、
そ
こ
に
あ
る
先
祖
の
書
物
を
帝
に
進
講
す
る
こ
と
で
、
俊
蔭
の
父
母
の
代
か
ら

続
く
「
家
」
を
再
構
成
し
た
。「
蔵
開
・
下
」
巻
で
は
、
兼
雅
の
妻
子
た
ち
が
兼
雅
に
引
き
取
ら
れ
た
。
続
く
「
国
譲
・
中
」
巻

で
は
、
実
忠
の
あ
て
宮
へ
の
求
婚
に
よ
っ
て
犠
牲
に
な
っ
た
実
忠
が
、
北
の
方
と
娘
の
袖
君
と
再
会
す
る
。「
蔵
開
・
下
」
巻
に

お
け
る
兼
雅
の
妻
子
引
き
取
り
は
仲
忠
、「
国
譲
・
下
」
巻
に
お
け
る
実
忠
と
北
の
方
・
袖
君
引
き
取
り
は
、
源
季
明
・
実
正
・

あ
て
宮
が
中
心
と
な
っ
て
行
な
っ
て
い
る
。
あ
て
宮
は
、「
蔵
開
・
上
」
巻
に
お
い
て
、
求
婚
に
よ
っ
て
犠
牲
に
な
っ
た
仲
澄
を

思
い
出
し
供
養
し
よ
う
と
も
し
て
い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
の
後
半
部
で
は
、
前
半
部
に
お
い
て
犠
牲
に
な
っ
た
人
々
を
救
済
し

よ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
動
き
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、あ
た
か
も
前
半
部
を
繰
り
返
そ
う
と
す
る
よ
う
な
動
き
で
あ
る
。猪
川
優
子
氏
は
、「
国

譲
・
下
」
巻
に
お
い
て
女
二
の
宮
を
盗
み
出
そ
う
と
す
る
祐
澄
・
近
澄
は
、
あ
て
宮
求
婚
譚
に
お
け
る
暴
力
性
と
い
う
負
の
遺
産

を
受
け
継
い
だ
の
だ
と
論
じ
て
い
る
（
５
）。
こ
う
し
た
前
半
部
の
話
型
を
繰
り
返
し
、
あ
ら
た
に
過
去
を
捉
え
返
し
た
か
の
よ
う

な
場
面
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
後
半
部
で
は
散
見
さ
れ
る
。
本
論
で
は
、前
半
部
の
反
復
と
み
ら
れ
る
後
半
部
の
場
面
の
な
か
で
、

特
に
子
ど
も
に
関
す
る
場
面
に
注
目
し
、『
う
つ
ほ
物
語
』
後
半
部
の
問
題
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
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一
、
吹
上
訪
問
と
水
尾
訪
問

で
は
ま
ず
、
妻
子
た
ち
を
残
し
た
ま
ま
出
家
し
て
し
ま
っ
た
仲
頼
の
物
語
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
立
坊
争
い
の
間

を
縫
う
よ
う

に
し
て
描
か
れ
る
「
国
譲
・
下
」
巻
に
お
け
る
仲
忠
や
涼
、
行
正
、
藤
英
、
忠
こ
そ
に
よ
る
水
尾
訪
問
は
、
あ
て
宮
求
婚
譚
の
吹

上
訪
問
と
の
類
似
点
が
多
い
。
ま
ず
、
吹
上
訪
問
の
時
と
同
様
、
清
原
松
方
・
藤
原
近
正
が
連
れ
だ
っ
て
水
尾
に
訪
れ
て
い
る
点

が
、
吹
上
訪
問
と
の
類
似
点
の
一
つ
で
あ
る
。
人
々
は
、
水
尾
を
訪
れ
た
夕
暮
に
、
過
去
を
回
想
す
る
歌
を
唱
和
す
る
。

①
吹
上
に
誘
ひ
し
友
の
山
深
く
訪
ね
て
君
を
見
る
が
悲
し
さ

「
山
籠
り
も
、
今
日
は
」
な
ど
て
、

②
谷
風
の
吹
上
ぞ
我
も
思
ほ
ゆ
る
山
の
錦
に
円
居
せ
る
今
日

大
将
も
、

百
敷
の
昔
の
友
を
見
に
来
れ
ば
嵐
の
風
も
錦
を
ぞ
敷
く

中
納
言
の
君
、

君
を
の
み
尋
ね
て
今
は
秋
山
も
紅
葉
も
深
く
な
り
に
け
る
か
な

右
大
弁
、
昔
の
藤
英
な
り
し
火
影
姿
思
ひ
て
、

七
夕
の
会
ふ
夜
ぞ
我
も
君
を
見
し
誰
も
心
の
め
づ
ら
し
き
か
な

律
師
、限

り
な
く
憂
か
り
し
身
だ
に
あ
り
果
て
ぬ
山
に
て
君
が
思
ひ
を
ぞ
知
る
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中
将
、君

を
だ
に
な
し
と
嘆
き
し
百
敷
に
あ
り
し
世
さ
へ
も
変
は
り
ぬ
る
か
な

右
馬
助
、

君
に
よ
り
時
雨
る
る
袖
の
深
き
色
を
折
れ
る
紅
葉
と
里
人
や
見
む

時
蔭
、い

に
し
へ
は
君
が
衣
に
見
え
し
色
の
今
は
山
辺
に
散
り
迷
ふ
か
な

と
て
、中
将
は
琵
琶
、山
籠
り
箏
の
琴
、権
の
頭
琴
、近
正
和
琴
、時
蔭
横
笛
、右
大
将
の
御
も
と
な
る
縫
殿
頭
笙
の
笛
、ま
た
、

そ
れ
ら
が
中
に
篳
篥
吹
く
者
と
吹
き
合
は
せ
て
、
異
人
々
は
唱
歌
し
、
歌
歌
ひ
、
夜
一
夜
遊
び
給
ふ
。

 

（
国
譲
・
下　

七
七
一
〜
七
七
三
）

過
去
を
回
想
し
て
い
る
歌
が
多
い
が
、
特
に
傍
線
部
①
の
歌
と
、
傍
線
部
②
の
歌
は
、
吹
上
訪
問
を
思
い
出
し
て
い
る
。
最
初
の

歌
は
、
清
原
松
方
が
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
昔
は
吹
上
に
誘
い
連
れ
立
っ
て
い
た
仲
頼
と
、
今
と
な
っ
て
は
山
深
く
訪
ね
て
会
う

し
か
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
仲
頼
も
、
す
で
に
出
家
し
て
し
ま
っ
た
今
日
、
吹
上
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
詠

ん
で
い
る
。
二
つ
の
歌
に
共
通
す
る
の
は
、
連
れ
立
っ
て
吹
上
に
訪
問
し
た
昔
と
、
仲
頼
が
す
で
に
出
家
し
て
し
ま
っ
た
今
を
対

比
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
続
く
歌
も
昔
と
今
を
対
比
し
て
い
る
歌
が
多
い
。
そ
し
て
、
歌
を
詠
み
な
が
ら
人
々
は
傍
線
部
③
の

よ
う
に
、
楽
器
を
演
奏
し
そ
れ
に
唱
和
し
な
が
ら
夜
を
過
ご
す
。

仲
頼
を
訪
ね
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
仲
頼
が
出
家
す
る
以
前
を
想
起
し
て
い
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
先
ほ
ど
の
傍
線
部

③
の
よ
う
に
、
人
々
が
楽
器
を
演
奏
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
面
は
翌
日
の
夜
の
場
面
に
も
み
ら
れ
る
。
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夜
更
く
る
ま
で
は
、
詩
誦
じ
、
暁
方
に
な
り
て
、
風
い
と
あ
は
れ
に
、
木
の
葉
雨
の
ご
と
く
に
降
る
ほ
ど
に
、
律
師
、
陀
羅

尼
読
み
給
ふ
。
大
将
、い
み
じ
く
愛
で
給
ひ
て
、箏
の
琴
弾
き
合
は
せ
給
ふ
。
面
白
き
こ
と
限
り
な
し
。
山
の
も
里
の
も
、皆
、

涙
落
と
さ
ぬ
は
な
し
。
し
ば
し
遊
ば
せ
給
ひ
て
、
山
籠
り
、
常
の
こ
と
に
て
陀
羅
尼
を
読
み
給
ふ
。
中
納
言
、
山
守
召
し
て
、

調
め
さ
せ
給
ふ
。
か
く
て
、
し
ば
し
あ
り
て
、
君
た
ち
、
も
ろ
声
に
詩
遊
び
給
ふ
。 

（
国
譲
・
下　

七
七
三
）

京
か
ら
離
れ
た
場
所
に
赴
き
、
楽
器
を
演
奏
す
る
と
い
う
点
で
も
水
尾
訪
問
の
段
は
吹
上
訪
問
の
段
と
共
通
す
る
。
吹
上
を
訪
問

し
た
際
も
、
人
々
は
楽
器
の
演
奏
に
興
じ
て
い
た
。

・
か
く
て
、物
の
声
掻
き
合
は
せ
、あ
る
限
り
、声
合
は
せ
、調
子
合
は
せ
つ
つ
遊
び
暮
ら
す
。
少
将
、「
御
前
に
て
、節
会
ご
と
に
、

惜
し
む
手
な
く
仕
う
ま
つ
る
折
々
も
、
殊
に
、
か
か
る
物
の
音
な
ど
は
聞
こ
え
ぬ
を
、
い
と
め
づ
ら
か
に
も
あ
る
か
な
。
一

所
に
遊
ば
す
御
琴
の
音
に
、
多
く
の
人
の
手
な
む
ま
さ
り
ぬ
る
」。
行
正
、「
右
大
将
殿
の
、
春
日
に
て
し
給
ひ
し
遊
び
を
な

む
、
め
づ
ら
し
き
心
地
せ
し
。
そ
れ
に
も
、
今
日
は
、
こ
よ
な
く
ま
さ
り
て
な
む
思
ほ
ゆ
る
」
な
ど
言
ふ
。

 

（
吹
上
・
上　

二
五
二
）

・
か
く
て
、
物
の
音
な
ど
掻
き
立
て
、
例
の
、
遊
び
な
ど
振
る
舞
ひ
て
、
詩
作
り
な
ど
し
つ
つ
、
読
み
上
げ
て
、
琴
に
合
は
せ
て
、

も
ろ
声
に
誦
じ
給
ふ
。
か
か
る
に
、
少
将
、
か
く
、
面
白
き
所
に
、
あ
る
限
り
の
上
手
集
ひ
て
、
世
の
一
の
琴
・
笛
、
吹
き

立
て
、
掻
き
鳴
ら
し
つ
つ
、
清
ら
を
尽
く
し
て
遊
び
わ
た
れ
ど
、
病
に
つ
き
、
伏
し
沈
み
て
思
ひ
し
こ
と
は
、
慰
む
べ
く
も

あ
ら
ず
、
嘆
き
わ
た
る
に
、
花
誘
ふ
風
も
心
す
ご
く
吹
き
て 

（
吹
上
・
上　

二
五
五
）

・
か
く
て
、
例
の
、
君
た
ち
は
琴
弾
き
、
下
部
・
童
、
笛
吹
き
交
は
す
。 

（
吹
上
・
上　

二
五
八
）
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・
例
の
、
物
の
音
ど
も
掻
き
合
は
せ
て
、
か
は
ら
け
度
々
に
な
り
て
、
君
た
ち
、
大
和
歌
遊
ば
す
。 

（
吹
上
・
上　

二
六
〇
）

・
か
く
て
、
物
の
音
な
ど
、
惜
し
む
手
な
く
掻
き
合
は
せ
て
遊
ば
し
つ
つ
、
日
高
く
な
り
ゆ
け
ば 

（
吹
上
・
上　

二
六
九
）

さ
ら
に
、
吹
上
訪
問
の
際
は
、
神
奈
備
種
松
が
訪
れ
た
人
々
に
多
く
の
も
の
を
贈
っ
て
い
た
が
、
こ
の
水
尾
訪
問
の
際
も
種
松
は

仲
頼
に
粥
の
料
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
贈
っ
て
い
る
。

か
く
て
、
日
や
う
や
う
晴
れ
も
て
ゆ
く
ほ
ど
に
、
種
松
、
山
籠
り
の
御
料
に
、
粥
の
料
・
合
は
せ
、
い
と
清
ら
に
調
じ
て
、

馬
ど
も
に
負
せ
て
、
乾
飯
、
馬
二
十
ば
か
り
に
負
せ
て
、
布
の
襖
、
綿
厚
く
入
れ
て
、
い
と
多
う
持
た
せ
、
長
櫃
ど
も
に
飯

入
れ
さ
せ
、
酒
、
樽
に
入
れ
て
持
た
せ
て
ま
う
で
て
、
山
臥
ど
も
召
し
集
め
て
、
飯
・
酒
食
は
せ
、
乾
飯
・
襖
一
つ
づ
つ
取

ら
す
。 

（
国
譲
・
下　

七
七
四
）

も
ち
ろ
ん
、
種
松
が
贈
り
も
の
を
す
る
の
は
、
こ
の
場
面
だ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
場
面
は
吹
上
を
思
い
出
す
場
面
の
延
長
線
上

に
あ
る
た
め
、
吹
上
を
想
起
さ
せ
る
場
面
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
贈
り
物
は
、
最
終
的
に
仲
頼
の
妻
の
も
と
に

渡
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

水
尾
訪
問
が
吹
上
訪
問
の
際
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
訪
問
し
て
い
る
人
物
た
ち
の
中
に
、
忠
こ
そ
・
藤
英
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
二
人
が
加
わ
る
こ
と
で
、
水
尾
の
演
奏
の
場
は
、
あ
て
宮
へ
の
求
婚
を
思
い
出
す
場
と
な
る
。

出
づ
と
せ
し
身
だ
に
離
れ
ぬ
火
の
家
を
君
水
尾
に
い
か
で
す
む
ら
む

山
籠
り
、
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煙
立
つ
家
は
思
ひ
の
苦
し
さ
に
身
も
消
ち
が
て
ら
入
れ
る
水
尾

大
将
、こ

こ
に
か
く
あ
る
ど
ち
誰
か
燃
え
ざ
り
し
袖
の
水
脈
に
も
温
み
や
は
せ
し

中
納
言
、

人
よ
り
は
我
ぞ
煙
の
中
な
り
し
今
も
消
え
ね
ど
え
や
は
出
で
け
る

弁
殿
、夜

を
暗
み
螢
求
め
し
わ
が
身
だ
に
消
え
し
思
ひ
の
目
に
煙
り
つ
つ

中
将
、燃

え
わ
た
る
火
の
ほ
と
り
に
は
あ
り
な
が
ら
乾
か
ぬ
も
の
は
袖
に
ぞ
あ
り
け
る

な
ど
の
た
ま
ひ
つ
つ
、
遊
び
明
か
し
給
ふ
。 

（
国
譲
・
下　

七
七
三
〜
七
七
四
）

楽
器
の
演
奏
に
興
じ
る
場
面
の
す
ぐ
後
に
続
く
唱
和
歌
は
、
あ
て
宮
へ
求
婚
し
て
い
た
過
去
を
回
想
す
る
歌
が
続
く
。
最
初
は
、

ど
う
し
て
水
尾
に
澄
み
き
っ
た
よ
う
に
住
ん
で
い
る
の
か
と
問
う
忠
こ
そ
の
歌
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
仲
頼
は
、
あ
て
宮
へ
の

「
思
ひ
の
苦
し
さ
」
に
よ
っ
て
燃
え
た
我
が
身
を
消
す
た
め
に
水
尾
に
隠
棲
し
た
の
だ
と
答
え
る
。
仲
忠
は
、
こ
こ
に
い
る
誰
も

が
あ
て
宮
へ
の
思
い
に
身
を
焦
が
し
た
の
だ
と
詠
む
。
次
の
涼
の
歌
も
、
出
家
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
あ
て
宮
へ
の
思
い
に
よ
っ

て
い
ま
だ
に
燃
え
た
火
が
消
え
な
い
と
詠
む
。
藤
英
も
、
あ
て
宮
を
思
っ
て
い
た
昔
を
思
い
出
し
、
消
え
た
は
ず
の
恋
の
炎
で
目

が
煙
る
と
詠
む
。
最
後
に
、
行
正
は
、
い
ま
だ
に
涙
で
袖
を
濡
ら
し
て
い
る
の
だ
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
集
ま
っ
た
者
は
皆
、

今
も
な
お
あ
て
宮
へ
の
思
い
が
消
え
て
い
な
い
と
い
う
歌
を
詠
み
、
あ
て
宮
へ
求
婚
し
て
い
た
昔
を
共
有
し
て
い
る
。
立
場
は
変
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わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
心
は
昔
と
変
わ
ら
な
い
の
だ
と
確
認
し
合
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

先
ほ
ど
引
用
し
た
唱
和
歌
の
場
面
に
は
松
方
・
近
正
も
加
わ
っ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
場
面
は
あ
て
宮
へ
の
求
婚
者
た
ち
の
唱

和
歌
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
松
方
や
近
正
の
歌
は
み
ら
れ
な
い
。
歌
を
詠
じ
る
人
物
が
限
ら
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
あ
て
宮
へ

求
婚
し
て
い
た
昔
へ
の
追
憶
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
歌
を
詠
ん
で
い
る
忠
こ
そ
、
仲
頼
、
仲
忠
、
涼
、
藤
英
、
行
正

た
ち
が
活
躍
し
た
「
吹
上
・
下
」
巻
を
思
い
起
こ
さ
せ
も
す
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。「
吹
上
・
下
」
巻
は

誕
生
を
父
に
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
涼
が
つ
い
に
嵯
峨
院
と
再
会
す
る
巻
で
あ
る
。と
同
時
に
父
母
の
い
な
か
っ
た
人
物
た
ち
、

と
り
わ
け
藤
英
や
忠
こ
そ
が
社
会
的
に
認
め
ら
れ
て
ゆ
く
巻
と
な
っ
て
い
る
（
６
）。

そ
の
よ
う
な
「
吹
上
・
下
」
巻
の
時
空
を
生
成
し
た
の
が
、「
吹
上
・
上
」
巻
に
お
け
る
吹
上
訪
問
で
あ
る
。
涼
は
、
母
に
先

立
た
れ
父
嵯
峨
院
に
そ
の
誕
生
が
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
祖
父
母
の
種
松
夫
妻
に
吹
上
の
地
で
、
才
を
持
つ
人
物
と
し
て

育
て
ら
れ
た
。
吹
上
を
訪
問
し
た
人
々
は
、
涼
を
賞
賛
し
、
そ
の
地
で
埋
も
れ
さ
せ
て
お
く
こ
と
を
惜
し
む
。
こ
れ
ら
の
唱
和
歌

に
用
い
ら
れ
る
語
は
、
漢
籍
を
出
典
と
す
る
も
の
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
７
）。
門
澤
功
成
氏
は
、「
吹
上
・
上
」
巻
に
お
い

て
唱
和
歌
や
景
物
に
融
合
す
る
形
で
仏
典
・
漢
籍
を
典
拠
と
す
る
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、「
涼
の
比
類
な
き
人
物
像
と
そ
の

雌
伏
に
対
す
る
同
情
が
一
座
の
人
々
の
共
感
と
し
て
広
が
っ
て
い
く
」
と
論
じ
て
い
る
（
８
）。「
吹
上
・
下
」
巻
で
は
、
涼
が
本
来

こ
う
し
た
場
所
に
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
、
唱
和
歌
と
い
う
形
式
で
共
有
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
こ
の
様
子
は
都

へ
と
伝
わ
り
、
涼
は
上
京
後
、
父
嵯
峨
院
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、「
吹
上
・
上
」
巻
で
行
な
わ
れ
た
宴
に
よ
っ
て
、

続
く
「
吹
上
・
下
」
巻
に
お
け
る
吹
上
の
重
陽
の
宴
、
神
泉
苑
の
紅
葉
の
賀
は
行
な
わ
れ
る
。

水
尾
訪
問
の
最
後
に
は
仲
頼
の
子
ど
も
た
ち
の
進
退
が
語
ら
れ
る
。
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山
籠
り
、「
さ
だ
に
御
覧
じ
な
さ
ば
、
い
と
う
れ
し
く
、『
仏
の
御
徳
』
と
な
む
。
こ
の
侍
る
童
部
も
、
母
と
て
侍
る
、
身
一

つ
だ
に
侍
り
が
た
げ
に
承
れ
ば
、『
こ
こ
に
召
し
集
め
て
、
松
の
葉
を
も
、
苔
の
衣
を
も
、
も
ろ
と
も
に
こ
そ
は
』
と
思
ひ

給
へ
て
な
む
。
女
子
を
さ
へ
も
の
し
て
侍
る
を
、『
童
部
は
、
い
か
で
、
宮
仕
へ
も
仕
う
ま
つ
ら
せ
む
』
と
思
ひ
給
ふ
れ
ど
、

親
は
頼
り
な
く
侍
れ
ば
、『
い
か
で
か
は
』
と
て
な
む
」。
大
将
、「『
い
づ
こ
に
、
い
か
に
せ
む
』
と
か
思
ほ
す
。
せ
む
や
う

を
の
た
ま
へ
。
か
の
叔
母
君
に
預
け
奉
り
て
、
一
向
に
こ
の
こ
と
を
後
見
奉
ら
む
」。「
さ
は
、
い
と
う
れ
し
き
こ
と
な
む
。

昔
だ
に
、
い
と
御
前
に
候
ひ
が
た
か
り
し
上
に
は
、
え
候
は
じ
。『
今
居
給
は
む
春
宮
に
奉
ら
む
』
と
な
む
」。（
中
略
）「
さ

ら
ば
、
こ
の
あ
こ
た
ち
は
、
今
日
も
、
い
ざ
か
し
」。
山
籠
り
、「
今
年
ば
か
り
は
、
物
の
音
少
し
聞
き
知
ら
せ
侍
り
て
、
年

返
り
て
奉
ら
せ
む
」 

（
国
譲
・
下　

七
七
六
〜
七
七
七
）

仲
頼
は
、
出
家
し
た
後
、
子
ど
も
た
ち
の
母
在
原
忠
保
の
娘
が
貧
し
い
こ
と
を
理
由
に
、
子
ど
も
た
ち
を
自
分
の
い
る
水
尾
に
引

き
取
り
、
楽
器
を
習
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
（
蔵
開
・
下　

五
九
〇
、
国
譲
・
下　

七
七
一
）。
し
か
し
、
自
分
は
頼
り
な
い
身
の

上
な
の
で
、
子
ど
も
た
ち
に
宮
仕
え
さ
せ
た
く
て
も
で
き
な
い
と
嘆
く
。
そ
れ
に
対
し
て
仲
忠
は
、
子
ど
も
た
ち
の
叔
母
に
あ
た

る
仲
頼
の
妹
に
子
ど
も
た
ち
を
預
け
て
自
分
が
後
見
役
を
し
よ
う
と
申
し
出
て
い
る
。
仲
頼
は
「
い
と
う
れ
し
き
こ
と
」
と
喜
び
、

女
子
を
次
期
東
宮
に
入
内
さ
せ
た
い
と
言
う
。
今
日
に
で
も
引
き
取
ろ
う
と
す
る
仲
忠
の
申
し
出
に
対
し
て
、
仲
頼
は
も
う
少
し

楽
器
の
演
奏
を
習
得
で
き
た
ら
と
答
え
る
。

仲
忠
た
ち
が
帰
っ
た
後
、
仲
頼
は
先
に
種
松
が
用
意
し
た
粥
の
料
を
煮
て
食
べ
る
よ
う
に
北
の
方
に
贈
る
。

中
納
言
の
、「
粥
の
料
に
」
と
て
あ
り
し
物
を
ば
、
子
ど
も
の
母
君
の
も
と
に
遣
り
給
ふ
と
て
、
御
文
に
は
、「
日
ご
ろ
は
、
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こ
れ
か
れ
、
人
々
も
の
し
給
へ
れ
ば
、
騒
が
し
く
て
な
む
。（
中
略
）
さ
て
は
、
こ
れ
は
、『
粥
の
料
』
と
て
、
人
の
賜
へ
り

し
。
そ
こ
に
て
煮
さ
せ
給
へ
。
子
ど
も
の
宿
直
物
、
綿
多
く
入
れ
て
賜
へ
。
恋
ひ
聞
こ
ゆ
れ
ど
、『
し
ば
し
、
琴
も
習
は
さ

む
』
と
て
な
む
」
と
て
奉
れ
給
ふ
。
女
君
、
見
給
ひ
て
、
い
み
じ
く
泣
き
て
、
御
返
り
、「
承
り
ぬ
。（
中
略
）
こ
の
粥
の
料

は
、
の
た
ま
へ
る
や
う
に
」
と
書
き
て
、
奉
り
給
ひ
つ
。
絹
・
綿
を
見
れ
ば
、
い
と
多
か
り
。
親
に
奉
り
給
ふ
。
按
察
使
の

君
の
も
と
に
、
箱
に
入
れ
て
奉
り
給
ふ
。
御
達
も
、
皆
賜
は
り
て
、
引
き
散
ら
し
て
、
む
し
り
な
ど
す
。
女
君
、「
昔
も
今
も
、

こ
の
吹
上
の
君
の
御
贈
り
を
こ
そ
、
豊
か
に
見
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。 

（
国
譲
・
下　

七
七
九
）

「
粥
の
料
」
に
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
子
ど
も
の
宿
直
の
衣
に
綿
を
多
く
入
れ
て
送
っ
て
欲
し
い
と
依
頼
し
、
子
ど
も
た
ち
が

母
を
恋
い
慕
っ
て
い
る
こ
と
を
報
告
す
る
文
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
見
た
北
の
方
は
、
涙
を
流
し
、
種
松
の
用
意
し
た
涼

の
贈
り
物
を
見
て
、
昔
も
今
も
涼
の
贈
り
物
は
豪
華
だ
と
言
う
。

仲
頼
た
ち
が
吹
上
を
訪
ね
た
こ
と
で
、
涼
は
嵯
峨
院
と
対
面
し
、
源
氏
と
し
て
活
躍
し
た
よ
う
に
、
仲
頼
の
子
ど
も
た
ち
も
ま

た
、
仲
忠
た
ち
が
水
尾
を
訪
問
し
た
こ
と
で
仲
忠
の
後
見
を
得
た
。
し
か
し
、
先
の
仲
頼
の
妻
の
注
目
し
た
涼
か
ら
の
贈
り
物
の

役
割
は
変
化
し
て
い
る
。「
吹
上
・
上
」
巻
に
お
い
て
種
松
・
涼
が
訪
問
者
た
ち
に
贈
っ
た
物
は
、
都
の
貴
顕
に
配
ら
れ
、
涼
の

名
を
広
め
さ
せ
た
。
だ
が
、
今
回
の
贈
り
物
は
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
は
お
ら
ず
、
仲
頼
・
子
ど
も
た
ち
と
、
北
の
方
が

離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
仲
頼
の
北
の
方
が
言
う
よ
う
に
、
涼
の
贈
り
物
は
昔
も
今
も
豪
華
で

変
わ
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
の
変
化
が
際
立
っ
て
い
る
。

あ
て
宮
腹
の
新
東
宮
が
参
内
す
る
日
、
仲
頼
の
北
の
方
が
、
晴
れ
が
ま
し
い
仲
忠
・
涼
・
藤
英
・
行
正
の
姿
を
見
て
、
仲
頼
が

出
家
し
て
い
な
か
っ
た
ら
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
に
と
嘆
く
よ
う
に
（
国
譲
・
下　

七
九
六
〜
七
九
七
）、
す
で
に
出
家
し
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て
し
ま
っ
た
仲
頼
が
都
に
戻
る
こ
と
は
な
い
。
仲
頼
が
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
仲
忠
が
後
見
を
努
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
分
散

し
て
し
ま
っ
た
「
家
」
は
元
に
戻
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
代
わ
り
の
人
物
が
そ
れ
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
て
宮
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
仲
頼
の
妻
の
父
で
あ
る
在
原
忠
保
も
修
理
大
夫
に
就
任
し
た
。

・
司
召
に
も
な
り
ぬ
。
女
御
奏
し
給
ふ
、「
宮
内
卿
忠
保
の
朝
臣
は
、
よ
き
官
は
、
え
賜
は
る
ま
じ
き
人
に
や
侍
ら
む
」。

 

（
国
譲
・
下　

八
〇
一
）

・
か
の
女
御
こ
そ
、
度
々
申
さ
れ
け
れ
。 

（
国
譲
・
下
八
〇
二
）

あ
て
宮
は
、
忠
保
が
良
い
司
を
得
る
よ
う
に
何
度
も
働
き
か
け
た
。
仲
忠
と
同
様
、
あ
て
宮
も
過
去
の
喪
失
を
解
決
し
よ
う
と
し

て
い
る
（
９
）。
仲
頼
が
出
家
す
る
前
に
戻
れ
な
い
よ
う
に
、
過
去
は
完
全
に
解
決
は
し
な
い
。
だ
が
、
過
去
を
思
い
出
し
、
捉
え

返
す
こ
と
は
で
き
る
。
仲
頼
の
子
ど
も
た
ち
は
、
将
来
仲
忠
の
庇
護
下
に
置
か
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
水
尾
訪
問
は
、
吹
上

訪
問
と
い
う
過
去
を
巧
み
に
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
過
去
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
認
識
が
水
尾
訪
問
に

は
あ
り
、
そ
の
点
で
吹
上
訪
問
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

二
、
立
坊
争
い

次
に
、
同
じ
く
前
半
部
の
反
復
の
よ
う
に
み
え
る
立
坊
争
い
を
め
ぐ
る
藤
原
忠
雅
と
六
の
君
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
物
語
を
確

認
す
る
。
忠
雅
と
六
の
君
の
関
係
は
、「
国
譲
・
下
」
巻
に
お
い
て
立
坊
争
い
が
激
化
し
、
后
宮
が
忠
雅
を
自
ら
の
娘
女
三
の
宮
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の
婿
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
亀
裂
が
生
じ
る
。「
国
譲
・
下
」
巻
で
の
冒
頭
、
后
の
宮
は
、
太
政
大
臣
で
あ
る
忠
雅
や
右
大
臣

兼
雅
を
呼
び
寄
せ
る
。
后
の
宮
は
何
と
し
て
も
藤
原
氏
側
で
あ
る
梨
壺
腹
の
三
の
皇
子
を
立
坊
さ
せ
た
い
と
主
張
す
る
。
そ
れ
に

対
す
る
兼
雅
の
回
答
が
次
の
場
面
で
あ
る
。

右
の
お
と
ど
、「
い
と
も
尊
く
、か
く
思
は
し
め
さ
せ
給
ひ
け
る
。か
く
仰
せ
承
る
は
う
れ
し
け
れ
ど
、こ
こ
に
五
人
候
ふ
人
は
、

四
人
は
、
皆
犬
に
侍
り
。
兼
雅
も
、
こ
の
朝
臣
侍
れ
ば
、
思
ひ
捨
つ
べ
き
に
も
侍
ら
ず
。
降
り
居
お
は
し
ま
す
べ
き
帝
の
、

あ
ま
た
の
皇
子
た
ち
の
母
に
て
候
ひ
給
ふ
も
、
代
を
継
ぎ
給
ふ
べ
き
君
の
、
二
つ
な
く
思
ほ
し
て
、
三
所
の
君
持
ち
、
近
う

候
ひ
給
ふ
も
、
同
じ
人
の
娘
な
り
。
こ
の
御
仲
ど
も
、
疎
か
な
る
に
あ
ら
ず
。
い
か
が
、
命
を
懸
け
給
へ
る
や
う
な
り
。
こ

の
太
政
大
臣
、
こ
の
子
ど
も
の
母
ま
か
り
隠
れ
て
後
、
こ
の
女
御
の
一
つ
腹
の
持
給
び
て
、
ま
た
、
一
日
一
夜
、
他
の
所
を

な
む
知
り
給
ば
ざ
な
る
。
そ
の
腹
に
、
子
四
人
侍
な
り
。
か
の
大
納
言
の
朝
臣
は
、
そ
の
妹
の
八
に
あ
た
る
を
な
む
持
て
侍

る
な
る
。
そ
れ
、ま
た
、子
二
人
、ま
た
、今
日
明
日
に
て
侍
り
。
そ
れ
、去
年
の
冬
、『
は
か
な
き
人
に
物
言
ひ
触
れ
て
侍
り
』

と
て
ま
か
り
去
り
て
、
親
の
も
と
に
侍
り
け
れ
ば
、
子
の
幼
き
を
取
り
持
て
な
む
、
せ
む
方
な
く
て
も
て
わ
び
給
ひ
け
る
が
、

か
ら
う
し
て
、
こ
の
頃
な
む
、『
あ
か
ら
さ
ま
に
』
な
ど
言
ひ
て
、
渡
り
て
侍
る
な
る
。
宰
相
の
朝
臣
の
も
、
兼
雅
が
姉
の

腹
な
り
。
そ
れ
も
、
子
ど
も
侍
り
。
仲
忠
の
朝
臣
、
か
の
家
に
侍
ら
ね
ど
、
あ
る
が
中
の
君
に
し
て
、
も
て
か
し
づ
き
侍
る

人
に
つ
き
て
侍
り
。
子
に
、
限
り
な
く
愛
し
う
す
る
女
子
侍
り
。
ま
た
も
あ
る
や
う
侍
な
り
。
か
く
の
ご
と
、
手
を
組
み
た

る
や
う
に
行
き
交
じ
り
、
こ
の
中
に
、
い
さ
さ
か
疎
か
な
ら
ず
、
命
を
限
り
て
侍
る
に
、『
か
か
る
こ
と
を
な
む
あ
ひ
定
む
る
』

と
聞
き
侍
り
な
ば
、
こ
の
娘
ど
も
を
も
取
り
放
ち
て
、
帝
に
も
、
か
れ
こ
れ
に
も
、
ま
た
あ
ひ
見
せ
奉
る
べ
き
に
も
侍
ら
ず

（
後
略
）」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
。 

（
国
譲
・
下　

七
四
六
〜
七
四
七
）
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兼
雅
に
よ
れ
ば
、
自
分
た
ち
が
梨
壺
腹
の
皇
子
を
積
極
的
に
立
坊
さ
せ
よ
う
と
し
な
い
理
由
は
、
正
頼
の
娘
た
ち
と
藤
原
氏
の
男

た
ち
が
婚
姻
関
係
に
あ
り
、
子
ど
も
ま
で
儲
け
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
し
、
藤
原
氏
が
一
致
団
結
し
て
梨
壺
腹
第
三
皇
子
の

立
坊
を
進
め
て
し
ま
え
ば
、
正
頼
が
腹
を
立
て
て
娘
た
ち
を
自
ら
の
邸
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
。
こ

れ
を
聞
い
た
后
の
宮
は
、
次
の
よ
う
に
自
分
の
娘
を
妻
に
す
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
と
提
案
す
る
。

世
の
中
に
、
女
は
な
き
か
。
そ
れ
に
ま
さ
り
た
ら
む
人
を
も
、
お
の
れ
奉
ら
む
。
近
う
は
、
お
の
が
一
人
持
ち
奉
り
た
る
女

皇
子
得
給
へ
。
さ
り
と
も
、
そ
の
女
の
子
ど
も
に
は
劣
ら
じ
。 

（
国
譲
・
下　

四
七
八
）

そ
し
て
、
次
の
場
面
の
よ
う
に
、
着
々
と
忠
雅
を
娘
女
三
の
宮
の
婿
と
す
る
計
画
を
進
め
て
ゆ
く
。

・
か
く
て
、
后
の
宮
の
思
す
や
う
、「
同
じ
日
、
坊
を
据
ゑ
ず
な
り
ぬ
れ
ば
、
今
は
、
し
に
く
か
り
ぬ
べ
き
こ
と
。
一
の
人
の

心
だ
に
一
つ
に
な
し
て
ば
、
子
ど
も
、
親
に
従
は
ざ
ら
む
や
は
」
と
思
し
て
、
彼
岸
の
ほ
ど
に
、
よ
き
日
を
取
り
て
、
さ
る

べ
き
こ
と
思
し
設
け
て
、「
后
町
に
、
忍
び
て
も
の
せ
む
。
院
、
聞
こ
し
召
し
て
も
、
悪
し
う
も
の
た
ま
は
じ
、
右
大
将
を

だ
に
よ
き
婿
に
し
給
へ
ば
。
こ
れ
も
、
歳
も
ま
だ
若
う
、
か
た
ち
も
心
も
目
安
し
。
世
の
一
の
人
に
も
あ
れ
ば
」
な
ど
思
ほ

し
て
、太
政
大
臣
に
、「
聞
こ
ゆ
べ
き
こ
と
な
む
あ
る
。
今
宵
、こ
こ
に
、忍
び
て
も
の
し
給
へ
」
と
あ
り
。（
中
略
）
宮
、「
く

ち
を
し
う
。
い
か
で
か
、
こ
れ
呼
び
取
ら
む
。
天
下
に
、
思
ふ
人
持
た
り
と
も
、
わ
が
御
子
を
見
奉
ら
む
人
は
、
疎
か
に
は

あ
ら
じ
」
と
、
御
心
一
つ
に
、
人
に
は
言
は
で
思
ほ
す
。
度
々
聞
こ
え
給
へ
ど
、
参
り
給
は
ず
。 

（
国
譲
・
下　

七
五
四
）

・
御
前
に
、
こ
な
た
の
御
腹
の
君
た
ち
、
皆
お
は
す
る
ほ
ど
に
、
后
の
宮
は
、「
こ
の
こ
と
を
、
い
か
で
」
と
思
し
て
、
姫
君



学習院大学人文科学論集ⅩⅩⅣ（2015）

112

を
玉
の
ご
と
く
繕
ひ
磨
き
奉
り
給
ふ
べ
し
。「
天
下
の
吉
祥
天
女
を
持
た
る
者
の
、夷
な
り
と
も
、わ
が
宮
を
ば
」と
思
し
つ
つ
、

度
々
御
消
息
を
聞
こ
え
給
へ
ど
、
か
く
、
病
申
し
を
の
み
し
つ
つ
参
り
給
は
ぬ
を 

（
国
譲
・
下　

七
五
九
）

后
の
宮
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
忠
雅
を
婿
と
す
れ
ば
、
忠
雅
の
息
子
た
ち
も
父
に
従
い
、
梨
壺
腹
第
三
皇
子
立
坊
に
力
を
注
ぐ

だ
ろ
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
忠
雅
と
女
三
の
宮
と
の
結
婚
を
画
策
し
、
波
線
部
の
よ
う
に
、
た
び
た
び
忠
雅
を
要
請
す
る
。
だ

が
、
決
し
て
忠
雅
は
后
の
宮
の
も
と
に
参
上
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

后
の
宮
が
忠
雅
を
婿
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
噂
に
な
り
、
六
の
君
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

大
宮
、「
い
さ
や
。
い
と
あ
や
し
き
こ
と
を
ぞ
、
人
言
ひ
つ
る
や
。
ま
こ
と
に
や
あ
ら
む
、『
お
と
ど
を
、
あ
る
や
む
ご
と
な

き
所
に
取
り
籠
め
ら
る
べ
し
』
と
や
。
そ
れ
こ
そ
、
い
と
恐
ろ
し
き
た
ば
か
り
な
れ
」。
北
の
方
、「
い
づ
こ
に
、
い
か
が
聞

こ
し
召
し
つ
る
ぞ
や
」。「『
后
の
宮
の
姫
宮
に
』
と
か
や
」。
北
の
方
、
胸
つ
ぶ
れ
て
、「
あ
な
心
憂
や
。
さ
も
知
ら
ず
か
し
。

こ
こ
に
は
、
さ
る
気
色
も
な
き
は
、
隠
さ
る
る
に
や
あ
ら
む
。
幼
き
者
ど
も
あ
ま
た
侍
る
に
、
ま
た
も
見
ま
ほ
し
う
て
侍
る

に
、
さ
る
、
名
立
た
る
、
め
で
た
く
お
は
す
る
所
に
取
り
籠
め
ら
れ
な
ば
、
顧
み
も
せ
じ
。
い
か
さ
ま
に
せ
む
」
と
、
気
色

悪
し
う
て
聞
こ
え
給
へ
ば
、「
い
さ
や
。
さ
ぞ
言
ふ
な
り
つ
る
。
確
か
な
る
こ
と
に
や
あ
ら
む
」。

 

（
国
譲
・
下　

七
五
五
〜
七
五
六
）

六
の
君
は
、
藤
壺
が
女
御
に
な
っ
た
祝
の
た
め
に
、
正
頼
邸
へ
と
や
っ
て
来
る
。
そ
こ
で
、
大
宮
か
ら
女
三
の
宮
と
忠
雅
と
の
結

婚
の
噂
を
聞
い
た
六
の
君
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
幼
い
子
ど
も
が
多
く
い
る
な
か
で
、
今
も
う
一
人
懐
妊
し
て
い
る
（
10
）
と
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い
う
の
に
、
女
三
の
宮
の
よ
う
な
高
貴
な
人
物
に
忠
雅
が
婿
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
自
分
た
ち
は
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
思
う
。
そ
し
て
、
一
日
中
思
い
悩
み
、
忠
雅
に
迎
え
に
来
て
も
対
面
し
よ
う
と
は
し
な
い
（
国
譲
・

下　

七
五
八
〜
七
六
一
）。
六
の
君
は
、
迎
え
に
来
た
忠
雅
に
届
い
た
后
の
宮
か
ら
の
手
紙
を
気
に
か
け
、
さ
ら
に
思
い
悩
ん
で

ゆ
く
。

忠
雅
は
噂
を
知
ら
な
い
た
め
、
六
の
君
に
弁
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
六
の
君
も
忠
雅
と
対
面
し
て
噂
の
真
相
を
問
い
た
だ
そ

う
と
は
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
六
の
君
の
疑
念
は
一
気
に
膨
れ
上
が
っ
て
ゆ
く
。
六
の
君
が
忠
雅
か
ら
の
消
息
に
も
返
事
を
し
な

い
た
め
、
忠
雅
は
六
の
君
が
対
面
し
な
い
理
由
が
わ
か
ら
ず
、「
あ
や
し
」
と
思
う
（
国
譲
・
下　

七
六
二
）。
忠
雅
の
あ
ず
か
り

知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
、女
三
の
宮
と
忠
雅
の
結
婚
の
噂
が
流
通
し
て
し
ま
い
、そ
れ
が
原
因
で
さ
ら
に
忠
雅
と
六
の
君
の
溝
が
深
ま
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
の
引
用
部
分
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
六
の
君
は
忠
雅
が
后
の
宮
に
婿
取
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
と
子
ど
も
た
ち
が
顧

み
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
あ
て
宮
に
夢
中
に
な
る
あ
ま
り
妻
子
を
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た

実
忠
や
、
俊
蔭
の
娘
に
夢
中
に
な
る
あ
ま
り
他
の
妻
子
た
ち
を
見
捨
て
た
兼
雅
の
姿
と
類
似
す
る
。

忠
雅
と
六
の
君
の
場
合
も
、
実
忠
や
兼
雅
の
行
動
に
よ
っ
て
犠
牲
に
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
よ
う
に
、
忠
雅
と
六
の
君
と
の
間

に
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
も
、
父
か
ら
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
、
六
の
君
の
内
面
に
の
み
浮
上
し
て
く
る
。
し

か
し
、
次
の
場
面
の
よ
う
に
、
六
の
君
と
忠
雅
の
子
ど
も
た
ち
は
、
母
と
別
々
に
暮
ら
し
、
父
の
世
話
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
（
11
）。

ま
た
、
異
人
、「
か
の
北
の
方
、
親
の
も
と
に
籠
り
居
給
へ
な
れ
ば
、
小
さ
か
り
し
子
ど
も
の
騒
ぐ
な
る
を
こ
そ
も
て
あ
つ

か
ひ
て
も
の
し
給
ふ
な
れ
」
と
。（
国
譲
・
下　

七
六
三
）
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む
し
ろ
、
子
ど
も
が
い
る
こ
と
で
、
両
者
の
関
係
は
こ
れ
以
上
悪
化
し
な
い
こ
と
が
、
次
の
場
面
か
ら
み
い
だ
せ
る
。

か
く
て
、
太
政
大
臣
の
北
の
方
、
大
宮
の
御
も
と
に
渡
り
給
ひ
て
、
お
と
ど
の
御
消
息
あ
れ
ど
、
御
返
り
も
聞
こ
え
給
は
ず
、

夜
ご
と
に
も
の
し
給
へ
ど
、
対
面
し
給
は
ず
。
宮
も
お
と
ど
も
、「
あ
ぢ
き
な
し
。
童
部
に
も
あ
ら
ず
。
心
の
変
は
り
給
は

む
に
だ
に
。
身
一
つ
に
も
あ
ら
ず
、①
子
ど
も
あ
ま
た
あ
り
。
か
く
も
の
し
給
ふ
め
れ
ば
、『
忘
れ
果
て
じ
』
と
こ
そ
思
は
め
。

か
く
の
た
ま
ふ
め
る
を
、
対
面
し
給
へ
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
、
北
の
方
、「
何
か
。『
あ
ま
ね
う
人
に
知
ら
れ
ぬ
前
に
、
か
し

こ
に
も
、
か
う
の
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
お
の
が
心
と
去
り
侍
り
な
む
』
と
な
む
。
こ
れ
か
れ
見
馴
ら
ひ
て
も
あ
る
も
の
を
、『
お

の
れ
し
も
、
か
し
こ
き
心
に
忘
れ
じ
』
と
な
む
、
た
だ
つ
き
た
り
し
乳
母
な
く
て
、
②
懐
に
の
み
馴
ら
ひ
た
る
子
の
求
め
泣

く
な
れ
ば
、ら
う
た
き
に
、と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
た
ば
か
り
て
迎
ふ
れ
ど
、許
さ
れ
ぬ
を
の
み
な
む
、い
と
悲
し
く
は
」
と
て
、

物
も
聞
こ
え
給
は
ね
ば
、
③
お
と
ど
、
か
く
や
む
ご
と
な
き
折
に
も
参
り
給
は
ず
、
君
た
ち
を
の
み
も
て
わ
づ
ら
ひ
給
ひ
つ

つ
、
姫
君
を
ば
、
北
の
方
の
い
と
愛
し
う
し
給
ひ
し
か
ば
、「
こ
れ
見
に
は
、
さ
り
と
も
、
渡
り
給
ひ
な
む
」
と
思
し
つ
つ
、

目
を
放
ち
給
は
ず
ま
も
ら
へ
て
お
は
す
る
、
右
の
大
殿
の
聞
き
給
ひ
て
、「
さ
思
ひ
し
こ
と
ぞ
や
。
后
の
宮
に
も
、
し
か
聞

こ
え
て
き
か
し
」
と
思
す
。 

（
国
譲
・
下　

七
六
三
〜
七
六
四
）

大
宮
と
正
頼
が
、
忠
雅
と
対
面
し
な
い
六
の
君
を
諫
め
る
場
面
で
あ
る
。
大
宮
と
正
頼
は
、
傍
線
部
①
の
よ
う
に
、
子
ど
も
が
た

く
さ
ん
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
忠
雅
と
の
対
面
を
六
の
君
に
勧
め
る
。
六
の
君
も
、
自
分
に
懐
い
て
い
た
娘
が
自
分
を
求
め
て
泣

い
て
い
る
と
い
う
噂
を
、
傍
線
部
②
の
よ
う
に
気
に
か
け
て
い
た
。
忠
雅
も
、
傍
線
部
③
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
六
の
君
の
心

情
を
予
想
し
、
可
愛
が
っ
て
い
た
娘
を
見
に
六
の
君
が
戻
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
、
子
ど
も
た
ち
の
世
話
に
勤
し
む
の
だ
っ
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た
。こ

の
よ
う
に
、
六
の
君
と
忠
雅
、
子
ど
も
た
ち
の
関
係
は
、
実
忠
と
妻
子
た
ち
と
の
関
係
や
兼
雅
と
妻
子
た
ち
と
の
関
係
を
彷

彿
と
さ
せ
る
。
実
忠
の
場
合
、
あ
て
宮
に
夢
中
に
な
っ
た
た
め
に
妻
子
を
忘
れ
、
つ
い
に
は
息
子
の
真
砂
子
君
を
死
な
せ
て
し
ま

う
。
兼
雅
も
俊
蔭
の
娘
と
再
会
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
妻
子
た
ち
を
放
っ
て
し
ま
い
、
妻
子
た
ち
を
零
落
さ
せ
て
し
ま
う
。
六
の

君
と
忠
雅
の
子
ど
も
た
ち
も
、
あ
て
宮
求
婚
譚
に
よ
っ
て
犠
牲
に
な
っ
た
実
忠
の
妻
子
た
ち
や
兼
雅
に
忘
れ
ら
れ
た
妻
子
た
ち
と

同
じ
よ
う
に
、
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
う
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
懸
念
は
杞
憂
に
終
わ
る
。

①
か
く
て
、
太
政
大
臣
の
北
の
方
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
て
こ
そ
、
宮
の
御
婿
取
り
も
あ
べ
か
り
し
か
、
今
は
音
も
な
し
、

若
君
達
は
恋
ひ
泣
き
給
ふ
、
御
腹
は
ゆ
く
ゆ
く
と
高
く
な
る
、
何
心
も
な
く
出
で
給
ひ
て
、
秋
の
頃
ほ
ひ
、
夜
寒
に
、
心
細

き
を
、
月
ご
ろ
離
れ
給
ひ
て
、
心
細
く
思
す
。
お
と
ど
も
、
夜
ご
と
に
お
は
し
つ
つ
泣
き
わ
び
給
へ
ば
、「
い
か
が
せ
む
」

と
て
渡
り
給
ひ
ぬ
。（
中
略
）
か
く
て
、
②
あ
り
し
よ
り
、
御
仲
い
と
め
で
た
し
。（
中
略
）
③
大
殿
の
北
の
方
、
御
物
語

し
給
ふ
所
。
君
達
、
遊
び
歩
き
給
ふ
。
女
君
、
御
髪
、
か
い
し
き
ば
か
り
、
い
と
を
か
し
げ
に
て
、
雛
遊
び
し
給
ふ
。
御
達

三
十
人
ば
か
り
、
童
あ
ま
た
。
御
前
に
、
人
の
奉
り
た
る
物
、
い
と
多
か
り
。 

（
国
譲
・
下　

七
八
七
〜
七
八
八
）

傍
線
部
①
の
よ
う
に
、
六
の
君
は
子
ど
も
た
ち
が
自
分
を
恋
し
が
っ
て
泣
く
姿
を
想
像
し
、
ま
た
も
う
一
人
が
育
つ
お
腹
が
ど
ん

ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
こ
数
か
月
忠
雅
と
対
面
し
て
い
な
い
こ
と
を
心
細
く
思
う
。
だ
が
、
東
宮
が
あ
て
宮
腹

の
第
一
皇
子
に
決
定
す
る
と
、
二
人
の
誤
解
は
解
け
、
傍
線
部
②
の
よ
う
に
、
以
前
よ
り
も
親
密
な
も
の
と
な
っ
た
。
子
ど
も
た

ち
は
、
傍
線
部
③
の
よ
う
に
遊
び
歩
く
よ
う
に
な
り
、
将
来
へ
の
不
安
は
な
く
な
る
。
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忠
雅
と
妻
子
た
ち
は
、
実
際
に
は
一
家
離
散
に
及
ば
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
兼
雅
と
妻
子
た
ち
の
物
語
や
あ
て
宮
求
婚
譚
に

お
け
る
実
忠
の
物
語
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。
源
氏
と
藤
原
氏
と
い
う
氏
族
対
立
の
物
語
は
、
立
坊
が
決
ま
ら
な
い
時
点
で
は
対

立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
最
終
的
に
は
円
満
な
解
決
に
終
わ
る
。
忠
雅
と
六
の
君
も
い
っ
た
ん
は
不
和
に
な
る
も
の

の
、
最
後
は
誤
解
が
解
け
、
以
前
よ
り
も
仲
が
深
ま
り
、
子
ど
も
た
ち
も
母
と
再
会
し
て
何
の
憂
い
も
な
く
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
国
譲
・
下
」
巻
に
お
け
る
六
の
君
・
忠
雅
と
子
ど
も
た
ち
の
物
語
は
、
実
忠
や
兼
雅
一
家
の
物
語
と
は
大
き

く
異
な
る
。
し
か
し
、
実
忠
や
兼
雅
の
物
語
の
反
復
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
実
忠
や
兼
雅
一
家
の
物
語
の
よ
う
に
、
忠
雅

夫
婦
の
物
語
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
犠
牲
に
な
る
か
と
思
い
き
や
、
実
際
に
は
子
ど
も
た
ち
は
「
家
」
や
親
の
庇
護
下
に
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
「
蔵
開
」
巻
か
ら
「
国
譲
」
巻
へ
と
続
く
「
家
」
を
再
構
成
し
て
ゆ
く
物
語
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
前
半
部
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
氏
族
が
登
場
し
て
い
た
。
複
数
の
氏
族
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
た
あ
て
宮
求
婚
譚

が
終
わ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
の
求
婚
者
た
ち
は
、
出
家
す
る
、
流
罪
に
な
る
な
ど
、
中
心
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
は
、

正
頼
の
婿
と
し
て
源
氏
の
一
族
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
。「
国
譲
」
巻
に
な
っ
て
梨
壺
腹
に
皇
子
が
誕
生
す
る
と
、

源
氏
と
藤
原
氏
の
間
で
政
争
が
起
き
、
物
語
は
源
氏
と
藤
原
氏
の
対
立
が
中
心
と
な
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
正
頼
の
婿
で
あ
る

藤
原
氏
の
男
た
ち
は
積
極
的
に
政
争
に
参
加
し
な
い
。
む
し
ろ
、
妻
を
慮
り
、
政
争
に
は
消
極
的
で
あ
る
。

六
の
君
は
、
忠
雅
が
通
っ
て
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
に
と
ら
わ
れ
て
は
い
る
が
、
実
忠
や
兼
雅
の

妻
子
た
ち
の
様
子
を
思
い
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
当
時
、
男
が
妻
子
を
忘
れ
て
し
ま
う
話
は
多
く
あ
っ
た
。
だ
が
、
留
意

し
た
い
の
は
、
前
半
の
実
忠
や
兼
雅
を
め
ぐ
る
妻
子
た
ち
の
様
子
と
、
こ
の
忠
雅
の
妻
子
た
ち
の
様
子
が
物
語
に
お
い
て
対
比
的

に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
半
部
と
同
じ
よ
う
な
構
造
を
持
ち
な
が
ら
も
、
後
半
部
の
忠
雅
と
妻
子
た
ち
の
挿
話
は
、
異
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な
っ
た
結
末
を
迎
え
る
。
実
忠
の
物
語
、
特
に
真
砂
子
君
の
物
語
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
も
、
忠
雅
の
妻
子
た
ち
は
同
じ
結
末
を
た

ど
る
こ
と
は
な
い
。
立
坊
争
い
が
決
着
を
む
か
え
、
忠
雅
と
六
の
君
の
関
係
が
修
復
さ
れ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
未
来
は
保

障
さ
れ
る
よ
う
な
描
き
方
が
な
さ
れ
る
。

過
去
を
回
想
し
、
過
去
の
問
題
点
を
解
決
し
な
が
ら
、
物
語
に
は
描
か
れ
な
い
未
来
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
『
う
つ
ほ
物
語
』

の
後
半
部
の
特
徴
が
、
忠
雅
を
め
ぐ
る
挿
話
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
仲
忠
と
小
君

最
後
に
、先
行
研
究
で
も
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
楼
の
上
」
巻
に
お
け
る
仲
忠
と
小
君
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
（
12
）。「
蔵

開
・
下
」
巻
で
は
、
仲
忠
が
父
兼
雅
の
妻
妾
た
ち
を
三
条
邸
に
引
き
取
る
。
そ
の
一
連
の
動
き
に
連
な
る
も
の
が
「
楼
の
上
・
上
」

巻
に
お
け
る
小
君
の
引
き
取
り
で
あ
る
。「
楼
の
上
・
上
」
巻
の
冒
頭
は
兼
雅
が
通
っ
て
い
た
源
宰
相
の
娘
の
話
か
ら
始
ま
る
。

三
条
右
大
臣
殿
の
、
か
の
一
条
殿
の
対
ど
も
に
居
給
へ
り
し
御
方
々
、
宮
迎
へ
ら
れ
給
ひ
て
、「
今
は
、
限
り
な
め
り
」
と
て
、

思
ひ
思
ひ
に
渡
り
給
ひ
に
し
中
に
、
西
の
一
の
対
に
、
源
宰
相
の
、

故
郷
に
多
く
の
年
は
住
み
わ
び
ぬ
渡
り
川
に
は
訪
は
じ
と
や
す
る

と
書
き
つ
け
給
へ
り
し
を
、殿
、お
は
し
て
、見
つ
け
給
ひ
て
、「
心
深
く
、を
か
し
う
、か
た
ち
な
ど
も
こ
と
な
む
な
か
り
し
を
、

い
か
で
、
こ
れ
ば
か
り
を
、
あ
り
所
を
聞
か
ま
し
か
ば
、
尋
ね
て
し
か
な
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
尚
侍
、「
い
と
よ
き
こ
と
な
り
。

宮
の
お
は
し
け
る
所
に
、
あ
ま
た
、
さ
て
も
も
の
し
給
ひ
け
る
を
、
女
子
も
な
く
、
さ
う
ざ
う
し
き
。
所
は
、
広
う
面
白
う
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め
で
た
き
に
、
も
と
の
や
う
に
て
も
の
し
給
は
ば
、
聞
こ
え
交
は
し
て
あ
ら
む
」
と
て
、
右
大
将
の
参
り
給
へ
る
に
、「
こ

こ
に
の
た
ま
ふ
め
る
こ
と
、
な
ほ
、
御
心
と
ど
め
て
尋
ね
給
へ
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
、「
げ
に
、
長
く
」
と
思
す
。

 

（
楼
の
上
・
上　

八
二
九
）

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
蔵
開
・
下
」
巻
で
は
、
仲
忠
主
導
で
兼
雅
の
妻
妾
た
ち
の
引
き
取
り
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ

の
中
で
、
引
き
取
ら
れ
な
か
っ
た
人
々
は
、
各
自
散
り
散
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
久
し
ぶ
り
に
一
条
殿
に
訪
れ
た
兼
雅
は
、

退
去
直
前
に
書
き
つ
け
た
源
宰
相
の
娘
の
傍
線
部
の
和
歌
を
見
て
、
宰
相
の
娘
を
た
ず
ね
た
い
と
願
う
。
俊
蔭
の
娘
も
そ
れ
に
賛

成
し
、
仲
忠
に
捜
索
を
頼
む
。

仲
忠
は
、
物
忌
み
で
訪
れ
た
石
作
寺
で
、
偶
然
こ
の
宰
相
の
君
と
遭
遇
す
る
。
こ
の
時
、
最
初
に
目
に
す
る
の
が
宰
相
の
君
の

息
子
で
あ
る
小
君
だ
っ
た
。

こ
の
御
局
の
傍
ら
に
と
ど
ま
り
た
る
人
、い
と
貴
は
か
に
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
き
声
し
て
、上
に
、人
二
人
ば
か
り
、下
仕
へ
な
め
り
、

人
に
い
た
う
も
隠
れ
で
、
几
帳
の
ほ
こ
ろ
び
よ
り
見
え
た
る
も
、
目
安
し
。
大
徳
の
、
御
堂
の
内
よ
り
来
た
め
れ
ば
、
乳
母

な
る
べ
し
、
さ
や
う
の
大
人
大
人
し
き
声
に
て
、「
こ
の
君
の
御
こ
と
、
よ
か
ん
べ
く
祈
り
給
へ
や
。『
親
に
お
は
す
る
殿
に

知
ら
れ
奉
り
給
へ
』
と
申
し
給
へ
。
上
い
と
心
苦
し
う
な
む
思
し
嘆
く
を
見
奉
る
」
な
ど
言
ふ
。「
親
子
あ
る
に
や
あ
ら
む
。

あ
は
れ
な
る
こ
と
な
り
や
。
親
を
見
ず
知
ら
ざ
ら
む
よ
。
誰
な
ら
む
」
と
聞
き
居
給
ふ
ほ
ど
に
、
八
つ
九
つ
ば
か
り
な
る
男

子
、髪
も
よ
ほ
ろ
ば
か
り
に
て
、掻
練
の
濃
き
袿
一
襲
、桜
の
直
衣
の
い
た
う
萎
れ
綻
び
た
る
を
着
て
、白
う
う
つ
く
し
げ
に
、

貴
に
う
つ
く
し
げ
な
る
、
化
粧
も
な
く
、
た
だ
、
見
に
立
ち
出
で
て
、
外
の
方
見
立
ち
た
り
。
よ
う
見
給
へ
ば
、
宮
の
君
の
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顔
に
似
た
り
。
声
は
、
い
と
貴
に
な
ま
め
か
し
う
、
愛
敬
づ
き
て
、
幼
げ
に
も
、
物
な
ど
言
ふ
。
い
と
う
つ
く
し
げ
に
見
給

へ
ば
、
見
合
は
せ
給
ひ
て
、
扇
し
て
招
き
給
へ
ば
、
う
ち
笑
み
て
、
ふ
と
お
は
し
た
り
。
内
に
、
い
と
貴
な
る
声
に
て
、「
か

れ
呼
び
給
へ
。
か
の
君
は
、
い
づ
ち
ぞ
。
あ
な
見
苦
し
」
と
言
へ
ば
、「
お
は
し
ま
せ
。
お
は
し
ま
せ
」
と
言
へ
ど
も
、
聞

か
ず
。
大
将
、膝
に
据
ゑ
給
ひ
て
、「
母
君
は
、こ
こ
に
か
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
お
は
す
め
り
」。「
誰
が
御
子
ぞ
」。「
知
ら
ず
」。

「
御
父
は
、
誰
と
か
、
人
は
聞
こ
ゆ
る
」。「『
右
の
大
将
』
と
か
や
、
人
は
言
へ
ど
、
ま
だ
見
え
給
は
ず
。
呼
ぶ
な
り
。
ま
う

で
な
む
」
と
て
立
ち
給
ふ
。「
あ
や
し
き
こ
と
か
な
。
西
の
対
の
君
に
こ
そ
。『
稚
児
あ
り
し
を
、
た
だ
一
目
見
ず
て
、
祖
母

君
な
む
、
愛
し
う
し
て
取
り
籠
め
て
し
』
と
の
た
ま
ひ
し
に
や
あ
ら
む
。
い
と
あ
は
れ
に
も
あ
べ
き
か
な
。
そ
れ
に
や
あ
ら

む
。
な
ほ
、
気
色
見
む
」
と
思
し
て  

（
楼
の
上
・
上　

八
三
〇
〜
八
三
一
）

こ
の
場
面
は
、
兼
雅
と
仲
忠
の
再
会
と
非
常
に
よ
く
似
通
っ
て
い
る
。

そ
の
日
、
帝
、
北
野
の
行
幸
し
給
ふ
日
に
て
、
そ
の
山
の
あ
た
り
な
ど
御
覧
ず
る
に
、
そ
の
日
候
ひ
給
ふ
右
大
将
の
お
と
ど
、

御
馬
を
引
き
回
し
て
、
こ
の
琴
の
調
べ
を
聞
き
つ
け
給
ひ
て
、
御
兄
の
右
の
お
と
ど
に
聞
こ
え
給
ふ
、「
こ
の
北
山
に
、
限

り
な
く
響
き
上
る
物
の
音
な
む
聞
こ
ゆ
。
琴
の
声
と
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
多
く
の
物
の
音
合
は
せ
た
る
声
に
て
、
内
裏
に
候
ふ
せ

た
風
の
一
つ
族
な
る
べ
し
。
い
ざ
給
へ
。
近
く
て
聞
か
む
」
と
の
た
ま
ふ
。（
中
略
）
分
け
入
り
て
、
こ
の
琴
の
音
を
尋
ね

て
、
う
つ
ほ
あ
る
杉
の
も
と
に
う
ち
寄
り
て
、
馬
よ
り
下
り
て
、
見
巡
り
給
ふ
。
こ
の
木
の
前
に
は
、
よ
ろ
づ
の
木
な
つ
か

し
う
、
苔
を
敷
き
、
砂
子
を
蒔
き
て
、
清
げ
な
る
蔭
に
立
ち
寄
り
て
、
声
作
り
給
へ
ば
、
こ
の
う
つ
ほ
の
人
、
琴
を
弾
き
や

み
て
、
あ
や
し
が
り
て
見
給
へ
ば
、
い
と
清
げ
な
る
人
立
て
り
。
子
の
言
ふ
や
う
、「
い
と
め
づ
ら
し
く
、
あ
や
し
き
わ
ざ
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か
な
。
物
の
音
を
聞
き
て
、
天
人
の
下
り
給
へ
る
に
や
あ
ら
む
」
と
言
へ
ば
、
な
ほ
問
は
ま
ほ
し
く
し
て
、
苔
の

の
内
な

が
ら
、「
か
れ
は
、
何
人
の
お
は
し
ま
す
に
か
あ
ら
む
。
熊
・
狼
を
友
達
に
て
、
世
の
中
の
人
も
ま
う
で
来
通
は
ぬ
山
懐
に
、

い
か
で
入
ら
せ
給
へ
る
な
ら
む
」。
客
人
、「
さ
れ
ば
こ
そ
。
人
あ
り
け
り
」
と
思
し
て
、「『
か
く
て
、
人
住
み
給
ふ
』
と
聞

き
て
、
ま
こ
と
、
空
言
見
給
へ
に
、
ま
う
で
来
つ
る
な
り
」。
い
ら
へ
、「
こ
の
年
ご
ろ
、
こ
の
山
に
籠
り
侍
れ
ど
も
、
か
う

尋
ね
訪
は
せ
給
ふ
人
も
な
き
に
、何
ご
と
に
よ
り
て
か
尋
ね
お
は
し
ま
し
つ
ら
む
」と
聞
こ
え
て
、苔
の
上
に
出
で
た
り
。
衣
、

は
た
、は
か
な
き
単
衣
の
萎
え
た
る
を
着
た
る
に
、顔
か
た
ち
は
、た
だ
光
る
や
う
に
見
ゆ
。
あ
や
し
み
驚
き
て
、客
人
、「
今

日
は
、
北
野
の
行
幸
な
り
。
御
供
に
仕
う
ま
つ
れ
る
に
、
面
白
き
物
の
音
の
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
尋
ね
参
り
来
つ
る
」
と
て
、
行

縢
を
解
き
て
、
苔
の
上
に
敷
き
、「
こ
ち
」
と
て
据
ゑ
、
我
も
居
給
ひ
て
、
こ
と
の
よ
し
を
問
ひ
給
ふ
、「
そ
も
そ
も
、
獣
と

い
へ
ど
、
虎
・
狼
な
ら
ぬ
は
住
ま
ざ
な
り
。
鳥
と
い
へ
ど
も
、
鷲
・
山
鳥
な
ら
ぬ
は
住
ま
ぬ
所
に
、
何
の
御
心
に
て
、
い
と

き
な
き
ほ
ど
に
は
宿
り
給
ふ
ぞ
」。
子
の
い
ら
へ
、「
こ
の
山
に
ま
か
り
籠
り
に
し
こ
と
、
五
歳
よ
り
な
り
。
そ
の
後
、
跡
絶

え
て
、
ま
か
り
出
づ
る
こ
と
な
し
。
そ
の
籠
り
侍
り
し
や
う
は
、
思
ふ
心
あ
り
て
な
り
。
た
ふ
た
ふ
に
聞
こ
ゆ
べ
き
に
も
侍

ら
ず
」
と
聞
こ
ゆ
。
客
人
、「
こ
こ
ら
激
し
き
道
に
、
う
ち
越
え
て
、
深
き
山
の
奥
を
、
う
と
ま
し
き
獣
の
満
ち
満
ち
た
る

中
を
尋
ね
た
る
心
を
ば
、
え
疎
か
に
は
思
さ
じ
。
な
ほ
の
た
ま
へ
」
と
、
責
め
問
ひ
給
へ
ば
、「
は
か
ば
か
し
く
も
、
身
の

上
を
、
え
知
り
侍
ら
ず
。
母
に
侍
る
人
に
、
責
め
て
問
ひ
侍
り
し
か
ば
、『
父
母
に
、
一
度
に
遅
れ
侍
り
に
し
か
ば
、
あ
ひ

顧
み
る
人
な
く
て
、
心
細
き
住
ま
ひ
を
し
侍
り
け
る
に
、
は
か
な
き
人
の
、
物
の
頼
り
に
立
ち
寄
り
給
へ
り
し
に
な
む
、
い

さ
さ
か
い
ら
へ
な
ど
聞
こ
え
し
に
、
生
ま
れ
に
し
』
と
ば
か
り
語
ら
れ
侍
れ
ど
も
、
そ
も
、
は
か
ば
か
し
う
も
聞
き
侍
ら
ず
」

と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
あ
り
し
京
極
の
こ
と
を
、
ふ
と
思
し
出
で
て
、「
な
ほ
、
確
か
に
の
た
ま
へ
。
さ
て
、
そ
の
御
親
は
お
は

す
る
か
、
お
は
せ
ぬ
か
。
あ
や
し
う
、
の
た
ま
ふ
や
う
に
て
は
、
い
と
き
な
き
ほ
ど
よ
り
、
か
か
る
あ
や
し
き
所
に
お
は
し
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け
れ
ど
、
さ
ら
に
、
こ
こ
に
お
は
す
べ
き
人
に
な
む
見
え
ぬ
。
た
だ
、
あ
ら
む
ま
ま
に
の
た
ま
へ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
子
の

い
ら
へ
、「（
後
略
）」

 

（
俊
蔭　

四
三
〜
四
六
）

兼
雅
は
、
俊
蔭
の
娘
や
仲
忠
の
弾
く
琴き

ん

の
音
を
聞
い
て
、
二
人
の
も
と
に
た
ど
り
着
く
が
、
仲
忠
も
「
い
と
貴
は
か
に
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ

し
き
声
」
か
ら
宰
相
の
君
の
い
る
場
所
に
注
意
を
向
け
る
。
し
か
も
、
両
者
と
も
最
初
に
出
く
わ
す
の
は
、
子
ど
も
の
方
で
あ
り
、

ま
ず
子
ど
も
と
会
話
す
る
こ
と
か
ら
母
子
の
素
性
を
知
る
。
子
ど
も
の
服
装
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
ど
ち
ら
も
衣
服
が
萎
え
綻

び
て
い
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
兼
雅
は
、
囲
い
で
示
し
た
部
分
の
よ
う
に
、
仲
忠
を
「
こ
ち
」
と
言
っ
て
据
え
、
波
線

部
の
よ
う
に
仲
忠
の
素
性
を
尋
ね
る
。
そ
し
て
、
そ
の
答
え
を
聞
く
と
、
網
掛
け
で
示
し
た
よ
う
に
、「
あ
り
し
京
極
の
こ
と
」

を
思
い
出
す
。
仲
忠
も
囲
い
で
示
し
た
部
分
の
よ
う
に
、
小
君
を
膝
に
据
え
、
波
線
部
の
よ
う
に
小
君
の
素
性
を
尋
ね
、
網
掛
け

部
分
の
よ
う
に
、
小
君
の
答
え
を
聞
い
て
兼
雅
の
子
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。
宰
相
の
君
母
子
と
俊
蔭
母
子
は
そ
の
境
遇

の
相
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
13
）、
以
上
の
よ
う
に
兼
雅
が
仲
忠
に
遭
遇
す
る
場
面
と
仲
忠
が
小
君
に
遭
遇
す
る
場
面
も
よ
く

似
た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

だ
が
、
こ
の
仲
忠
と
小
君
と
の
遭
遇
場
面
が
、
兼
雅
と
仲
忠
と
の
遭
遇
場
面
と
大
き
く
違
う
の
は
、
実
の
父
子
関
係
で
は
な
い

こ
と
で
あ
る
。
仲
忠
の
場
合
は
、
実
の
父
で
あ
る
兼
雅
と
再
会
し
て
、
そ
の
ま
ま
父
に
引
き
取
ら
れ
る
が
、
小
君
の
場
合
は
異
な

る
。
小
君
は
、
兄
仲
忠
と
遭
遇
し
た
後
に
、
実
の
父
兼
雅
と
再
会
す
る
場
面
が
改
め
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
小
君
と
兼
雅
の
再
会

は
、
仲
忠
と
兼
雅
の
遭
遇
場
面
と
似
通
い
な
が
ら
も
、
実
の
親
で
は
な
い
と
い
う
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
仲

忠
が
息
子
と
し
て
兼
雅
の
寵
愛
を
受
け
た
の
に
対
し
て
、
小
君
は
兼
雅
を
父
と
せ
ず
、
兼
雅
も
小
君
に
よ
そ
よ
そ
し
い
態
度
を
と
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る
。
そ
の
代
わ
り
と
し
て
、
仲
忠
が
小
君
の
父
代
り
の
役
目
を
果
た
す
。

仲
忠
は
、「
蔵
開
・
下
」
巻
に
お
い
て
父
兼
雅
の
妻
妾
た
ち
を
引
き
取
っ
て
い
た
。
宰
相
の
上
や
小
君
を
引
き
取
る
こ
と
も
、

こ
の
動
き
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
仲
忠
は
血
縁
関
係
な
く
と
も
子
ど
も
の
後
見
を
引
き
受
け
て

い
る
（
14
）。
仲
忠
は
、
仲
頼
の
息
子
二
人
と
娘
を
引
き
取
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
娘
の
次
期
東
宮
入
内
の
後
見
を
も
す
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
梨
壺
腹
の
第
三
皇
子
も
仲
忠
を
母
代
わ
り
と
し
て
お
り
、
血
の
つ
な
が
っ
て
い
る
子
ど
も
、
つ
な
が
ら
な
い

子
ど
も
の
ど
ち
ら
に
対
し
て
も
、
仲
忠
は
親
代
わ
り
と
な
る
。
そ
れ
は
、
や
は
り
自
ら
が
父
の
い
な
い
生
活
を
過
ご
し
て
い
た
こ

と
と
関
連
す
る
だ
ろ
う
。
仲
忠
は
、
兼
雅
の
妻
子
た
ち
を
引
き
取
る
前
、
次
の
よ
う
に
過
去
を
述
懐
し
て
い
た
。

「（
前
略
）
昔
、
若
く
お
は
し
ま
し
け
む
世
に
は
、
は
か
り
な
か
り
け
む
こ
と
に
つ
け
て
、
仲
忠
ら
が
物
の
心
も
知
ら
ぬ
を
掻

き
持
て
は
、
い
か
ば
か
り
か
は
悲
し
び
給
ひ
し
」
と
聞
こ
ゆ
る
ま
ま
に
、
涙
は
雨
の
ご
と
く
に
こ
ぼ
す
。
父
お
と
ど
・
母
北

の
方
も
、
い
み
じ
う
泣
き
給
ふ
。 

（
蔵
開
・
中　

五
六
一
）

仲
忠
は
、
母
俊
蔭
の
娘
と
自
ら
の
過
去
を
思
い
出
し
、
自
分
た
ち
の
境
遇
と
兼
雅
の
妻
子
た
ち
の
境
遇
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た

（
15
）。俊

蔭
は
、
遣
唐
使
に
選
ば
れ
、
流
離
す
る
こ
と
で
秘
琴
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
父
母
の
い
る
日
本
か
ら
遠
く
離
れ
帰
国
し

た
時
に
は
父
母
と
死
別
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
俊
蔭
の
娘
は
父
母
と
死
別
し
て
い
た
。
そ
の
息
子
で
あ
る
仲
忠
は
、
父
に
誕
生
を

知
ら
れ
ぬ
ま
ま
成
長
す
る
が
、
兼
雅
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て
庇
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
兼
雅
の
妻
子
た
ち
も
、
俊
蔭
の
娘
や
仲
忠

と
同
じ
道
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
兼
雅
の
妻
子
た
ち
は
、後
半
部
に
お
い
て
仲
忠
に
救
済
さ
れ
る
。
だ
が
、「
楼
の
上
・
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上
」
巻
に
な
る
と
、
中
心
に
語
ら
れ
る
の
は
、
妻
た
ち
よ
り
も
息
子
小
君
に
つ
い
て
で
あ
る
。

一
節
目
の
仲
頼
、
二
節
目
の
忠
雅
の
話
も
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
存
在
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
仲
頼
の
場
合
は
、
仲
忠
の
尽
力
に

よ
っ
て
子
供
た
ち
が
宮
仕
え
す
る
可
能
性
が
語
ら
れ
て
い
た
。
忠
雅
の
場
合
も
子
ど
も
た
ち
の
将
来
が
何
の
不
安
も
な
い
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
結
末
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
本
論
で
は
詳
述
し
て
い
な
い
が
、
実
忠
の
娘
袖
君
も
あ
て
宮
の
配
慮
に
よ
り
時
期
東

宮
に
入
内
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
（
国
譲
・
下　

七
九
二
〜
七
九
四
）。
本
節
の
小
君
の
場
合
も
同
様
に
、
仲
忠
の
過
去

と
同
じ
よ
う
な
構
造
を
取
る
こ
と
で
、
小
君
の
未
来
が
予
想
で
き
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

水
尾
訪
問
は
吹
上
訪
問
を
、
忠
雅
と
六
の
君
の
不
和
は
実
忠
・
兼
雅
の
妻
子
た
ち
の
問
題
を
、
小
君
と
仲
忠
の
遭
遇
は
仲
忠
と

兼
雅
の
遭
遇
を
想
起
さ
せ
、
過
去
を
反
復
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
。『
う
つ
ほ
物
語
』
は
後
半
部
に
な
る
と
、
登
場

人
物
た
ち
が
過
去
を
頻
繁
に
回
想
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
特
に
「
楼
の
上
」
巻
は
そ
れ
が
顕
著
に
現
れ
る
。
俊
蔭
の
娘
は
、
京
極

邸
の
庭
の
様
子
を
見
て
、
昔
と
今
を
重
ね
合
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
過
去
と
現
在
を
一
体
化
さ
せ
る
よ
う
な
場
面
が
、「
楼
の
上
」

巻
に
は
多
く
描
か
れ
る
。
ま
た
、
以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
後
半
部
の
構
造
は
、
前
半
部
に
描
か
れ
た
過
去
を
想
起
さ
せ
る
よ

う
な
作
り
と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
過
去
は
再
び
現
在
に
蘇
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
過
去
が
現
在
と
は
異
な
る
こ
と
を
確
認
し

て
ゆ
く
作
業
を
伴
う
。
俊
蔭
の
娘
は
、「
楼
の
上
」
巻
に
お
い
て
、
俊
蔭
の
い
た
過
去
を
回
顧
し
な
が
ら
、
俊
蔭
が
い
な
い
今
を

再
認
識
す
る
。
過
去
は
あ
く
ま
で
過
去
で
あ
り
、
現
在
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
対
象
化
さ
れ
る
。
過
去
が
対
象
化
さ
れ
る
と
、
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も
は
や
過
去
は
現
在
と
完
全
に
一
体
化
す
る
こ
と
は
な
く
、
時
間
の
経
過
だ
け
が
問
題
と
な
る
。
物
語
の
最
後
、
嵯
峨
院
と
宮
内

卿
兼
覧
は
京
極
邸
に
お
い
て
、
遠
い
過
去
を
回
想
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
詠
ん
だ
歌
は
、
時
間
の
経
過
を
意
識
し
た
も
の
で

あ
る
。嵯

峨
の
院
、
楼
の
上
に
さ
し
上
り
て
、「
い
と
厳
し
き
森
の
や
う
に
て
、
桜
の
木
あ
り
。
あ
は
れ
、
こ
の
木
見
る
こ
そ
、
い

と
恐
ろ
し
け
れ
。
昔
、
十
余
歳
に
て
、
春
ご
と
に
来
つ
つ
、
書
見
る
と
て
、
見
困
じ
て
下
り
つ
つ
遊
び
し
。
い
で
、
こ
の
楼

な
ら
ば
、
及
び
な
む
や
」
と
て
、

春
来
て
は
わ
が
袖
懸
け
し
桜
花
今
は
木
高
き
枝
見
つ
る
か
な
（
中
略
）

宮
内
卿
、
歳
七
十
な
る
、「
あ
は
れ
、
昔
を
思
ひ
出
で
侍
れ
ば
、
あ
の
岩
の
も
と
の
松
の
木
は
、
か
の
山
に
侍
り
し
を
、
子

の
日
に
お
は
し
ま
し
て
、
引
き
植
ゑ
侍
り
し
ぞ
か
し
」
と
奏
し
給
ふ
。
七
、八
樹
ば
か
り
し
て
、
上
に
平
み
た
る
松
を
見
や

り
て
、
宮
内
卿
兼
覧
、

引
き
植
ゑ
し
子
の
日
の
松
も
老
い
に
け
り
千
代
の
末
に
も
あ
ひ
見
つ
る
か
な

 

（
楼
の
上
・
下　

九
四
〇
〜
九
四
一
）

嵯
峨
院
と
宮
内
卿
は
、
昔
と
同
じ
よ
う
に
京
極
邸
に
生
え
る
桜
の
木
と
松
の
木
を
見
て
過
去
を
振
り
返
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
そ

の
木
々
は
成
長
し
老
木
と
な
っ
て
い
た
。
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
変
化
し
た
木
々
を
見
る
こ
と
で
、
過
去
が
現
在
と
は
異
な
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
再
認
識
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
過
去
を
対
象
化
す
る
の
は
、
過
去
を
持
つ
人
物
た
ち
だ
け
で
あ
る
。
過
去
を
持
た
な
い
子
ど
も
た
ち
が
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今
後
ど
の
よ
う
に
成
長
し
、
過
去
を
捉
え
な
お
し
て
ゆ
く
の
か
は
物
語
に
は
描
か
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
過
去
を
持
つ
人
物
た
ち

に
よ
っ
て
、
仲
頼
の
子
ど
も
た
ち
、
忠
雅
と
六
の
君
の
子
ど
も
た
ち
、
ま
た
小
君
や
実
忠
の
子
ど
も
た
ち
の
未
来
は
安
泰
な
も
の

に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
語
り
方
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
人
々

が
分
散
↓
収
束
↓
分
散
↓
収
束
す
る
こ
と
で
、
展
開
し
て
き
た
。
子
ど
も
た
ち
の
未
来
も
ま
た
、
再
度
分
散
し
、
収
束
し
て
ゆ
く

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

付
記

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
の
引
用
は
、
室
城
秀
之
注
『
う
つ
ほ
物
語
全　

改
訂
版
』（
お
う
ふ
う　

二
〇
〇
一
）
に
拠
る
が
、
一
部
表
記
を

改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
適
宜
傍
線
を
引
き
、（　

）
内
に
頁
数
を
付
し
た
。

注
（
１
）  

前
半
部
を
「
俊
蔭
」
巻
〜
「
沖
つ
白
波
」
巻
、
後
半
部
を
「
蔵
開
・
上
」
巻
〜
「
楼
の
上
・
下
」
巻
と
す
る
説
に
従
う
。

（
２
）  

「
子
ど
も
」
と
は
、「
稚
児
」
や
「
童
」
ま
で
、
す
な
わ
ち
裳
着
・
元
服
な
ど
の
成
人
儀
礼
以
前
を
指
す
が
、
成
人
儀
礼
を
す
る
年

齢
に
な
っ
て
も
裳
着
・
元
服
を
行
わ
な
い
こ
と
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
本
論
で
は
「
子
ど
も
」
を
成
人
儀
礼
の
平
均
年
齢
約
十
五
歳

ま
で
の
男
児
・
女
児
に
限
り
考
察
す
る
。
本
論
で
「
子
」
と
表
記
す
る
場
合
は
親
子
関
係
に
お
け
る
子
を
指
し
、「
子
ど
も
」
と
表

記
す
る
場
合
は
十
五
歳
ま
で
の
子
ど
も
を
指
し
て
い
る
。

（
３
）  

以
上
に
述
べ
た
も
の
は
、
拙
稿
「『
う
つ
ほ
物
語
』〈
孤
児
〉
の
物
語
」（『
物
語
研
究
』
一
五　

二
〇
一
五
・
三
）
に
お
い
て
詳
し

く
論
じ
て
い
る
。

（
４
）  

「
家
」
に
つ
い
て
は
、
高
橋
秀
樹
『
日
本
中
世
の
家
と
親
族
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
六
）、
服
藤
早
苗
『
家
成
立
史
の
研
究
』

（
校
倉
書
房　

一
九
九
一
）、
栗
原
弘
『
平
安
前
期
の
家
族
と
親
族
』（
校
倉
書
房　

二
〇
〇
八
）
な
ど
の
歴
史
的
な
「
家
」
の
変
遷
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に
関
す
る
先
行
研
究
を
参
照
し
た
が
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
家
」
は
歴
史
的
な
「
家
」
の
変
遷
と
は
異
な
っ
た
面
を
持
つ
。『
う

つ
ほ
物
語
』
の
「
家
」
に
関
し
て
は
、
日
向
一
雅
「
先
祖
と
霊
験
―
古
代
物
語
へ
の
一
視
点
―
」（『
源
氏
物
語
の
主
題
―
「
家
」
の

意
志
と
宿
世
の
物
語
の
構
造
―
』）、
室
城
秀
之
「
あ
て
宮
春
宮
入
内
決
定
の
論
理
」（『
う
つ
ほ
物
語
の
表
現
と
論
理
』　

若
草
書
房

　

一
九
九
六
）、
佐
藤
厚
子
「
正
頼
家
の
成
立
・〈
家
〉
の
世
界
の
形
成
―
う
つ
ほ
物
語
藤
原
の
君
巻
の
思
想
」（『
日
本
文
学
』　

一
九
八
五
・
六
）
な
ど
を
参
照
。
ま
た
、本
論
で
は
「
家
」
を
、邸
や
親
族
、氏
族
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
用
い
て
い
る
た
め
、「
家
」

と
表
記
し
て
い
る
。

（
５
）  
猪
川
優
子
「『
う
つ
ほ
物
語
』
祐
澄
と
近
澄
―
繰
り
返
さ
れ
る
〈
あ
て
宮
求
婚
譚
〉
―
」（『
古
代
中
世
国
文
学
』
一
九　

二
〇
〇
三
・
六
）

（
６
）  

注
３
の
拙
稿
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
た
。

（
７
）  

稲
員
直
子
「
吹
上
の
宮
の
世
界
―
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
花
紅
葉
」
表
現
と
の
関
わ
り
か
ら
―
」（『
日
本
女
子
大
学
大
学
院
の
会

誌
』
一
八　

二
〇
〇
一
・
三
）、門
澤
功
成
「『
う
つ
ほ
物
語
』
吹
上
上
巻
の
唱
和
歌
（
一
）
―
漢
籍
に
基
づ
く
景
物
と
和
歌
の
機
能
―
」

（
田
中
隆
昭
編
『
日
本
古
代
文
学
と
東
ア
ジ
ア
』
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
四
）

（
８
）  

注
７
門
澤
論
文
。

（
９
）  

同
時
に
、
正
頼
も
滋
野
真
菅
一
族
の
流
罪
を
解
い
て
い
る
。

（
10
）  

忠
雅
と
六
の
君
の
子
ど
も
は
、「
国
譲
・
下
」
巻
で
は
十
一
歳
、
五
歳
、
四
歳
の
男
子
と
七
歳
の
女
子
の
四
人
お
り
、
そ
の
上
も

う
一
人
懐
妊
し
て
い
る
。

（
11
）  

一
節
に
論
じ
た
仲
頼
の
子
ど
も
た
ち
も
、
こ
の
節
の
忠
雅
の
子
ど
も
た
ち
も
母
と
離
れ
て
し
ま
い
、
母
を
恋
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
は
、「
楼
の
上
」
巻
に
お
け
る
い
ぬ
宮
と
女
一
の
宮
と
の
関
係
に
類
似
す
る
。
前
半
部
は
主
に
父
恋
の
物
語
で
あ
っ
た
が
、
後
半

部
は
母
恋
の
物
語
と
も
い
え
る
。
高
野
英
夫
は
、
六
の
君
が
忠
雅
を
拒
否
し
子
ど
も
を
残
し
て
き
た
こ
と
と
、
女
一
の
宮
が
仲
忠
を

拒
否
し
い
ぬ
宮
と
の
離
別
を
嘆
い
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
と
説
き
、「
共
通
の
要
素
を
持
ち
な
が
ら
、
正
頼
家
は
王
権
の
獲
得

を
志
向
し
、
俊
蔭
一
族
は
秘
琴
伝
授
の
実
現
を
求
め
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

（
12
）  

猪
川
優
子「『
う
つ
ほ
物
語
』宮
の
君
と
小
君
―
次
世
代
の
確
執
―
」（『
古
代
中
世
文
学
』一
八　

二
〇
〇
二
・
十
二
）、西
山
登
喜「『
う

つ
ほ
物
語
』
宮
の
君
の
登
場
理
由
―
女
一
宮
の
〈
母
性
〉
を
問
う
」（『
物
語
研
究
』
七　

二
〇
〇
七
・
三
）、戸
田
瞳
「『
う
つ
ほ
物
語
』

俊
蔭
一
族
と
宰
相
の
上
親
子
の
織
り
な
す
血
縁
の
世
界
―
〈
縦
の
繋
が
り
〉
と
〈
横
の
繋
が
り
〉
の
絡
み
合
い
」（『
古
代
中
世
文
学
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論
考
』
二
三　

二
〇
〇
九
・
一
〇
）、
西
本
香
子
「『
宇
津
保
物
語
』
の
藤
氏
排
斥
」（『
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
（
文
学
篇
）』
二
九　

一
九
九
二
・
二
）。

（
13
）  

高
野
英
夫
「
う
つ
ほ
物
語　

宰
相
の
君
母
子
の
物
語
の
意
味
―
楼
の
上
上
巻
冒
頭
部
を
中
心
に
し
て
」（
早
稲
田
大
学
大
学
院
中

古
文
学
研
究
会
編
『
源
氏
物
語
と
王
朝
世
界
―
中
古
文
学
論
攷
第
二
十
号
』　

武
蔵
野
書
院　

二
〇
〇
〇
・
三
）、
西
本
香
子
「『
宇
津

保
物
語
』
の
藤
氏
排
斥
」（『
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
二
十
九
号　

一
九
九
二
・
二
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
14
）  
こ
う
し
た
仲
忠
の
あ
り
方
は
、
大
井
田
晴
彦
「
忠
こ
そ
物
語
の
位
相
―
仲
忠
と
の
出
逢
い
ー
」（『
う
つ
ほ
物
語
の
世
界
』
風
間
書

房　

二
〇
〇
二
）
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
15
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
３
の
拙
稿
に
お
い
て
も
軽
く
触
れ
た
。
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The N
arrative Structure of the C

hildren’s Episodes in the latter part of U
tsuho M

onogatari : 
R

elationship betw
een the fi rst part and the latter part

TO
M

IZAW
A

, M
oem

i

This paper attem
pts to discuss the scene and structure of the latter part,from

 kura-biraki-jo chapter to rou-no-ue-ge chapter, 
in U

tsubo M
onogatari. I fi rst look into the visit to M

izu-no-o, and next try to analyze the succession to the throne of kuni-
yuzuri chapter, and fi nally in the last section and then discuss the problem

 of K
o-gim

i, and fi nally in the last section I state 
the conclusion. I can sum

m
arize the results as follow

: the scene and structure of the latter part is portrayed as a repetition of 
the fi rst part of the story. C

onsequently, the latter part of U
tsuho M

onogatari has a narrative structure that objectify the past.

（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻　

博
士
後
期
課
程
三
年
）　


