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（
本
稿
は
『
相
愛
大
学
　
研
究
論
集
』
第
二
巻
所
収
の
拙
稿

少
納
言
評
言
私
注
」
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
）

「
無
名
草
子
の
清

　
　
○
小
式
部
内
侍
こ
そ
た
れ
よ
り
も
い
と
め
で
た
け
れ
、
か
か
る
た
め
し
を
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

　
　
　
く
に
つ
け
て
も
、
命
の
短
か
り
け
る
さ
へ
い
み
じ
く
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。

　
　
　
（
八
一
頁
）

　
「
小
式
部
内
侍
」
は
、
橘
道
貞
と
和
泉
式
部
と
の
間
に
生
ま
れ
（
尊
卑
分
脈
）
、

寛
弘
六
年
（
δ
〇
九
）
ご
ろ
、
母
の
和
泉
式
部
と
と
も
に
上
東
門
院
彰
子
に
仕
え
た

ら
し
く
、
万
寿
二
年
（
6
二
五
）
十
一
月
、
産
後
に
没
し
た
（
二
十
八
歳
前
後
［
『
日
本

古
典
文
学
大
辞
典
」
の
「
小
式
部
」
の
項
く
吉
田
幸
一
氏
担
当
V
］
。
二
十
六
歳
［
森
本
元
子
氏

「
小
式
部
内
侍
」
〈
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
昭
和
三
四
年
三
月
〉
］
。
な
お
、
『
国
史
大
辞

典
』
の
「
小
式
部
内
侍
」
の
項
［
吉
田
氏
担
当
］
に
よ
れ
ば
、
長
徳
四
年
［
九
九
八
］
ご
ろ

出
生
。
）
。
し
か
し
、
和
泉
式
部
集
（
岩
波
文
庫
本
、
清
水
文
雄
氏
校
注
「
和
泉
式
部
集

和
泉
式
部
続
集
』
）
に
、

か
た
　
　
　
お
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　

を
む
な
　

こ
う

語
ら
ふ
人
多
か
り
な
ど
い
は
れ
け
る
女
の
、
子
生
み
た
り
け

　
　
　
　
　
　
お
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ど
へ

る
、
「
た
れ
か
親
」
と
い
ひ
た
り
け
れ
ば
、
程
経
て
、
「
い
か
が

無
名
草
子
の
小
式
部
内
侍
評
言
私
注

　
　
　
　
　
　
さ
だ

　
　
　
　
　
　
定
め
た
る
」
と
人
の
い
ひ
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
し
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
鰯
　
此
の
世
に
は
い
か
が
定
め
ん
お
の
つ
か
ら
昔
を
問
は
ん
人
に
問
へ
か
し

と
あ
り
、
和
泉
式
部
が
生
ん
だ
子
、
小
式
部
内
侍
の
父
を
だ
れ
と
定
め
た
か
、
と

人
か
ら
尋
ね
ら
れ
た
と
い
う
か
ら
、
小
式
部
内
侍
の
父
を
橘
道
貞
と
す
る
こ
と
に

つ
き
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ

　
「
内
侍
」
は
、
内
侍
の
司
の
女
官
。
内
侍
の
司
は
、
天
皇
の
側
近
に
侍
り
、
奏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
し
の
か
み
な
い
し
の
す
け
な
い
し
の
じ
よ
う
に
よ
じ
ゅ

請
・
伝
宣
な
ど
の
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。
尚
侍
・
典
侍
．
掌
侍
・
女
嬬
な
ど
が

あ
っ
た
。
「
め
で
た
け
れ
。
」
は
、
上
の
「
こ
そ
」
の
結
び
で
、
結
構
な
人
・
幸
運

な
人
で
あ
る
、
　
の
意
。
「
か
か
る
た
め
し
」
は
、
無
名
草
子
の
小
式
部
内
侍
評
言

以
前
に
見
え
る
、
小
野
小
町
評
言
や
清
少
納
言
評
言
の
中
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

晩
年
の
零
落
の
様
子
を
さ
す
。
「
命
の
短
か
り
け
る
さ
へ
い
み
じ
く
こ
そ
お
ぽ
ゆ

れ
。
」
は
長
生
き
し
て
零
落
す
る
よ
り
も
、
二
十
六
歳
か
ら
二
十
八
歳
ぐ
ら
い
ま
で

に
病
没
す
る
と
い
う
、
短
命
で
あ
っ
た
こ
と
ま
で
も
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
、
の
意

で
、
こ
の
「
い
み
じ
く
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
」
は
、
さ
ら
に
後
文
で
そ
の
具
体
的
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

容
に
触
れ
、
再
び
「
い
み
じ
く
め
で
た
け
れ
。
」
と
記
し
て
い
る
。
「
命
の
」
の

「
の
」
は
、
岩
波
文
庫
本
（
以
下
、
「
岩
波
本
」
と
呼
称
。
）
に
は
な
い
。
「
お
ぼ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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無
名
草
子
の
小
式
部
内
侍
評
言
私
注

れ
」
は
、
下
二
段
動
詞
「
お
ぽ
ゆ
」
の
已
然
形
で
、
強
意
の
係
助
詞
「
こ
そ
」
の

結
び
。
小
式
部
内
侍
の
死
去
に
つ
い
て
は
、
栄
花
物
語
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

「
こ
ろ
も
の
た
ま
」
の
巻
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ぶ
ら

　
　
大
宮
（
ほ
上
東
門
院
彰
子
）
に
候
ひ
つ
る
小
式
部
の
内
侍
と
い
ふ
人
、
内
大
臣

　
　
教
通
権
僧
正
静
円
也
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
ご
ろ
　
し
げ
の
　
ゐ
　
　
　
　
公
成
　
阿
閣
梨
頼
忍
也

　
　
殿
＼
御
こ
な
ど
持
た
る
が
、
こ
の
年
頃
、
滋
野
井
の
頭
中
将
の
こ
う
み
て
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

　
　
せ
に
け
り
。
人
の
い
と
や
む
事
な
か
ら
ぬ
方
こ
そ
あ
れ
、
死
ざ
ま
の
御
事
に

　
　
似
た
り
。
大
宮
に
も
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め
し
て
、
世
の
は
か
な
さ
い
と

　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
ゴ
お
ぼ
し
知
ら
る
＼
に
も
、
「
い
か
で
疾
く
」
と
お
ぼ
し
い
そ
が
せ
給
に
も
、

　
　
　
て
う
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
み

　
　
御
調
度
ゴ
も
を
ぞ
い
そ
が
せ
給
。
小
式
部
の
母
和
泉
式
部
、
子
ど
も
を
見

　
　
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
　
　
と
ゴ
め
お
き
て
誰
を
あ
は
れ
と
思
ふ
ら
ん
子
は
ま
さ
り
け
り
子
は
ま
さ

　
　
　
　
　
　
　
よ

　
　
る
ら
ん
」
と
詠
み
け
り
。
（
下
、
二
五
〇
頁
）

と
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
小
式
部
内
侍
は
、
万
寿
二
年
（
6
二
五
）
十
一
月
に
、

滋
野
井
の
頭
中
将
（
藤
原
公
成
）
の
子
頼
仁
（
勘
物
に
「
頼
忍
」
と
あ
る
が
、
今
、
尊
卑

分
脈
に
よ
っ
て
「
頼
仁
」
と
す
る
。
）
を
生
ん
で
死
亡
し
た
が
、
お
産
に
よ
る
死
と
い

う
の
が
、
同
年
八
月
五
日
、
後
に
後
冷
泉
天
皇
と
な
ら
れ
る
皇
子
を
御
産
後
、
十

九
歳
で
墓
去
さ
れ
た
後
朱
雀
天
皇
の
尚
侍
藤
原
嬉
子
や
、
同
年
八
月
二
十
九
日
、

死
胎
を
生
ん
で
逝
去
し
た
藤
原
長
家
の
北
の
方
（
藤
原
斉
信
女
）
の
場
合
と
類
似
し

て
い
る
（
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
長
家
の
北
の
方
は
死
胎
を
生
ん
だ
の
に
対
し
て
、
嬉
子

は
健
全
な
皇
子
を
生
ん
で
い
る
点
、
嬉
子
の
場
合
に
似
る
と
考
え
る
方
が
よ
か
ろ
う
。
）

の
で
、
大
宮
（
皇
太
后
彰
子
）
が
世
の
は
か
な
さ
の
あ
ま
り
出
家
を
急
が
れ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
小
式
部
内
侍
の
母
和
泉
式
部
は
、
右
の
文
章
に
見
え
る

歌
を
詠
じ
た
が
、
こ
の
歌
は
無
名
草
子
の
和
泉
式
部
評
言
に
も
見
え
る
（
詳
細
は
・
ρ
、

二

の
時
に
記
す
。
）
。

　
［
通
釈
］

　
小
式
部
内
侍
は
だ
れ
よ
り
も
ま
こ
と
に
結
構
［
ナ
人
］
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

（
1
一
小
野
小
町
や
清
少
納
言
が
長
生
キ
シ
タ
ノ
ニ
晩
年
二
零
落
シ
テ
シ
マ
ッ
タ
様

子
ノ
ヨ
ウ
ナ
）
例
を
聞
く
に
つ
け
て
も
、
［
小
式
部
内
侍
ノ
ニ
十
六
歳
カ
ラ
ニ
十

八
歳
グ
ラ
イ
マ
デ
ニ
病
没
ス
ル
ト
イ
ウ
ヨ
ウ
ニ
］
命
が
短
か
っ
た
こ
と
ま
で
も
す

ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
O
さ
ば
か
り
の
君
に
と
り
わ
き
お
ぼ
し
め
し
と
き
め
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ

　
　
　
て
、
な
き
あ
と
ま
で
も
御
衣
な
ど
た
ま
は
せ
け
む
ほ
ど
、
宮
仕
へ
の
本
意

　
　
　
こ
れ
に
は
い
か
が
過
ぎ
む
と
思
ふ
に
、
果
報
さ
へ
い
と
思
ふ
や
う
に
は
べ

　
　
　
り
し
。
（
八
一
・
八
二
頁
）

　
「
さ
ば
か
り
の
君
」
　
は
、
　
あ
れ
ほ
ど
の
立
派
な
御
主
君
、
の
意
で
、
こ
こ
は
、

上
東
門
院
彰
子
を
さ
す
。
彰
子
の
父
は
藤
原
道
長
、
母
は
源
倫
子
で
、
永
延
二
年

（九

ｪ八

j
誕
生
。
承
保
元
年
（
δ
茜
）
十
月
三
日
八
十
七
歳
で
崩
御
。
長
保
二
年

（一

Z〇

Z）

�
雌
�
¥
五
日
、
定
子
が
一
条
天
皇
の
中
宮
か
ら
皇
后
と
な
っ
た
の
で
、

彰
子
が
中
宮
と
な
り
、
紫
式
部
・
和
泉
式
部
・
墨
染
衛
門
・
大
弐
三
位
・
出
羽
弁

ら
の
才
女
に
か
し
ず
か
れ
た
。
小
式
部
内
侍
の
母
和
泉
式
部
が
彰
子
中
宮
に
出
仕

し
た
年
代
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
上
村
悦
子
氏
は
「
寛
弘
六
年
の
春
の
末

か
ら
葵
祭
の
頃
ま
で
で
あ
ろ
う
。
」
（
『
王
朝
女
流
作
家
の
研
究
」
所
収
「
和
泉
式
部
考
」

八
四
頁
。
な
お
、
同
書
所
収
「
和
泉
式
部
生
涯
に
関
す
る
諸
推
定
年
表
一
覧
」
に
借
説
が
見

え
る
。
ま
た
、
「
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
」
の
「
和
泉
式
部
」
の
項
［
吉
田
幸
一
氏
担
当
］
に
、

「
式
部
は
覧
弘
六
年
四
月
葵
祭
の
頃
に
中
宮
彰
子
の
も
と
に
出
仕
す
る
。
」
と
あ
る
。
）
と
述
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べ
ら
れ
、
次
い
で
、
「
小
式
部
も
母
と
共
に
童
女
と
し
て
出
仕
し
た
と
思
わ
れ
る

が
此
の
年
十
一
、
二
歳
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
」
（
前
掲
論
文
八
四
頁
）
と
も
述
べ

て
お
ら
れ
る
。
「
と
り
わ
き
お
ぼ
し
め
し
と
き
め
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
」
は
、

格
別
に
御
寵
愛
を
お
か
け
い
た
だ
き
申
し
上
げ
て
、
の
意
。
美
貌
の
才
媛
で
名
歌

人
の
和
泉
式
部
に
対
し
て
好
意
を
寄
せ
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
彰
子
中
宮
は
、
当

然
、
そ
の
和
泉
式
部
の
娘
で
あ
る
小
式
部
内
侍
に
も
特
別
の
情
愛
を
も
っ
て
接
し

ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
）
。
「
な
き
あ
と

　
　
　
　
そ

ま
で
も
御
衣
な
ど
た
ま
は
せ
け
む
ほ
ど
、
」
は
、
小
式
部
内
侍
が
な
く
な
っ
た
あ

と
ま
で
も
上
東
門
院
彰
子
が
御
衣
類
な
ど
を
御
下
賜
に
な
っ
た
と
か
い
う
様
子

は
、
の
意
。
底
本
「
御
」
な
し
。
岩
波
本
に
よ
り
補
う
。
「
た
ま
は
せ
」
は
「
賜

は
せ
」
で
、
下
二
段
他
動
詞
「
賜
は
す
」
の
未
然
形
。
お
与
え
に
な
る
・
下
賜
さ

れ
る
、
の
意
で
、
「
賜
は
す
」
は
四
段
他
動
詞
「
賜
ふ
」
の
未
然
形
「
賜
は
」
に

尊
敬
の
助
動
詞
「
す
」
の
つ
い
た
単
語
。
上
東
門
院
彰
子
の
衣
類
下
賜
に
つ
い
て

は
、
金
葉
集
（
国
歌
大
観
本
）
巻
第
十
雑
部
下
に
、

　
　
　
　
　
小
式
部
内
侍
う
せ
て
の
ち
上
東
門
院
よ
り
年
ご
ろ
給
は
り
け
る
き

　
　
　
　
　
ぬ
を
な
き
跡
に
も
遣
し
た
り
け
る
に
小
式
部
内
侍
と
書
き
付
け
ら

　
　
　
　
　
れ
た
る
を
見
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
式
部

　
　
コ
ヘ
　
ヒ
　

　
　
α
、
・
諸
共
に
苔
の
下
に
は
朽
ち
ず
し
て
埋
も
れ
ぬ
名
を
み
る
ぞ
悲
し
き

と
見
え
る
ほ
か
、
他
の
作
品
や
無
名
草
子
の
和
泉
式
部
評
言
に
も
記
さ
れ
て
い
る

（
詳
細
は
、
そ
の
時
に
述
べ
る
。
）
。
上
東
門
院
彰
子
中
宮
の
小
式
部
内
侍
に
対
す
る
情

愛
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
右
の
衣
類
下
賜
の
件
以
外
に
、
次
の
新
古
龍
門
（
日
本
古

典
文
学
全
集
本
）
巻
第
八
哀
傷
歌
所
載
の
和
泉
式
部
と
上
東
門
院
と
の
贈
答
歌
に

よ
っ
て
も
十
分
想
像
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
無
名
草
子
の
小
式
部
内
侍
評
言
私
注

　
　
　
　
　
こ
　
し
き
ぶ
の
な
い
し
　
　
　
つ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
は
ぎ
お
　
　
　
　
　
　
か
ら
ぎ
ぬ

　
　
　
　
　
小
式
部
内
侍
、
露
置
き
た
る
萩
織
り
た
る
唐
衣
を
着
て
侍
り
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち
じ
や
う
と
う
も
ん
ゐ
ん
　
　
　
た
つ

　
　
　
　
　
る
を
、
身
ま
か
り
て
後
、
上
東
門
院
よ
り
尋
ね
さ
せ
給
ひ
け
る

　
　
　
　
　
た
て
ま
つ

　
　
　
　
　
に
奉
る
と
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
式
部

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ゆ

　
　
禍
置
く
と
等
し
露
も
あ
り
け
り
は
か
な
く
て
消
え
に
し
人
を
な
に
に
た
と
へ

　
　
　
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
和
泉
式
部
集
］

　
　
　
　
　
お
ん
か
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゃ
う
と
う
も
ん
ゐ
ん

　
　
　
　
　
御
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
東
門
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
で
　
　
う
へ

　
　
血
忌
ひ
き
や
は
か
な
く
置
き
し
袖
の
上
の
露
を
か
た
み
に
か
げ
ん
も
の
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
和
泉
式
部
集
］

ち
な
み
に
、
右
の
和
泉
式
部
の
歌
は
、
和
泉
式
部
集
（
岩
波
文
庫
本
、
清
水
文
雄
氏
校

注
『
和
泉
式
部
集
和
泉
式
部
続
集
」
）
上
四
八
四
番
の
歌
の
詞
書
に
、
「
宮
よ
り
『
露

お
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
ぎ
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
う
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す

置
き
た
る
唐
衣
ま
み
ら
せ
よ
、
経
の
表
紙
に
せ
む
』
と
召
し
た
る
に
、
結
び
つ
　
4
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

け
た
る
」
と
あ
っ
て
、
上
東
門
院
が
、
死
亡
し
た
小
式
部
内
侍
の
冥
福
を
祈
ら
ん

と
し
て
、
写
経
し
た
経
文
の
表
紙
に
、
小
式
部
内
侍
の
生
前
に
着
て
い
た
唐
衣

を
利
用
し
よ
う
と
、
和
泉
式
部
に
所
望
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
宮
仕
へ
の
本

意
こ
れ
に
は
い
か
が
過
ぎ
む
と
思
ふ
に
、
」
は
、
宮
仕
え
を
し
た
本
来
の
志
と
し

て
は
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思

う
が
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
、
の
意
で
、
「
そ
の
上
に
」
と
は
、
上
東
門
院
彰
子
に

寵
愛
さ
れ
た
こ
と
に
つ
け
加
え
て
そ
の
上
に
、
の
意
。
「
宮
仕
へ
」
は
、
底
本

宮
つ
か
ひ
」
。
岩
波
本
に
よ
り
改
め
る
。
「
思
ふ
に
、
」
の
「
に
」
は
、
添
加
の
意

の
接
続
助
詞
。
「
果
報
」
は
、
し
あ
わ
せ
の
よ
い
こ
と
で
、
こ
こ
は
以
下
に
記
す

「
よ
う
つ
の
…
…
い
み
じ
く
め
で
た
け
れ
。
」
を
さ
す
。
底
本
「
果
」
な
し
。
岩
波

本
に
よ
り
補
う
。
「
思
ふ
や
う
に
は
べ
り
し
。
」
は
、
理
想
的
で
ご
ざ
い
ま
し
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
無
名
草
子
の
小
式
部
内
侍
評
言
私
注

の
意
で
あ
る
が
、
「
し
」
は
、
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形
で
、
係
結
び
の

形
式
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
こ
は
、
単
に
連
体
形
止
め
の
用
法
と
見
な
し
て

お
く
。
な
お
、
底
本
ど
お
り
、
「
侍
か
し
」
の
ま
ま
と
し
て
も
意
味
は
通
じ
る
が
、

テ
キ
ス
ト
頭
注
に
記
し
た
よ
う
に
、
一
応
、
岩
波
本
に
よ
り
改
め
て
お
く
。

　
［
通
釈
］

　
［
小
式
部
内
侍
ガ
］
あ
れ
ほ
ど
の
　
［
立
派
ナ
］
御
主
君
［
デ
ア
ル
上
東
門
院
彰

子
］
に
格
別
に
御
寵
愛
を
お
か
け
い
た
だ
き
申
し
上
げ
て
、
［
小
式
部
内
侍
ガ
］

な
く
な
っ
た
あ
と
ま
で
も
〔
上
東
門
院
彰
子
ガ
〕
御
衣
類
な
ど
を
御
下
賜
に
な
っ

た
と
か
い
う
様
子
は
、
［
小
式
部
内
侍
ガ
］
宮
仕
え
を
し
た
本
来
の
志
と
し
て
は

こ
れ
以
上
の
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
が
、

さ
ら
に
［
上
東
門
院
彰
子
二
寵
愛
サ
レ
タ
コ
ト
ニ
ツ
ケ
加
胆
テ
］
そ
の
上
に
、

［
以
下
二
記
ス
ヨ
ウ
ニ
］
し
あ
わ
せ
の
よ
い
こ
と
ま
で
も
た
い
へ
ん
理
想
的
で
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　
　
○
よ
う
つ
の
人
の
心
を
つ
く
し
け
む
、
ね
た
げ
に
も
て
な
し
て
、
大
二
条
殿

　
　
　
に
い
み
じ
く
思
は
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
や
む
ご
と
な
き
僧
子
ど
も
生
み
お

　
　
　
き
て
隠
れ
に
け
む
こ
そ
い
み
じ
く
め
で
た
け
れ
。
（
八
二
頁
）

　
「
よ
う
つ
の
人
の
心
を
つ
く
し
け
む
、
」
は
、
多
く
の
男
性
が
心
の
限
り
を
つ
く

し
て
小
式
部
内
侍
に
思
い
を
寄
せ
た
と
か
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
、
の
意

で
、
「
け
む
」
は
、
過
去
の
推
量
の
意
を
表
わ
す
助
動
詞
「
け
む
」
の
連
体
形
で
、

こ
こ
は
伝
聞
の
意
で
あ
る
。
「
け
む
」
の
次
に
格
助
詞
「
を
」
が
あ
っ
て
ほ
し
い

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
諸
本
に
異
同
は
な
い
。
し
か
し
、
無
名
草
子
に
は
、
た
と
え

ば
最
初
の
「
序
」
の
中
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
　
　
　
す
ず
し
　
き
ぬ
　
ね
り
ぬ
き

　
　
い
ろ
い
ろ
の
生
絹
の
衣
・
練
貫
な
ど
い
と
な
え
ば
み
た
る
着
て
、
（
四
頁
）

と
あ
っ
て
、
「
な
え
ば
み
た
る
」
の
次
に
格
助
詞
「
を
」
が
な
い
、
と
い
う
用
例

も
あ
る
か
ら
、
「
け
む
」
の
次
に
「
を
」
が
な
く
て
も
別
に
さ
し
つ
か
え
が
な
い

わ
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
連
体
形
の
用
法
（
連
体
形
が
文
中
で
中
止
し
て

下
に
接
続
す
る
用
法
）
は
中
古
で
は
往
々
に
し
て
見
ら
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
、
た
と
え
ば
、
北
山
難
翠
嵐
「
助
詞
の
省
略
・
係
結
な
ど
一
源
氏
物
語

の
語
法
研
究
1
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
二
八
年
八
月
号
）
、
『
講
座
解
釈
と
文

法
　
3
』
所
収
の
今
泉
忠
義
氏
・
森
重
敏
氏
の
論
文
、
此
島
正
年
氏
「
中
古
語
に

お
け
る
用
言
連
体
形
の
用
法
」
（
『
国
語
学
』
第
四
十
八
集
、
昭
和
三
七
年
三
月
）
な
ど

が
あ
る
。

　
次
に
、
こ
の
「
よ
う
つ
の
人
」
と
は
、
一
体
だ
れ
を
さ
す
か
を
考
え
て
お
き
た

い
。
（
紙
数
に
制
限
が
あ
る
た
め
、
「
C
　
藤
原
定
頼
」
の
解
説
ま
で
に
留
め
て
お
く
。
）
　
　
　
4
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
A
　
藤
原
教
通

　
教
通
は
、
藤
原
道
長
の
三
男
で
、
母
は
源
雅
信
の
女
倫
子
（
尊
卑
分
脈
）
。
公
卿

補
任
や
尊
卑
分
脈
に
よ
れ
ば
、
寛
弘
三
年
（
δ
〇
六
）
十
二
月
五
日
、
十
一
歳
で

叙
爵
。
し
た
が
っ
て
、
逆
算
す
れ
ば
、
長
徳
二
年
（
才
六
）
出
生
。
尊
卑
分
脈
の

「
教
通
公
伝
」
に
も
「
長
徳
二
丙
申
生
」
と
見
え
る
。
そ
の
後
、
侍
従
・
少
将
・

中
将
・
権
中
納
言
・
権
大
納
言
・
大
将
な
ど
を
歴
任
、
治
安
元
年
（
一
9
＝
）
七
月

二
十
五
日
、
二
十
六
歳
で
内
大
臣
、
永
承
二
年
（
一
〇
署
）
八
月
一
日
、
五
十
二
歳

で
右
大
臣
、
康
平
三
年
（
δ
六
〇
）
七
月
十
七
日
、
⊥
ハ
十
五
歳
で
左
大
臣
、
に
任
ぜ

ら
れ
た
。
治
暦
四
年
（
一
〇
査
）
四
月
十
七
日
、
七
十
三
歳
で
関
白
（
公
卿
補
任
の

治
暦
四
年
条
に
「
四
月
十
六
［
十
七
し
イ
］
日
詔
為
関
白
（
前
太
政
大
臣
譲
）
。
」
と
あ
る
が
、

『
史
料
綜
覧
」
巻
二
に
よ
り
訂
す
。
）
、
延
久
二
年
（
δ
廿
O
）
三
月
二
十
三
日
、
七
十
五



歳
で
関
白
太
政
大
臣
、
と
な
り
、
承
保
二
年
（
δ
芸
）
九
月
二
十
五
日
、
八
十
歳

で
莞
架
し
た
。
大
二
条
殿
と
号
す
。

　
教
通
と
小
式
部
内
侍
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
今
鏡
（
日
本
古
典
全
書
本
）

藤
波
の
上
　
第
四
「
白
河
の
わ
た
り
」
の
巻
に
、

　
　
　
　
お
と
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み

　
　
こ
の
大
臣
教
通
右
衛
門
の
督
な
ど
申
し
け
る
ほ
ど
に
や
、
白
河
に
花
見
に
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
し

　
　
た
り
給
ふ
と
て
、
小
式
部
の
内
侍
に
か
く
と
仰
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
こ

　
　
　
　
春
の
来
ぬ
所
は
な
き
を
白
河
の
わ
た
り
に
の
み
や
花
は
咲
く
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ヨ

　
　
と
申
し
た
り
け
る
こ
そ
、
い
と
や
さ
し
く
、
留
ま
り
て
見
え
侍
れ
。
和
泉
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
　
部
と
書
き
た
る
も
の
も
侍
る
は
、
母
の
詠
み
て
侍
り
け
る
に
や
。
（
一
七
四
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み

と
見
え
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
右
の
「
右
衛
門
の
督
」

は
、
榊
原
邦
彦
・
藤
掛
和
美
・
塚
原
清
諸
氏
編
『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
（
底
本

は
畠
山
本
）
の
本
文
に
「
左
衛
門
の
守
」
（
一
〇
六
頁
）
と
あ
り
、
頭
注
に
「
左
衛

門
の
守
一
和
本
『
右
衛
門
の
守
』
。
国
本
、
信
号
、
前
本
に
拠
り
改
む
。
」
（
一
〇
六

頁
。
「
凡
例
」
に
よ
る
と
、
国
本
は
『
騎
翻
国
史
大
系
　
今
鏡
』
［
畠
山
本
］
、
蓬
髪
は
蓬
左
文

庫
本
、
前
本
は
前
田
本
［
尊
尊
閣
文
庫
本
］
の
略
称
。
）
と
あ
る
か
ら
、
今
、
そ
れ
に
従

っ
て
、
教
通
が
「
左
衛
門
の
督
」
で
あ
っ
た
期
間
を
公
卿
補
任
で
検
す
る
と
、
長

和
二
年
（
一
〇
三
）
六
月
二
十
三
日
、
十
八
歳
で
権
中
納
言
兼
左
衛
門
督
と
な
り
、

寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
四
月
に
二
十
二
歳
で
権
中
納
言
兼
左
大
将
に
任
ぜ
ら
れ
て
い

る
か
ら
、
そ
の
間
の
約
四
年
間
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く

と
も
こ
の
こ
ろ
に
は
教
諭
と
小
式
部
内
侍
と
の
交
渉
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

け
で
あ
る
。
な
お
、
右
の
「
春
の
来
ぬ
」
の
歌
は
、
詞
花
集
（
国
歌
大
観
本
）
巻
第

九
雑
上
に
、
「
二
条
の
関
白
し
ら
川
へ
花
見
に
な
む
と
い
は
せ
て
侍
り
け
れ
ば
よ

め
る
　
　
　
小
式
部
内
侍
」
と
し
て
見
え
る
が
、
吉
田
幸
一
氏
著
『
和
泉
式
部
研

　
　
　
　
　
無
名
草
子
の
小
式
部
内
侍
評
言
私
注

究
』
二
（
九
七
五
頁
）
に
よ
れ
ば
、
詞
花
集
撰
者
が
誤
り
を
犯
し
て
い
る
ら
し
く
、

実
際
に
は
小
式
部
内
侍
の
真
作
で
は
な
く
て
、
単
な
る
伝
承
歌
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
だ

け
で
、
教
通
と
小
式
部
内
侍
と
の
交
渉
が
全
く
な
か
っ
た
と
断
言
す
る
に
は
さ
ら

に
別
の
根
拠
を
探
し
出
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
、
前
掲
の
栄

花
物
語
「
こ
ろ
も
の
た
ま
」
の
巻
に
見
え
る
、
感
通
と
小
式
部
内
侍
と
の
間
に
生

ま
れ
た
静
円
（
木
幡
僧
正
と
号
す
［
尊
卑
分
脈
］
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
林
盛
得
・
小
池

一
行
両
氏
編
『
駈
概
儲
矧
僧
号
綜
覧
』
に
、

　
　
延
久
六
年
　
卒
。
五
月
十
一
日
。
春
秋
五
十
九
。

と
あ
り
、
こ
れ
を
基
準
と
し
て
生
年
を
逆
算
す
る
と
、
長
和
五
年
（
δ
宍
）
生
ま

れ
と
な
る
か
ら
、
長
和
四
・
五
年
（
δ
一
五
二
2
六
）
ご
ろ
に
は
、
教
通
（
二
十
歳

．
二
十
一
歳
）
と
小
式
部
内
侍
と
の
間
柄
は
き
わ
め
て
深
か
っ
た
に
ち
が
い
な
く
、

無
名
草
子
に
「
大
二
条
殿
に
い
み
じ
く
思
は
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
」
と
記
さ
れ
る

の
も
、
も
っ
と
も
の
こ
と
と
感
じ
ら
れ
る
。
な
お
、
日
本
古
典
全
書
本
『
平
中
物

語
　
和
泉
式
部
日
記
　
篁
物
語
』
（
山
岸
徳
平
氏
校
注
）
の
和
泉
式
部
日
記
の
「
解

説
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
（
マ
マ
）

　
　
御
堂
関
白
記
の
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
十
二
月
廿
四
日
の
条
に
「
大
将
妾
産
男

　
　
子
云
々
、
今
沐
浴
云
々
、
以
絹
百
疋
、
此
日
終
（
日
脱
か
）
雨
降
」
と
あ

　
　
り
、
こ
の
教
通
の
子
は
小
式
部
内
侍
の
産
ん
だ
も
の
で
、
静
円
即
ち
後
の
木

　
　
幡
僧
正
で
あ
る
。
教
通
は
時
に
廿
三
歳
で
あ
り
、
且
つ
小
式
部
内
侍
と
関
係

　
　
の
あ
っ
た
男
性
の
中
で
、
教
通
が
最
も
早
い
時
期
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
（
一

　
　
五
〇
・
一
五
一
頁
）

と
見
え
る
が
、
「
寛
仁
元
年
（
δ
一
七
）
」
は
、
「
寛
仁
二
年
（
一
〇
天
）
」
の
誤
り
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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り
、
ま
た
、
前
述
の
ご
と
く
静
円
の
長
和
五
年
（
δ
ニ
ハ
）
出
生
は
動
か
す
べ
か
ら

ざ
る
事
実
で
あ
る
ほ
か
、
小
右
記
（
大
日
本
古
記
録
本
五
）
寛
仁
二
年
（
δ
一
八
）

十
二
月
廿
四
日
の
条
に
、

　
　
　
「
左
大
将
産
事
男
子
」
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
公
任
女
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
公
任
）

　
　
　
去
夜
興
部
左
大
将
教
通
一
内
方
一
産
男
児
之
」
由
有
大
納
言
御
消
息
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
儒
家
）

　
　
　
此
丑
二
者
、

　
　
　
今
朝
消
息
也
、

と
あ
る
か
ら
、
寛
仁
二
年
（
6
一
八
）
十
二
月
二
十
三
日
に
は
藤
原
公
任
女
が
型
通

の
息
子
信
家
を
出
産
し
た
わ
け
で
、
小
式
部
内
侍
の
静
円
出
産
と
は
全
く
関
係
が

な
い
。
山
岸
氏
は
、
右
の
引
用
文
に
続
け
て
、
和
泉
式
部
集
に
「
入
道
殿
の
、
小

式
部
内
侍
子
生
み
た
る
に
、
宣
は
せ
た
る
　
　
嫁
の
子
の
子
ね
ず
み
い
か
が
な
り

ぬ
ら
む
あ
な
う
つ
く
し
と
思
ほ
ゆ
る
か
な
　
　
御
か
へ
し
　
　
君
に
か
く
嫁
の
子

と
だ
に
知
ら
る
れ
ば
こ
の
子
ね
ず
み
の
罪
軽
き
か
な
」
と
あ
る
の
が
、
こ
の
時
の

歌
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
（
一
五
一
頁
）
、
佐
伯
梅
友
・
村
上
治
・
小
松
登
美
諸
氏
著

『
和
泉
式
部
集
通
釈
』
に
も
、
右
の
歌
に
つ
い
て
同
様
の
説
が
見
え
る
（
四
六
八

頁
）
ほ
か
、
上
村
氏
（
『
王
朝
女
流
作
家
の
研
究
』
所
収
「
和
泉
式
部
考
」
）
も
ま
た
、

こ
の
時
の
出
産
を
小
式
部
内
侍
の
そ
れ
と
さ
れ
、
右
の
歌
も
そ
の
時
の
歌
と
し
て

お
ら
れ
る
（
八
九
．
九
〇
頁
）
が
、
長
和
五
年
（
一
9
六
）
静
円
出
生
時
の
歌
と
す
る

可
能
性
は
残
る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
寛
仁
二
年
（
δ
天
）
十
二
月
二
十
三
日

の
出
産
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
森
本
氏
（
前
掲
論
文
）
も
、
静
円
寛
仁
二

年
（
一
9
八
）
十
二
月
出
生
説
を
説
か
れ
、
か
く
い
う
私
も
拙
著
『
校
註
　
無
名
草

子
』
（
八
二
頁
）
の
頭
注
に
、
同
様
の
こ
と
を
記
し
た
が
、
い
ず
れ
も
誤
り
で
、
こ

の
際
、
そ
の
頭
注
の
「
寛
仁
二
年
（
δ
天
）
十
二
月
」
を
「
長
和
五
年
（
δ
一
六
）
」

に
訂
正
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
次
に
、
後
拾
遺
集
（
講
談
社
学
術
文
庫
本
、
藤
本
一
恵
氏
全
訳
注
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
。

山ノ、

以
下
、
後
拾
遺
集
は
本
書
使
用
。
）
赤
雪
十
七
尊
上
に
、

　
　
　
　
　
　
　
さ
き
の
お
ほ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ご
ろ

　
　
　
　
　
二
条
前
大
ま
う
ち
ぎ
み
、
日
比
わ
づ
ら
ひ
て
お
こ
た
り
て
の

　
　
　
　
　
ち
、
な
ど
と
は
ざ
り
つ
る
ぞ
と
い
ひ
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
し
き
ぶ
の
な
い
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
式
部
内
侍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
げ

　
　
㎜
　
死
ぬ
ば
か
り
歎
き
に
こ
そ
は
歎
き
し
か
い
き
て
と
ふ
べ
き
身
に
し
あ
ら

　
　
一

　
　
　
　
ね
ば

と
見
え
る
。
い
つ
の
こ
と
か
は
不
明
で
、
森
本
氏
（
前
掲
論
文
）
は
、
「
こ
の
歌
の

詠
ま
れ
た
た
し
か
な
年
時
は
分
ら
な
い
が
、
前
後
の
事
情
か
ら
推
し
て
、
大
体
長

和
五
年
（
一
〇
＝
ハ
）
か
翌
寛
仁
元
年
頃
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
確
証
は

な
い
。
け
れ
ど
も
、
教
旨
と
小
式
部
内
侍
と
の
深
い
交
渉
ぶ
り
が
察
せ
ら
れ
、
袋

草
紙
（
「
日
本
歌
学
大
系
』
第
二
巻
所
収
本
）
上
巻
に
は
、
な
お
詳
し
く
、

　
　
又
大
二
条
殿
、
小
式
部
内
侍
を
お
ぼ
す
比
、
日
来
は
御
所
労
に
て
久
し
く
有
　
4
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
て
平
癒
し
て
参
二
上
東
門
院
一
給
。
小
式
部
内
侍
大
盤
所
砥
候
。
令
レ
出
給
と

　
　
て
、
死
ム
と
せ
し
に
な
ど
不
レ
問
ぞ
と
被
レ
仰
て
過
給
を
引
留
て
申
け
る
、

　
　
　
　
し
ぬ
ば
か
り
歎
に
こ
そ
は
歎
し
か
い
き
て
と
ふ
べ
き
身
に
し
あ
ら
ね
ば

　
　
不
レ
堪
二
感
情
『
か
き
い
だ
き
て
つ
ぼ
ね
に
お
は
し
て
懐
抱
と
云
々
。
（
六
三
・

　
　
六
四
頁
）

と
あ
り
、
こ
れ
を
説
話
に
し
た
の
が
、
宇
治
拾
遺
物
語
巻
第
五
「
十
二
　
大
二
条

　
　
こ
　
し
き
ぶ
の
な
い
し
　
　
よ

殿
に
小
式
部
内
侍
歌
詠
み
か
け
奉
る
事
」
（
日
本
古
典
文
学
全
集
本
。
以
下
、
宇
治
拾

遺
物
語
は
本
書
使
用
。
同
書
頭
注
に
「
歌
一
首
に
よ
っ
て
さ
め
か
け
た
男
の
愛
情
が
蘇
る
と

い
う
歌
徳
説
話
。
」
と
記
す
。
）
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
も
吉
田
氏
（
前
掲

著
書
九
七
五
頁
）
は
、
単
に
伝
承
歌
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
「
春
の

こ来
ぬ
」
の
歌
に
つ
い
て
前
述
し
た
の
と
同
様
に
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
、
教
通
と



小
式
部
内
侍
と
の
交
渉
を
直
ち
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
し
き
ぶ
の
な
い
し
　
さ
だ
よ
り
の
き
や
う

か
。
同
じ
く
巻
第
三
に
「
三
　
小
式
部
内
侍
定
業
卿
の
経
に
め
で
た
る
事
」
と

題
す
る
説
話
が
あ
っ
て
、
教
通
が
関
係
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。　

次
に
、
古
今
著
聞
集
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）
巻
第
八
「
好
色
第
十
一
　
三
三

一
　
後
嵯
峨
天
皇
某
少
将
の
妻
を
召
す
事
井
び
に
鳴
門
中
将
の
事
」
お
よ
び
鳴
門

中
将
物
語
（
一
名
、
な
よ
竹
物
語
絵
巻
。
『
校
註
日
本
文
学
大
系
』
第
十
九
巻
六
五
三
頁
）

に
、
教
通
が
小
式
部
内
侍
に
「
月
」
と
い
う
文
字
を
書
い
て
贈
っ
た
の
に
対
し
、

内
侍
が
そ
の
下
に
「
を
」
文
字
を
一
字
つ
け
加
え
て
承
諾
の
意
を
表
わ
し
た
こ
と

が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
伝
説
ら
し
き
も
の
の
、
こ
れ
も
直
通
と
小
式
部
内
侍
と

の
交
渉
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
今
物
語
（
『
母
校
峯
書
類
従
」
第
廿
一
巻
雑
部

［
三
］
巻
第
四
百
八
十
三
所
収
本
）
に
、
小
式
部
内
侍
が
自
分
の
も
と
に
久
し
ぶ
り
に

教
通
が
通
っ
て
来
て
、
直
衣
の
袖
に
針
を
さ
し
た
と
い
う
夢
を
見
た
翌
朝
、
庭
の

桜
に
そ
の
針
の
あ
る
の
を
発
見
し
た
、
と
い
う
，
説
話
が
あ
り
、
転
寝
草
紙
（
『
続
草

書
類
従
』
第
拾
八
直
物
語
部
巻
第
五
百
八
所
収
木
）
に
も
、
ほ
と
ん
ど
同
様
の
内
容
と

な
っ
て
い
る
（
た
だ
し
「
桜
」
は
単
に
「
木
」
と
あ
る
。
）
が
、
教
養
と
小
式
部
内
侍

と
が
い
か
に
愛
し
合
っ
て
い
た
か
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
森
本
氏
（
前

掲
論
文
）
は
、
「
教
通
と
の
間
に
は
、
前
記
静
円
の
ほ
か
に
女
子
（
公
円
法
師
母
）
も

あ
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
後
何
ら
か
の
事
情
で
縁
が
絶
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と

述
べ
ら
れ
た
が
、
事
実
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
教
通
の
小
式
部
内
侍
に
対
す
る
寵
愛

ぶ
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
後
、
森
本
氏
は
そ
の
著
『
私
家
集
の

研
究
』
の
「
第
一
章
『
定
頼
集
』
に
関
す
る
論
考
　
H
　
定
三
蓋
に
お
け
る
一
事

実
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
無
名
草
子
の
小
式
部
内
侍
評
言
私
注

　
　
「
後
拾
遺
集
」
恋
四
で
、
定
頼
に
歌
を
贈
っ
て
い
る
公
円
法
師
母
な
る
女
性

　
　
が
あ
る
。
公
証
は
尊
卑
分
脈
（
実
頼
公
流
）
に
よ
る
と
、
定
年
の
嗣
子
経
家

　
　
の
子
で
、
母
は
教
通
女
と
な
っ
て
い
る
が
、
新
修
作
者
部
類
に
は
「
母
小
式

　
　
部
内
侍
」
と
あ
る
。
教
通
と
小
式
部
内
侍
と
の
関
係
か
ら
推
す
と
、
そ
の
間

　
　
の
む
す
め
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
定
頼
と
の
関

　
　
係
も
他
に
知
る
す
べ
も
な
い
。

　
B
　
藤
原
密
宗

　
頼
宗
は
、
藤
原
道
長
の
二
男
で
、
母
は
源
高
明
の
女
明
子
（
尊
卑
分
脈
）
。
公
卿

補
任
に
よ
れ
ば
、
寛
弘
元
年
（
δ
〇
四
）
十
二
月
二
十
六
日
元
服
。
　
そ
の
後
、
教

通
と
同
様
に
、
侍
従
・
少
将
・
中
将
・
権
中
納
言
・
権
大
納
言
・
大
将
な
ど
を
歴

任
、
永
承
二
年
（
一
〇
四
七
）
八
月
「
日
、
五
十
五
歳
で
内
大
臣
、
康
平
三
年
（
δ
六
〇
）

七
月
十
七
日
、
六
十
八
歳
で
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
同
八
年
（
一
〇
査
）
正
月
　
4
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

五
日
、
七
十
三
歳
で
出
家
。
同
年
二
月
三
日
、
嘉
識
し
た
。
年
齢
を
逆
算
す
れ

ば
、
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
に
出
生
し
た
こ
と
に
な
り
、
三
歳
年
少
の
異
母
新
教
通

と
比
較
し
て
、
官
位
昇
進
は
教
通
に
先
を
越
さ
れ
て
い
る
。
堀
河
右
大
臣
と
号

す
。
歌
人
と
し
て
も
有
名
で
、
歌
集
に
入
道
右
大
臣
集
（
堀
河
右
大
臣
集
）
が
あ
る

ほ
か
、
歌
合
で
も
活
躍
し
、
後
拾
遺
集
以
後
の
勅
撰
集
に
も
多
く
画
集
さ
れ
て
い

る
。　

頼
宗
と
小
式
部
内
侍
と
の
恋
愛
を
示
す
歌
が
、
次
の
ご
と
く
後
拾
遺
集
巻
第
十

⊥ハ

G
二
に
見
え
る
。

　
　
　
　
　
こ
　
し
き
ぶ
　
　
　
な
い
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き
の
だ
い
じ
ゃ
う
だ
い
じ
ん

　
　
　
　
　
小
式
部
の
内
侍
の
も
と
に
、
二
条
前
太
政
大
臣
は
じ
め
て
ま
か

　
　
　
　
　
り
ぬ
と
き
き
て
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
り
か
は
の
う
だ
い
じ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
河
右
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
無
名
草
子
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小
式
部
内
侍
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言
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注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ろ
も

　
　
兜
　
人
し
ら
で
ね
た
さ
も
ね
た
し
紫
の
ね
ず
り
の
衣
う
は
ぎ
に
も
せ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
み
　
し
き
ぶ

　
　
　
　
　
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
式
部

　
　
鵬
　
ぬ
れ
ぎ
ぬ
と
人
に
は
い
は
ん
紫
の
ね
ず
り
の
衣
う
は
ぎ
な
り
と
も

入
道
右
大
臣
集
（
新
編
国
歌
大
観
本
）
で
は
、
詞
書
に
「
小
式
部
の
も
と
に
、
大
将

お
は
し
ぬ
と
き
き
て
」
と
あ
り
、
鵬
の
歌
に
も
少
し
異
同
が
見
ら
れ
る
が
、
後
拾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き
の
だ
い
じ
や
う
だ
い
じ
ん

遺
集
の
詞
書
に
あ
る
「
二
条
前
太
政
大
臣
」
は
教
通
の
こ
と
で
、
教
通
が
小
式
部

内
侍
の
も
と
に
「
は
じ
め
て
ま
か
り
ぬ
」
と
あ
り
、
ま
た
、
歌
の
内
容
か
ら
考
え

て
、
教
通
と
小
式
部
内
侍
と
の
深
い
交
渉
が
始
ま
っ
た
時
、
一
前
述
の
ご
と
く

長
和
四
・
五
年
（
δ
三
二
〇
一
六
）
ご
ろ
と
見
な
せ
ば
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
1

す
で
に
小
式
部
内
侍
は
頼
宗
と
深
い
恋
愛
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
ま
た
、
古
事
談
（
『
丹
鶴
叢
書
鍛
欄
」
所
収
本
）
第
二
臣
節
に
、

　
　
堀
川
右
府
ハ
依
四
条
中
納
言
談
経
、
致
練
磨
、
麺
一
三
上
東
門
院
有
好
色
女

　
　
房
、
戯
言
恥
試
部
堀
川
右
府
与
四
条
目
納
言
共
愛
此
女
、
然
間
或
時
右
府
先
入

　
　
件
女
房
局
、
已
以
懐
抱
、
其
後
納
言
、
計
塒
顕
二
王
件
局
之
処
、
已
知
会
合
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
由
、
納
言
読
方
便
々
帰
了
、
女
聞
照
影
、
不
堪
感
歎
、
背
右
府
滞
貸
、
丞
相

　
　
北
諸
箔
、
丞
相
絹
思
、
万
事
不
可
劣
定
頼
、
不
安
之
事
也
云
々
、
因
之
結
露

　
　
心
、
被
覚
悟
八
重
云
々
、
（
二
二
三
頁
）

と
あ
っ
て
、
頼
宗
が
、
そ
の
愛
人
で
上
東
門
院
に
仕
え
て
い
た
好
色
女
房
と
共
寝

し
て
い
た
時
、
や
は
り
そ
の
女
房
を
愛
人
と
し
て
い
た
信
頼
が
や
っ
て
来
て
講
紛

す
る
声
を
聞
い
た
そ
の
女
房
が
、
た
ち
ま
ち
感
嘆
し
て
頼
宗
に
背
を
向
け
て
し
ま

い
、
頼
宗
も
ま
た
発
心
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
好
色
女
房
が
小
式
部
内

侍
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
り
、
も
し
事
実
と
す
れ
ば
、
頼
宗
と
小
式
部
内
侍
と
の

交
渉
ぶ
り
を
示
す
説
話
で
あ
る
と
も
言
い
得
よ
う
。
し
か
し
、
頼
宗
の
出
家
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

前
述
の
ご
と
く
康
平
八
年
（
δ
六
五
）
正
月
五
日
で
あ
り
、
定
頼
は
、
公
卿
補
任
に

よ
れ
ば
、
寛
徳
二
年
（
6
四
五
）
正
月
十
九
日
に
す
で
に
入
滅
し
て
い
る
か
ら
、
頼

宗
出
家
当
時
は
定
言
と
の
関
係
は
あ
る
べ
く
も
な
く
、
こ
の
一
事
を
も
っ
て
し
て

も
、
右
の
説
話
は
信
心
性
が
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
説
話
は
、
宇
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
し
き
ぶ
の
な
い
し
　
さ
だ
よ
り
の
き
や
う

拾
遺
物
語
巻
第
三
「
三
　
小
式
部
内
侍
定
点
卿
の
経
に
め
で
た
る
事
」
に
お
い

て
、
頼
宗
が
教
通
に
替
わ
り
、
「
好
色
女
房
」
は
「
小
式
部
内
侍
」
と
明
記
さ
れ
、

発
心
の
件
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
説
話
に
よ
れ

ば
、
小
式
部
内
侍
が
教
通
と
定
置
の
二
人
に
対
し
て
同
時
に
恋
愛
関
係
が
あ
り
、

頼
宗
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
C
　
藤
原
定
頼

　
定
頼
は
、
藤
原
公
任
の
長
男
で
、
母
は
入
道
昭
平
親
王
の
女
（
尊
卑
分
脈
）
。
公

卿
補
任
に
よ
れ
ば
、
正
暦
三
年
（
究
二
）
出
生
（
寛
仁
四
年
条
）
。
侍
従
・
少
将
と
　
3
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

な
り
、
寛
仁
四
年
（
δ
き
）
十
「
月
二
十
九
日
、
二
十
九
歳
で
参
議
、
長
元
二
年

（
δ
二
九
）
正
月
二
十
四
日
、
三
十
五
歳
で
権
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
、

定
頼
の
年
齢
は
、
公
卿
補
任
の
万
寿
四
年
条
に
「
三
十
六
」
と
あ
っ
て
、
翌
万
寿

五
年
条
に
は
、
不
自
然
に
も
「
三
十
四
」
と
減
少
し
、
さ
ら
に
翌
長
元
二
年
条
に

「
三
十
五
」
と
記
さ
れ
、
以
下
、
年
ご
と
に
順
次
｝
歳
ず
つ
加
え
ら
れ
て
、
長
久

五
年
条
に
は
「
権
中
納
言
」
と
あ
り
、
年
齢
未
記
の
ま
ま
「
兵
部
卿
。
六
月
九
日

依
病
入
道
（
年
五
十
）
。
寛
徳
二
年
正
月
十
九
日
入
減
（
年
五
十
一
）
。
）
」
と
施
注

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
年
齢
を
逆
算
す
れ
ば
、
定
頼
の
出

生
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
と
な
り
、
前
述
の
正
暦
三
年
（
究
こ
）
と
矛
盾
す
る
。

ま
た
、
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
（
『
新
校
筆
書
類
従
」
第
三
巻
伝
部
署
第
六
十
五
所
収
本
）

の
「
三
面
卿
」
の
項
に
は
、
「
寛
徳
二
年
正
月
十
九
日
卒
。
榔
五
」
と
あ
る
か
ら
、



こ
れ
に
従
う
と
、
長
徳
二
年
（
究
六
）
の
出
生
と
な
り
、
結
局
、
正
暦
三
年
（
究
二
）

よ
り
長
徳
二
年
（
九
突
）
ま
で
の
間
の
出
生
と
想
像
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
わ
け

で
あ
る
（
『
新
編
国
歌
大
観
」
第
三
巻
私
家
集
編
－
所
収
「
8
4
定
見
集
」
の
「
解
題
」
［
森

本
元
子
氏
担
当
］
に
は
「
長
徳
元
年
［
九
九
五
］
生
。
」
と
あ
る
。
）
。
　
な
お
、
没
年
に
つ
い
て

も
、
尊
卑
分
脈
に
「
寛
徳
顕
正
十
八
莞
」
、
　
一
代
要
記
に
「
同
（
鈴
木
注
、
寛
徳
）

二
年
正
月
二
十
九
日
入
滅
」
と
あ
る
が
、
『
史
料
綜
覧
』
の
「
寛
徳
二
年
正
月
十

九
日
」
に
従
っ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
し
き
ぶ
の
な
い
し
さ
だ
よ
り
き
や
う

　
さ
て
、
前
述
の
宇
治
拾
遺
物
語
巻
第
三
「
三
　
小
式
部
内
侍
定
頼
卿
の
経
に
め

で
た
る
事
」
の
説
話
に
対
す
る
真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
従
え

ば
、
定
頼
と
小
式
部
内
侍
と
の
交
渉
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
権
中
納
言

定
頼
鳥
笛
異
本
（
『
続
華
書
類
従
」
第
拾
五
輯
和
歌
部
巻
第
四
百
三
十
所
収
本
）
に
、

　
　
　
　
　
お
な
し
月
の
つ
こ
も
り
の
お
ほ
ん
も
の
い
み
に
こ
も
り
て
つ
れ

　
　
　
　
　
く
な
り
し
か
は
て
う
の
か
た
を
つ
く
り
て
な
て
し
こ
の
花
に

　
　
　
　
　
す
へ
て
小
式
部
内
侍
の
も
と
に

　
　
こ
ち
こ
て
ふ
事
を
き
か
は
や
と
こ
夏
の
匂
ひ
と
な
る
あ
た
り
に
も
み
ん

と
見
え
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
森
本
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
（
」
脱
力
）

　
　
「
お
な
じ
月
は
四
月
で
あ
ろ
う
が
年
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
し
、
「
御
物
忌

　
　
に
こ
も
り
て
」
の
叙
述
か
ら
推
せ
ば
、
蔵
人
頭
と
な
っ
た
寛
仁
元
年
三
月
か

　
　
ら
参
議
に
昇
進
し
た
同
四
年
十
一
月
ま
で
の
間
と
思
わ
れ
る
。
定
着
は
二
十

　
　
⊥
ハ
歳
、
小
式
部
は
十
八
歳
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
に
こ

　
　
の
歌
か
ら
直
接
二
人
の
特
別
な
関
係
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
は
無
理
で
あ
ろ

　
　
う
。

と
述
べ
ら
れ
た
が
、
舌
足
ら
ず
の
感
あ
る
説
で
、
理
解
し
難
い
と
こ
ろ
も
な
い
で

　
　
　
　
　
無
名
草
子
の
小
式
部
内
侍
評
言
私
注

は
な
く
、
定
頼
の
年
齢
に
し
て
も
、
前
述
の
ご
と
く
出
生
年
の
不
確
定
な
る
事
情

か
ら
考
え
て
、
直
ち
に
信
ず
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

　
次
に
、
　
俊
頼
髄
脳
（
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
一
巻
所
収
本
）
に
は
、
　
定
頼
（
四
条
中

納
言
）
が
小
式
部
内
侍
に
遣
わ
し
た
歌
に
つ
い
て
の
記
述
が
左
記
の
ご
と
く
見
ら

れ
る
が
、
や
は
り
定
頼
の
小
式
部
内
侍
に
対
す
る
、
あ
る
特
別
な
感
情
が
あ
っ
た

よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
垣
こ
し
に
う
ま
を
牛
と
は
い
は
ね
ど
も
人
の
心
の
程
を
み
る
か
な

　
　
こ
の
歌
は
四
条
中
納
言
小
式
部
の
内
侍
の
が
り
つ
か
は
し
け
る
歌
な
り
。
心

　
　
は
孔
子
の
弟
子
ど
も
を
具
し
て
道
を
お
は
し
け
る
に
、
か
き
ょ
り
馬
か
し
ら

　
　
を
さ
し
い
で
＼
あ
り
け
る
を
み
て
、
牛
よ
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
弟
子
ど
も

　
　
あ
や
し
と
思
ひ
て
あ
る
や
う
あ
ら
む
と
思
ひ
て
道
す
が
ら
心
を
み
む
と
思
ひ

　
　
け
る
に
、
顔
回
と
い
ひ
け
る
第
一
の
弟
子
の
、
一
里
を
ゆ
き
て
心
え
た
り
け
　
3
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1

　
　
る
や
う
、
日
よ
み
の
午
と
云
へ
る
文
字
の
か
し
ら
さ
し
い
だ
し
て
書
き
た
る

　
　
を
ば
牛
と
云
ふ
文
字
に
な
れ
ば
、
人
の
心
を
み
む
と
て
の
た
ま
ふ
な
り
け
り

　
　
と
思
ひ
て
、
と
ひ
申
し
け
れ
ば
、
し
か
さ
な
り
と
そ
答
へ
給
ひ
け
る
、
つ
ぎ

　
　
ー
ヤ
の
弟
子
ど
も
は
次
第
に
一
里
を
行
き
つ
＼
ぞ
心
え
け
る
。
さ
れ
ば
そ
れ

　
　
な
ら
ね
ど
も
、
人
心
を
ば
み
る
と
よ
ま
れ
た
り
。
（
一
二
一
頁
）

　
定
頼
に
対
す
る
小
式
部
内
侍
の
名
歌
「
大
江
山
い
く
の
の
み
ち
の
遠
け
れ
ば
ま

だ
ふ
み
も
見
ず
天
の
橋
立
」
に
関
し
て
は
、
無
名
草
子
の
後
文
に
も
評
言
さ
れ
て

い
る
の
で
、
後
述
す
る
。

九


