
桐

τ圭f

宜E

の

歌

更

衣

光
源
氏
の
母
桐
萱
更
衣
は
、
源
氏
物
語
に
八
百
首
近
く
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る

最
初
の
和
歌
を
、
そ
し
て
そ
の
一
首
の
み
を
詠
み
残
し
て
、
こ
の
世
を
去
っ
て
い

っ
た
。
そ
れ
の
詠
み
残
さ
れ
た
状
況
は
ま
こ
と
に
凄
絶
と
い
う
べ
き
だ
。

彼
女

は
、
し
っ
か
り
と
し
た
後
見
の
な
い
更
衣
と
い
う
身
分
で
、
時
の
帝
桐
査
の
激
し

い
寵
愛
を
一
身
に
集
め
た
が
た
め
に
、
後
宮
を
は
じ
め
と
す
る
貴
族
社
会
の
非

難
・
恨
み
を
負
い
、
そ
れ
に
圧
殺
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
衰
弱
し
て
、
里
に
退
出
す

る
や
い
な
や
没
し
た
。
天
皇
以
外
は
死
ぬ
こ
と
を
許
さ
れ
ぬ
宮
中

を
、
や
っ
と
の
こ
と
で
退
出
す
る
こ
と
が
か
な
っ
た
の
も
、
そ
の
タ
ブ
ー
の
犯
さ

そ
の
直
前
、

れ
る
危
険
性
が
強
ま
り
、
さ
す
が
の
帝
も
更
衣
の
退
出
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な

る
ほ
ど
に
、
更
衣
の
容
体
が
悪
化
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
、
退
出

を
な
か
な
か
許
さ
ぬ
帝
の
必
死
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
、
薄
弱
と
し
た
意
識
の
中

か
ら
、
更
衣
は
一
首
の
歌
を
詠
ん
だ
。

(
帝
)
「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
、

お
く
れ
先
だ
た
じ
と
契
ら
せ
給
ひ
け
る
を
、

さ
り
と
も
う
ち
捨
て
て
は
え
行
き
や
ら
じ
」
と
の
た
ま
は
す
る
を
、
女
も
、

桐

査

更

衣

の

歌

上

野

義

辰

「
い
と
い
み
じ
」
と
見
奉
り
て
、

(
更
衣
)
「
限
り
と
て
別
る
L
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り

い
と
か
く
思
う
給
へ
ま
し
か
ば
」
と
息
も
絶
え
つ
L
、
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ
な

る
事
は
あ
り
げ
な
れ
ど
、

い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
、(

桐
壷

二
九
頁
)

こ
の
更
衣
の
歌
に
は
、
帝
の
詞
中
の
「
限
り
」
「
道
」
「
行
く
」
な
ど
の
語
を
取

ま
た
「
行
か
・
生
か
」
の
懸
詞
と
「
道
」
・
「
行
か
」
の
縁
語
を
用
い
、

り
込
み
、

そ
の
上
で
内
容
的
に
も
帝
の
、
更
衣
を
引
き
止
め
よ
う
と
す
る
必
死
の
呼
び
か
け

に
こ
た
え
る
と
い
う
、
幾
つ
も
の
和
歌
的
な
技
巧
と
マ
ナ
!
と
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
「
あ
る
か
な
き
か
に
消
え
入
り
つ
L
物
し
給
ふ
」
(
二
九
頁
)
と
言
わ
れ
る
状

態
に
陥
っ
て
い
る
更
衣
に
、
こ
の
よ
う
に
知
的
な
そ
し
て
自
覚
的
な
和
歌
的
言
語

操
作
が
可
能
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
も
当
然
起
こ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
既
に
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
当
時
の
人
々
は
幼
少
の
時
代
か
ら
か
や
う
な
習
練
を
積

ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
縁
語
・
懸
詞
・
比
輸
等
も
極
め
て
自
然
に
口
を
衝
い

て
出
た
筈
で
あ
っ
て
」
、

こ
う
し
た
更
衣
の
詠
歌
も
、

歴
史
的
現
実
と
し
て
は
な

か
な
か
困
難
な
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
「
当
時
と
し
て
は
必
ず
し
も
不
自
然

七
七



文

学

さ万為

員冊

部

集

で
は
な
」
(
森
岡
常
夫
『
源
氏
物
語
の
研
究
』
三
四
四
頁
)
い
と
言
っ
て
お
い
て

よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
(
も
っ
と
も
森
岡
博
士
は
こ
れ
に
よ
っ
て
更
衣
の
歌
が
形
式

一
片
の
も
の
で
な
く
そ
の
根
底
に
流
れ
る
詠
嘆
を
汲
み
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で

あ
る
こ
と
を
説
い
て
お
ら
れ
る
。
)
ま
た
、
詠
歌
そ
の
も
の
よ
り
は
範
囲
が
広
が
っ

て
い
る
が
、
清
水
好
子
氏
は
、
貴
族
の
表
徴
た
る
物
言
い
と
し
て
日
常
の
言
語
生

活
に
お
け
る
引
歌
・
歌
語
の
使
用
が
あ
り
、
そ
の
顕
著
な
教
育
的
実
例
が
枕
草
子

「
宮
に
は
じ
め
て
参
り
た
る
こ
ろ
」
・
「
積
善
寺
供
養
」
の
段
に
、
ま
た
そ
の
理
想

的
な
あ
り
方
が
源
氏
物
語
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
実
際
、
寺
本
直
彦
氏

が
、
桐
壷
帝
の
こ
と
ば
と
更
衣
の
歌
へ
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
次
の
村
上

天
皇
と
中
宮
安
子
の
贈
答
歌
に
お
い
て
も
、

選
子
内
親
王
う
み
た
て
ま
つ
ら
せ
給
は
ん
と
て
出
で
さ
せ
給
う
け
る
時

贈
太
皇
太
后
宮

逢
ふ
こ
と
の
限
り
の
た
び
の
別
に
は
死
出
の
山
路
ぞ
露
け
か
る
べ
き

い
み
じ
う
む
つ
か
ら
せ
給
う
て
、
御
返
し

天
暦
御
製

君
の
み
や
露
け
か
る
べ
き
死
出
の
山
お
く
れ
じ
と
思
ふ
我
が
袖
を
み
よ

(
新
千
載
和
歌
集
・
哀
傷
)

と
、
桐
壷
巻
の
こ
の
部
分
と
の
語
の
一
致
・
類
似
は
さ
て
お
き
、
そ
し
て
桐
壷
巻

ほ
ど
の
和
歌
的
修
辞
も
凝
ら
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
選
子
内
親
王
出
産
後
に
亡
く

な
る
安
子
中
宮
が
、
や
は
り
死
を
自
覚
し
た
中
で
も
宮
中
を
辞
す
る
際
に
歌
を
帝

に
一
一
試
申
し
て
い
る

(
同
じ
歌
が
万
代
和
歌
集
巻
十
五
雑
歌
二
に
も
、
「
選
子
内
親
王

う
み
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
は
む
と
て
、

い
で
さ
せ
た
ま
ふ
に
、

又
え
な
ん
ま
ゐ
り

が
た
く
も
や
と
て
」
の
詞
書
で
載
っ
て
お
り
、
新
千
載
和
歌
集
は
こ
れ
か
ら
採
歌

し
た
と
み
ら
れ
る
)
。
桐
査
更
衣
も
、
源
氏
物
語
中
で
そ
の
死
後
に
帝
か
ら
、
「
か

七
/i、

ぅ
ゃ
う
の
折
り
は
、
御
あ
そ
び
な
ど
せ
さ
せ
給
ひ
し
に
、
心
こ
と
な
る
物
の
音
を

か
き
鳴
ら
し
、
は
か
な
く
聞
こ
え
出
づ
る
言
の
葉
も
、
人
よ
り
は
異
な
り
し
け
は

ひ
か
た
ち
の
、
面
影
に
っ
と
添
ひ
て
L

(

三
二
頁
)
と
追
慕
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

管
弦
と
和
歌
に
ひ
い
で
て
い
た
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
安
子
以
上
の
歌
を
詠
む
こ
と

も
十
分
あ
り
え
た
と
思
わ
れ
る

(
「
言
の
葉
」

こ
の
語
の
和
歌
に
関
わ
る
用
例
の
存
在
と
、
こ
こ
で
は
管
弦
の
「
物
の
音
」
と
の

対
応
か
ら
、
こ
こ
の
「
言
の
葉
」
は
、
和
歌
や
引
歌
・
歌
語
な
ど
の
和
歌
的
言
語

表
現
を
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
)
。

は
和
歌
そ
の
も
の
で
は
な
い
が

「
い
と
あ
は
れ
と
物
を
思
ひ
し
み
な
が

ら
、
こ
と
に
出
で
て
も
聞
え
や
」
(
二
九
頁
)
る
こ
と
の
で
き
ず
に
い
た
更
衣
が
、

だ
が
、
「
わ
れ
か
の
気
色
に
」
陥
っ
て

「
息
も
絶
え
つ
L
」
歌
を
詠
ん
だ
の
に
は
そ
れ
相
当
の
理
由
と
動
機
が
あ
っ
た
は

ず
だ
。
動
機
は
、
物
語
の
記
述
に
よ
る
な
ら
ば
、
「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
、

お

く

れ
先
だ
た
じ
と
契
ら
せ
給
ひ
け
る
を
、

:
:
:
」
の
こ
と
ば
に
集
約
さ
れ
る
桐
査
帝

の
更
衣
に
対
す
る
思
い
を
、
更
衣
が
「
い
と
い
み
じ
と
見
奉
」

っ
た
と
こ
ろ
に
求

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
い
み
口
一
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
(
帝
ヲ
)
悲
し
く
見
奉
る
也
」
(
湖

月
抄
)
と
更
衣
の
心
情
を
表
す
言
葉
と
と
る
か
、
「
過
分
な
る
と
の
心
也
」
(
万

水
一
露
〉
・
「
お
い
た
わ
し
い
と
お
見
上
げ
し
て
」
(
対
訳
源
氏
物
語
、
佐
成
謙
太

郎
〉
・
「
も
っ
た
い
な
い
こ
と
に
存
じ
あ
げ
て
」
(
源
氏
物
語
評
釈
、
玉
上
琢
弥
)

な
ど
と
、
先
行
す
る
相
壷
帝
の
発
話
内
容
や
心
情
に
対
す
る
評
価
を
表
す
と
解
す

つ
ま
り
言
語
主
体
の
情
意
を
表
す
か
、
対
象
の
情
態
を
表
す
か
と
い
う
問

る
か

題
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

井
上
博
嗣
氏
が

は
事
象
が
普
通
な
ら

「
『
い
み
じ
』

ざ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
を
そ
の
表
面
的
顕
在
的
意
義
と
し
つ
つ
、
同



時
に
そ
の
表
面
的
顕
在
的
意
義
と
ま
さ
に
表
裏
一
体
的
に
し
か
も
前
者
と
等
力
的

に
『
い
み
じ
』
の
対
象
事
象
が
文
脈
に
於
い
て
も
ち
う
る
具
体
的
意
義
(
引
用
者

注
、
例
え
ば
、
「
い
み
じ
き
絵
師
」
な
ら
「
立
派
な
・
上
手
な
」
、
「
〔
源
氏
ガ
〕
尽

き
せ
ぬ
御
心
の
程
を
言
ひ
っ

x
け
給
ふ
。
「
〔
藤
査
ハ
〕
さ
す
が
に
い
み
じ
と
聞
き

給
ふ
」
な
ら
「
重
苦
し
い
嬉
し
さ
」
)
を
強
く
印
象
づ
け
る
と
云
っ
た
具
象
的
潜

在
的
意
義
を
併
せ
も
つ
も
の
で
あ
る
」
(
「
中
古
の
程
度
副
詞
。
い
み
じ
く
。
と

。
い
た
く
。
の
場
合
」
『
女
子
大
国
文
』
日
・
目
、
昭
和
四
四
年
十
一
月
)
と
言
わ

れ
る
、
後
者
の
「
具
象
的
潜
在
的
意
義
」
が
文
脈
に
お
い
て
様
々
に
規
定
さ
れ
て

く
る
た
め
に
、
「
い
み
じ
」
の
示
す
内
容
が
、
客
体
的
事
物
の
情
態
か
ら
言
語
主
体

の
情
意
に
わ
た
る
広
い
領
域
に
関
与
し
う
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
と

も
あ
れ
こ
こ
で
は
、
更
衣
は
帝
の
自
分
に
対
す
る
尋
常
な
ら
ざ
る
様
を
前
に
し

て
、
例
え
ば
「
こ
れ
程
ま
で
自
分
と
離
れ
ま
い
と
愛
し
て
下
さ
る
の
か
と
思
ふ

と
、
有
難
い
と
も
嬉
し
い
と
も
悲
し
い
と
も
何
と
も
言
へ
な
く
て
」
(
対
訳
源
氏

物
語
講
話
、
島
津
久
基
)
な
ど
と
い
う
べ
き
心
情
に
な
っ
て
詠
歌
に
至
っ
た
の

だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
心
情
の
揺
れ
は
、

(
い
と
)
い
み
じ
と
見
る
」
と
い
う
構
造
を
も
っ
他
の
例
を
見
て
も
確
認
で
き
る
。

の
形
は
、
源
氏
物
語
に
は
こ
の
一
例
し
か

こ
こ
の
場
合
と
同
じ

「:・・・・を

「
:
:
:
を
(
い
と
)
い
み
じ
と
見
る
」

見
い
だ
せ
ず
、
他
の
平
安
時
代
の
仮
名
作
品
に
も
そ
う
多
く
は
見
い
だ
せ
な
い
の

だ
が
、
崎
蛤
日
記
と
堤
中
納
言
物
語
に

一
一
一
月
ば
か
り
、
こ
与
に
(
夫
ガ
)
わ
た
り
た
る
ほ
ど
に
し
も
苦
し
が
り
そ
め

て
、
い
と
わ
り
な
う
苦
し
と
思
ひ
ま
ど
ふ
を
、
い
と
い
み
じ
と
み
る
。

(
騎
蛤
日
記
上
巻
・
康
保
三
一
年
三
月
)

み
な
君
た
ち
も
あ
さ
ま
し
う
、
「
さ
い
な
ん
あ
る
わ
た
り
に
、
こ
よ
な
く
も

相

萱

更

衣

の

歌

あ
る
か
な
」
と
思
ひ
て
、

じ
と
君
は
見
給
ふ

比
人

(
H大
納
言
ノ
姫
君
)

ぷ|

を
思
ひ
て

(
堤
中
納
言
物
語
・
虫
め
づ
る
姫
君
)

と
あ
り
、

い
ず
れ
も
対
象
の
事
態
の
予
想
外
の
さ
ま
や
尋
常
な
ら
ざ
る
さ
ま
と
関

わ
り
用
い
ら
れ
な
が
ら
、

こ
の
あ
と
必
死
に
夫
の
看
病
を
す
る
道
綱
母
の
さ
ま

ゃ
、
姫
君
に
歌
を
贈
る
男
の
行
動
が
記
さ
れ
て
お
り
、
「
(
い
と
)
い
み
じ
」
と
見

る
主
体
の
、
そ
の
事
態
に
誘
発
さ
れ
た
強
い
心
情
の
揺
れ
が
う
か
が
え
る
。

「
い
と
い
み
じ
と
見
奉
」

っ
た
更
衣
が
、

と
語
り
手
か
ら
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
す
が
に
天
皇
で
あ
る
桐
壷
を
「
女
」
に
対
す
る
「
男
」
と
は
表
面
き
っ
て
よ
び

え
な
か
っ
た
が
、
更
衣
が
「
女
」
と
よ
ば
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
こ

と
こ
ろ
で
我
々
は
こ
こ
で
、

帝
を

「
女
も
」

の
時
点
に
お
い
て
更
衣
は
、
天
皇
|
更
衣
と
い
う
主
従
関
係
を
脱
し
て
、
更
衣
に

対
し
激
越
な
執
着
を
示
す
天
皇
に
対
し
て
一
人
の
「
女
」
と
し
て
対
し
う
る
機
縁

を
与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
「
も
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
男
(
H
H
帝
)
も
(
女

ヲ
)
い
と
い
み
じ
と
見
」
た
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
心
情
、
す
な
わ
ち
完
全
に
は

同
一
の
も
の
と
言
え
な
い
が
、
帝
が
帝
の
言
葉
に
返
事
す
ら
も
で
き
ぬ
瀕
死
の
状

態
に
陥
っ
て
い
る
更
衣
を
目
に
し
て
発
し
た
「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
:
:
:
」
以
下

の
発
言
に
示
さ
れ
た
、
死
ぬ
も
生
き
る
も
一
緒
い
つ
ま
で
も
一
緒
と
契
っ
た
の
に

い
く
ら
何
で
も
こ
こ
で
私
を
捨
て
て
い
け
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
帝
の
惑
乱
を
中

核
と
し
た
も
の
を
、
更
衣
も
、
「
女
も
い
と
い
み
じ
と
(
帝
ヲ
)
見
奉
」

っ
て
い
た

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
態
と
心
情
と
に
揺
す
ら
れ

な
が
ら
、
更
衣
は
こ
こ
で
「
女
L

と
よ
ば
れ
る
こ
と
で
天
皇
l
更
衣
と
い
う
主
従

関
係
を
脱
す
る
機
騒
を
得
、
自
己
を
恋
の
場
に
お
け
る
女
に
変
換
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
男
女
の
媒
ち
で
あ
る
和
歌
を
用
い
自
己
の
心
情
を
、
実
質
的
に
「
男
」
た

七
九



文
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部

集

る
桐
査
帝
に
対
し
て
伝
え
う
る
条
件
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
臣
下
で
あ
る
更

衣
は
歌
の
こ
と
ば
の
世
界
の
回
路
に
入
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
君
で
あ
る
桐

壷
帝
に
対
し
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
動
機
と
理
由
の
一
端
に
よ
っ
て
発
っ
せ
ら
れ
た
歌
の
こ
と
ば
を
用

い
て
、
更
衣
は
、
帝
の
詞
に
応
じ
て
自
己
の
ど
の
よ
う
な
心
情
を
帝
に
伝
え
よ
う

と
し
、
そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
和
歌
的
、
そ
し
て
言
語
的
操
作
を
瞬
時
の
う
ち

に
積
み
重
ね
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
は
、
現
在
一
般
に
、
「
寿
命
の

限
り
と
て
お
別
れ
し
て
行
く
死
出
の
道
が
悲
し
い
の
に
つ
け
て
、
生
き
た
い
の
は

命
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
、
死
出
の
道
に
行
き
た
い
の
で
は
な
く
て
。
」
(
新
日
本
古

典
文
学
大
系
本
)
な
ど
と
口
語
訳
さ
れ
て
い
る
。
お
お
よ
そ
は
そ
れ
で
よ
い
の
で

あ
ろ
う
が
、
そ
う
口
語
訳
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
文
字
面
の
表
層
か
ら
は
失
わ
れ

更
衣
の
判
断
と
操
作
を
、
以
下
不
十
分
な
が
ら
追
体
験

て
し
ま
う
と
こ
ろ
の
、

す
る
こ
と
で
、
こ
の
更
衣
の
歌
を
我
々
の
内
部
に
少
し
で
も
生
き
返
ら
せ
る
こ
と

が
で
き
た
ら
と
思
う
。

更
衣
の
歌
は
「
限
り
と
て
別
る
L
道
」
と
い
う
こ
と
ば
ど
も
で
始
ま
る
。
こ
れ

は
桐
壷
帝
の
詞
中
の
「
限
り
あ
ら
む
道
」
を
受
け
て
そ
れ
と
対
応
し
て
い
る
と
見

て
お
い
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
帝
の
発
し
た
「
限
り
あ
ら
む
道
」
と
い
う
言
い
方

は
源
氏
物
語
に
他
に
見
え
な
い
。
他
の
作
品
で
は
今
の
と
こ
ろ
源
氏
物
語
よ
り
以

後
の
千
載
和
歌
集
・
離
別
の
上
西
門
院
兵
衛
の
歌
「
限
り
あ
ら
む
道
こ
そ
あ
ら
め

こ
の
世
に
て
別
る
べ
し
と
は
思
は
ざ
り
し
を
」
(
も
と
久
安
百
首
離
別
・
詠
進
歌
〉

の
例
し
か
見
い
だ
せ
て
い
な
い
が
、
兵
衛
の
歌
の
「
限
り
あ
ら
む
道
」
は
、
「
こ
の

J¥ 
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世
に
て
別
る
」
が
生
別
に
関
わ
る
の
に
対
し
て
、
死
出
の
道
を
指
し
て
い
る
。
こ

の
桐
壷
帝
の
詞
で
も
、

兵
衛
の
歌
と
同
様
、
「
さ
り
と
も
、
う
ち
捨
て
て
は
え
行

き
や
ら
じ
」
の
部
分
が
生
別
に
関
わ
る
の
に
対
し
て
「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
、
お

く
れ
先
だ
た
じ
と
契
ら
せ
給
ひ
け
る
を
」
は
死
別
に
関
わ
っ
て
お
り
、
諸
注
に
言

う
ご
と
く
「
限
り
あ
ら
む
道
」
が
死
出
の
道
を
意
味
し
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
。

だ
が
、
源
氏
物
語
で
は
、
死
出
の
道
を
表
す
の
に
「
限
り
あ
ら
む
道
」
よ
り
も

「
限
り
あ
る
道
」
と
い
う
言
い
方
を
用
い
る
の
が
よ
り
一
般
的
で
あ
る
(
こ
の
桐

壷
帝
の
「
限
り
あ
ら
む
道
」
の
部
分
も
、
源
氏
物
語
大
成
校
異
篇
に
よ
れ
ば
、
別

本
の
国
冬
木
に
は
「
限
り
あ
る
道
」
と
あ
る
)
。
「
限
り
あ
る
道
」
と
い
う
言
い
方

は
、
源
氏
物
語
に
六
例
見
い
だ
せ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
期
間
の
限
定
さ
れ
た
旅
・

別
れ
を
指
す
一
例
(
須
磨
二
一
頁
)
を
の
ぞ
い
て
、
他
は
い
ず
れ
も
「
限
り
あ
ら

む
道
」
と
同
様
に
死
出
の
道
を
意
味
し
て
い
る
。
二
、
ゴ
一
示
す
。

(
先
例
ヲ
破
ッ
テ
伊
勢
一
一
モ
同
行
シ
タ
母
ノ
六
条
御
息
所
ガ
亡
ク
ナ
リ
、
斎

宮
ハ
)
限
り
あ
る
道
に
て
は
た
ん
¥
ひ
聞
え
給
は
ず
な
り
に
し
を
、

ひ
る
世
な

ぅ
、
思
し
嘆
き
た
り
。

(
樗
標
)

う
し
ろ
め
た
け
れ
。
命
ぞ
知
ら
ぬ
。

た
だ
限
り
あ
る
道
の
別
れ
の
み
こ
そ
、

(
初
音
)

(
父
八
宮
ニ
)

限
り
あ
る
道
な

い
か
で
か
は
後
れ
じ
と
泣
き
沈
み
給
へ
ど
、

り
け
れ
ば
、
な
に
の
か
ひ
な
し
。

(
椎
本
)

こ
れ
ら
の
殆
ど
は
既
に
近
親
者
が
他
界
し
て
い
る
状
況
の
も
の
だ
が
、
初
音
巻
の

例
は
桐
壷
巻
の
例
と
同
様
一
般
的
な
死
出
の
道
を
表
し
て
い
る
も
の
な
の
で
、

「
む
」
の
有
無
に
よ
る
用
法
上
の
明
確
な
差
異
を
見
い
だ
し
が
た
い
。
従
っ
て
、

「
限
り
あ
る
道
」
と
「
限
り
あ
ら
む
道
」
と
の
差
は
、
「
む
」
を
用
い
ず
断
定
的
に



言
っ
て
い
る
か
、
「
む
」

を
加
え
て
推
量
的
に
表
現
し
て
い
る
か
と
い
う
意
義
面

に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
帝
は
、
更
衣
が
「
日
々
に
重
り
給
ひ
て
、
た
だ
五
六
日
の

ほ
ど
に
、
い
と
弱
う
な
」
り
、
「
あ
る
か
な
き
か
に
消
え
入
」
る
状
態
に
陥
っ
て
そ

の
死
が
十
分
予
想
さ
れ
る
な
か
で
、
後
者
の
「
限
り
あ
ら
む
道
」
と
い
う
表
現
を

選
び
、
死
別
に
関
し
て
少
し
で
も
断
定
的
な
判
断
を
避
け
た
の
だ
と
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
更
衣
は
、
こ
の
帝
の
「
限
り
あ
ら
む
道
」
と
い
う
言
い
方
を
「
限
り

と
て
別
る
L
道
」
と
言
い
換
え
た
。
そ
れ
は
何
故
な
の
か
。
実
は
こ
の
「
限
り
と

て
別
る
L
道
」
と
い
う
言
い
方
も
、
帝
の
調
中
の
「
限
り
あ
ら
む
道
」
以
上
に
、

他
に
用
倒
を
見
い
だ
し
に
く
い
。
こ
の
桐
査
巻
の
例
を
除
い
て
源
氏
物
語
に
も
ま

た
中
古
の
主
要
な
仮
名
作
品
に
も
見
ら
れ
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
和
歌
集
に
お
い

て
も
八
代
集
、
お
よ
び
『
新
編
国
歌
大
観
」
の
索
引
に
よ
る
範
囲
で
は
中
古
の
他

の
和
歌
集
に
も
同
様
に
見
い
だ
せ
な
い
。
従
っ
て
「
限
り
と
て
別
る
与
道
」
と
い

う
言
い
方
は
、
現
状
で
は
ひ
と
ま
ず
桐
壷
巻
の
こ
の
箇
所
に
お
け
る
更
衣
の
個
人

的
な
言
葉
遣
い
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
て
お
い
て
よ
い
。
こ
の
「
限
り
と
て
別

る
t
A

道
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
ご
と
く
現
在
の
一
般
的
な
注
釈
に
お
い

て
も
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
語
句
に
注
が
つ
け
ら
れ
て
以
降
、
死
別
と
関
わ
ら
せ

る
の
が
通
常
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
限
り
と
て
」
と
い
う
語
句
が
、
寿
命
の
限
界
や

人
生
の
最
期
に
際
し
て
、
ま
た
「
別
る
・
別
れ
」
が
死
別
に
際
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
文
脈
の
展
開
を
見
る
と
、
帝
は
里

に
下
が
ろ
う
と
す
る
更
衣
に
対
し
て
「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
、
お
く
れ
先
だ
た
じ

と
契
ら
せ
給
ひ
け
る
を
、
さ
り
と
も
、
う
ち
捨
て
て
は
え
行
き
や
ら
じ
」
の
言
葉

を
発
し
て
、
そ
の
直
前
の
地
の
文
に
「
(
更
衣
ノ
退
出
ヲ
)
さ
ら
に
え
許
さ
せ
給
は

ず
」
と
あ
っ
た
の
と
同
じ
く
、
更
衣
の
退
出
を
ひ
き
と
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
更

桐

壷

更

衣

の

歌

衣
の
歌
の
「
限
り
と
て
別
る
ム
道
」
も
、
帝
の
詞
の
主
旨
を
表
す
「
さ
り
と
も
、

う
ち
捨
て
て
は
(
私
ヲ
オ
イ
テ
一
人
デ
ハ
里
へ
)
え
行
き
や
ら
じ
」
の
部
分
を
受

け
て
、
更
衣
の
退
出
を
許
さ
ず
更
衣
を
宮
中
に
引
き
留
め
よ
う
と
す
る
帝
の
気
持

ち
・
行
動
に
、
更
衣
が
応
え
よ
う
と
し
て
も
、
天
皇
以
外
は
宮
中
で
死
ぬ
こ
と
を

許
さ
れ
な
い
と
い
う
提
の
中
で
、
衰
弱
し
き
っ
て
死
を
も
予
想
さ
れ
る
自
分
に
は

も
う
そ
れ
が
不
可
能
、
宮
中
に
滞
在
す
る
こ
と
は
こ
れ
が
限
界
・
最
後
と
認
識
し

て
、
や
む
を
え
ず
赴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
更
衣
の
里
へ
の
道
、
と
解
す
る
こ
と
も
で
き

つ
ま
り
生
別
に
関
わ
る
と
と
る
の
で
あ
る
。

「
限
り
と
て
」
「
別
る
」
と
い
う
言
葉
の
用
法
と
も
矛
盾
し
な
い
。
「
別
る
・
別
れ
」

は
死
別
以
外
の
生
別
で
も
用
い
ら
れ
る
し
(
例
え
ば
、
桐
査
三

O
頁
・
帯
木
八
六

頁
)
、
「
限
り
と
て
」
の
語
句
も
、
臨
終
以
外
に
、
男
女
の
仲
・
人
の
心
情
や
行
為

の
終
局
(
例
え
ば
、
梅
枝
一
七

O
頁
)
、
あ
る
い
は
源
氏
物
語
以
外
の
作
品
で
は

る
よ
う
に
思
う
。

」
の
こ
と
は
、

四
季
の
変
わ
り
目
に
際
し
て
も
用
い
ら
れ
(
例
え
ば
、
千
里
集
二
九
番
歌
・
一
条

摂
政
御
集
七
二
番
歌
)
、
ま
た
そ
の
内
部
構
造
と
し
て
予
想
さ
れ
る
「
限
り
(
デ

ア
ル
〉
と
〔

α
〕
て
」
(
「
と
」
を
断
定
の
助
動
詞
と
見
る
と
き
は
「
(
デ
ア
ル
)
」

は
不
要
。
ま
た
「

α
」
と
し
て
は
、
一
般
に
「
思
ふ
」
・
「
一
一
一
口
ふ
」
・
「
す
」
な
ど
の

連
用
形
が
想
定
さ
れ
て
い
る
)
と
い
う
形
式
か
ら
、
言
語
主
体
に
よ
る
判
断
や
認

識
作
用
の
存
在
が
窺
わ
れ
て
、
結
局
「
限
り
と
て
」
の
語
句
は
、
物
事
の
限
界
・

最
後
と
(
判
断
シ
・
思
ッ
・
シ
・
ト
イ
フ
状
態
一
一
)
て
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、

死
別
に
際
し
て
以
外
で
も
様
々
な
状
況
下
で
用
い
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
限
り
と
て
別
る
L
道」

と
い
う
語
句
は
、

帝
の
詞
の

「
限
り
あ
ら

む
道
」
と
の
対
応
や
「
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」
と
い
う
下
旬
へ
の
展
開

/¥ 
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集

か
ら
は
、
こ
の
別
れ
が
帝
と
の
今
生
で
の
最
後
の
別
れ
と
な
る
と
い
う
死
出
の
道

の
こ
と
を
主
要
に
は
意
味
し
な
が
ら
も
、
直
前
に
位
置
す
る
帝
の
発
話
の
主
旨
と

の
線
条
的
関
連
か
ら
は
、
帝
が
引
き
留
め
て
も
、
ま
た
更
衣
が
そ
れ
に
応
え
よ
う

と
し
て
も
も
う
か
な
わ
ず
に
別
れ
る
し
か
な
い
里
へ
の
道
の
意
を
も
懸
け
て
匂
わ

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
渡
辺
実
先
生
は
源
氏
物
語
の
引
き
歌
表
現
に
お
い
て
、

桐
査
巻
の
較
負
命
婦
が
更
衣
の
里
を
訪
問
す
る
段
の
「
や
み
に
く
れ
て
伏
し
沈
み

給
へ
る
ほ
ど
に
」
「
月
か
げ
ば
か
り
ぞ
、

や
ヘ
む
ぐ
ら
に
も
障
ら
ず
さ
し
入
り
た

る
」
な
ど
の
箇
所
を
例
示
し
て
、
「
言
葉
が
二
重
の
意
味
に
は
た
ら
く
こ
と
に
な

る
場
合
が
多
い
」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
類
似
し
た
、
和
歌
の
技

巧
と
し
て
の
固
定
し
た
懸
詞
で
は
な
い
即
興
的
な
、
あ
る
い
は
幾
分
散
文
的
な
懸

詞
様
の
表
現
と
し
て
、
こ
の
「
限
り
と
て
別
る
L
道
」
を
見
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
う
。

こ
う
し
て
、
桐
査
更
衣
は
、
自
ら
の
歌
を
「
限
り
と
て
別
る
L
道
」
の
語
句
で

は
じ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
の
意
向
に
沿
っ
て
官
中
に
留
ま
る
こ
と
の
不
可
能

な
こ
と
と
、
こ
の
別
れ
が
、
帝
が
「
む
」
を
用
い
て
推
量
的
に
扱
っ
て
い
た
と
こ

ろ
の
死
別
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
を
、
一
度
に
併
せ
述
べ
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
語
句
の
例
が
他
に
見
い
だ
し
が
た
く
、
更
衣
の
こ
の
場
に
お
け
る
個
別

的
な
物
言
い
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
の
真
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
歌
を
(
一
試
み
始
め
た
更
衣
は
、
そ
の
両
義
を
託
し
た
「
限
り
と

て
別
る
L
道
」
が
「
悲
し
」
い
と
表
出
す
る
。
こ
の
「
悲
し
」
が
、
和
歌
に
お
い

て
生
別
に
も
死
別
に
も
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
に
も
触
れ
た
。
本
稿

J¥ 

に
以
下
引
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
別
れ
の
歌
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。

こ
れ
に
続
く
「
に
」
は
、
上
旬
に
み
ら
れ
る
「
限
り
と
て
別
る
L
道
の
悲
し
き
」

と
い
う
文
相
当
の
単
位
と
、
同
じ
く
文
相
当
の
下
旬
「
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り

け
り
」
と
を
接
続
し
て
い
る
助
詞
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
に
」
は
多
く
の
場

合
、
そ
れ
が
承
接
す
る
上
の
活
用
語
の
連
体
形
と
の
聞
に
、
「
程
・
時
・
故
・
の
」

な
ど
の
形
式
名
詞
・
準
体
助
詞
を
補
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
こ
う
し
た

「
に
」
が
一
般
に
一
吉
わ
れ
る
ご
と
く
格
助
詞
か
ら
転
成
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う

こ
の
た
め
、
山
口
亮
二
氏
が
言
わ
れ
る
ご
と
く
、
「
に
」

」
と
を
思
わ
せ
る
が
、

の
機
能
は
、
「
前
匂
の
事
態
が
後
句
の
事
態
の
存
在
・
成
立
す
る
場
面
に
あ
た
る
」

と
い
う
意
味
関
係
〔
場
面
性
〕
を
基
本
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
(
『
古
代
接
続
法
の
研
究
』
第
十
章
)
。
し
か
し
、
同
氏
を
は
じ
め
先
学
が
指

摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
際
は
、
こ
の
基
本
的
な
意
味
関
係
の
み
な
ら
ず
、
文
脈
に

依
存
す
る
形
で
、
継
続
・
添
加
・
理
由
・
逆
接
な
ど
の
種
々
の
意
味
関
係
を
前
句

と
後
句
の
聞
に
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
更
衣
の
歌
の
場
合
で
み
る
な
ら
、

(
前
句
)
限
り
と
て
別
る
ム
道
の
悲
し
き

と
い
う
状
況
(
場
面
)
に
お
い
て
、

(
後
句
)
生
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り

と
い
う
思
い
(
認
識
)
が
発
生
し
て
き
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
当
然
、
前
句

か
ら
後
句
へ
の
時
間
的
継
起
性
も
認
め
ら
れ
る
し
、
帝
の
心
情
に
背
い
て
別
れ
て

い
く
の
が
悲
し
い
と
い
う
前
句
の
気
持
ち
が
、
そ
れ
ゆ
え
、
別
れ
が
悲
し
い
か
ら

行
き
た
い
の
は
里
へ
の
道
と
死
出
の
道
で
は
な
く
、
生
き
て
ほ
し
い
の
は
こ
の
命

な
の
だ
っ
た
、
と
い
う
後
句
の
認
識
を
導
き
出
し
て
い
る
と
い
う
因
果
性
も
認
め

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
山
口
氏
の
整
理
に
従
え
ば
、
後
句
で
は
、
「
生
か
ま
ほ
し
き
」



と
い
う
、

あ
つ
ら
え
(
も
し
く
は
希
望
)
〈
主
体
的
な
志
向
〉
が
示
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
前
句
は
そ
の
志
向
の
根
拠
を
示
す
と
い
う
意
味
で
の
志
向
性
も
認
め
ら
れ

る。
こ
う
し
て
更
衣
の
歌
で
は
、
「
場
面
性
」

の
関
係
表
示
を
基
本
に

「
多
様
な
意

味
関
係
を
担
え
る
反
面
、
そ
の
関
係
表
示
に
は
控
え
目
な
形
式
で
あ
る
と
い
え
」

(
山
口
氏
前
掲
書
一
七
回
頁
)
る
「
に
」
を
上
旬
と
下
旬
と
の
聞
に
置
い
た
こ
と

で
、
「
限
り
と
て
」
と
同
様
、
複
数
の
意
味
合
い
を
上
句
と
下
旬
と
の
聞
に
醸
し

出
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
後
句
の
意
味
を
、
別
れ
が
悲
し
い
か
ら
行
き
た
い
の
は
里
へ
の
道

と
死
出
の
道
で
は
な
く
、
生
き
て
ほ
し
い
の
は
こ
の
命
な
の
だ
っ
た
、
と
述
べ
た

が
、
そ
れ
に
関
わ
っ
て
下
旬
の
表
現
で
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
下
旬

「
生
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」
に
は
、
「
A
は
B
な
り
け
り
」
と
い
う
文
の
構

造
が
見
い
だ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
A
は
B
な
り
」
と
い
う
形
の
判
断
文

「
一
詠
嘆
的
に
認
識
し
た
こ
と
を
示
す
表
現
『
け

り
』
」
(
糸
井
通
浩
「
貫
之
の
文
章
仮
名
文
の
構
想
と

に
お
い
て

そ
の
判
断
自
体
を

『
な
り
け
り
』
表
現
」

『
王
朝
|
遠
藤
嘉
基
博
士
古
稀
記
念
論
叢
』
昭
和
四
九
年
五
月
)
が
下
接
し
た
も

の
だ
と
一
応
言
っ
て
お
い
て
よ
い
。
こ
の
「
一
詠
嘆
」
の
性
格
は
、
「
過
去
に
於
て

認
識
の
外
に
あ
っ
た
事
実
を
、
新
に
認
識
し
て
驚
嘆
」
(
松
尾
捨
治
郎
『
国
語
法

論
孜
追
補
版
』
六
五
回
頁
)
し
た
り
、
「
経
験
を
通
し
て
『
今
に
し
て
思
え
ば
こ

う
い
う
こ
と
(
も
の
、
わ
け
)
だ
っ
た
の
だ
』
と
納
得
」
(
竹
内
美
智
子
「
助
動
詞

(

1

)

」
『
岩
波
講
座
日
本
語
7
」
七
九
頁
)
し
た
り
す
る
「
け
り
」
自
体
の
働
き

に
由
来
す
る
も
の
と
み
て
お
け
る
。
更
衣
の
歌
も
、
こ
こ
で
「
け
り
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
上
旬
「
限
り
と
て
別
る
L
道
の
悲
し
き
に
」
で
示
さ

桐

萱

更

衣

の

歌

れ
た
場
面
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
世
の
別
れ
と
な
る
こ
と
を
予
感
し
つ
つ
、
更
衣
の

退
出
を
必
死
に
引
き
と
ど
め
よ
う
と
す
る
帝
の
行
動
と
心
情
を
「
い
と
い
み
じ
」

そ
れ
に
応
え
ら
れ
ず
、
こ
れ
が
限
界
・
最
後
と
観
じ
て
帝
と

と
拝
し
な
が
ら
も
、

の
別
れ
を
迎
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
下
で
初
め
て
、
更
衣
が
、
下
旬
「
生

か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」
の
認
識
、
す
な
わ
ち
、
別
れ
た
く
な
い
生
き
た
い

の
だ
っ
た
と
今
は
っ
き
り
自
覚
し
気
づ
い
た
こ
と
よ
、
と
の
意
味
を
表
し
て
い
る

つ
ま
り
、
こ
の
「
:
:
:
に
:
:
:
な
り
け
り
」
の
表
現
に
よ

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

れ
ば
、
更
衣
は
、
死
が
確
定
的
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
の
帝
と
の
別
れ
に

臨
ん
で
今
初
め
て
心
底
か
ら
生
き
た
い
と
い
う
思
い
の
存
在
を
自
覚
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
い
う
と
そ
れ
ま
で
は
生
き
た
い
と
少
な
く

と
も
積
極
的
に
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
物
語
の
記
述
と
も
矛
盾
し
な
い
。
更
衣
は
そ
れ
ま
で
物
語
に
直
接

自
身
が
顔
を
み
せ
る
こ
と
な
く
、
語
り
手
や
帝
な
ど
の
口
や
目
を
通
し
て
そ
の
様

子
、
が
語
ら
れ
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
更
衣
の
心
中
の
記
述
は
、

「
い
と
は
し
た
な
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
か
た
じ
け
な
き
御
心
ば
へ
の
た
ぐ
ひ
な
き

を
頼
み
に
て
ま
じ
ら
ひ
給
ふ
」
(
二
五
頁
)
・
「
か
し
こ
き
御
か
げ
を
ば
頼
み
聞
え

な
が
ら
、

お
と
し
め
、
き
ず
を
求
め
給
ふ
人
は
多
く
、

わ
が
身
は
か
よ
わ
く
、
も

の
は
か
な
き
あ
り
さ
ま
に
て
、
な
か
ノ
¥
な
る
も
の
思
ひ
を
ぞ
し
給
ふ
」
・
「
事
に

ふ
れ
て
、

か
ず
知
ら
ず
苦
し
き
事
の
み
ま
ざ
れ
ば
、
い
と
い
た
う
思
ひ
わ
び
た
る

と
あ
る
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

を
」
(
二
七
頁
)

父
の
故
大
納
言
が
生
前

母
北
の
方
に
「
た
X

こ
の
人
の
宮
づ
か
へ
の
本
意
必
ず
と
げ
さ
せ
奉
れ
」
と
繰
り

返
し
言
い
置
い
て
い
た
が
、
こ
の
本
意
が
父
で
な
く
、
ど
れ
だ
け
更
衣
自
身
の
意

志
と
な
っ
て
い
た
か
は
い
ま
だ
明
確
に
し
が
た
い
し
、
仮
に
更
衣
が
積
極
的
に
宮

J¥ 



文

学

集

部

論

仕
え
を
望
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
宮
仕
え
以
後
の
更
衣
の
心
中
に
触
れ
た
記
述
は

以
上
の
ご
と
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
更
衣
の
こ
の
歌
に
は
、
帝
寵
を

競
う
後
宮
の
あ
ま
た
の
女
御
や
更
衣
の
嫉
妬
や
恨
み
に
、
そ
れ
ま
で
押
し
潰
さ
れ

そ
う
に
な
っ
て
い
た
桐
壷
更
衣
が
、
死
に
よ
っ
て
帝
と
の
再
会
が
永
久
に
と
ざ
さ

れ
る
別
れ
に
臨
み
、
今
初
め
て
心
底
か
ら
生
き
た
い
と
自
覚
し
た
気
持
ち
が
詠
み

桐
壷
更
衣
を
か
よ
わ
い
女
一
点
張
り
で
な
く
、

あ

げ

ら

れ

て

い

る

。

(

近

年

、

嫉

視
に
も
耐
え
て
宮
仕
え
を
続
け
父
の
遺
言
を
体
現
し
よ
う
と
し
た
芯
の
強
い
女
、

さ
ら
に
は
後
宮
中
を
敵
に
ま
わ
し
て
帝
寵
を
独
占
し
た
し
た
た
か
な
女
と
し
て
把

握
す
る
見
方
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
方
と
、
更
衣
の
歌
か
ら
窺
え
る
以
上

の
よ
う
な
心
情
と
は
祖
師
す
る
側
面
を
も
っ
。
更
衣
の
歌
の
内
容
を
、
帝
の
詞
の

手
前
、
偽
造
さ
れ
た
歌
の
上
で
の
形
式
的
な
も
の
と
見
れ
ば
話
は
別
に
な
る
が
、

そ
う
見
る
こ
と
は
、
「
:
:
・
に
(
上
句
)
:
:
:
な
り
け
り
(
下
旬
)
」
の
文
型
の
採

用
か
ら
や
は
り
む
ず
か
し
い
よ
う
に
思
う
。
)

ま
た
、
下
句
に
み
え
る
「
い
か
ま
ほ
し
き
」
に
は
、
以
下
の
「
命
な
り
け
り
」

と
の
関
係
か
ら
「
生
か
ま
ほ
し
き
」
が
懸
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
「
生
き
て
ほ

し
い
の
は
」
と
あ
つ
ら
え
の
意
味
に
解
し
た
。
し
か
し
、
問
題
は
単
純
で
は
な
い
。

ま
ず
下
旬
に
「
命
生
く
」
と
い
う
言
い
方
が
表
現
の
基
底
と
し
て
存
在
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
命
生
く
(
生
ク
は
四
段
活
用
、
後
に
は
上
二
段
活
用
ど
と

い
う
言
い
方
は
、
「
命
死
ぬ
」
と
対
応
す
る
言
い
方
で
、

と
も
に
上
代
か
ら
存
在

が
認
め
ら
考
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
格
関
係
は
基
本
的
に
は
「
主
語
|
述
語
」
の
関
係

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

今
昔
物
語
集
以
後
の
作
品
に
は
、
「
生
く
」
が

同
じ
四
段
・
上
二
段
活
用
で
あ
り
な
が
ら
、
「
命
を
生
く
」
と
い
う
形
で
他
動
詞

的
な
様
相
を
一
応
す
例
も
「
汝
ハ
、
其
ノ
童
ヲ
質
ニ
取
タ
ル
ハ
我
ガ
命
ヲ
生
カ
ム
ト
思
フ
故
ヵ
、

R
-
2

】、

、
7
7
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四

只
童
ヲ
殺
サ
ム
ト
思
フ
カ
」
(
今
昔
物
語
集
巻
二
五
l
一
一
)
と
一
方
で
見
ら
れ

る
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
(

a

)

「
命
を
生
く
」
の
形
が
今
昔
物
語
集
以
前

に
見
い
だ
せ
な
い
、
(

b

)

「
命
生
く
」
と
対
応
す
る
「
命
死
ぬ
」
が
今
昔
物
語
集

ま
で
は
用
例
が
見
い
だ
さ
れ
る
(
巻
三
|
一
一
)
、
(

C

)

今
昔
物
語
集
以
後
も
、

「
今
日
我
ガ
命
ノ
生
ヌ
ル
事
ハ
鹿
ノ
御
徳
也
」
(
今
昔
物
語

亦従
属
句
と
い
う
条
件
下
で

集
巻
五
|
一
八
)
・
「
男
、
命
の
い
き
ぬ
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
て
」
(
宇
治
拾
遺
物

語
巻
七
l
一
)
・
「
千
-
二
モ
命
ノ
生
ン
ズ
ル
事
」
(
太
平
記
巻
一
・
頼
員
回
忠
事
)

「
命
」
が
主
格
で
あ
る
こ
と
の
明
確
な
例
が
存
在
す
る
、
(

d

)

更
衣
の
歌
の

と「
生
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」

「
を
」
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
、

は

な
ど

の
事
情
か
ら
、
更
衣
の
こ
の
歌
の
「
命
生
く
」
の
格
関
係
も
、

述
語
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
い
て
よ
い
。

や
は
り
「
主
語
|

ま
た
、
「
生
か
ま
ほ
し
き
」

の

「
官
民

ほ
し
」
は
、
最
も
一
般
的
な
用
法
と
し
て
一
人
称
者
の
希
望
や
、
言
い
切
り
以
外

の
形
に
お
い
て
は
二
人
称
・
三
人
称
者
を
主
体
と
す
る
願
望
を
表
す
が
、
他
者
に

動
作
を
希
望
す
る
あ
つ
ら
え
を
表
す
用
法
も
「
あ
ら
ま
ほ
し
」
の
形
で
事
物
・
状

態
の
存
在
を
願
う
場
合
を
別
に
す
る
と
、
中
古
に
は
一
例
の
報
告
し
か
な
い
が
、

認
め
て
お
け
る
よ
う
だ
。

(
源
氏
物
語
若
葉
上
)

花
と
言
は
H
A

、
か
く
こ
そ
匂
は
ま
ほ
し
け
れ
な
。

そ
の
た
め
、
更
衣
の
歌
の
「
生
か
ま
ほ
し
き
」
に
お
け
る
「
ま
ほ
し
」
の
意
味
と

そ
の
主
体
を
考
え
る
と
、
①
「
命
」
白
身
が
「
生
く
」
こ
と
を
願
う
、
②
私
(
更

衣
)
が
「
命
」
に
「
生
く
」
こ
と
を
あ
つ
ら
え
る
、
の
二
通
り
を
想
定
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
①
の
場
合
、
当
時
「
命
」
と
い
う
語
は
、
上
代
か
ら

中
古
ま
で
の
用
例
を
み
る
と
、
「
命
」
は
神
の
支
配
す
る
も
の
だ
と
い
う
観
念
が

み
い
だ
さ
同
(
万
葉
集
巻
九
・
一
八

O
四
、
同
巻
十
一

二
回
二
ハ
、
拾
遺
和
歌



集
神
楽
歌
・
五
九
六
)
、

す
・
救
ふ
・
許
す
」
、
ま
た
自
ら
の
命
を
」
捨
つ
・
残
す
・
継
ぐ
・
願
ふ
・
待
つ
・

人
の
意
志
で
可
能
な
こ
と
は
せ
い
ぜ
い
人
の
命
を

「拭

知
る
・
延
ぶ
(
他
動
詞
)
・
譲
る
・
掛
く
・
頼
む
・
|
ニ
換
ふ
」
こ
と
ぐ
ら
い
で
、

い
ず
れ
も
「
命
」
の
存
在
を
抹
殺
し
た
り
、
存
在
し
て
い
る
命
を
そ
の
ま
ま
に
し

て
お
い
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
終
息
し
そ
う
な
命
を
回
復
さ
せ
る
な
ど
の

こ
と
は
で
き
ず
、
不
如
意
な
存
在
で
あ
る
命
に
対
す
る
限
定
的
な
範
囲
で
の
意
志

的
動
作
ば
か
り
で
(
「
延
ぶ
・
譲
る
・
|
ニ
換
ふ
」
も
比
喰
ま
た
は
願
望
的
動
作

で
あ
る
)
、
「
命
」
み
ず
か
ら
も
「
生
く
・
死
ぬ
・
絶
ゆ
・
過
ぐ
・
経
・
延
ぶ
(
自

動
詞
ど
な
ど
の
動
作
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
「
『
命
』
|
自
動

詞
」
の
例
で
は
「
む
」
な
ど
推
量
の
助
動
詞
が
下
接
し
て
も
、
今
昔
物
語
集
以
後

に
み
え
る
「
命
を
生
く
」
を
除
け
ば
、
意
士
山
を
表
す
と
解
す
る
余
地
の
あ
る
例
が

見
ら
れ
な
い
の
で
、
「

Z
E
l自
動
詞
」
の
動
作
も
(
神
の
支
配
す
る
も
の
と
し

て
の
「
命
」
の
)
無
意
志
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
今
の
更

衣
の
歌
の
場
合
も
、
「
命
」
み
ず
か
ら
が
意
志
を
持
っ
て
「
生
か
ま
ほ
し
き
」
と

願
望
し
て
い
る
と
解
す
る
根
拠
は
弱
い
。
ま
た
当
時
の
用
例
に
お
い
て
、
こ
の
更

衣
の
歌
と
同
様
、
「
行
く
」

と
掛
け
ら
れ
た

「
い
か
ば
や
」
「
い
か
む
」
「
い
か
ま

ほ
し
」
の
意
志
・
希
望
の
主
体
は
「
命
」
の
所
有
者
で
あ
る
人
間
で
あ
る
の
が
一

般
で
あ
る
こ
と
も
参
考
に
な
る
。

又
、
を
と
こ

風
吹
け
ば
と
ま
ら
ぬ
っ
ゅ
の
命
も
て
い
か
む
と
思
ふ
こ
と
の
は
か
な
さ

(
伊
勢
集
)

女
を
う
ら
み
て
さ
ら
に
ま
う
で
こ
じ
と
ち
か
ひ
て
の
ち
に
つ
か
は
し
げ

る

桐

壷

更

衣

の

歌

何
せ
む
に
命
を
か
け
て
誓
ひ
け
む
い
か
ば
や
と
思
ふ
時
も
あ
り
け
り

(
拾
遺
和
歌
集
恋
四
・
実
方
)

都
に
も
恋
ひ
し
き
人
の
お
ほ
か
れ
ば
猶
こ
の
た
び
は
い
か
む
と
ぞ
思
ふ

(
後
拾
遺
和
歌
集
恋
三
・
惟
規
)

つ
く
し
へ
く
だ
る
人
へ

を
し
か
ら
ぬ
命
な
れ
ど
も
も
ろ
と
も
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
い
き
の
松
ば
ら

(
弁
乳
母
集
)

よ
っ
て
、
①
の
理
解
は
全
く
不
可
能
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、
蓋
然
性
は
低
い
。

②
は
、
あ
つ
ら
え
の
「
ま
ほ
し
」
の
用
例
の
少
な
い
こ
と
が
気
に
な
る
が
、
「
あ
ら

ま
ほ
し
」
の
形
で
は
そ
れ
が
一
般
化
し
て
い
る
こ
と
、
同
じ
源
氏
物
語
に
あ
つ
ら

え
と
解
せ
る
「
ま
ほ
し
」
の
例
が
存
在
す
る
こ
と
、
更
衣
自
身
が
悲
し
く
思
っ
て

い
る
「
限
り
と
て
別
か
る
る
道
の
悲
し
き
に
」
と
い
う
上
旬
の
展
開
か
ら
、
そ
れ
に

直
ち
に
続
く
「
生
か
ま
ほ
し
き
」
の
主
体
が
更
衣
で
あ
る
と
解
す
る
の
は
自
然
で

あ
る
こ
と
等
か
ら
、
②
と
解
す
る
こ
と
の
方
が
①
よ
り
は
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
今
昔
物
語
集
以
後
の
作
品
に
見
ら
れ
る
「
命
を
生
く
(
生
ク
は
四

段
活
用
、
後
に
は
上
二
段
活
用
)
」

と
い
う
形
を
、

今
の
場
合
に
あ
え
て
想
定
し

て
「
生
く
」
を
他
動
詞
的
様
相
に
お
い
て
と
ら
え
、
「
生
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け

り
」
を
、
③
私
(
更
衣
)
が
命
を
生
か
し
た
く
思
う
、
と
理
解
す
る
こ
と
、
加
え

て
「
命
」
を
寿
命
の
意
味
に
と
り
、
想
定
し
た
「
を
」
を
「
夜
を
寝
む
」
「
長
道

劃
恋
ひ
来
」
「
宿
劃
立
ち
出
づ
」
な
ど
と
一
言
う
時
の
、
動
作
の
行
わ
れ
る
時
や
場

所
を
示
す
も
の
と
解
し
、
同
じ
く
④
「
自
己
の
寿
命
を
生
き
る
」
と
と
る
こ
と
も
、

先
の
(

d

)

の
事
情
や
こ
う
解
す
べ
き
「
命
を
生
く
」
の
明
確
な
例
が
見
い
だ
せ

な
い
こ
と
か
ら
、
や
は
り
困
難
で
あ
る
が
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
。

ま
た
、

八
五
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「
命
生
く
」
を
、
「
命
」
の
存
在
を
明
示
し
て
「
生
く
」
の
語
を
強
調
し
た
も
の
と

考
え
百
円
⑤
源
氏
物
語
の
こ
の
「
生
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」
の
「
命
」
も

同
様
に
「
生
か
ま
ほ
し
き
」
を
強
調
し
て
い
る
語
と
解
す
る
こ
と
も
全
く
不
可
能

と
は
断
言
で
き
な
い
。

こ
う
し
て
現
状
で
は
、
②
と
解
し
て
お
く
の
が
最
も
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
以
外
で
あ
る
可
能
性
を
明
確
に
否
定
し
難
い
要
素
も
少
な
か
ら
ず
残
る
。
こ

の
不
明
瞭
さ
に
は
、
更
衣
が
、
下
旬
「
:
:
:
は
『
命
』
な
り
け
り
」
の
文
型
の
題

目
「
い
か
ま
ほ
し
き
」
に
、
上
旬
か
ら
の
展
開
で
「
命
生
く
」
と
は
格
関
係
の
異

な
る
「
(
私
ガ
)
行
か
ま
ほ
し
き
(
道
)
」
の
意
を
懸
け
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
②
に
お
い
て
、

不
随
意
な
命
に
生
キ
テ
ホ
シ
イ
と
あ
っ

ら
え
て
い
る
の
は
更
衣
自
身
で
あ
る
し
、
③
④
⑤
の
場
合
で
も
、
命
ヲ
生
カ
シ
タ

イ
・
生
キ
タ
イ
と
希
望
し
て
い
る
の
は
更
衣
自
身
で
あ
る
。
命
ガ
生
キ
タ
ガ
ッ
テ

イ
ル
と
す
る
①
の
場
合
で
も
、
そ
の
結
果
生
き
延
び
る
の
は
そ
う
し
た
「
命
」
の

意
向
を
察
し
て
歌
に
詠
ん
だ
更
衣
自
身
で
あ
る
か
ら
、
更
衣
自
身
も
そ
の
結
果
を

是
と
し
て
受
け
入
れ
る
態
度
で
あ
る
と
見
る
の
が
自
然
な
理
解
で
あ
る
。
逆
に
言

え
ば
更
衣
自
身
の
生
き
延
び
た
い
意
向
を
、
「
命
」
に
代
弁
さ
せ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
更
衣
は
生
き
た
く
思
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
更
衣
に
は
、
帝
と
の
死
を
認
識
し
た
別
れ
に
臨
ん
で
生
へ
の
執
着
が

め
ば
え
た
。

四

桐
壷
更
衣
の
歌
の
も
つ
、
以
上
の
よ
う
な
重
層
的
、
か
っ
一
途
に
し
て
不
明
瞭

で
も
あ
る
姿
は
、
帝
と
の
別
れ
と
い
う
こ
の
場
面
の
個
別
的
な
状
況
に
規
制
さ
れ

守¥」、

f
J
一ノ

つ
つ
、
桐
壷
更
衣
と
い
う
具
体
的
な
存
在
に
よ
っ
て
詠
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
一
目

的
な
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
か
と
い
っ
て
当
時
の
和
歌
の
表
現
の
あ
り
方
と
全
く

無
縁
の
所
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
八
代
集
を
中
心
に
し
て

こ
の
世
で
の
別
れ
〔
生
別
〕
を
扱
う

別
れ
を
詠
ん
だ
歌
を
な
が
め
て
み
る
と
、

の
歌
で
は
、
命
・
寿
命
が
安
定
し
て
い
れ
ば
将
来
の
再
会
(
「
逢

ふ
」
こ
と
、
後
拾
遺
和
歌
集
以
降
は
「
逢
ふ
」
た
め
に
「
待
つ
」
こ
と
が
目
立
つ
よ

「
離
別
・
別
」

う
に
な
る
)
も
期
待
さ
れ
こ
の
度
の
生
き
別
れ
も
悲
し
く
は
な
い
、
と
い
う
想
を

土
台
と
し
て
、
そ
の
命
が
不
定
だ
か
ら
い
つ
再
会
で
き
る
か
お
ぼ
つ
か
な
い
、
と

い
う
命
の
口
惜
し
さ
や
別
れ
の
不
安
、
ま
た
命
・
寿
命
に
自
信
が
も
て
な
い
の
で

将
来
の
再
会
は
か
な
わ
ず
、
こ
の
別
れ
が
今
生
の
別
れ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、

と
い
う
死
別
を
見
通
し
た
悲
し
み
な
ど
の
一
詠
ま
れ
て
い
る
歌
を
見
い
だ
せ
る
。

命
だ
に
心
に
か
な
ふ
物
な
ら
ば
な
に
か
別
の
悲
し
か
ら
ま
し

(
古
今
和
歌
集
・
し
ろ
め
)

別
れ
て
は
い
つ
あ
ひ
み
ん
と
思
ふ
ら
ん
限
あ
る
よ
の
命
と
も
な
し

(
後
撰
和
歌
集
離
別
・
伊
勢
)

別
れ
て
は
あ
は
む
あ
は
じ
ぞ
定
な
き
こ
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
や
限
な
る
ら
ん

(
拾
遺
和
歌
集
別
・
よ
み
人
し
ら
ず
)

ゆ
く
す
ゑ
の
命
も
し
ら
ぬ
別
ぢ
は
け
ふ
相
坂
や
か
ぎ
り
な
る
ら
ん

(
拾
遺
和
歌
集
別
・
よ
し
の
ぶ
)

別
れ
よ
り
ま
さ
り
て
を
し
き
命
か
な
き
み
に
こ
た
び
あ
は
む
と
思
へ
ば

(
千
載
和
歌
集
・
藤
原
公
任
)

別
ぢ
は
こ
れ
や
か
ぎ
り
の
た
び
な
ら
む
更
に
い
く
べ
き
心
ち
こ
そ
せ
ね

(
新
古
今
和
歌
集
離
別
・
道
命
法
師
)



人
は
い
さ
わ
が
身
は
す
ゑ
に
な
り
ぬ
れ
ば
ま
た
あ
ふ
さ
か
を
い
か
が
待
つ
ベ

(
金
葉
和
歌
集
・
藤
原
実
綱
)

きさ
り
と
も
と
猶
あ
ふ
事
も
頼
む
か
な
し
で
の
山
ぢ
を
こ
え
ぬ
別
は

(
新
古
今
和
歌
集
・
西
行
)

相
査
更
衣
の
「
限
り
と
て
別
る
L
道
の
:
:
:
」
の
歌
に
も
、
こ
の
よ
う
な
「
離

別
・
別
」
の
歌
の
も
つ
想
、
即
ち
今
回
の
「
別
れ
」
が
即
今
生
の
「
限
り
」
最
後

で
あ
る
《
死
別
に
つ
な
が
る
》
と
い
う
想
が
通
底
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
こ
れ
ら
の
「
離
別
・
別
」
の
歌
に
、
「
限
り
」
「
別
る
・
別
れ
」
「
道
・
路
」

「
行
く
・
生
く
」
な
ど
、
更
衣
の
歌
と
共
通
す
る
語
が
多
い
の
も
、
こ
う
し
た
想

的
共
通
性
に
対
応
す
る
事
実
な
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
更
衣
の
「
限
り
と
て
:
:
:
」
の
歌
は
以
上
の
ご
と
き
「
離
別
・
別
」

の
歌
と
は
決
定
的
に
異
な
る
質
も
同
時
に
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら

も
同
様
に
将
来
の
死
別
の
訪
れ
を
見
通
し
て
い
て
も
、
「
離
別
・
別
」
の
歌
で
は

例
示
し
た
ご
と
く
、
命
が
安
定
し
て
い
れ
ば
再
会
も
期
待
で
き
る
と
仮
定
し
た

り
、
あ
る
い
は
そ
の
「
命
L

の
頼
り
な
さ
を
嘆
い
た
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
「
命
」

の
維
持
を
再
会
ま
で
期
待
し
た
り
と
、
そ
の
死
別
を
い
ま
だ
切
迫
し
て
い
な
い
も

の
と
し
て
と
ら
え
、
あ
る
い
は
「
限
り
な
る
ら
ん
」
「
限
り
の
旅
な
ら
む
」
(
ま
た

「
思
ふ
ら
ん
」
)
と
あ
る
ご
と
く
、
こ
の
別
れ
が
今
生
の
別
れ
・
死
別
と
な
る
で
あ

ろ
う
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
い
ま
だ
推
量
さ
れ
る
べ
き
将
来
の
も
の
と
し
て
扱

っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
更
衣
の
歌
で
は
、
「
限
り
と
て
(
別
る
L
ど

と
い
う
語
句
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
と
の
死
別
を
そ
う
し
た
切
迫
し
て
い

な
い
将
来
の
も
の
と
し
て
で
な
く
、
ま
も
な
く
現
実
と
な
る
は
ず
の
確
定
的
の
も

の
と
し
て
認
識
し
歌
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
死
別
を
ま
も
な

桐

萱

更

衣

の

歌

く
現
実
と
な
る
は
ず
の
確
定
的
の
も
の
と
し
て
認
識
し
歌
に
詠
み
こ
む
の
は
、

「
離
別
・
別
」
歌
で
な
く
、
こ
の
世
と
の
別
れ
〔
死
別
〕
の
心
情
を
詠
ん
だ
「
哀

傷
」
(
後
に
は
出
家
・
無
常
に
関
わ
る
歌
も
扱
う
)
歌
に
属
す
る
。
い
ま
、
更
衣

の
詠
の
よ
う
に
死
に
ゆ
く
立
場
の
者
の
歌
(
い
わ
ゆ
る
「
辞
世
」
と
そ
れ
に
近
い

も
の
)
を
、
機
械
的
に
相
壷
更
衣
の
「
限
り
と
て
:
:
:
」
の
歌
を
構
成
す
る
主
要

な
語
「
限
り
」
「
別
る
・
別
れ
」
「
道
・
路
」
「
行
く
・
生
く
」
等
に
類
す
る
こ
と

ば
を
一
首
の
う
ち
に
幾
っ
か
用
い
て
い
る
も
の
に
限
っ
て
示
す
と
、
第
一
章
に
既

掲
の
新
千
載
和
歌
集
哀
傷
に
載
る
安
子
中
官
の
「
逢
ふ
こ
と
の
か
ぎ
り
の
た
び
の

別
に
は
:
:
:
」
の
歌
と
、
そ
の
他
に
は
、

か
り
そ
め
の
ゆ
き
か
ひ
ぢ
と
ぞ
思
ひ
こ
し
今
は
か
ぎ
り
の
か
ど
で
な
り
け
り

(
古
今
和
歌
集
・
哀
傷
在
原
滋
春
)

し
る
人
も
な
き
わ
か
れ
ぢ
に
い
ま
は
と
て
心
ぼ
そ
く
も
い
そ
ぎ
た
つ
か
な

(
後
拾
遺
和
歌
集
哀
傷
・
定
子
皇
后
)

く
や
し
く
ぞ
後
に
あ
は
む
と
契
り
け
る
け
ふ
を
か
ぎ
り
と
言
は
ま
し
も
の
を

(
新
古
今
和
歌
集
京
傷
、
藤
原
季
縄
〉

な
ど
が
拾
え
る
く
ら
い
だ
が
、
こ
れ
ら
の
歌
に
お
い
て
も
更
衣
の
歌
と
同
様
に
自

分
の
死
が
確
定
的
な
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
を
み
て
も

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
死
に
ゆ
く
者
の
悲
し
み
が
大
方
は
う
た
わ
れ
て
い
る
も
の

の
、
類
型
と
な
る
よ
う
な
あ
る
種
の
歌
の
想
を
見
い
だ
し
に
く
く
、
こ
れ
以
外
の

一
般
を
み
て
も
、
そ
の
内
容
は
世
の
無
常
や
残
る
者
へ
の
思
い
な
ど
が

め
だ
つ
も
の
の
、
更
衣
の
歌
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
具
体
的
に
は
死
に
ゆ
く

者
の
置
か
れ
た
状
況
や
感
慨
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

「
辞
世
」つ

ゆ
を
な
ど
あ
だ
な
る
物
と
思
ひ
け
む
わ
が
身
も
草
に
お
か
ぬ
ば
か
り
を

;¥ 
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(
古
今
和
歌
集
哀
傷
・
藤
原
こ
れ
も
と
)

つ
ゐ
に
ゆ
く
道
と
は
か
ね
て
き
与
し
か
ど
き
の
ふ
今
日
と
は
思
は
ざ
り
し
を

(
古
今
和
歌
集
哀
傷
・
業
平
)

い
も
山
の
い
は
ね
に
お
け
る
我
を
か
も
し
ら
ず
で
妹
が
待
ち
つ
つ
あ
ら
ん

(
拾
遺
和
歌
集
哀
傷
・
人
ま
ろ
)

手
に
結
ぶ
水
に
や
ど
れ
る
月
影
の
あ
る
か
な
き
か
の
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ

(
拾
遺
和
歌
集
哀
傷
・
貫
之
)

夜
も
す
が
ら
契
り
し
こ
と
を
忘
れ
ず
は
恋
ひ
む
な
み
だ
の
色
ぞ
ゆ
か
し
き

(
後
拾
遺
和
歌
集
哀
傷
・
定
子
皇
后
)

煙
り
と
も
雲
と
も
な
ら
ぬ
身
な
り
と
も
草
葉
の
露
を
そ
れ
と
眺
め
よ

(
栄
花
物
語
鳥
辺
野
・
定
子
皇
后
)

秋
か
ぜ
の
露
の
や
ど
り
に
君
を
お
き
て
ち
り
を
い
で
ぬ
る
こ
と
ぞ
か
な
し
き

(
新
古
今
和
歌
集
哀
傷
・
一
条
天
皇
)

つ
ね
よ
り
も
む
つ
ま
じ
き
か
な
ほ
と
と
ぎ
す
死
出
の
山
ぢ
の
と
も
と
お
も
へ

(
千
載
和
歌
集
哀
傷
・
鳥
羽
院
)

歌
と
し
て
の
更
衣
の
歌
の
内
容
的
特
徴
は
、
以
上
の
ご
と

き
歌
ど
も
と
の
対
比
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
く
る
。
何
点
か
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、

tま
従
っ
て
、
「
哀
傷
」

同
じ
く
死
出
の
道
を
指
す
に
し
て
も
他
の

「
限
り
あ
る
道
」
「
限
り
あ
る
別
れ
」

「
限
り
の
か
ど
で
」
「
逢
ふ
こ
と
の
限
り
の
旅
の
別
れ
」
「
別
れ
ぢ
」
「
つ
ゐ
に
ゆ
く

道
」
な
ど
の
言
い
方
が
、
そ
れ
を
客
体
的
な
概
念
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
「
限
り
と
て
別
る
L
道
」
で
は
、
前
述
の
よ
う
に

「
限
り
と
て
」

と
い
う

語
句
に
、
「
限
り
(
デ
ア
ル
)
と
て
」
と
い
う
内
部
構
造
が
想
定
さ
れ
る

た
め
に
、
特
に
「
:
:
:
と
て
別
る
L
」
の
部
分
に
、
更
衣
の
自
己
の
死
を
認
識
す

〔

α〕

J¥ 
/、

る
主
体
的
な
判
断
の
作
動
が
確
認
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
他
歌
に
見
ら
れ
る
言
い
方

以
上
に
死
に
赴
く
こ
と
に
対
す
る
更
衣
の
感
情
の
揺
曳
が
窺
わ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
感
情
の
揺
曳
と
は
、
「
限
り
と
て
」

の
語
義
を
考
え
る
な
ら
、

今
の
場

合
、
更
衣
が
帝
の
心
情
に
応
え
て
帝
と
と
も
に
宮
中
に
留
ま
り
そ
し
て
こ
の
世
に

も
留
ま
り
た
い
と
望
ん
で
も
、
そ
れ
が
も
う
ど
う
に
も
か
な
わ
ぬ
限
界
に
き
た
、

最
後
が
近
づ
い
た
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
た
状
況
下
に
お
け
る
、
自
己
の
意
志
に

反
し
て
帝
と
彼
此
両
岸
に
別
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
無
念
さ
と
か
口
惜
し
さ
と
か
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
思
い
が
伏
流
と
な
っ
て
こ
そ
「
限
り
と
て

別
る
L
」
死
出
の
道
が
「
悲
し
き
に
」
と
場
面
設
定
さ
れ
、
そ
の
も
と
で
「
い
か

ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」
と
い
う
自
覚
が
勃
然
と
生
じ
た
の
も
当
然
と
一
言
え

る。
な
お
、
後
拾
遺
和
歌
集
哀
傷
・
定
子
皇
后
の
歌
に
み
え
る
「
今
は
と
て
」
と
い

う
語
句
に
も
、
「
限
り
と
て
」
と
類
比
的
に
「
今
は

(

X

デ
ア
ル
)
と
〔
α
〕
て
」

と
い
う
意
味
構
造
が
想
定
さ
れ
、

ま
た
「
い
ま
は
」
が
「
限
り
と
」
に
続
く
場
合

も
一
般
に
多
く
見
ら
れ
、

い
ま
は
か
ぎ
り
と
み
給
に
、

住
み
わ
び
ぬ
今
は
か
ぎ
り
と
山
里
に
身
を
か
く
す
べ
き
宿
求
め
て
む

(
伊
勢
物
語
五
九
段
)

そ
れ
と
の
連
聞
か
ら
、
こ
の
「
X

」
に
「
限
り
」
を
想
定
し
て
よ
い
こ
と
も
多

(
源
氏
物
語
真
木
柱
)

い
の
だ
が

い
ま
は
と
て
燃
え
む
け
ぶ
り
も
む
す
ぼ
ほ
れ
絶
え
ぬ
思
ひ
の
な
ほ
や
残
ら
む

(
源
氏
物
語
柏
木
)

い
ま
は
と
て
と
び
わ
か
る
め
る
む
ら
ど
り
の
ふ
る
す
に
ひ
と
り
な
が
む
べ
き



カミ

な

(
後
拾
遺
和
歌
集
哀
傷
・
義
孝
)

「
今
は
と
て
」
自
体
は
「
今
は
」
を
顕
示
し
て
、

そ
の
「
X

」
に
は
、
「
限
り
」
の

存
在
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
て
も
他
の
語
で
も
あ
る
可
能
性
を
含
め
つ

つ
、
「
X

」
そ
の
も
の
の
実
態
は
あ
く
ま
で
も
顕
在
化
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
意
味

の
比
重
は
ど
こ
ま
で
も
顕
示
さ
れ
て
い
る
「
い
ま
は
」
と
い
う
語
句
の
表
す
、
以

下
に
示
さ
れ
る
或
る
行
動
を
起
こ
す
時
点
の
現
在
性
・
当
時
性
の
表
示
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
、
「
限
り
と
て
」
が

限
度
・
限
界
、

な
ら
び
に
そ
れ
に
よ
る
物
事
の

最
後
の
認
識
に
重
点
、
が
あ
る
の
と
は
異
な
る
。

よ
っ
て
「
限
り
と
て
」
と
同
様
、

て工1
」ー，

土

伝主
」ー

当同
然 1'-

もの
ー 主
τ体

長自
ら削
串 や
信:感
/'l、慨
も人の
寧存
T 在
昌カ1

定窺
る F乙
。る

そも

か空
ら v二

惹「
き 限
おり
こと

さ
れ
る
感
慨
も
、
例
え
ば
更
衣
の
歌
に
お
け
る

(
別
る
L
ど
が
口

「
限
り
と
て

「
(
し
る
人
も
な
き

惜
し
さ
・
無
念
さ
を
感
じ
さ
せ
る
な
ら
、
定
子
皇
后
の
歌
の

わ
か
れ
ぢ
に
)
い
ま
は
と
て
(
心
ぼ
そ
く
も
)
い
そ
ぎ
た
つ
」
は
定
子
の
死
へ
の

悟
り
・
諦
観
性
・
潔
さ
を
印
象
づ
け
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
指
摘
で
き
る
更
衣
の
歌
の
特
徴
は
、
死
に
臨
ん
で
生
へ
の
執
着

を
表
白
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

実
は
こ
う
し
た
類
の
歌
は
多
く
な
い
。

「
哀
傷
」
歌
ど
も
を
見
て
も
、
訪
れ
く
る
自
己
の
死
を
静
か
に
受
容
す
る
姿
勢
を
示

先
の

す
も
の
が
殆
ど
で
、

せ
い
ぜ
い
「
き
の
ふ
今
日
と
は
」
と
驚
き
嘆
く
ぐ
ら
い
で
あ

る
し
、
前
章
に
挙
げ
た
「
行
く
L

と
「
生
く
」
を
懸
け
た
歌
ど
も
を
み
て
も
死
に
反

逆
し
て
生
き
る
志
向
を
示
し
て
い
る
の
は
、
「
恋
」
や
「
離
別
」
の
も
の
ば
か
り

で
あ
る
。
紫
式
部
の
兄
弟
藤
原
惟
規
の
「
都
に
も
恋
し
き
人
の
多
か
れ
ば
:
:
:
」

の
歌
も
、
後
拾
遺
和
歌
集
の
詞
書
「
父
の
も
と
に
越
の
国
に
は
べ
る
と
き
お
も
く

わ
づ
ら
ひ
て
京
に
は
ベ
り
け
る
斎
院
の
中
将
が
許
に
つ
か
は
し
け
る
」
や
、
俊
頼

桐

査

更

衣

の

歌

髄
脳
・
今
昔
物
語
集
(
巻
三
一
ー
ー
二
八
)
な
ど
の
記
載
に
よ
れ
ば
、

ま
さ
に
臨
終

の
歌
で
あ
り
、
生
へ
の
執
着
も
強
く
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
後
拾
遺
和
歌
集
が

こ
の
惟
規
の
歌
を
、

こ
の
歌
の
直
前
に
置
か
れ
た
和
泉
式
部
の
、
「
こ
こ
ち
例
な

ら
ず
は
ベ
り
け
る
こ
ろ
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
」
の
詞
書
を
も
っ
「
あ
ら
ざ

ら
ん
こ
の
世
の
ほ
か
の
思
ひ
い
で
に
い
ま
ひ
と
た
び
の
逢
ふ
こ
と
も
が
な
」
の
歌

と
と
も
に
恋
部
に
収
め
て
い
る
よ
う
に
、
死
の
認
識
よ
り
も
恋
し
い
人
に
逢
い
た

い
と
い
う
恋
心
の
強
さ
の
方
が
目
立
ち
、
「
女
」

と
よ
ば
れ
た
更
衣
の

「
限
り
と

て
:
:
:
」
の
歌
が
、
帝
と
の
恋
の
情
を
含
み
込
み
な
が
ら
も
、
死
出
の
道
と
「
命

生
か
ま
ほ
し
き
」
情
と
の
対
比
を
明
確
に
し
て
い
る
の
と
は
差
が
あ
る
。

ま
た
、
次
に
挙
げ
て
比
較
し
て
お
く
べ
き
は
、
竹
取
物
語
の
か
ぐ
や
姫
昇
天
の

場
面
に
お
い
て
か
ぐ
や
姫
の
詠
ん
だ
、

今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
け
る

の
歌
で
あ
ろ
う
。
竹
取
物
語
の
こ
の
場
面
と
、
源
氏
物
語
桐
壷
巻
の
更
衣
と
帝
と

(初〉

の
別
れ
の
場
面
と
は
、
共
通
す
る
表
現
が
多
く
見
ら
れ
注
意
さ
れ
る
が
、
か
ぐ
や

姫
の
こ
の
歌
も
、
地
上
の
世
界
を
去
る
際
に
(
「
辞
世
」
)
帝
に
対
し
て
詠
み
残
さ

れ
た
と
い
う
点
で
更
衣
の
歌
と
通
じ
る
し
、
他
に
も
、
「
限
り
と
て
」
「
今
は
と

て
」
の
相
似
た
こ
と
ば
で
詠
み
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
天
の
羽
衣
を
着
る
折
り

に
(
上
旬
|
状
況
・
場
面
)
、
帝
を
あ
わ
れ
と
思
い
出
し
た
(
下
旬
l
気
づ
き
・
認

識
)
と
い
う
一
首
の
大
枠
の
構
造
等
で
も
よ
く
似
て
い
る
。

し
か
し
、
「
限
り
と

て
」
が
物
事
の
限
界
・
最
後
の
認
識
に
重
点
を
置
き
、
「
今
は
と
て
」
が
或
る
行

動
を
起
こ
す
時
点
の
現
在
性
・
当
時
性
の
表
示
に
重
点
を
置
く
た
め
に
、
そ
れ
ら

は
先
に
見
た
よ
う
に
意
義
も
そ
れ
の
醸
し
出
す
余
情
も
異
な
り
、
後
者
は
前
者
ほ

ど
情
動
的
で
な
か
っ
た
し
、
「
:
:
:
を
り
ぞ
」
は
羽
衣
を
着
る
時
点
の
み
を
強
調

J¥ 
九



文

学

部

さb.
員同

集

す
る
ば
か
り
で
、
更
衣
の
歌
の
「
:
:
:
に
」
が
多
様
な
意
味
合
い
を
担
い
え
て
い

た
の
と
は
異
質
で
あ
る
。
ま
た
、
か
ぐ
や
姫
は
帝
を
慕
わ
し
い
と
思
い
出
し
て

も
、
桐
壷
更
衣
ほ
ど
帝
を
含
め
た
こ
の
世
・
地
上
世
界
へ
の
執
着
・
志
向
性
を
示

さ
な
い
。
つ
ま
り
更
衣
の
歌
の
方
が
は
る
か
に
多
義
的
で
感
情
的
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
桐
壷
更
衣
の
歌
は
、
あ
く
ま
で
も
多
義
的
で
情
的
で
士
山
肉
的
で
あ

っ
た
。
「
限
り
と
て
別
る
L
道
(
の
ど
と
い
う
懸
詞
的
な
、
そ
し
て
情
念
の
揺
れ

を
感
じ
さ
せ
る
物
言
い
で
始
ま
り
、
「
(
悲
し
き
〉
に
」
と
い
う
関
係
表
示
に
は
控

え
目
で
あ
る
が
た
め
に
多
様
な
意
味
関
係
を
担
え
る
形
式
を
繋
ぎ
に
用
い
、
「
い

と
い
う
懸
詞
と
、
そ
の
懸
詞
の
使
用
ゆ
え
に
あ
え

(
行
・
生
)

か
ま
ほ
し
き
は
」

て
格
関
係
と
意
味
と
に
お
け
る
不
明
瞭
さ
・
多
義
性
を
生
じ
さ
せ
る
危
険
を
胃
し

な
が
ら
も
、
「
命
な
り
け
り
」
と
い
う
気
づ
き
・
詠
嘆
の
表
現
で
生
へ
の
執
着
を

う
た
い
あ
げ
て
終
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
多
様
で
豊
簡
な
内
容
を
、
更
衣
が

わ
ず
か
=
二
文
字
に
龍
め
得
た
の
も
、
こ
の
こ
と
の
棄
が
和
歌
で
あ
っ
た
か
ら
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
帝
の
行
動
と
心
情
を
「
い
と
い
み
じ
」
と
見
た
「
女
」
が
、
そ

れ
ま
で
の
し
じ
ま
を
破
っ
て
、
息
も
絶
え
だ
え
の
死
の
床
か
ら
や
っ
と
の
気
力
を

振
り
絞
っ
て
歌
を
詠
ん
だ
の
も
、
歌
の
こ
の
力
に
頼
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
我

々
は
こ
こ
に
、
帝
の
会
話
の
言
葉
が
、
更
衣
の
歌
の
こ
と
の
葉
へ
と
変
換
さ
れ
る

さ
ら
な
る
理
由
を
見
い
だ
す
。

し
か
し
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
場
面
で
、
歌
は
い
ま
だ
完
壁
な
カ
を
持
ち

え
て
い
な
い
。
更
衣
の
死
に
臨
ん
で
の
全
て
の
思
い
は
三
一
文
字
に
封
じ
込
め
え

な
か
っ
た
。
更
衣
は
こ
の
後
も
、
「
い
と
か
く
思
う
給
へ
ま
し
か
ば
:
:
:
」
と
会

話
の
言
葉
を
続
け
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
思
い
の
賀
の
変

九
O 

化
を
予
想
さ
せ
つ
つ
、
歌
の
力
の
限
界
と
、
更
衣
の
死
に
臨
ん
で
抱
く
思
い
の
重

さ
と
が
対
峠
し
て
い
る
。
桐
査
更
衣
の
歌
に
ま
つ
わ
る
問
題
は
、
依
然
と
し
て
未

解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
る
。

注(
1
〉
源
氏
物
語
の
本
文
の
引
用
は
、
角
川
文
庫
本
『
源
氏
物
語
』
に
よ
る
。
以
下
同

じ
。
た
だ
し
、
句
読
点
な
ど
の
記
号
を
ま
ま
改
め
た
り
、
『
源
氏
物
語
大
成
校
異
篇
』

を
参
照
し
て
本
文
を
-
訂
し
た
り
し
た
箇
所
が
あ
る
。

(

2

)

清
水
好
子
「
源
氏
物
語
と
歌
|
作
中
人
物
の
言
葉
|
」
『
文
学
』
昭
和
五
十
八
年

一一一月。

(

3

)

寺
本
直
彦
『
源
氏
物
語
受
容
史
論
考
続
編
』
三
五
頁
。

(

4

)

以
下
、
和
歌
集
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
、
他
の
文
学
作
品
の
引
用
は
日

本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
な
お
、
本
文
の
訓
み
に
問
題
を
生
じ
な
い
範
囲
で
漢

字
を
あ
て
る
な
ど
、
ま
ま
表
記
を
私
に
変
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

(

5

)

「
一
言
日
の
警
の
和
歌
に
関
わ
る
用
例
に
は
、
古
今
集
仮
名
序
に
、
「
や
ま
と
う
た
は

人
の
心
を
種
と
し
て
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
.
そ
な
れ
り
け
る
」
が
あ
り
、
源
氏
物
語
に

も
、
タ
霧
巻
に
、
「
女
郎
花
し
を
る
与
野
辺
を
い
づ
こ
と
で
ひ
と
夜
ば
か
り
の
宿
を

か
り
け
む
」
の
歌
に
重
心
の
あ
る
文
を
、
「
何
に
我
さ
へ
さ
る
言
の
葉
を
残
し
け
む
」

と
指
し
て
い
る
例
が
、
ま
た
「
や
ま
と
言
の
葉
」
と
い
う
形
だ
が
、
桐
萱
巻
に
、

「
伊
勢
貫
之
に
よ
ま
せ
給
へ
る
、
や
ま
と
言
の
葉
を
も
、
も
ろ
こ
し
の
う
た
を
も
」

と
い
う
例
が
あ
る
。

(

6

)

『
源
氏
物
語
大
成
校
異
篇
』
に
よ
れ
ば
、
「
い
と
い
み
じ
」
の
部
分
、
別
本
の
国
冬

本
の
み
「
い
み
じ
う
い
と
を
し
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
、
更
衣
が
帝
を
気
の
毒
に
思

い
や
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
、
更
衣
の
心
情
は
単
純
明
扶
に
な
る
が
、
本
文
事
情
と
し

て
は
こ
れ
に
依
れ
な
い
。

(
7
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
木
忠
一
氏
「
『
女
も
い
と
い
み
じ
と
見
奉
り
て
』
小
考
」

『
滋
賀
大
国
文
』
目
、
昭
和
五
十
年
十
二
月
、
に
論
が
あ
る
。

(

8

)

な
お
、
帝
の
詞
中
の
「
お
く
れ
先
だ
た
じ
と
契
ら
せ
給
ひ
け
る
を
」
か
ら
も
、
更
衣
が

和
歌
的
世
界
に
移
入
す
る
一
つ
の
契
機
を
得
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
源



氏
物
語
の
「
お
く
れ
先
立
つ
」
の
語
に
は
桐
査
帝
の
詞
と
同
様
に
、
親
密
な
者
向
土
が

時
を
経
ず
他
界
す
る
こ
と
を
願
い
、
来
世
へ
も
と
も
に
と
契
る
例
が
目
立
つ
の
だ
が
、

(
タ
霧
ガ
病
床
ノ
柏
木
一
一
)
後
れ
先
立
つ
隔
て
無
く
と
こ
そ
、
契
り
聞
え
し
か
、

い

み

じ

う

も

あ

る

か

な

。

(

柏

木

)

や
午
、
も
せ
ば
消
え
を
争
ふ
露
の
世
に
後
れ
先
立
つ
ほ
ど
へ
ず
も
が
な
(
御
法
)

わ
れ
も
人
も
後
れ
先
立
つ
ほ
ど
し
も
や
は
経
む
、
な
ど
う
ち
思
ひ
け
る
よ
。

(
椎
本
)

こ
れ
と
同
じ
発
想
が
、
「
お
く
れ
先
立
つ
」
の
語
で
は
な
い
が
、
源
氏
物
語
以
前
に

も
和
歌
の
世
界
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

人
の
世
の
思
ひ
に
か
な
ふ
物
な
ら
ば
わ
が
身
は
君
に
お
く
れ
ま
し
や
は

(
後
撲
和
歌
集
哀
傷
・
定
方
)

か
ら
に
だ
に
我
き
た
り
て
へ
露
の
身
の
消
え
ば
と
も
に
と
契
り
を
き
て
き

(
大
和
物
語
百
四
段
)

も
ろ
と
も
に
い
ざ
と
は
い
は
で
死
出
の
山
な
ど
か
は
ひ
と
り
越
え
む
と
は
せ
し

(
大
和
物
語
百
十
九
段
〉

お
く
れ
じ
と
お
も
へ
ど
死
な
ぬ
わ
が
身
か
な
ひ
と
り
や
知
ら
ぬ
道
を
ゆ
く
ら
ん

(
千
載
和
歌
集
哀
傷
、
道
命
法
師
)

先
の
安
子
中
宮
の
歌
に
対
す
る
村
上
天
皇
の
返
歌
も
こ
れ
に
属
す
る
。
い
ず
れ
も
桐

壷
帝
同
様
、
こ
の
世
に
残
る
者
の
こ
と
の
素
で
あ
る
。

(

9

)

竹
取
物
語
、
伊
勢
物
語
、
土
佐
日
記
、
崎
蛤
日
記
、
大
和
物
語
、
宇
津
保
物
語
、

落
窪
物
語
、
枕
草
子
、
和
泉
式
部
日
記
、
更
級
日
記
、
栄
花
物
語
。
大
鏡
、
夜
の
寝

覚
、
狭
衣
物
語
、
堤
中
納
言
物
語
を
い
う
。

(

m

)

例
え
ば
、
吉
田
金
彦
「
助
詞
」
『
国
文
学
』
昭
和
五
十
四
年
九
月
。
「
長
く
遠
く
仕

奉
れ
等
之
弓
一
冠
位
上
賜
ひ
」
続
日
本
紀
天
平
十
五
年
五
月
・
十
一
詔
、
「
敢
ま
し
じ
止

為
弓
一
辞
び
申
」
続
日
本
紀
天
平
宝
字
四
年
正
月
・
二
六
詔
、
な
ど
上
代
の
「
と
し

て
」
の
例
は
「
と
て
L

の
意
義
を
考
え
る
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
日
〉
渡
辺
実
『
平
安
朝
文
章
史
』
一
八
六
頁
。

(
ロ
)
例
え
ば
、
他
に
、
佐
藤
喜
代
治
「
に
」
『
古
典
語
現
代
語
助
詞
助
動
詞
詳
説
』
。

(
日
〉
円
地
文
子
「
藤
登
・
空
蝉
」
『
源
氏
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
〔
対
談
〕
』
、
吉
海
直

桐

査

更

衣

の

歌

人
『
源
氏
物
語
の
視
角
』
な
ど
。

(

U

)

「
命
生
く
し
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て
は
以
前
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
『
命

生
く
』
放
付
、
助
詞
『
を
』
の
表
現
価
値
l
」
『
文
学
部
論
集
』
(
傍
教
大
学
〉

河
、
平
成
六
年
三
月
。
詳
細
は
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
よ
っ
て
前
稿
(
注
ロ
参
照
)
で
は
、
今
昔
物
語
集
以
後
に
見
い
だ
せ
る
「
命
を
生

く
」
の
「
生
く
」
を
他
動
詞
的
に
固
定
化
し
て
い
る
と
認
め
た
場
合
で
も
元
来
は
、

「
命
生
く
」
と
同
様
に
「
名
調
自
動
詞
」
の
構
成
を
も
っ
句
の
名
調
に
「
を
」
を

下
接
す
る
言
い
方
、
例
え
ば
「
眉
根
を
ゑ
み
曲
が
る
」
「
名
を
立
つ
(
立
ツ
は
四
段
)
」

「
根
を
絶
ゆ
」
「
か
た
き
(
敵
)
を
付
く
(
什
ク
は
四
段
)
」
な
ど
の
場
合
を
含
め
て
、

「
を
」
が
客
語
表
示
の
「
を
」
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
「
主
語
|
述
語
」
の
関
係

に
あ
る
句
の
主
語
に
下
接
し
て
主
語
を
主
体
の
立
場
か
ら
強
調
し
て
い
る
も
の
で
、

そ
の
結
果
言
外
に
随
伴
的
に
自
発
や
受
身
さ
ら
に
は
他
動
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
生
成

さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
お
い
た
。

(
日
山
)
森
野
宗
明
「
『
ま
ほ
し
』
の
研
究
」
『
国
文
学
』
昭
和
三
十
五
年
三
月
。

(
口
)
鴻
巣
隼
雄
「
解
釈
の
一
面
か
ら
見
た
寓
葉
集
の
言
語
構
造
心
、
身
、
命
に
就
い

て
l
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
二
十
一
年
一
月
、
参
照
。

(
四
)
注
口
、
参
照
。

(
凹
)
こ
の
歌
、
俊
頼
髄
脳
に
は
初
旬
「
み
や
こ
に
は
」
・
一
一
一
句
「
あ
ま
た
あ
れ
ば
」
と

あ
り
、
今
昔
物
語
集
に
は
二
一
一
一
句
「
わ
び
し
き
人
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
」
と
あ
る
。

(
初
)
横
井
孝
「
桐
畳
更
衣
論
『
源
氏
物
語
』
と
『
竹
取
物
語
』
の
あ
わ
い
に
|
」

『
静
大
国
文
』
沼
・
出
、
昭
和
六
十
三
一
年
六
月
。
古
内
宏
樹
「
た
ゆ
た
う
原
形
質
|

『
か
ぐ
や
姫
』
と
桐
蚤
更
衣
i
」
『
語
文
』
(
日
大
)
作
、
平
成
二
年
六
月
。

九


