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は
じ
め
に

　

鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
日
記
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
終
盤
に
は
、
後
深

草
院
二
条
（
以
下
、
二
条
）
が
後
深
草
院
（
以
下
、
院
）
の
棺
を
裸
足
で

追
い
か
け
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

や
が
て
京
極
面
よ
り
出
で
て
御
車
の
後
に
参
る
に
、
日
暮
し
御
所
に

さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
が
、「
事
な
り
ぬ
」
と
て
御
車
の
寄
り
し
に
、
あ
わ

て
て
、
履
き
た
り
し
物
も
い
づ
方
へ
か
行
き
ぬ
ら
む
、
は
だ
し
に
て

走
り
降
り
た
る
ま
ま
に
て
参
り
し
ほ
ど
に
、（
中
略
）
こ
こ
よ
り
や
、

止
ま
る
止
ま
る
と
思
へ
ど
も
、
立
ち
帰
る
べ
き
心
地
も
せ
ね
ば
、
し

だ
い
に
参
る
ほ
ど
に
、
物
は
履
か
ず
、
足
は
痛
く
て
、
や
は
ら
づ
つ

行
く
ほ
ど
に
、
皆
人
に
は
追
ひ
遅
れ
ぬ
。 

　
（
巻
五
・
五
〇
七
頁
）

遠
く
か
ら
で
も
い
い
か
ら
棺
を
見
せ
て
く
れ
と
知
り
合
い
の
女
房
に
頼

む
が
断
ら
れ
、
女
房
の
衣
を
か
ぶ
り
御
所
に
た
た
ず
ん
で
機
会
を
う
か
が

う
も
、
院
の
棺
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
二
条
は
、
履
物
が
脱
げ
た

こ
と
も
気
に
せ
ず
、
裸
足
で
棺
の
入
っ
た
車
を
追
い
か
け
る
。
貴
族
の
女

性
が
裸
足
で
走
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の
古
典
文
学
作
品
に
も
描
か
れ
な
い

も
の
で
あ
り
、私
が
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
と
な
っ

た
場
面
で
あ
る
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
は
宮
内
庁
書
陵
部
で
発
見
さ
れ
て
以
来
、
特
異
な

作
品
と
し
て
扱
わ
れ
、
研
究
さ
れ
て
き
た
。
玉
井
幸
助
氏（

1
（

は
論
題
の
副
題

に
「
特
異
の
文
学
」
と
い
う
表
現
を
入
れ
、「
女
性
の
秘
密
を
、
こ
れ
ほ

ど
ま
で
包
み
隠
さ
ず
告
白
し
た
文
学
は
他
に
類
例
を
見
な
い
」と
述
べ
た
。

次
田
香
澄
氏（

2
（

も
「
鎌
倉
時
代
宮
廷
に
仕
え
た
作
者
が
、
そ
の
半
生
に
わ
た

る
愛
の
遍
歴
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
記
述
し
た
と
い
う
点
で
、
わ
が
古
典
文

学
の
な
か
で
稀
に
み
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
今
ま
で

『
と
は
ず
が
た
り
』研
究

―
そ
の
独
自
性
―

古
　
谷
　
友
香
里
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古
典
文
学
作
品
で
は
描
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
内
容
ゆ
え
に
注
目
さ
れ
て
き

た
と
言
え
る
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
特
徴
と
し
て
内
容
の
独
自
性
の
他
に
、
物
語
文

学
作
品
、
特
に
『
源
氏
物
語
』
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
清
水
好
子
氏（

3
（

は
、

巻
一
の
は
じ
め
、
院
の
寵
姫
と
な
る
日
か
ら
、
彼
女
は
自
分
た
ち
を

光
源
氏
と
紫
の
上
に
な
ぞ
ら
え
、
つ
ね
に
若
紫
の
巻
を
連
想
さ
せ
る

書
き
方
を
し
た
の
は
、
お
の
れ
の
生
涯
に
対
し
て
、
そ
の
出
発
点
か

ら
し
て
す
で
に
貴
族
の
生
き
方
と
し
て
先
例
に
叶
っ
た
も
の
、
理
想

性
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
の
承
認
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
西
沢
正
史
氏（

4
（

は
、

『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』
の
紫
の
上
・
女
三

の
宮
な
ど
の
女
性
た
ち
の
物
語
を
二
条
の
人
生
と
重
ね
合
わ
せ
る
と

い
う
方
法
は
、
美
化
・
理
想
化
あ
る
い
は
悲
劇
化
と
い
う
脚
色
効
果

を
も
た
ら
し
、
物
語
性
に
富
ん
だ
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
日
記
文
学
的
世

界
を
構
築
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

と
述
べ
て
お
り
、二
条
が
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
中
で
自
分
の
人
生
を
『
源

氏
物
語
』
に
重
ね
た
点
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、『
と
は
ず
が
た
り
』
に
は
『
源
氏
物
語
』
と
同
じ
よ
う
な
世

界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
と
は
ず
が

た
り
』
に
は
他
の
作
品
で
は
書
か
れ
な
い
事
柄
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ

ら
は
『
源
氏
物
語
』
で
も
登
場
す
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
、『
と
は
ず
が

た
り
』
の
中
の
二
条
の
人
生
が
、
紫
の
上
や
女
三
の
宮
と
類
似
し
て
い
る

と
も
思
え
な
い
。
で
は
、『
と
は
ず
が
た
り
』
は
ど
の
よ
う
な
世
界
を
創

り
出
し
て
い
る
の
か
。

本
論
文
で
は
、『
と
は
ず
が
た
り
』
と
『
源
氏
物
語
』
の
相
違
点
に
注

目
し
、『
と
は
ず
が
た
り
』
の
独
自
性
を
考
え
た
い
。
ま
た
、『
と
は
ず
が

た
り
』
と
鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
た
日
記
と
の
違
い
を
考
察
し
、
二
条
が
ど

の
よ
う
な
視
点
で
作
品
を
書
い
て
い
る
の
か
を
考
え
、『
と
は
ず
が
た
り
』

の
世
界
に
せ
ま
り
た
い
。

な
お
、本
文
引
用
は
『
と
は
ず
が
た
り
』『
源
氏
物
語
』『
更
級
日
記
』『
弁

内
侍
日
記
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）、『
中
務
内
侍
日
記
』

は
岩
佐
美
代
子
氏
の
『
校
訂 

中
務
内
侍
日
記
全
注
釈
』（
笠
間
書
院
）
に

よ
る
。第

一
章　
『
源
氏
物
語
』
と
の
相
違
点

第
一
節　

後
深
草
院
と
の
関
係　

―
二
条
と
紫
の
上
―

『
と
は
ず
が
た
り
』
で
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
や
場
面
が
引
用
さ
れ
て

い
る
箇
所
に
つ
い
て
、
清
水
好
子
氏（

5
（

が
細
か
く
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
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二
条
と
紫
の
上
の
境
遇
の
共
通
点
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
先
行
研
究（

6
（

で
は

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
き
た
が
、
院

と
契
り
を
交
わ
し
た
あ
と
の
二
条
の
人
生
は
紫
の
上
と
は
大
き
く
異
な
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
た
い
。

二
条
と
紫
の
上
と
の
共
通
点
の
一
つ
と
し
て
正
妻
で
は
な
い
点
が
挙
げ

ら
れ
る
。
た
し
か
に
二
人
と
も
正
妻
に
は
な
れ
な
か
っ
た
が
、
紫
の
上
は

正
妻
と
同
じ
よ
う
な
扱
い
を
受
け
、
源
氏
に
非
常
に
大
切
に
さ
れ
た
。
葵

巻
に
は
「
御
裳
着
の
こ
と
、
人
に
あ
ま
ね
く
は
の
た
ま
は
ね
ど
、
な
べ
て

な
ら
ぬ
さ
ま
に
思
し
ま
う
く
る
御
用
意
」
と
い
う
よ
う
に
、
き
ち
ん
と
紫

の
上
の
裳
着
を
執
り
行
お
う
と
い
う
源
氏
の
心
中
が
書
か
れ
て
い
る
。
実

際
の
裳
着
の
様
子
は
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
源
氏
が
紫
の
上
を
で
き

る
だ
け
妻
と
し
て
扱
う
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、

須
磨
巻
に
お
い
て
「
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
よ
り
は
じ
め
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
み

な
西
の
対
に
聞
こ
え
わ
た
し
た
ま
ふ
。
領
じ
た
ま
ふ
御
庄
、
御
牧
よ
り
は

じ
め
て
、
さ
る
べ
き
所
ど
こ
ろ
の
券
な
ど
み
な
奉
り
お
き
た
ま
ふ
」
と
あ

り
、
須
磨
へ
の
退
去
を
決
意
し
た
源
氏
が
荘
園
や
屋
敷
の
地
券
を
紫
の
上

に
預
け
た
こ
と
か
ら
も
、
紫
の
上
の
妻
と
し
て
の
地
位
を
源
氏
が
作
り
上

げ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
荘
園
な
ど
の
地
券
を
渡
す
と
い
う

こ
と
は
所
有
権
を
渡
す
こ
と
に
等
し
く
、
源
氏
が
紫
の
上
の
妻
と
し
て
の

地
位
を
確
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と（

7
（

が
こ
の
場
面
か
ら
読
み
取
れ
る
。
ま

た
、
源
氏
が
須
磨
へ
向
か
っ
た
あ
と
に
紫
の
上
の
住
む
西
の
対
へ
移
っ
て

き
た
源
氏
付
き
の
女
房
た
ち
は
当
初
、
紫
の
上
に
対
抗
意
識
を
抱
い
て
い

た
が
、
彼
女
の
優
し
い
人
柄
や
暮
ら
し
へ
の
配
慮
な
ど
を
感
じ
、「
す
ぐ

れ
た
る
御
心
ざ
し
も
こ
と
わ
り
な
り
け
り
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
。
源
氏
が
妻
と
し
て
扱
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
紫
の
上
の
地
位
を
示
す
こ

と
に
な
る
が
、
後
見
が
い
な
い
紫
の
上
が
自
分
の
力
で
周
囲
の
人
々
を
納

得
さ
せ
た（

8
（

こ
と
は
と
て
も
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
妻
と
し
て
の
正
式

な
儀
式
な
ど
が
執
り
行
わ
れ
な
く
て
も
源
氏
の
妻
格
と
し
て
最
期
ま
で
添

い
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
二
条
も
院
と
関
係
を
結
ん
だ
あ
と
に
院
の
正
妻
に
は
な
れ
な

か
っ
た
点
で
は
紫
の
上
と
共
通
し
て
い
る
が
、
二
条
は
妻
格
に
な
っ
た
わ

け
で
も
な
か
っ
た
。
院
と
新
枕
を
結
び
、
御
所
に
伴
わ
れ
た
あ
と
に
記
さ

れ
て
い
る
、
二
条
の
父
・
雅
忠
の
「
今
さ
ら
、
か
く
な
か
な
か
に
て
は
、

悪
し
く
こ
そ
。
た
だ
日
ご
ろ
の
さ
ま
に
て
召
し
置
か
れ
て
こ
そ
。
忍
ぶ
に

つ
け
て
漏
れ
む
名
も
な
か
な
か
に
や
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
、
後
宮
の
一

人
で
も
女
房
で
も
な
い
扱
い
で
院
の
も
と
へ
連
れ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
女
御
と
し
て
入
内
し
た
と
い
う
噂
も
流
れ
、
東
二
条
院
が
不
快
感

を
抱
い
て
い
る
様
子
を
感
じ
取
り
な
が
ら
、
後
宮
の
一
人
と
も
女
房
と
も

い
え
な
い
立
場
を
二
条
は
「
ま
が
よ
ひ
居
た
り
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ま

た
、二
条
と
い
う
よ
う
な
小
路
名
は
小
上
臈
に
付
け
ら
れ
る
名
で
あ
る
が
、



158

佐
野
庸
美
氏（

9
（

や
高
嶋
藍
氏（

（1
（

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
二
条
は
太
政
大
臣
で
あ

る
祖
父
久
我
通
光
の
猶
子
と
し
て
出
仕
し
て
い
る
こ
と
か
ら
大
上
臈
に
あ

た
る
た
め
、
小
路
名
を
つ
け
ら
れ
る
べ
き
身
分
で
は
な
い
。
院
も
、
東
二

条
院
が
二
条
の
扱
い
を
批
判
し
た
手
紙
の
返
事
で
「
大
納
言
、
二
条
と
い

ふ
名
を
付
き
て
候
ひ
し
を
、
返
し
ま
ゐ
ら
せ
候
ひ
し
こ
と
は
、
世
隠
れ
な

く
候
ふ
。
さ
れ
ば
、
呼
ぶ
人
候
は
ず
、
呼
ば
せ
候
は
ず
」
と
述
べ
て
お
り
、

二
条
と
い
う
名
前
は
返
上
し
た
の
で
二
条
と
呼
ぶ
人
は
い
な
い
し
呼
ば
せ

な
い
と
し
て
い
る
が
、
政
治
的
な
揉
め
事
で
院
が
出
家
を
決
意
し
た
際
に

お
供
す
る
者
と
し
て
院
が
「
女
房
に
は
、
東
の
御
方
、
二
条
」
と
決
め
た

と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
院
自
身
も
二
条
の
名
を
使
用
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
、
呼
称
か
ら
も
彼
女
の
不
安
定
な
立
場
が
う
か
が
え
る
。

第
二
節　

後
深
草
院
と
の
関
係　

―
利
用
さ
れ
る
性
―

　

紫
の
上
の
よ
う
に
強
引
に
御
所
に
伴
わ
れ
た
も
の
の
不
安
定
な
立
場
で

あ
っ
た
二
条
は
、
院
と
女
性
の
取
り
持
ち
役
を
こ
な
し
た
こ
と
を
『
と
は

ず
が
た
り
』に
記
し
て
い
る
。
男
性
を
女
性
と
引
き
合
わ
せ
る
場
面
は『
源

氏
物
語
』
に
も
登
場
す
る
が
、源
氏
と
藤
壺
の
逢
瀬
を
手
伝
っ
た
命
婦
や
、

柏
木
と
女
三
の
宮
の
手
引
き
を
し
た
小
侍
従
な
ど
、
取
り
持
ち
役
を
行
う

の
は
す
べ
て
女
房
で
あ
り
、
紫
の
上
が
そ
う
い
っ
た
役
目
を
担
う
こ
と
は

な
か
っ
た
。
院
と
関
係
を
結
び
、
強
引
に
御
所
に
伴
わ
れ
た
二
条
は
、
院

と
女
性
の
取
り
持
ち
役
を
続
け
る
こ
と
で
院
の
後
宮
の
一
人
と
し
て
は
扱

わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
そ
の
道
芝
を
す

る
に
つ
け
て
も
、世
に
従
ふ
は
憂
き
な
ら
ひ
か
な
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

二
条
の
心
中
が
複
雑
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
前
斎
宮
や
扇
絵
の
女
な
ど
、
あ
る
特
定
の
女
性
の
取
り
持
ち
役

を
担
っ
た
際
の
出
来
事
や
心
情
も
二
条
は
事
細
か
に
記
し
て
い
る
。
父
・

後
嵯
峨
院
の
崩
御
に
よ
り
斎
宮
を
退
下
し
た
愷
子
内
親
王
（
前
斎
宮
）
と

対
面
す
る
院
に
伴
わ
れ
た
二
条
は
、
院
が
好
み
そ
う
な
女
性
だ
と
思
っ
て

い
た
と
こ
ろ
、
部
屋
に
帰
る
な
り
「
幼
く
よ
り
参
り
し
験
に
、
こ
の
こ
と

申
し
か
な
へ
た
ら
む
、
ま
め
や
か
に
心
ざ
し
あ
り
と
思
は
む
」
と
院
は
二

条
に
取
り
持
ち
役
を
催
促
す
る
。
男
女
関
係
が
あ
り
な
が
ら
も
そ
う
い
っ

た
言
葉
を
二
条
に
投
げ
か
け
る
こ
と
自
体
が
、
二
条
の
立
場
の
曖
昧
さ
、

後
宮
の
一
人
と
し
て
大
切
に
さ
れ
な
い
現
状
を
物
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
巻
二
で
扇
絵
の
女
の
取
り
持
ち
役
を
担
っ
た
際
は
、
少
し
描

か
れ
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
院
に
三
年
越
し
に
召
さ
れ
た
美
し
い
扇
絵
の

女
を
二
条
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
酷
評
し
、
し
ま
い
に
「
姫
君
な
ど
は

言
ひ
ぬ
べ
く
も
な
し
」「
御
剣
の
役
な
ど
を
勤
め
さ
せ
た
く
ぞ
見
え
は
べ

り
し
」
と
記
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
話
に
対
し
て
は
き
は
き
と
返
事
を
す
る

と
こ
ろ
も
院
の
好
み
で
は
な
い
の
で
は
と
感
じ
て
い
る
と
、
案
の
定
、
女

は
す
ぐ
に
帰
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、二
条
は
「
よ
そ
も
悲
し
き
」「
帰
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る
さ
の
袖
の
上
も
思
ひ
や
ら
れ
て
」
と
同
情
す
る
。
先
ほ
ど
ま
で
女
を
酷

評
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
女
性
と
し
て
の
所
作
に
つ
い
て
の
話
で
あ
り
、

「
帰
さ
れ
て
当
然
」
と
思
う
の
で
は
な
く
、
気
に
入
ら
な
い
か
ら
使
い
捨

て
ら
れ
る
女
性
に
同
情
し
て
い
る
。
女
房
と
し
て
、
院
を
慕
う
者
と
し
て

院
の
た
め
に
尽
く
そ
う
と
い
う
意
識
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
二
条
は
さ
さ
が
に
の
女
に
も
共
感
し
て
い
る
。
扇
絵
の
女
が
参

上
す
る
前
に
さ
さ
が
に
の
女
が
到
着
し
て
い
た
が
、
車
に
乗
せ
た
ま
ま
釣

殿
の
あ
た
り
に
置
い
て
お
く
よ
う
命
令
し
た
あ
と
、
扇
絵
の
女
と
一
夜
を

共
に
し
た
院
は
そ
の
女
の
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
お
り
、
二
条
が
見
に

行
っ
た
頃
に
は
夜
通
し
続
い
た
雨
と
涙
に
よ
り
車
も
袖
も
濡
れ
、
髪
は

洗
っ
た
ば
か
り
の
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
。
二
条
が
参
上
を
促
す
が
、
帰
し

て
ほ
し
い
の
一
点
張
り
な
の
で
結
局
女
を
帰
し
て
し
ま
っ
た
。
か
わ
い
そ

う
に
思
っ
た
院
が
手
紙
を
遣
わ
す
と
、
和
歌
と
と
も
に
少
し
の
髪
が
包
ま

れ
て
い
た
。「
出
家
な
ど
し
け
る
に
や
。
い
と
あ
へ
な
き
こ
と
な
り
」
と

い
う
院
に
対
し
て
、
二
条
は
「
ま
こ
と
の
道
の
御
し
る
べ
、
憂
き
は
う
れ

し
か
り
け
む
と
推
し
は
か
ら
れ
し
か
」
と
述
べ
、
女
に
想
い
を
馳
せ
る
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
に
は
遊
女
に
共
感
す
る
場
面
も
あ
る
。
出
家
を
し

て
都
を
出
立
し
た
二
条
が
到
着
し
た
美
濃
国
赤
坂
の
宿
に
い
た
姉
妹
の
遊

女
が
琴
や
琵
琶
を
弾
く
様
子
に
風
情
を
感
じ
、
二
条
は
宮
仕
え
の
こ
と
を

思
い
出
す
。
姉
の
方
が
物
憂
げ
な
表
情
を
し
て
い
る
こ
と
に
共
感
し
て
涙

を
流
す
と
、
向
こ
う
か
ら
歌
を
詠
み
か
け
て
き
た
こ
と
に
二
条
は
大
変
趣

を
感
じ
て
返
歌
を
す
る
。
遊
女
に
共
感
す
る
こ
と
は
『
源
氏
物
語
』
を
は

じ
め
、
ど
の
作
品
で
も
描
か
れ
な
い
。『
更
科
日
記
』
に
は
遊
女
が
登
場

す
る
も
の
の
、「
声
す
べ
て
似
る
も
の
な
く
、
空
に
す
み
の
ぼ
り
て
め
で

た
く
歌
を
う
た
ふ
」「
遠
き
火
の
光
に
、
単
衣
の
袖
長
や
か
に
、
扇
さ
し

か
く
し
て
、
歌
う
た
ひ
た
る
、
い
と
あ
は
れ
に
見
ゆ
」
と
書
か
れ
て
い
る

よ
う
に
、
歌
や
仕
草
の
美
し
さ
が
印
象
に
残
っ
た
と
し
て
特
に
共
感
な
ど

は
し
て
お
ら
ず
、
や
は
り
二
条
の
遊
女
の
描
き
方
は
他
に
例
を
見
な
い
。

二
条
は
女
性
の
取
り
持
ち
役
を
担
っ
た
こ
と
を
書
き
残
し
た
だ
け
で

な
く
、召
人
や
遊
女
に
共
感
し
、自
分
の
心
情
も
記
し
た
が
、そ
こ
に
「
女

房
と
し
て
の
役
目
を
果
た
そ
う
」「
主
家
の
将
来
の
た
め
に
」
と
い
う
意

識
は
見
ら
れ
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
節　

有
明
の
月
と
の
関
係　

―
三
角
関
係
の
在
り
方
―

二
条
は
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
中
で
院
と
自
分
自
身
を
源
氏
と
紫
の
上

の
関
係
に
重
ね
た
よ
う
に
、
有
明
の
月
と
自
分
自
身
を
柏
木
と
女
三
の
宮

の
関
係
に
重
ね
て
い
る（

（（
（

が
、
有
明
の
月
と
柏
木
の
間
に
は
い
く
つ
か
の
違

い
が
あ
る
。
荒
井
由
実
子
氏（

（1
（

は
有
明
の
月
と
二
条
の
関
係
に
お
け
る
『
源

氏
物
語
』
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
「
境
遇
」
や
「
出
会
い
方
」
な
ど
を
挙

げ
て
い
る
が
、
大
き
く
異
な
る
の
は
や
は
り
「
関
係
が
露
呈
し
た
あ
と
の
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主
人
の
反
応
」
で
あ
ろ
う
。

源
氏
は
柏
木
が
女
三
の
宮
と
通
じ
て
い
る
と
知
っ
た
と
き
、
二
人
の
行

動
の
軽
率
さ
に
失
望
す
る
。「
紛
る
べ
き
方
な
く
そ
の
人
の
手
な
り
け
り
」

と
柏
木
の
筆
跡
だ
と
確
信
し
た
源
氏
は
、
手
紙
を
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
置
い

て
お
く
な
ん
て
や
は
り
女
三
の
宮
は
た
し
な
み
の
な
い
人
だ
と
感
じ
、
柏

木
に
対
し
て
も
自
分
の
過
去
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
こ
う
い
う
場
合
は
手

紙
に
あ
り
の
ま
ま
の
こ
と
を
書
く
べ
き
で
は
な
い
の
に
と
考
え
の
浅
は
か

さ
を
心
の
中
で
批
判
し
た
。
そ
し
て
対
面
し
た
際
に
源
氏
は
、
女
三
の
宮

に
対
し
て
「
院
の
御
世
の
残
り
久
し
く
も
お
は
せ
じ
。
い
と
あ
つ
し
く
い

と
ど
な
り
ま
さ
り
た
ま
ひ
て
、
も
の
心
細
げ
に
の
み
思
し
た
る
に
、
今
さ

ら
に
思
は
ず
な
る
御
名
漏
り
聞
こ
え
て
、
御
心
乱
り
た
ま
ふ
な
」
と
老
い

先
短
い
朱
雀
院
の
成
仏
の
妨
げ
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
す
る
な
と
諭
し

た
。
ま
た
、
試
楽
を
眺
め
る
柏
木
の
笑
み
に
対
し
て
「
過
ぐ
る
齢
に
そ
へ

て
は
、
酔
泣
き
こ
そ
と
ど
め
が
た
き
わ
ざ
な
り
け
れ
。
衛
門
督
心
と
ど
め

て
ほ
ほ
笑
ま
る
る
、
い
と
心
恥
づ
か
し
や
。
さ
り
と
も
、
い
ま
し
ば
し
な

ら
む
。
さ
か
さ
ま
に
行
か
ぬ
年
月
よ
。
老
は
、
え
の
が
れ
ぬ
わ
ざ
な
り
」

と
源
氏
は
皮
肉
を
言
い
放
ち
、
恐
怖
を
感
じ
た
柏
木
が
酔
い
を
理
由
に
退

席
し
よ
う
と
す
る
と
、源
氏
は
そ
れ
を
見
咎
め
て
酒
を
飲
む
よ
う
強
い
る
。

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
柏
木
は
病
に
倒
れ
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
女
三
の

宮
も
出
家
の
道
を
選
ぶ
こ
と
と
な
る
。

一
方
、『
と
は
ず
が
た
り
』
で
は
、
院
と
東
二
条
院
と
の
娘
・
遊
義
門

院
の
平
癒
祈
禱
の
た
め
に
訪
れ
た
有
明
の
月
が
二
条
を
口
説
い
て
い
る
と

こ
ろ
を
院
が
立
ち
聞
き
し
た
こ
と
で
、
二
人
の
関
係
が
露
呈
す
る
。
院
が

部
屋
に
入
り
、
有
明
の
月
は
何
と
も
な
か
っ
た
よ
う
に
装
う
が
、「
絞
り

も
あ
へ
ざ
り
つ
る
御
涙
は
包
む
袂
に
残
り
あ
れ
ば
、
い
か
が
御
覧
じ
咎
む

ら
む
」
と
二
条
は
院
の
反
応
を
心
配
す
る
。
し
か
し
、
有
明
の
月
が
帰
っ

た
あ
と
、
院
は
自
分
た
ち
の
関
係
に
気
づ
い
て
い
る
と
感
じ
た
二
条
が
有

明
の
月
と
の
出
会
い
か
ら
契
り
を
交
わ
し
た
夜
の
こ
と
ま
で
偽
り
な
く
伝

え
る
と
、
院
は
説
話
を
持
ち
出
し
な
が
ら
「
我
試
み
た
ら
ば
、
つ
ゆ
人
は

知
る
ま
じ
」
と
二
人
の
仲
立
ち
を
買
っ
て
出
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
二
条
が
有
明
の
月
と
の
子
を
出
産
す
る
際
に
も
、
有
明
の
月
と

二
条
の
関
係
が
世
間
に
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
今
日
死
産
し
た
自
分

の
子
供
と
交
換
し
、
有
明
の
月
と
の
子
供
は
死
産
し
た
こ
と
に
し
よ
う
と

提
案
し
、
院
は
ど
こ
ま
で
も
二
人
の
関
係
を
容
認
す
る
。
源
氏
と
違
っ
て

二
条
を
責
め
た
り
有
明
の
月
に
皮
肉
を
言
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
関

係
を
認
め
て
子
供
の
こ
と
ま
で
気
に
か
け
る
院
に
対
し
て
、
二
条
は
院
の

計
ら
い
を
「
浅
か
ら
ぬ
御
心
ざ
し
は
う
れ
し
き
」
と
思
う
が
、
自
分
の
子

供
で
あ
る
の
に
他
の
家
へ
引
き
取
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
悲
し
く
思
っ
た
と

い
う
。

有
明
の
月
と
二
条
の
関
係
を
許
す
と
い
う
院
の
行
動
は
不
可
解
と
捉
え
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ら
れ
て
き
た
。
次
田
氏（

（1
（

は
「
院
は
許
す
と
い
い
な
が
ら
、
局
に
戻
っ
て
き

た
彼
女
を
呼
び
つ
け
、
寝
な
い
で
待
っ
て
い
た
と
彼
女
を
苛
む
。
彼
女
が

有
明
の
子
を
妊
っ
た
の
を
知
り
、
そ
れ
を
生
む
ま
で
を
見
届
け
よ
う
と
い

う
。
や
は
り
こ
の
心
理
は
異
常
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
嗜
虐
的
な
興

味
を
満
足
さ
せ
て
い
た
と
い
う
他
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
祐
野
隆
三

氏（
（1
（

も
、
二
人
の
関
係
を
知
っ
た
あ
と
有
明
の
月
と
の
真
言
の
談
義
の
中
で

院
が
「
人
の
契
り
逃
れ
が
た
き
こ
と
」
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
こ

の
発
言
は
、
常
に
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
基
調
音
と
し
て
底
に
流
れ
て
い

る
極
め
て
重
要
な
発
言
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
院
が
こ
れ
だ
け
の
考
え
を

持
っ
て
高
僧
阿
闍
梨
の
愛
欲
生
活
に
正
当
性
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
の
は

当
時
と
言
え
ど
も
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て

い
る
。

な
ぜ
院
は
二
条
た
ち
の
関
係
を
許
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
二
条

が
院
の
妻
格
で
は
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
。
源
氏
が
柏
木
か
ら
の
手
紙
を

女
三
の
宮
の
寝
室
で
発
見
し
た
際
、「
さ
れ
ば
よ
、
い
と
む
げ
に
心
に
く

き
と
こ
ろ
な
き
御
あ
り
さ
ま
を
う
し
ろ
め
た
し
と
は
見
る
か
し
」
と
ま
ず

女
三
の
宮
の
幼
稚
さ
に
落
胆
し
て
い
る
。
源
氏
が
二
人
の
関
係
を
許
さ
な

か
っ
た
の
は
女
三
の
宮
が
源
氏
の
正
妻
で
あ
っ
た
こ
と
が
直
接
的
な
原
因

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
他
の
男
性
と
通
じ
て
い
る
の
が
源
氏

と
関
係
を
持
っ
て
い
る
女
房
だ
っ
た
場
合
、
源
氏
は
女
性
を
注
意
し
た
り

男
性
に
皮
肉
を
言
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
か
。

主
人
に
関
係
が
露
呈
す
る
こ
と
か
ら
有
明
の
月
と
二
条
の
関
係
は
柏
木

と
女
三
の
宮
の
関
係
と
重
ね
ら
れ
、
二
条
は
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
を
引

用
し
な
が
ら
有
明
の
月
と
の
関
係
を
描
い
た
。
し
か
し
、
関
係
が
露
呈
し

た
あ
と
も
主
人
が
そ
の
関
係
を
許
す
ど
こ
ろ
か
、
仲
を
取
り
持
つ
と
い
う

こ
と
は
柏
木
・
女
三
の
宮
の
関
係
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
り
、
院
の
言

動
は
異
常
だ
と
い
う
見
方
が
な
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
、
当
時
と
い
え

ど
も
院
の
反
応
は
常
軌
を
逸
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
有

明
の
月
と
の
関
係
を
院
に
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
条
が
院
の
妻
格

で
は
な
く
、
院
か
ら
寵
愛
を
受
け
て
い
た
一
人
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実

の
表
れ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
皇
家
に
生
ま
れ
今
を
時
め
く
源
氏

の
正
妻
と
し
て
降
嫁
し
、
柏
木
と
の
関
係
を
源
氏
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
女

三
の
宮
と
、
院
に
仕
え
た
大
勢
の
中
の
一
人
で
あ
り
、
有
明
の
月
と
の
関

係
を
院
に
許
さ
れ
仲
を
取
り
持
た
れ
た
二
条
。『
源
氏
物
語
』
の
場
面
や

登
場
人
物
と
重
ね
る
こ
と
で
、か
え
っ
て
互
い
の
違
い
が
浮
か
び
上
が
り
、

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
世
界
が
強
い
独
自
性
を
持
っ
た
唯
一
無
二
の
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
四
節　

有
明
の
月
と
の
関
係　

―
高
僧
の
恋
―

と
こ
ろ
で
、
僧
の
好
色
話
は
物
語
文
学
作
品
で
も
見
ら
れ
る
。
今
井
源
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衛
氏（

（1
（

は
『
大
和
物
語
』
四
十
二
～
四
十
四
段
や
『
平
中
物
語
』
十
七
段
、

『
宇
津
保
物
語
』
を
挙
げ
、「
僧
に
対
す
る
他
か
ら
の
非
難
が
ま
し
い
口
吻

は
皆
無
で
、
む
し
ろ
逆
に
こ
の
僧
の
恋
愛
に
共
感
的
で
あ
る
」
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
散
逸
し
た
『
か
く
れ
み
の
』
に
は
『
大
和
物
語
』
な
ど
に
は

見
え
な
か
っ
た
僧
の
恋
に
対
す
る
悪
意
が
表
れ
て
お
り
、『
現
存
本
住
吉

物
語
』
の
六
角
堂
の
別
当
や
『
狭
衣
物
語
』
の
威
儀
師
が
そ
れ
を
受
け
継

い
で
い
る
と
し
た
。
し
か
し
、
今
関
敏
子
氏（

（1
（

は
こ
れ
ら
の
作
品
に
登
場
す

る
僧
の
階
級
が
低
い
こ
と
か
ら
、「
背
徳
、
背
信
の
意
識
か
ら
逃
れ
ら
れ

ず
、
罪
悪
感
に
お
の
の
き
、
煩
悶
し
な
が
ら
一
途
に
燃
え
る
有
明
の
情
念

は
、〈
色
好
み
〉
の
僧
の
持
つ
、
あ
る
種
滑
稽
味
あ
る
余
裕
か
ら
は
遠
い
」

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
源
氏
物
語
』
で
は
横
川
の
僧
都
の
よ
う
に
僧

は
「
い
と
尊
き
人
」
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
有
明
の
月
の
よ
う
な
高
僧

が
一
心
不
乱
に
女
性
を
求
め
る
話
は
決
し
て
見
ら
れ
な
い
。
他
に
も
平
安

時
代
に
書
か
れ
た
『
宇
津
保
物
語
』
に
阿
闍
梨
の
忠
こ
そ
が
あ
て
宮
に
手

紙
を
送
る
場
面
が
あ
り
、『
と
は
ず
が
た
り
』と
同
じ
中
世
に
成
立
し
た『
浅

茅
が
露
』
に
は
加
持
祈
祷
に
訪
れ
た
僧
が
姫
宮
の
と
こ
ろ
へ
忍
び
入
る
場

面
が
見
え
る
が
、
有
明
の
月
の
よ
う
に
高
僧
が
積
極
的
に
相
手
に
会
い
に

行
く
と
い
う
よ
う
な
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。

有
明
の
月
と
の
関
係
を
許
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
院
の
一
連
の
動
き
は
、
政

治
的
な
問
題
が
関
連
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
阿
部
泰
郎
氏（

（1
（

は

す
べ
て
を
院
に
知
ら
れ
、
逃
れ
ぬ
証
さ
え
突
き
つ
け
ら
れ
た
有
明

は
、
こ
こ
に
進
退
き
わ
ま
り
、
院
に
全
く
屈
服
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

有
明
が
性
助
法
親
王
の
隠
名
で
あ
る
の
な
ら
、
院
の
異
母
弟
で
あ
る

が
、
さ
れ
ば
対
立
す
る
亀
山
院
の
側
に
立
つ
べ
き
可
能
性
も
あ
っ
た

人
な
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
こ
こ
に
有
明
が
、
院
の
「
若
宮
」
を

弟
子
に
賜
わ
り
、自
分
の
後
継
者
と
な
し
て
、自
ら
は
遁
世
籠
居
（
つ

ま
り
寺
務
を
譲
り
隠
退
）
し
よ
う
と
は
、
先
述
し
た
院
権
力
の
重
要

な
一
角
で
あ
る
法
親
王
位
の
移
譲
に
つ
い
て
の
契
約
と
見
な
し
て
よ

い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
至
っ
て
有
明
が
担
い
保
つ
御
室
の
仏
法
の

権
威
は
全
く
後
深
草
院
の
門
下
に
伏
し
、
そ
の
門
跡
は
院
の
側
の
皇

統
た
る
持
明
院
統
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
お
り
、院
が
有
明
の
月
と
の
関
係
を
把
握
し
容
認
す
る
こ
と
で
、

持
明
院
統
の
勢
力
を
強
め
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
嶋
氏（

（1
（

は
『
と

は
ず
が
た
り
』
に
お
い
て
、
二
条
は
「
大
上
臈
女
房
と
し
て
の
立
場
を
効

果
的
に
記
し
た
い
場
合
」
に
禁
色
の
唐
衣
を
描
い
て
お
り
、
院
が
扇
を
二

条
に
取
り
に
行
か
せ
て
有
明
の
月
の
も
と
へ
行
く
よ
う
に
仕
向
け
た
際
に

も
赤
色
の
唐
衣
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
二
条
は
持
明
院
統
の

た
め
、
大
上
臈
女
房
と
し
て
の
役
務
の
中
で
有
明
の
月
に
下
賜
さ
れ
た
の

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
有
明
の
月
と
い
う
高
僧
が
恋
に
溺
れ
る
様
が

中
世
と
い
う
時
代
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
的
側
面
以
外
か
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ら
も
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
今
井
氏（

（1
（

は
平
安
時
代
後
期
の
意
見
書
や
『
沙
石

集
』
に
僧
の
堕
落
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「「
問
は
ず
が

た
り
」
に
見
え
る
高
僧
と
女
房
と
の
痴
情
も
、
当
時
の
頽
廃
し
た
宮
廷
の

風
俗
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
二
条
と
有
明
の
月
の
関
係
を
院
が
容
認
し
た
あ
と
の
流
れ
を

見
て
み
る
と
、
二
条
は
院
の
使
者
を
装
っ
て
有
明
の
月
の
元
へ
向
か
っ
て

お
り
、
院
は
局
に
戻
っ
た
二
条
を
呼
び
寄
せ
、「
た
だ
今
し
も
、
飽
か
ぬ

な
ご
り
も
、
後
朝
の
空
は
心
な
く
」
と
不
快
感
を
露
わ
に
し
て
い
る
。
二

条
と
有
明
の
月
の
関
係
を
容
認
し
た
の
は
、
院
が
自
分
の
興
味
を
満
足
さ

せ
る
た
め
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
政
治
的
に
有
利
な
立
場
に
立
つ
た
め

だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
今
ま
で
院
の
支
配
下
で
有
明
の
月
と
逢
瀬
を
し
て
い
た
二
条
が
、
こ

の
と
き
初
め
て
自
ら
有
明
の
月
の
元
へ
向
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
院
の
支

配
下
か
ら
外
れ
た
と
考
え
る
と
、
院
が
不
快
感
を
露
わ
に
し
た
こ
と
は
そ

こ
ま
で
異
常
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
自
ら
有
明
の
月
に

会
い
に
行
く
と
い
う
二
条
の
行
動
に
こ
そ
、
特
異
性
を
感
じ
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
。
今
ま
で
院
に
催
促
さ
れ
て
か
ら
し
か
有
明
の
月
に
会
い
に
い
か

な
か
っ
た
二
条
が
自
ら
有
明
の
月
の
元
へ
向
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
二

条
が
女
房
と
し
て
の
意
識
よ
り
、
一
人
の
女
性
と
し
て
の
意
識
の
方
を
強

く
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
院
は
二
条
を
意
の
ま
ま
に
動

か
し
て
い
た
が
、
二
条
の
行
動
か
ら
「
院
に
従
お
う
」「
持
明
院
統
の
た

め
に
尽
く
そ
う
」
と
い
う
考
え
を
汲
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。

二
条
が
書
き
記
し
た
出
来
事
に
後
世
の
人
間
は
驚
き
、
惹
か
れ
た
の
で

あ
る
が
、
二
条
の
人
生
が
特
異
な
の
で
は
な
く
、
主
人
の
た
め
に
尽
く
そ

う
と
い
う
女
房
と
し
て
の
意
識
が
感
じ
ら
れ
な
い
書
き
方
が
『
と
は
ず
が

た
り
』
の
独
自
性
と
し
て
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
章　

女
房
日
記
に
お
け
る
主
家
賛
美

第
一
節　

鎌
倉
時
代
の
女
房
日
記
に
お
け
る
「
め
で
た
し
」

『
と
は
ず
が
た
り
』
は
日
記
で
あ
る
た
め
、
物
語
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』

と
異
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
他
の
女
房
日
記
と

比
較
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
と
は

ず
が
た
り
』
と
同
じ
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
日
記
の
中
で
も
後
深
草
院
に

関
係
の
あ
る
『
弁
内
侍
日
記
』
と
『
中
務
内
侍
日
記
』
の
二
つ
を
考
察
し

て
み
よ
う
。

二
条
は
後
深
草
院
に
仕
え
た
が
、
そ
の
院
の
幼
少
期
に
女
房
と
し
て
出

仕
し
て
い
た
の
が
、
藤
原
信
実
の
娘
、
弁
内
侍
で
あ
っ
た
。
そ
の
弁
内
侍

が
記
し
た
『
弁
内
侍
日
記
』
は
作
品
全
体
に
明
る
さ
が
漂
っ
て
い
る
こ
と

が
特
徴
的
で
、
大
内
摩
耶
子
氏（

11
（

は
『
弁
内
侍
日
記
』
に
登
場
す
る
快
適
感
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情
を
示
す
語
の
う
ち
、使
用
回
数
の
上
位
二
語
は「
お
も
し
ろ
し
」（
七
十
七

例
）「
を
か
し
」（
二
十
七
例
）
で
あ
り
、
そ
の
二
語
が
作
品
を
明
る
い
も

の
に
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
、『
弁
内
侍
日
記
』
の
冒
頭
に
登
場

す
る
の
は
「
め
で
た
し
」
と
い
う
語
で
あ
る
。

〈
一
〉
寛
元
四
年
正
月
廿
九
日
、
富
小
路
殿
に
て
御
譲
位
な
り
。
そ
の
程

の
事
ど
も
、
数
々
し
る
し
が
た
し
。
い
と
い
と
め
で
た
く
て
、
弁

内
侍
、

 

今
日
よ
り
は
我
が
君
の
世
と
名
づ
け
つ
つ
月
日
し
空
に
あ
ふ
が

ざ
ら
め
や 

（
一
四
六
頁
）

〈
二
〉
三
月
十
一
日
、
官
庁
に
て
御
即
位
。
春
の
日
も
こ
と
に
う
ら
ら
か

な
り
し
に
、様
々
の
儀
式
ど
も
、言
は
ん
方
な
く
め
で
た
し
。
人
々

の
姿
ど
も
、
珍
か
に
見
え
侍
り
し
か
ば
、
弁
内
侍
、

　
　
　
　

 

た
ま
ゆ
ら
に
錦
を
よ
ろ
ふ
姿
こ
そ
千
歳
は
今
日
と
い
や
珍
な
れ

 

（
一
四
六
頁
）

〈
一
〉は
後
嵯
峨
天
皇
譲
位
、〈
二
〉は
後
深
草
天
皇
即
位
の
場
面
で
あ
る
。

今
関
氏（

1（
（

が
「
一
体
、
ど
の
よ
う
に
「
め
で
た
し
」
で
あ
る
の
か
、
そ
の
内

容
は
具
体
的
に
説
明
さ
れ
な
い
。
一
旦
、「
め
で
た
し
」と
表
現
さ
れ
る
と
、

別
の
表
現
に
言
い
換
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
」と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

譲
位
や
即
位
の
何
が
め
で
た
い
の
か
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、冒
頭
で「
め

で
た
し
」
が
続
け
て
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弁
内
侍
が
主
家
賛
美
す

る
女
房
の
立
場
で
『
弁
内
侍
日
記
』
を
書
い
た
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

　

先
ほ
ど
の
二
例
を
含
め
、『
弁
内
侍
日
記
』
に
は
「
め
で
た
し
」
と
い

う
語
は
十
二
例
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
代
表
的
な
も
の
を
四
例
あ
げ
て
お

く
。

〈
三
〉
五
月
四
日
、
記
録
所
の
行
幸
な
り
。
大
宮
大
納
言
、
万
里
小
路
大

納
言
、左
衛
門
督
、右
兵
衛
督
、頭
中
将

雅
家

、公
保
、資
保
、通
世
。

例
の
五
節
の
ま
ね
せ
さ
せ
て
御
覧
ず
。
物
言
ひ
て
舞
ふ
べ
き
由
、

仰
言
あ
れ
ば
、
大
宮
大
納
言
、
衣
冠
に
て
め
づ
ら
し
き
姿
と
お
ぼ

し
た
る
に
や
、「
内
蔵
頭
隆
行
」
と
て
立
ち
給
ふ
。
万
里
小
路
、「
あ

は
れ
さ
や
け
き
月
か
な
」、
左
衛
門
督
、
万
歳
楽
、
右
衛
門
督
、「
左

衛
門
の
陣
よ
り
参
ら
む
や
、
右
衛
門
の
陣
よ
り
参
ら
む
や
」
と
例

の
美
し
き
声
に
て
、
何
事
も
聞
き
ど
こ
ろ
あ
り
て
め
で
た
し
。

 

（
一
七
三
頁
）

〈
四
〉
十
月
十
三
日
、
鳥
羽
殿
へ
朝
覲
の
行
幸
な
り
。
宵
の
程
は
、
時
雨

も
や
な
ど
思
ひ
侍
り
し
に
、
朝
、
こ
と
に
晴
れ
て
い
と
め
で
た
く

ぞ
侍
り
し
。
鳥
羽
殿
の
御
所
の
景
気
の
面
白
さ
、
こ
と
わ
り
に
も

過
ぎ
た
り
。
色
々
の
紅
葉
も
、
折
を
得
た
る
心
地
す
。
龍
頭
鷁
首

浮
べ
る
池
の
汀
の
紅
葉
な
ど
、た
と
へ
む
方
な
し
。
髪
上
の
内
侍
、

匂
当
内
侍
・
少
将
内
侍
な
り
。
日
暮
し
髪
上
げ
て
、
さ
ま
ざ
ま
面

白
く
め
で
た
き
事
ど
も
見
出
だ
し
て
、「
老
の
後
の
物
語
は
い
く
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ら
も
侍
る
べ
し
」
な
ど
言
ひ
て
、（
中
略
）
還
御
の
後
、
め
で
た

か
り
し
そ
の
日
の
事
ど
も
申
し
出
で
て
、
染
下
襲
、
誰
が
し
は
何

色
、
何
色
と
、
少
将
萩
の
戸
に
て
記
し
侍
り
し
に
、
太
政
大
臣
殿

の
裏
表
白
き
御
下
襲
、
こ
と
に
い
み
じ
く
覚
え
て
、
弁
内
侍
、

　
　
　
　

 

白
妙
の
鶴
の
毛
衣
何
と
し
て
染
め
ぬ
を
染
む
る
色
と
い
ふ
ら
ん

 

　
（
二
二
八
～
二
二
九
頁
）

〈
三
〉
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
を
見
る
と
、
記
録
所
の
御

幸
と
い
う
名
目
で
幼
い
後
深
草
天
皇
が
父
の
後
嵯
峨
院
を
訪
問
し
た
だ
ろ

う
と
さ
れ
て
い
る
。
後
深
草
天
皇
を
歓
待
す
る
た
め
に
五
節
の
真
似
を
さ

せ
た
中
で
、左
衛
門
督
や
右
衛
門
督
の
歌
声
が
素
晴
ら
し
く
、「
め
で
た
し
」

と
記
し
て
い
る
。〈
四
〉
で
は
、
天
皇
が
上
皇
・
国
母
に
拝
謁
す
る
朝
覲

の
行
幸
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
時
雨
が
降
る
か
と
心
配
さ
れ
て
い
た

が
朝
に
は
晴
れ
た
の
で「
め
で
た
し
」と
記
す
。
ま
た
、儀
式
の
様
子
も「
面

白
く
め
で
た
き
事
ど
も
」
で
あ
っ
た
の
で
、
儀
式
に
参
列
し
て
い
た
少
将

内
侍
と
歌
を
交
わ
し
た
こ
と
も
描
か
れ
て
い
る
。
還
御
の
あ
と
に
少
将
内

侍
が
参
列
者
の
衣
装
の
色
を
書
き
留
め
て
い
る
こ
と
や
、
太
政
大
臣
の
下

襲
が
一
番
立
派
だ
っ
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
儀
式
が
「
め
で
た

か
り
し
そ
の
日
の
事
ど
も
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
わ
り
、『
弁
内
侍
日
記
』

で
は
天
皇
の
譲
位
や
即
位
、
節
会
な
ど
の
宮
廷
の
儀
式
の
様
子
が
「
め
で

た
し
」
と
い
う
語
を
用
い
て
描
か
れ
て
い
る
。

後
深
草
院
の
皇
子
で
あ
る
伏
見
天
皇
の
春
宮
時
代
か
ら
仕
え
た
中
務
内

侍
が
作
者
で
あ
る
『
中
務
内
侍
日
記
』
は
『
弁
内
侍
日
記
』
の
明
る
さ
と

比
較
さ
れ
、
哀
愁
に
満
ち
た
作
品
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
福
田
秀
一

氏（
11
（

は
心
情
を
表
す
形
容
詞
に
着
目
し
、『
弁
内
侍
日
記
』
と
比
べ
て
「
あ

は
れ
」「
悲
し
」「
は
か
な
し
」
な
ど
の
「
悲
哀
な
感
じ
の
語
」
が
多
く
見

ら
れ
る
と
述
べ
、
そ
の
こ
と
が
「
沈
潜
的
な
哀
愁
の
色
調
」
に
つ
な
が
っ

て
い
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
二
八
七
年
一
〇
月
二
十
五
日
の
方
違

の
行
幸
で
は
、
歌
会
の
人
数
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
「
数
に
漏
れ
ぬ
身
、

我
な
が
ら
嬉
し
う
こ
そ
覚
ゆ
れ
」
と
記
し
た
り
、
大
嘗
会
の
衣
装
準
備
の

際
に
「
衣
の
掛
け
や
う
、
思
ひ
所
あ
り
げ
に
こ
そ
掛
け
た
れ
」「
し
つ
ら

ひ
優
し
」
と
後
深
草
院
に
褒
め
ら
れ
た
と
い
う
記
述
も
あ
り
、
内
侍
と
し

て
評
価
さ
れ
た
こ
と
の
誇
り
が
表
れ
て
い
る
。
村
田
紀
子
氏（

11
（

は
こ
う
い
っ

た
場
面
に
は
「
即
位
以
前
の
記
事
に
見
ら
れ
た
無
常
観
・
哀
調
は
殆
ん
ど

な
い
と
言
っ
て
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

人
生
を
嘆
き
つ
つ
も
作
者
の
任
務
や
誇
り
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
『
中

務
内
侍
日
記
』
で
は
、
仕
え
た
伏
見
天
皇
や
天
皇
家
に
関
し
て
は
ど
う
い

う
姿
勢
で
記
述
し
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
も
「
め
で
た
し
」
と
い
う
語
に

注
目
し
て
み
た
い
。

『
中
務
内
侍
日
記
』に
お
け
る「
め
で
た
し
」の
九
例
あ
る
用
例
の
う
ち
、

主
な
二
例
を
あ
げ
て
お
く
。
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〈
五
〉
そ
の
後
御
心
地
例
な
ら
ず
、
瘧
病
に
て
ぞ
わ
た
ら
せ
お
は
し
ま
せ

ば
、
面
白
く
忘
れ
が
た
か
り
し
名
残
も
、
此
の
御
事
の
浅
ま
し
さ

に
よ
ろ
づ
物
憂
く
て
日
数
積
る
に
、
八
月
に
も
な
り
ぬ
。
あ
り
し

野
上
、
ふ
と
思
し
召
し
出
で
ら
る
ゝ
に
、
大
夫
殿
の
御
歌
あ
り
。

　
　
　

今
か
ゝ
る
心
に
も
な
ほ
忘
ら
れ
ず
野
上
の
道
の
今
朝
の
曙

御
返
事
、

　

 

今
思
へ
ば
ま
こ
と
や
今
日
に
て
あ
り
し
か
な
野
上
の
松
の
夜

の
明
け
し
色

浅
ま
し
き
中
に
も
、
公
私
、
忘
れ
が
た
く
恋
し
き
に
、
若
き
女

房
達
、「
今
日
は
い
か
に
」
な
ど
言
ふ
に
つ
け
て
も
思
ひ
出
で

ら
る
ゝ
事
多
し
。
笹
に
露
置
き
た
る
が
、
あ
り
し
な
が
ら
ぞ
か

し
と
思
ふ
に
、
我
が
唐
衣
の
な
つ
か
し
さ
も
悲
し
く
て
、

　
　
　

 

忘
れ
ず
よ
野
上
に
茂
る
わ
れ
も
か
う
分
け
し
袂
の
露
も
ま
だ

干
ず

か
く
て
日
数
積
ら
せ
給
ふ
御
事
、
浅
ま
し
か
り
し
に
、
め
で
た
く

落
ち
さ
せ
お
は
し
ま
し
ぬ
。 

（
五
六
頁
）

〈
六
〉
二
月
十
日
、
春
日
の
臨
時
の
祭
に
立
つ
。
此
の
儀
、
初
め
た
る
事

な
れ
ば
、
面
白
く
も
嬉
し
く
て
。
酉
の
始
に
梨
原
に
着
き
ぬ
。
子

に
も
や
な
り
ぬ
ら
ん
の
程
に
ぞ
、
宮
に
参
る
。
更
け
た
る
月
の
、

木
の
間
よ
り
見
え
て
、
庭
火
の
影
、
神
さ
び
た
る
笛
の
音
、
拍
子

の
音
も
す
ご
く
、
舞
人
の
立
ち
舞
ふ
気
色
、
光
を
神
も
い
か
に
と
、

面
白
く
め
で
た
し
。 

（
一
七
六
頁
）

〈
五
〉
は
春
宮
が
病
に
か
か
る
場
面
。
面
白
か
っ
た
先
月
の
遊
覧
に
想

い
を
馳
せ
て
い
る
春
宮
に
、
西
園
寺
実
兼
が
「
先
月
お
供
し
た
遊
覧
の
朝

が
忘
れ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
手
紙
を
送
る
。
政
治
家
と
し
て
の
実
兼
の
姿

を
記
し
な
が
ら
も
、
春
宮
の
病
が
全
快
し
た
こ
と
を
「
め
で
た
し
」
と
い

う
言
葉
で
締
め
て
い
る
。〈
六
〉
は
春
日
臨
時
祭
の
場
面
で
あ
る
。
後
深

草
院
の
勅
願
に
よ
り
開
か
れ
た
こ
と
が
初
め
て
だ
っ
た
の
で
面
白
く
も
嬉

し
く
も
思
わ
れ
た
と
い
う
。
木
々
か
ら
漏
れ
る
月
の
光
や
笛
の
音
が
染
み

渡
り
、
舞
人
の
舞
う
姿
が
素
晴
ら
し
く
て
こ
の
祭
り
を
神
は
ど
う
見
る
だ

と
う
と
「
面
白
く
め
で
た
し
」
と
賛
美
す
る
。
臨
時
祭
の
開
催
と
同
時
に

後
深
草
院
は
太
上
天
皇
の
名
を
辞
し
て
落
飾
し
た
こ
と
に
よ
り
、
政
務
は

伏
見
天
皇
に
譲
ら
れ
、
い
よ
い
よ
伏
見
天
皇
の
時
代
と
な
っ
た
。
そ
の
喜

び
は
こ
の
記
事
の
あ
と
の
「
君
が
世
に
か
ゝ
る
光
の
色
そ
ふ
る
神
の
心
も

思
ひ
知
ら
れ
て
」
と
い
う
歌
に
も
表
れ
て
い
る
。
少
し
重
い
空
気
の
漂
う

『
中
務
内
侍
日
記
』
で
あ
る
が
、
病
気
の
快
復
、
臨
時
祭
な
ど
の
催
し
物

の
際
に
「
め
で
た
し
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
主
家
賛
美
の
姿

勢
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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第
二
節　
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
「
め
で
た
し
」

で
は
、『
と
は
ず
が
た
り
』
で
は
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
院
や
天
皇
家
が

描
か
れ
て
い
る
の
か
。
主
家
賛
美
の
表
現
で
あ
る
「
め
で
た
し
」
と
い
う

語
の
用
例
を
確
認
し
て
み
る
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
「
め
で
た
し
」
の
用
例
は
七
例
で
あ
る
。

（
一
）
女
房
た
ち
の
単
衣
襲
・
生
絹
の
衣
、
面
々
に
押
し
出
だ
せ
ば
、
御

産
奉
行
取
り
て
、
殿
上
人
に
賜
ぶ
。
上
下
の
北
面
、
面
々
に
御
誦

経
の
僧
に
参
る
。
階
下
に
は
公
卿
着
座
し
て
、
皇
子
御
誕
生
を
待

つ
気
色
な
り
。
陰
陽
師
は
庭
に
八
脚
を
立
て
て
、
千
度
の
御
祓
を

勤
む
。
殿
上
人
こ
れ
を
取
り
次
ぐ
。
女
房
た
ち
の
、
袖
口
を
出
し

て
こ
れ
を
取
り
渡
す
。
御
随
身
、
北
面
の
下
臈
、
神
馬
を
引
く
。

御
拝
あ
り
て
、二
十
一
社
へ
引
か
せ
ら
る
。
人
間
に
生
を
享
け
て
、

女
の
身
を
得
る
ほ
ど
に
て
は
、
か
く
て
こ
そ
あ
ら
め
と
、
め
で
た

く
ぞ
見
え
た
ま
ひ
し
。

　
　
　

七
仏
薬
師
大
阿
闍
梨
召
さ
れ
て
、
伴
僧
三
人
、
声
す
ぐ
れ
た
る
限

り
に
て
、
薬
師
経
を
読
ま
せ
ら
る
。「
見
者
歓
喜
」
と
い
ふ
わ
た

り
を
読
む
折
、
御
産
な
り
ぬ
。
ま
づ
内
外
、「
あ
な
め
で
た
」
と

申
す
ほ
ど
に
、
内
へ
こ
ろ
ば
し
し
こ
そ
、
本
意
な
く
お
ぼ
え
さ
せ

お
は
し
ま
し
し
か
ど
も
、
御
験
者
の
禄
、
い
し
い
し
は
常
の
こ
と

な
り
。 

（
巻
一
・
二
一
二
頁
）

（
二
）
日
高
く
な
る
ほ
ど
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
ど
も
用
意
し
て
、
伺
候

の
者
二
人
ば
か
り
来
た
り
。「
あ
な
む
つ
か
し
」
と
見
る
ほ
ど
に
、

主
の
尼
た
ち
の
取
り
散
ら
す
べ
き
物
な
ど
、
分
か
ち
や
る
。「
年

の
暮
れ
の
風
の
寒
け
さ
も
忘
れ
ぬ
べ
く
」
な
ど
言
ふ
ほ
ど
に
、
念

仏
の
尼
た
ち
の
袈
裟
・
衣
、
仏
の
手
向
け
に
な
ど
思
ひ
よ
ら
る
る

に
、
い
よ
い
よ
「
山
賊
の
垣
ほ
も
光
出
で
来
て
」
な
ど
、
面
々
に

言
ひ
合
い
た
る
こ
そ
、
聖
衆
の
来
迎
よ
り
ほ
か
は
、
君
の
御
幸
に

過
ぎ
た
る
や
あ
る
べ
き
に
、
い
と
か
す
か
に
見
送
り
た
て
ま
つ
り

た
る
ば
か
り
に
て
、「
ゆ
ゆ
し
」、「
め
で
た
し
」
な
ど
言
ふ
人
も

な
か
り
き
。
言
ふ
に
や
及
ぶ
、「
か
か
る
こ
と
や
は
」
と
も
言
ふ

べ
き
こ
と
は
。
た
だ
今
の
賑
は
は
し
さ
に
、
誰
も
誰
も
愛
で
ま
ど

ふ
さ
ま
、
世
の
な
ら
ひ
も
む
つ
か
し
。 

（
巻
一
・
二
四
九
頁
）

（
三
）
夜
中
ば
か
り
よ
り
、
こ
と
に
わ
づ
ら
は
し
く
な
り
た
り
。
叔
母
の

京
極
殿
、
御
使
と
て
お
は
し
な
ど
、
心
ば
か
り
は
ひ
し
め
く
。
兵

部
卿
も
お
は
し
な
ど
し
た
る
も
、
あ
ら
ま
し
か
ば
と
思
ふ
涙
は
。

人
に
寄
り
か
か
り
て
ち
と
ま
ど
ろ
み
た
る
に
、
昔
な
が
ら
に
変
ら

ぬ
姿
に
て
、
心
苦
し
げ
に
て
後
ろ
の
方
へ
立
ち
寄
る
や
う
に
す
と

思
ふ
ほ
ど
に
、
皇
子
誕
生
と
申
す
べ
き
に
や
、
事
故
な
く
な
り
ぬ

る
は
め
で
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
わ
が
過
ち
の
行
く

末
い
か
が
な
ら
む
と
、
今
始
め
た
る
こ
と
の
や
う
に
、
い
と
あ
さ
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ま
し
き
に
、
御
佩
刀
な
ど
忍
び
た
る
さ
ま
な
が
ら
、
御
験
者
の
禄

な
ど
こ
と
ご
と
し
か
ら
ぬ
さ
ま
に
、
隆
顕
ぞ
沙
汰
し
は
べ
る
。

 

（
巻
一
・
二
五
一
～
二
五
二
頁
）

（
四
）
女
院
御
悩
み
、
御
脚
の
気
に
て
、
い
た
く
の
御
事
な
け
れ
ば
、
め

で
た
き
御
事
と
て
、
両
院
御
慶
び
の
事
あ
る
べ
し
と
て
、
ま
づ
一

院
の
御
分
、
春
宮
大
夫
う
け
た
ま
は
る
。 

（
巻
三
・
三
七
四
頁
）

（
五
）
御
所
に
は
、
当
国
司
、
足
利
よ
り
、
み
な
さ
る
べ
き
人
々
は
布
衣

な
り
。
御
馬
引
か
れ
な
ど
す
る
儀
式
、
め
で
た
く
見
ゆ
。
三
日
に

当
る
日
は
、
山
内
と
い
ふ
相
模
殿
の
山
荘
へ
御
入
な
ど
と
て
、
め

で
た
く
聞
こ
ゆ
る
こ
と
ど
も
を
見
聞
く
に
も
、
雲
居
の
昔
の
御
事

も
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
あ
は
れ
な
り
。 
（
巻
四
・
四
四
三
頁
）

（
一
）
は
東
二
条
院
出
産
の
場
面
。
多
く
の
祈
祷
者
が
集
ま
り
、
院
も

無
事
の
出
産
を
必
死
に
願
う
様
子
に
「
め
で
た
く
ぞ
見
え
た
ま
ひ
し
」
と

思
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
人
間
に
生
を
享
け
て
、
女
の
身
を
得
る

ほ
ど
に
て
は
、
か
く
て
こ
そ
あ
ら
め
」
と
あ
る
の
で
、
東
二
条
院
を
讃
え

て
い
る
と
い
う
よ
り
は
女
の
幸
せ
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
印
象
を
受
け

る
。
無
事
子
供
が
産
ま
れ
、
人
々
が
「
あ
な
め
で
た
」
と
祝
っ
た
と
記
し

て
い
る
が
、そ
の
後
、生
ま
れ
た
姫
宮
の
五
日
目
、七
日
目
の
祝
い
は
「
こ

と
に
は
べ
り
し
」
と
記
す
だ
け
で
あ
り
、
皇
子
の
産
養
い
ま
で
克
明
に
記

さ
れ
て
い
る
『
紫
式
部
日
記
』
と
の
違
い
が
見
え
る
。（
二
）
は
、
二
条

が
院
と
の
子
供
の
出
産
の
た
め
に
御
所
を
退
出
し
て
い
る
際
に
、
雪
の
曙

が
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。
気
前
の
よ
い
お
布
施
に
尼
た
ち
が
喜
ぶ
姿
を
見

て
、「
聖
衆
の
来
迎
よ
り
ほ
か
は
、
君
の
御
幸
に
過
ぎ
た
る
や
あ
る
べ
き
」

は
ず
で
あ
る
の
に
、
院
が
訪
れ
た
際
は
ほ
ん
の
少
し
し
か
見
送
ら
な
か
っ

た
う
え
に
「
ゆ
ゆ
し
」「
め
で
た
し
」
と
言
う
人
も
い
な
か
っ
た
と
記
す
。

二
条
が
「
め
で
た
し
」
と
感
じ
た
場
面
で
は
な
い
が
、
院
の
御
幸
を
「
め

で
た
し
」
と
思
う
べ
き
な
の
に
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
主
家
賛
美
の

精
神
が
全
く
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
雪
の
曙
の
お
布
施

に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
西
園
寺
家
の
財
力
が
印
象
に
残
る
場
面
で

あ
る
。（
三
）
は
、
院
と
の
子
供
を
二
条
が
出
産
す
る
場
面
で
あ
る
。「
あ

ら
ま
し
か
ば
」（
父
が
生
き
て
い
た
な
ら
ば
）
と
思
い
な
が
ら
う
と
う
と

し
て
い
る
と
、
昔
の
姿
の
ま
ま
の
父
が
現
れ
、
二
条
の
後
ろ
に
回
っ
た
と

思
う
う
ち
に
皇
子
が
産
ま
れ
た
と
い
う
。「
事
故
な
く
な
り
ぬ
る
は
め
で

た
け
れ
ど
も
」
と
あ
る
の
で
、
院
の
子
供
が
産
ま
れ
た
こ
と
の
素
晴
ら
し

さ
と
い
う
よ
り
無
事
に
出
産
で
き
た
こ
と
へ
の
「
め
で
た
し
」
と
捉
え
る

方
が
自
然
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
同
じ
出
産
場
面
で
も
規
模
の
大
き
さ
や
験

者
へ
の
禄
な
ど
、
東
二
条
院
と
の
差
が
歴
然
と
し
て
い
る
う
え
に
、
二
条

は
出
産
し
た
あ
と
す
ぐ
に
雪
の
曙
と
の
新
枕
を
「
わ
が
過
ち
の
行
く
末
い

か
が
な
ら
む
と
、
今
始
め
た
る
こ
と
の
や
う
に
、
い
と
あ
さ
ま
し
き
」
と

気
に
か
け
、
父
が
生
き
て
い
た
な
ら
実
家
で
あ
る
河
崎
の
家
で
出
産
し
た
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だ
ろ
う
に
と
思
い
を
巡
ら
せ
て
お
り
、
院
の
子
供
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
対

し
て
「
め
で
た
し
」
と
い
う
心
情
は
薄
い
。（
四
）
で
は
大
宮
院
の
病
気

が
た
だ
の
脚
気
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
「
め
で
た
き
御
事
」
と
記
さ
れ

て
い
る
が
、「
と
て
」
と
あ
る
の
で
、
二
条
自
身
が
感
じ
た
こ
と
と
い
う

よ
り
は
周
り
が
「
め
で
た
き
御
事
」
と
感
じ
て
い
る
と
と
れ
る
。
ま
た
快

気
祝
い
の
内
容
も
、
何
色
の
布
で
何
を
献
上
し
た
の
か
、
誰
が
ど
の
楽
器

を
弾
い
た
か
な
ど
、
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
め
で
た
し
」
と
い
う

語
は
登
場
し
な
い
。（
五
）
で
は
二
条
は
す
で
に
出
家
し
て
い
る
。
都
を

出
て
東
国
を
旅
し
て
い
る
途
中
、
後
深
草
院
の
皇
子
で
あ
る
久
明
親
王
が

新
将
軍
と
し
て
下
向
し
て
く
る
と
こ
ろ
に
遭
遇
し
、
そ
の
様
子
を
「
め
で

た
く
」
と
記
す
。
今
ま
で
と
は
少
し
異
な
り
、
天
皇
家
へ
の
賛
美
の
気
持

ち
が
記
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、

周
囲
の
人
が
噂
し
て
い
る
の
を
聞
い
て
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
感
慨
無

量
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
の
で
、
新
将
軍
を
迎
え
入
れ
る
準
備
を
手
伝
っ

た
こ
と
や
、
新
将
軍
が
後
深
草
院
の
血
縁
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
宮
仕
え

し
て
い
た
昔
を
思
い
出
し
て
「
め
で
た
く
」
様
子
を
眺
め
た
と
も
と
れ
、

純
粋
に
天
皇
家
を
賛
美
し
て
い
る
と
は
読
め
な
い
。

ま
た
、『
弁
内
侍
日
記
』
と
『
中
務
内
侍
日
記
』
に
お
い
て
主
人
の
病

気
の
回
復
や
宮
廷
で
の
催
し
の
中
で
「
め
で
た
し
」
と
い
う
語
が
使
用
さ

れ
て
い
た
が
、『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
い
て
後
深
草
院
が
病
に
か
か
る

場
面
と
北
山
の
准
后
の
九
十
賀
が
行
わ
れ
た
場
面
で
二
条
は
ど
う
い
う
表

現
を
用
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

か
く
し
つ
つ
、
八
月
の
こ
ろ
に
や
、
御
所
に
、
さ
し
た
る
御
心
地
に

て
は
な
く
、
そ
こ
は
か
と
な
く
悩
み
わ
た
り
た
ま
ふ
こ
と
あ
り
て
、

供
御
を
参
ら
で
、
御
汗
垂
り
な
ど
し
つ
つ
、
日
数
重
な
れ
ば
、
い
か

な
る
こ
と
に
か
と
思
ひ
さ
わ
ぎ
、
医
師
参
り
な
ど
し
て
、
御
灸
始
め

て
、
十
所
ば
か
り
せ
さ
せ
お
は
し
ま
し
な
ど
す
れ
ど
も
、
同
じ
さ
ま

に
わ
た
ら
せ
お
は
し
ま
せ
ば
、
九
月
の
八
日
よ
り
に
や
、
延
命
供
始

め
ら
れ
て
、
七
日
過
ぎ
ぬ
る
に
、
な
ほ
同
じ
さ
ま
な
る
御
事
な
れ
ば
、

い
か
な
る
べ
き
御
事
に
か
と
嘆
く
に
、
さ
て
も
こ
の
阿
闍
梨
に
御
参

り
あ
る
は
、
こ
の
春
、
袖
の
涙
の
色
を
見
せ
た
ま
ひ
し
か
ば
、
御
使

に
参
る
折
々
も
言
ひ
出
だ
し
な
ど
し
た
ま
へ
ど
も
、
紛
ら
は
し
つ
つ

過
ぎ
ゆ
く
に
、
こ
の
ほ
ど
こ
ま
や
か
な
る
御
文
を
賜
は
り
て
、
返
事

を
責
め
わ
た
り
た
ま
ふ
。 

（
巻
二
・
二
九
七
頁
）

こ
の
ほ
ど
は
隙
を
う
か
が
ひ
つ
つ
、
夜
を
経
て
と
い
ふ
ば
か
り
見
た

て
ま
つ
れ
ば
、
こ
の
度
の
御
修
法
は
心
清
か
ら
ぬ
御
祈
誓
、
仏
の
御

心
中
も
恥
づ
か
し
き
に
、
二
七
日
の
末
つ
方
よ
り
よ
ろ
し
く
な
り
た

ま
ひ
て
、
三
七
日
に
て
御
結
願
あ
り
て
出
で
ま
ふ
。

 

（
巻
二
・
三
〇
〇
頁
）



170

院
の
体
調
が
す
ぐ
れ
ず
、
灸
な
ど
を
据
え
て
も
変
化
が
な
か
っ
た
の
で

延
命
供
を
始
め
る
も
の
の
病
状
が
変
わ
ら
ず
、「
い
か
な
る
べ
き
御
事
に

か
」
と
二
条
は
不
安
に
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
あ
と
祈
禱
の
た
め
に
参
上

し
た
有
明
の
月
が
懲
り
ず
に
二
条
に
言
い
寄
っ
て
く
る
こ
と
が
描
か
れ
て

お
り
、
二
条
は
一
方
的
に
送
ら
れ
て
く
る
有
明
の
月
か
ら
の
手
紙
を
面
倒

に
思
う
も
の
の
、
返
歌
を
「
優
に
お
も
し
ろ
く
お
ぼ
え
」、
結
局
有
明
の

月
と
契
る
ま
で
に
至
っ
た
話
が
記
さ
れ
る
。
院
の
祈
禱
の
様
子
や
快
復
後

の
感
想
な
ど
は
な
く
、
有
明
の
月
と
の
出
来
事
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い

る
。

兼
行
、「
花
上
苑
に
明
ら
か
な
り
」
と
詠
ず
。
こ
と
さ
ら
物
の
音
調

ほ
り
て
お
も
し
ろ
き
に
、
二
返
終
り
て
後
、「
情
け
な
き
こ
と
を
機

婦
に
妬
む
」
と
一
院
詠
ぜ
さ
せ
お
は
し
ま
し
た
る
に
、
新
院
・
春
宮

御
声
加
へ
た
る
は
、
な
べ
て
に
や
は
聞
こ
え
む
。
楽
終
り
ぬ
れ
ば
還

御
あ
る
も
、
飽
か
ず
御
な
ご
り
多
く
ぞ
人
々
申
し
は
べ
り
し
。

何
と
な
く
世
の
中
の
華
や
か
に
お
も
し
ろ
き
を
見
る
に
つ
け
て
も
、

か
き
暗
す
心
の
中
は
、
さ
し
出
で
つ
ら
む
も
悔
し
き
心
地
し
て
、
妙

音
堂
の
御
声
な
ご
り
悲
し
き
ま
ま
に
、
御
鞠
な
ど
聞
こ
ゆ
れ
ど
も
、

さ
し
も
出
で
ぬ
に
、
隆
良
、「
文
」
と
て
持
ち
て
来
た
り
。

 

　
（
巻
三
・
四
一
七
～
四
一
八
頁
）

御
所
退
出
後
、
二
条
は
北
山
の
准
后
の
九
十
賀
に
呼
ば
れ
る
。
そ
の
様

子
は
非
常
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
お
り
、
時
折
「
お
も
し
ろ
し
」
と
感
想
を

書
き
添
え
る
も
の
の
、「
め
で
た
し
」
と
い
う
語
は
な
い
。
ま
た
、
院
の

朗
詠
の
素
晴
ら
し
さ
を
「
な
べ
て
に
や
は
聞
こ
え
む
」
と
記
す
が
、
す
ぐ

あ
と
に
華
や
か
な
催
し
と
は
対
照
的
な
気
分
で
あ
る
こ
と
を
書
き
留
め
て

い
る
。
儀
式
の
華
や
か
さ
故
に
自
分
が
も
う
出
仕
し
て
い
る
身
で
は
な
い

こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
二
条
の
心
情
か
ら
も
、『
と
は
ず
が
た
り
』
に

は
主
家
賛
美
の
意
識
は
薄
い
と
読
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
紫
式

部
日
記
』
に
も
同
じ
よ
う
に
自
身
の
暗
い
気
持
ち
が
記
さ
れ
て
お
り
、
出

家
の
思
い
も
垣
間
見
ら
れ
る
が
、
彰
子
や
藤
原
家
の
栄
世
を
華
や
か
に
描

き
、
喜
ぶ
人
々
を
細
か
く
描
写
し
て
い
る
点
で
『
と
は
ず
が
た
り
』
と
は

異
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
弁
内
侍
日
記
』『
中
務
内
侍
日
記
』
に
お
い
て
主
人

や
主
家
を
賛
美
す
る
際
に
使
わ
れ
る
「
め
で
た
し
」
と
い
う
語
は
、『
と

は
ず
が
た
り
』
で
は
あ
ま
り
重
点
を
置
い
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

ま
た
、
主
人
の
病
気
の
快
復
や
宮
廷
で
の
催
し
な
ど
、
中
世
の
女
房
日
記

に
お
い
て
「
め
で
た
し
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
場
面
で
は
、
二
条

は
「
め
で
た
し
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
二
条
の
心
情
や

情
景
描
写
を
描
く
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。「
め
で
た
し
」
と
い

う
語
の
使
わ
れ
方
か
ら
も
、二
条
が
女
房
の
視
点
か
ら
『
と
は
ず
が
た
り
』

を
書
い
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
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第
三
章　
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
独
自
性

二
条
は
御
所
を
追
放
さ
れ
た
あ
と
出
家
を
果
た
し
、
諸
国
を
旅
す
る
こ

と
と
な
る
。
伏
見
で
院
と
再
会
し
た
際
、
院
が
二
条
に
「
東
、
唐
土
ま
で

尋
ね
ゆ
く
も
、
男
は
常
の
な
ら
ひ
な
り
、
女
は
障
り
多
く
て
、
さ
や
う
の

修
行
か
な
は
ず
と
こ
そ
聞
け
。
い
か
な
る
者
に
契
り
を
結
び
て
、
憂
き
世

を
厭
ふ
友
と
し
け
る
ぞ
。
一
人
尋
ね
て
は
、
さ
り
と
も
い
か
が
あ
ら
む
」

と
い
う
言
葉
を
か
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
男
性
に
頼
っ
て
援
助
し
て
も
ら

わ
な
い
限
り
、
女
性
が
一
人
で
旅
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
認
識
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
当
時
と
し
て
も
二
条
は
珍
し
い
存
在
で
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

二
条
の
出
家
後
の
旅
に
つ
い
て
、
今
関
氏（

11
（

は
「
作
者
の
出
家
は
、
不
本

意
に
御
所
を
追
わ
れ
、
喪
失
感
を
拭
い
き
れ
な
い
ま
ま
、
や
む
な
く
な
さ

れ
た
側
面
が
強
く
、
喪
失
し
た
時
間
と
場
へ
の
回
帰
性
の
強
い
も
の
で
あ

る
」
と
し
、「「
と
は
ず
が
た
り
」
の
出
家
は
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う

な
意
志
的
に
し
て
自
由
な
女
西
行
、
中
世
的
な
新
し
い
生
き
方
、
と
い
う

自
由
な
側
面
よ
り
も
、
実
は
は
る
か
に
〝
零
落
と
流
浪
〟
と
い
う
落
ち
ぶ

れ
の
側
面
が
強
い
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
寺
尾
美
子
氏（

11
（

も
「
こ
の
旅
は
決
し
て
撰
び
取
ら
れ
て
実
行
さ
れ
た
り
、
自
ら
進
ん
で
求

道
の
世
界
へ
入
っ
て
行
っ
た
り
し
た
も
の
で
は
な
く
、
身
の
拠
り
所
を
な

く
し
た
女
の
、
余
儀
な
く
出
発
し
た
、
い
わ
ば
漂
泊
の
旅
で
あ
る
」
と
主

張
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
二
条
が
旅
に
出
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
御

所
を
追
放
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
国
を
旅
し
て
御
所
の
外
の

世
界
を
体
験
し
た
こ
と
で
二
条
は
宮
廷
で
の
出
来
事
を
客
観
的
に
見
つ
め

直
す
こ
と
が
で
き
、
女
房
と
し
て
院
を
賛
美
す
る
の
で
は
な
く
自
分
が
感

じ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
記
す
姿
勢
を
培
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本

論
文
の
初
め
に
引
用
し
た
、
院
の
棺
を
二
条
が
裸
足
で
追
い
か
け
る
場
面

は
、
二
条
が
自
分
の
立
場
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
自
分
の
心
情
を
素
直

に
書
き
記
し
た
、
そ
の
最
た
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
は
『
源
氏
物
語
』
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
書
き

方
を
し
て
い
る
が
、
二
条
の
人
生
は
『
源
氏
物
語
』
と
は
似
て
も
似
つ
か

な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
に
似
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

二
条
の
人
生
が
特
異
で
あ
る
こ
と
が
際
立
ち
、
他
の
女
房
日
記
に
は
見
ら

れ
な
い
そ
の
内
容
は
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
独
自
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
、そ
の
一
見
特
異
と
思
え
る
人
生
を
素
直
に
記
す
と
い
う
、

立
場
に
と
ら
わ
れ
な
い
姿
勢
も
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
独
自
性
の
一
つ
だ

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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郎
「『
と
は
ず
が
た
り
』
の
王
権
と
仏
法
―
有
明
月
と
崇
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徳
院
」（
赤
坂
憲
雄
『
王
権
の
基
層
へ
』
新
曜
社　

一
九
九
二
年
五
月
）

（
18
）　
（
10
）
に
同
じ
。

（
19
）　
（
15
）
に
同
じ
。

（
20
）　

大
内
摩
耶
子
『
弁
内
侍
日
記
考
』（『
大
阪
府
立
大
学
紀
要 

人
文
・

社
会
科
学
』
一
二
巻　

一
九
六
四
年
六
月
）

（
21
）　

今
関
敏
子
『
中
世
女
流
日
記
文
学
論
考
』（
和
泉
書
院　

一
九
八
七
年
三
月
）

（
22
）　

福
田
秀
一
「
中
務
内
侍
日
記
と
人
生
の
哀
愁
」（『
国
文
学 

解
釈

と
教
材
の
研
究
』
一
〇
巻
一
四
号　

一
九
六
五
年
一
二
月
）

（
23
）　

村
田
紀
子
「
中
務
内
侍
日
記
」（
石
原
昭
平
ほ
か
編
『
と
は
ず
が

た
り
・
中
世
女
流
日
記
文
学
の
世
界
』
勉
誠
社　

一
九
九
〇
年
五
月
）

（
24
）　
（
21
）
に
同
じ
。

（
25
）　

寺
尾
美
子
「『
と
は
ず
が
た
り
』
の
旅
に
お
け
る
小
町
幻
想
と
そ

の
現
実
」（
日
記
文
学
懇
話
会
『
日
記
文
学
研
究
』
第
一
集　

新
典
社

　

一
九
九
三
年
五
月
）

 

（
ふ
る
た
に　

ゆ
か
り
／
本
学
大
学
院
修
了
）


