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は
じ
め
に

『
栄
花
物
語
』
巻
四
「
み
は
て
ぬ
夢
」
に
お
い
て
、
関
白
藤
原
道
隆
亡
き
後
の
政
権
移
動
が
語
ら
れ
る
。
伊
周
、
道
兼
、
道
長
ら
の
確
執
が
語

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
三
者
の
動
向
と
関
わ
っ
て
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
伊
周
の
外
祖
父
高
階
成
忠
の
様
子
で
あ
る
。
伊

周
を
後
援
す
る
成
忠
は
、
常
に
「
祈
り
」
を
行
な
う
人
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
伊
周
の
最
初
の
政
敵
た
る
道
兼
の
、
発
病
か
ら
死
に
至
る
ま

で
の
過
程
に
お
い
て
、
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。

道
兼
は
、
長
徳
元
（
九
九
五
）
年
五
月
八
日
に
、
疫
病
の
た
め
亡
く
な
っ
た
。
後
述
す
る
が
、
道
兼
の
疫
病
死
は
史
料
か
ら
も
確
認
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
死
因
は
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
栄
花
物
語
』
は
、
道
兼
の
死
因
が
疫
病
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
道
兼
の
病
状
と
成
忠
が
「
祈
り
」
を
行
な
う
様
子
と
を
、
畳
み
掛
け
る
よ
う
に
語
っ
て
お
り
、
両
者
を
関
連
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
。
『
栄
花
物
語
」
は
、
道
兼
の
死
を
、
成
忠
の
「
祈
り
」
の
せ
い
と
し
、
ひ
い
て
は
成
忠
の
行
為
を
「
呪
誼
」
と
結
び
つ
け
よ
う
と

し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
藤
本
勝
義
氏
と
倉
本
一
宏
氏
と
が
、
道
兼
に
対
す
る
成
忠
の
呪
誼
を
説
い
て
お
ら
れ

『
栄
花
物
語
』
の
高
階
成
忠
の
「
祈
り
」
考

七
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h
r
藤
本
氏
は
「
道
兼
の
病
状
や
死
因
に
つ
い
て
、
栄
花
物
語
は
詳
し
く
記
す
こ
と
は
な
く
、
伊
周
側
の
呪
誼
な
ど
に
よ
る
も
の
と
の
印
象
を

与
え
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
。
道
兼
の
死
が
、
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
に
大
流
行
し
た
庖
痛
な
ど
に
よ
る
の
は
明
ら
か
な
わ
け
で
、
こ

こ
は
、
栄
花
物
語
の
筆
致
の
性
格
を
表
す
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
倉
本
氏
は
、
道
兼
が
関
白
に
な
っ
た
時
の
伊
周

に
つ
い
て
、
「
伊
周
は
政
権
推
移
を
嘆
い
た
が
、
『
栄
花
物
語
」
が
、
『
さ
る
は
、
世
の
人
も
「
か
く
て
こ
れ
ぞ
あ
べ
い
こ
と
。
い
か
で
か
児
に
政

を
せ
さ
せ
た
ま
ふ
ゃ
う
は
あ
ら
ん
」
と
申
し
思
へ
り
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
世
人
も
伊
周
に
冷
淡
で
あ
り
、
伊
周

と
し
て
は
、
外
祖
父
の
高
階
成
忠
に
道
兼
調
伏
を
祈
祷
さ
せ
る
よ
り
他
に
、
手
だ
て
は
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
、
成
忠
の
「
祈
り
」
を
「
道
兼
調

伏
」
で
あ
る
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。
両
氏
と
も
、
成
忠
の
「
祈
り
」
を
道
兼
呪
誼
と
捉
え
て
お
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
言
及
さ
れ
て
い
な

ぃ
。
ま
た
、
道
兼
亮
去
後
、
成
忠
の
「
祈
り
」
は
道
長
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
道
長
呪
誼
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、

成
忠
の
「
祈
り
」
に
着
目
し
、
「
栄
花
物
語
」
に
お
け
る
語
ら
れ
方
を
通
し
て
、
道
兼
と
道
長
と
の
政
権
獲
得
ま
で
の
背
景
に
あ
っ
た
呪
誼
を
表

面
化
さ
せ
て
い
き
た
い
。

な
お
、
『
栄
花
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
『
大
鏡
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
「
百
錬
抄
』
『
日
本
紀
略
」
「
政
事
要
略
』
は
新
訂
増
補
国
史
大

系
に
拠
る
。

一
部
、
表
記
を
私
に
換
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

成
忠
の

「
析
り
」

の
様
相

『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、
「
祈
り
」
に
関
連
す
る
用
例
は
全
部
で
一
二
六
例
あ
り
、
そ
の
中
で
成
忠
が
関
係
す
る
も
の
は
一

O
例
で
あ
る
。

成
忠
の
「
祈
り
」
以
外
の
、
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
「
祈
り
」
の
用
例
を
簡
潔
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ア

安
産
祈
願

四
回
例

イ

病
悩
平
癒
祈
願

八
例
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立
太
子
祈
願

親
王
・
内
親
王
の
成
長
の
祈
願

六
例

ウ

：
三
例

オ

入
内
し
た
姫
君
の
幸
せ
へ
の
祈
願

：二一一例

カ

そ
の
他

－
二
一
三
例

右
の
一
覧
か
ら
、
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
「
祈
り
」
の
主
流
は
、

ア
と
イ
の
安
産
と
病
悩
平
癒
と
へ
の
祈
願
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の

中
で
、
成
忠
の
「
祈
り
」
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
た
い
。
成
忠
の
「
祈
り
」
の
内
容
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
三
分
類
で
き
る
。

A 

病
悩
平
癒
へ
の
「
祈
り
」

：
二
例

B 

伊
周
支
援
の
「
祈
り
」

・・・五例

c 

定
子
の
男
皇
子
出
産
へ
の
「
祈
り
」
：
・
一
一
一
例

A
か
ら
C
ま
で
の
合
計
十
例
は
、
全
て
が
中
関
白
家
の
繁
栄
あ
る
い
は
復
興
に
関
わ
る
「
祈
り
」
で
あ
る
。
特
に
、
伊
周
を
執
政
に
就
か
せ

た
い
と
い
う
B
の
五
例
は
、
用
例
の
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
成
忠
に
と
っ
て
、
「
祈
り
」
の
中
心
的
対
象
で
あ
る
こ
と
が
い
え
よ
う
。

こ
の
五
例
が
、
道
兼
・
道
長
へ
の
呪
誼
と
関
連
す
る
わ
け
で
あ
る
。
五
例
中
、
四
例
は
対
道
兼
、

一
例
が
対
道
長
の
呪
誼
で
あ
る
と
見
受
け
ら

れ
る
。成

忠
の
「
祈
り
」
に
つ
い
て
、
藤
本
一
恵
氏
は
「
外
祖
父
二
位
の
新
発
意
は
、
え
も
い
は
ぬ
法
を
我
も
し
又
人
し
で
も
行
は
せ
て
、
『
さ
り
と

も
心
の
ど
か
に
思
せ
。
何
事
も
人
や
は
す
る
。
た
だ
天
道
こ
そ
行
は
せ
給
へ
」
と
い
っ
て
、
手
を
額
に
当
て
て
夜
昼
孫
の
開
運
を
祈
る
ば
か
り

で
あ
っ
た
。
こ
の
天
道
説
一
点
張
り
の
儒
仏
習
合
の
考
へ
方
は
、
「
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
』
猛
々
し
い
道
長
に
対
抗
す
る
に
は
、
稚
戯
に
等
し
く
、

伊
周
ら
が
、
祖
父
の
呪
術
祈
祷
に
頼
っ
た
所
に
、
彼
ら
の
悲
劇
の
一
因
が
あ
っ
た
」
と
し
て
お
ら
れ
が
）
。
ま
た
、
松
園
宣
郎
氏
は
「
成
忠
が
祈

り
に
よ
っ
て
望
み
の
叶
う
こ
と
を
念
じ
た
の
は
、
力
の
行
使
に
よ
っ
て
自
分
の
地
位
を
築
く
為
政
者
乃
至
は
現
実
主
義
者
に
は
、
神
仏
が
精
神

的
支
え
と
な
っ
て
い
た
当
時
に
あ
っ
て
も
、
柳
か
滑
稽
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
や
は
り
そ
の
狂
信
的
な
態
度
と
な
る
と
、

一
種
異
様
な
恐
ろ
し

「
栄
花
物
語
」
の
高
階
成
忠
の
「
祈
り
」
考

九
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さ
を
感
じ
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
が
）
。
成
忠
の
「
祈
り
」
に
関
し
て
は
、
両
氏
の
見
解
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
中
関
白
家
に
と
っ

て
「
悲
劇
の
一
因
」
で
あ
り
、
ま
た
周
囲
に
対
し
て
は
「
異
様
な
恐
ろ
し
き
」
を
感
じ
さ
せ
る
成
忠
の
「
祈
り
」
で
あ
る
が
、
そ
う
な
る
過
程

を
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
考
え
る
た
め
に
、
次
章
以
降
で
は
B
の
五
例
に
言
及
し
て
い
き
た
い
。

道
兼
へ
の
呪
誼

『
栄
花
物
語
』
の
記
述
に
入
る
前
に
、
史
実
上
の
道
兼
の
死
因
を
確
認
し
て
お
く
。

道
兼
が
亡
く
な
っ
た
長
徳
元
年
は
、
前
年
正
暦
五
年
か
ら
の
疫
病
流
行
が
引
き
続
い
て
お
り
、
政
界
で
も
多
く
の
死
者
が
出
た
。
道
兼
も
そ

の
一
人
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
史
料
類
か
ら
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。

・
『
百
錬
抄
』
（
長
徳
元
年
五
月
八
日
条
）

四
五
月
之
問
。
疫
疾
殊
盛
。
納
言
巳
上
嘉
者
八
人
。
関
白
道
隆
。
閣
園
。
左
大
臣
重
信
。
大
納
言
済
時
。
朝
光
。
道
頼
。
中
納
言
保
光
。

伊
渉
等
也
。

・
「
大
鏡
』
（
道
長
伝

二
九
四
頁
）

そ
の
年
の
祭
の
前
よ
り
、
世
の
中
き
は
め
て
さ
わ
が
し
き
に
、
ま
た
の
年
、

い
と
ど
い
み
じ
く
な
り
た
ち
に
し
ぞ
か
し
。
ま
づ
は
、
大

臣
・
公
卿
多
く
う
せ
た
ま
へ
り
し
に
、
ま
し
て
、
四
位
・
五
位
の
ほ
ど
は
、
数
や
は
知
り
し
。

劃
引
引
州
割
引
制
剖
剖
ぺ
剖
劇
同
川
町
の
御
数
。
（
中
略
）
六
条
左
大
臣
殿
、
閣
岡
剛
同
問
園
、
桃
園
中
納
言
保
光
卿
、
こ
の
三
人
は
到

月
八
日
、

一
度
に
う
せ
た
ま
ふ
。

右
の
よ
う
に
、
道
兼
は
疫
病
に
よ
る
死
者
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
道
隆
の
死
因
は
糖
尿
病
で
あ
っ
た
、
と
も
さ
れ
て
い
る
。

と
も
か
く
、
道
兼
の
死
因
は
疫
病
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
考
え
る
べ
き
は
死
因
の
如
何
で
は
な
く
、
な
ぜ
『
栄
花
物
語
』
は
疫
病
で
あ
る
こ



と
を
明
記
せ
ず
、
成
忠
の
「
祈
り
」
を
織
り
交
ぜ
て
、
道
兼
の
死
を
語
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
『
栄
花
物
語
』
に
語
ら
れ
た
、

道
兼
の
発
病
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
過
程
と
、
伊
周
と
成
忠
の
動
静
と
を
巻
四
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
か
ら
見
て
い
く
。
以
下
に
示
す
用
例
の
う

ち
、
マ
ル
数
字
で
示
し
た
①
②
④
⑦
の
四
例
は
、
伊
周
と
成
忠
の
動
静
を
語
る
部
分
で
あ
り
、
先
の
B
に
該
当
す
る
「
伊
周
支
援
の
祈
り
」
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
四
例
以
外
の

3
5
6
は
、
道
兼
の
様
子
を
語
る
部
分
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
中
の

）
内
は
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

① 

伊
周
の
執
政
存
続
を
、
成
忠
が
祈
る
（
一
一
一

0
1
一頁）

内
大
臣
の
御
政
は
、
殿
（
道
隆
）

の
御
病
の
間
と
こ
そ
宣
旨
あ
る
に
、
や
が
て
う
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
こ
の
殿
い
か
な
る
こ
と
に
か
と
、

世
の
人
、
世
の
は
か
な
さ
よ
り
も
こ
れ
を
大
事
に
さ
ざ
め
き
騒
ぐ
。
（
略
）

二
位
の
新
発
意
（
成
忠
）
、
こ
の
御
忌
（
道
隆
の
喪
）
に
も

龍
ら
で
、
さ
べ
き
僧
ど
も
し
て
さ
ま
ざ
ま
の
御
祈
り
ど
も
行
は
せ
て
、
手
を
額
に
あ
て
て
夜
昼
祈
り
ま
う
す
。

② 

成
忠
の
祈
祷
（
一
一
一
一
一
頁
）

内
大
臣
殿
、
世
の
中
危
く
思
さ
る
る
ま
ま
に
、

二
位
を
「
た
ゆ
む
な
た
ゆ
む
な
」
と
責
め
の
た
ま
へ
ば
、
二
位
、
え
も
い
は
ぬ
法
ど
も

を
、
わ
れ
も
し
、
ま
た
人
し
で
も
て
行
は
せ
て
、
「
さ
り
と
も
と
心
長
閑
に
思
せ
。
何
ご
と
も
人
や
は
す
る
。
た
だ
天
道
こ
そ
行
は
せ
た

ま
へ
」
と
頼
め
き
こ
ゆ
。

右
は
、
道
隆
亮
去
直
後
の
記
事
で
あ
る
。
①
で
成
忠
は
、
道
隆
の
喪
に
も
龍
ら
ず
に
、
伊
周
の
執
政
存
続
を
祈
っ
て
い
る
。
必
死
に
「
祈
り
」

を
行
う
の
は
、
②
に
「
世
の
中
危
く
思
さ
る
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
伊
周
の
執
政
に
期
限
が
迫
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
「
祈
り
」
を

行
う
こ
と
で
、
な
ん
と
か
伊
周
に
政
権
を
留
ま
ら
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
伊
周
に
下
っ
た
宣
旨
が
、
「
関
白
（
道
隆
）
病
の
問
、

殿
上
及
び
百
官
施
行
」
（
二
O
九
頁
）
と
い
う
も
の
で
、
道
隆
亡
き
今
、
伊
周
は
既
に
執
政
の
資
格
を
失
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
宣
旨

で
さ
え
、

一
条
帝
が
、
重
病
の
道
隆
に
同
情
し
た
も
の
で
あ
り
、
伊
周
を
頼
っ
た
結
果
の
判
断
で
は
な
い
。
成
忠
も
、
重
々
承
知
し
て
い
た
か

ら
こ
そ
、
道
隆
の
喪
に
服
さ
ず
、
た
だ
一
、
心
に
、
伊
周
へ
政
権
が
下
る
よ
う
「
祈
り
」
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
伊
周
に
し
て
も
、
父
親
の
喪

に
服
す
る
こ
と
な
く
、
「
人
の
衣
袴
の
丈
、
伸
べ
縮
め
制
」
す
る
こ
と
を
し
て

（
二
一
一
頁
）
、
な
ん
と
か
し
て
政
権
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い

『
栄
花
物
語
」
の
高
階
成
忠
の
「
祈
り
」
考

四



四

る
。
新
全
集
に
よ
る
と
、
こ
の
衣
服
に
関
す
る
禁
制
の
時
期
は
「
（
道
隆
の
）
四
十
九
日
が
明
け
、
し
か
も
道
長
が
内
覧
と
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
」

（
二
一
一
頁
頭
注
）

で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
の
ず
れ
は
さ
て
お
き
、
「
執
政
と
し
て
の
存
在
感
を
印
象
づ
け
よ
う
と
す
る
無
意
味
な
政
策
は
、
か

え
っ
て
伊
周
の
稚
拙
な
政
治
感
覚
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
」
（
一
一
一
一
頁
頭
注
）
も
の
で
あ
っ
た
。

②
は
、

い
よ
い
よ
伊
周
の
政
権
が
終
わ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
部
分
で
あ
る
。
伊
周
は
自
身
の
立
場
を
危
ぶ
み
、
成
忠
に
し
っ
か
り
祈
祷
を
行

う
よ
う
責
め
立
て
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
、
自
力
で
は
政
権
を
維
持
で
き
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
周
の
執
政
実
現
に
焦
燥
感
を

抱
い
て
い
る
の
は
成
忠
に
し
て
も
同
じ
で
、
「
え
も
い
は
ぬ
法
」
を
行
う
が
、
「
人
し
で
も
て
行
は
せ
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
祈
り
」
を
誰
か
に

依
頼
す
る
の
で
あ
る
。

「
え
も
い
は
ぬ
法
」
と
は
、
具
一
体
的
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
名
前
を
伏
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
秘
法
で
あ
る
な
ら
、
後
に
行
っ
た
こ
と

が
発
覚
す
る
大
元
帥
法
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
発
覚
し
た
時
の
記
述
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

ま
た
閃
岡
剛
幽
と
い
ふ
こ
と
は
、
剖
剖
到
州
刑
制
剖
判
川
剖
斗
創
出
剖
剖
剖
削
州
制
「
州
出
川
は
い
み
じ
き
事
あ
れ
ど
お
こ
な
ひ
た
ま
は

ぬ
こ
と
な
り
け
り
。
そ
れ
を
こ
の
内
大
臣
殿
忍
び
て
こ
の
年
ご
ろ
お
こ
な
は
せ
た
ま
ふ
と
い
う
こ
と
こ
の
ご
ろ
聞
え
て
、
こ
れ
よ
か
ら
ぬ

み
は
て
ぬ
夢

傍
線
部
の
よ
う
に
、
大
元
帥
法
は
朝
廷
の
み
で
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
秘
法
で
、
臣
下
の
者
は
何
が
あ
ろ
う
と
行
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の

こ
と
の
う
ち
に
入
り
た
な
り
。

（
巻
四

二
三

0
1
一官員）

で
あ
っ
た
。
そ
の
秘
法
を
、
伊
周
は
密
か
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
②
で
は
、
成
忠
が
行
な
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
伊
周

が
修
法
を
命
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
発
覚
し
た
の
は
、
法
琳
寺
の
僧
の
進
言
に
よ
る
。

法
琳
寺
申
内
大
臣
修
大
元
法
之
由
。
仰
令
召
仲
昨
法
師
。

（
『
日
本
紀
略
」
長
徳
二
年
四
月
一
日
条
）

こ
の
発
覚
に
よ
り
、
伊
周
が
太
宰
府
に
配
流
さ
れ
る
が
、
そ
の
宣
命
に
お
い
て
、
「
公
よ
り
ほ
か
の
人
い
ま
だ
お
こ
な
は
ざ
る
大
元
法
を
、
私
に

隠
し
て
お
こ
な
は
せ
た
ま
へ
る
罪
」
（
二
四
一
頁
）
と
あ
り
、
罪
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
成
忠
は
こ
の
秘
法
を
自
ら
行
な
う
ば
か
り
で
な
く
、
「
人
し
で
も
て
行
は
せ
て
」
も
い
た
。
こ
の
「
人
」
と
は
、
お
そ
ら
く
陰
陽
師
や



法
師
で
あ
ろ
う
。
次
の
史
料
を
参
考
に
で
き
る
。

呪
誼
右
大
臣
之
陰
陽
師
法
師
。
在
高
二
位
法
師
家
。
事
之
鉢
似
内
府
所
為
者
。
（
『
百
錬
抄
』
長
徳
元
年
八
月
十
日
条
）

道
長
呪
誼
に
、
陰
陽
師
や
法
師
ら
が
加
担
し
た
こ
と
を
示
す
記
事
で
あ
る
。
秘
法
を
行
う
だ
け
の
技
量
を
備
え
た
「
人
」
な
の
だ
か
ら
、
そ
の

方
面
に
明
る
い
者
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
『
百
錬
抄
」
に
上
が
っ
て
い
る
、
陰
陽
師
や
法
師
な
の
だ
ろ
う
。

②
に
お
い
て
、
成
忠
は
、
伊
周
の
た
め
に
、
外
部
に
も
「
祈
り
」
を
要
請
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
「
祈
り
」
が
段
々
過
激
に
な
っ
て
い
く

様
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
祈
り
」
が
過
激
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
伊
周
の
執
政
の
地
位
が
危
う
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
二
例
の
後
に
、
道
兼
の
体
調
不
良
が
語
ら
れ
る
。
先
走
っ
て
い
う
と
、
道
兼
が
体
調
を
崩
し
た
こ
と
を
、
成
忠
が
「
か
く
た
ゆ
む

世
な
き
御
祈
り
の
験
に
や
」
（
一
二
三
頁
）
と
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
①
②
は
す
で
に
道
兼
へ
の
呪
誼
を
含
む
「
祈
り
」
で
あ
る
と
見
受
け
ら

れ
る
。3 

道
兼
の
不
調
に
対
す
る
陰
陽
師
の
勘
申
（
一
一
一
一
一
i
三
頁
）

粟
剛
劇
叶
割
到
劇
州

U
引
制
凶
U
剖
叫
ォ
叫
州
州
剖
剖

U
剖
ど
す
れ
ば
に
や
、
御
心
地
も
浮
き
た
る
さ
ま
に
息
さ
れ
て
、
院
隊
脈
創
出

に
物
を
聞
は
也
た
ま
ふ
に
も
、
「
所
を
替
え
さ
せ
た
ま
へ
」
と
申
す
め
れ
ば
、
さ
る
べ
き
所
な
ど
思
し
求
め
さ
せ
た
ま
へ
ど
、
ま
た
、
御

よ
ろ
こ
び
な
ど
、

一
つ
口
な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
占
ひ
申
す
を
、
あ
や
し
う
思
さ
る
。

④ 

道
兼
の
不
調
を
知
り
、
過
激
化
す
る
「
祈
り
」
（
一
一
一
一
二
頁
）

こ
の
殿
の
内
に
か
ゃ
う
の
も
の
の
兆
、
御
慎
み
あ
る
こ
と
を
、
内
大
臣
殿
聞
か
せ
た
ま
ひ
て
、
御
祈
り
い
よ
い
よ
い
み
じ
。
「
か
く
た
ゆ

む
世
な
き
御
祈
り
の
験
に
や
」
と
も
の
恐
ろ
し
げ
に
申
し
思
ひ
た
れ
ば
、
粟
田
殿
四
月
つ
ご
も
り
に
ほ
か
へ
渡
ら
せ
た
ま
ふ
。

伊
周
の
執
政
を
願
う
「
祈
り
」
は
、
政
敵
た
る
道
兼
の
容
態
に
効
験
を
表
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

3
で
道
兼
は
、
「
夢
見
騒
が
し
う
お
は
し
ま

し
、
も
の
の
さ
と
し
な
ど
す
れ
ば
」
と
、
不
吉
な
兆
候
を
感
じ
て
陰
陽
師
に
占
わ
せ
て
い
る
。
「
夢
見
騒
が
し
う
」
と
は
、
悪
夢
を
見
た
こ
と
を

言
う
の
で
あ
ろ
う
。
悪
夢
は
、
不
吉
な
出
来
事
の
予
兆
で
あ
る
か
ら
、
陰
陽
師
が
勘
申
す
べ
き
こ
と
は
「
所
替
え
」
で
は
な
く
、
物
忌
な
の
で

『
栄
花
物
語
』
の
高
階
成
忠
の
「
祈
り
」
考

四



四
四

あ
っ
た
。
不
吉
の
兆
候
に
対
し
て
は
、
物
忌
を
行
な
う
こ
と
で
、
災
厄
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
新

全
集
は
、
「
所
替
え
」
を
「
道
兼
に
方
違
へ
を
勧
め
る
」
（
一
一
一
一
一
頁
頭
注
）
と
す
る
が
、
所
替
え
が
方
違
へ
を
意
味
す
る
か
は
疑
問
で
あ
る
し
、

仮
に
方
違
へ
と
同
義
だ
と
し
て
も
そ
れ
は
不
吉
な
兆
候
に
対
す
る
適
切
な
判
断
と
は
い
え
な
い
。
「
所
を
替
え
」
る
と
い
う
勘
申
、
お
よ
び
そ
の

行
動
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

3
の
解
釈
も
含
め
て
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

道
兼
の
体
調
不
良
は
、
④
で
成
忠
の
「
祈
り
の
験
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
捉
え
た
か
ら
「
御
祈
り
い
よ
い
よ
い
み
じ
」
と
、
「
祈
り
」

に
ま
す
ま
す
力
を
注
ぐ
の
で
あ
る
。
他
者
の
不
調
を
「
祈
り
の
験
」
と
考
え
る
の
は
、
そ
の
「
祈
り
」
が
呪
誼
で
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
て
い
る
。

「
祈
り
」
は
、
伊
周
の
執
政
存
続
を
祈
願
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
政
敵
の
道
兼
を
失
脚
さ
せ
る
た
め
の
呪
誼
と
も
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
か
く
た
ゆ
む
世
な
き
御
祈
り
の
験
に
や
」
の
主
語
は
、
新
全
集
の
口
語
訳
で
「
人
々
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
成
忠
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
『
源
氏
物
語
」
の
類
似
表
現
を
参
考
に
し
た
い
。

筑
紫
人
は
、
三
日
龍
ら
む
と
心
ざ
し
た
ま
へ
り
。
右
近
は
、
さ
し
も
思
は
ざ
り
け
れ
ど
、
か
か
る
つ
い
で
、

の
ど
か
に
聞
こ
え
む
と
て
、

龍
る
べ
き
よ
し
大
徳
呼
ぴ
て
言
ふ
。
御
あ
か
し
文
な
ど
書
き
た
る
心
ば
へ
な
ど
、
さ
ゃ
う
の
人
は
く
だ
く
だ
し
う
わ
き
ま
へ
け
れ
ば
、
常

の
こ
と
に
て
、
「
例
の
藤
原
の
瑠
璃
君
と
い
ふ
が
御
た
め
に
奉
る
。
よ
く
祈
り
申
し
た
ま
へ
。
そ
の
人
、
こ
の
ご
ろ
な
む
見
た
て
ま
つ
り
出

で
た
る
。
そ
の
願
も
果
た
し
た
て
ま
つ
る
べ
し
」
と
言
ふ
を
、
聞
く
も
あ
は
れ
な
り
。
法
師
、
「
い
と
か
し
こ
き
こ
と
か
な
。
た
ゆ
み
な
く

祈
り
申
し
は
べ
る
験
に
こ
そ
は
ベ
れ
」
と
言
ふ
。

い
と
騒
が
し
う
夜
一
夜
行
ふ
な
り
。

（
玉
霊
巻

一一一一
1
三
頁
）

傍
線
部
は
、
玉
撃
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
を
、
自
分
の
手
柄
で
あ
る
よ
う
に
自
負
す
る
僧
の
言
葉
で
あ
る
。
「
源
氏
物
語
』
の
用
例
は
、
表
現
上
の

類
似
で
あ
る
が
、
参
考
に
で
き
る
な
ら
、
「
か
く
た
ゆ
む
世
な
き
御
祈
り
の
」
の
主
体
は
、
成
忠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
用

例
の
よ
う
に
、
他
の
因
果
を
考
え
ず
、
自
分
の
「
祈
り
」
の
み
が
効
を
奏
し
た
と
考
え
る
点
が
、
「
祈
り
」
に
傾
倒
す
る
成
忠
の
様
子
と
重
な
る

の
で
あ
る
。

④
か
ら
、
成
忠
の
道
兼
呪
誼
は
、
明
白
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
呪
誼
を
受
け
て
い
る
の
な
ら
、
道
兼
は
械
な
ど
の
然
る
べ
き
対
処
を
行
う
こ
と



が
必
要
で
あ
っ
た
。

3
で
陰
陽
師
の
勘
申
を
受
け
て
い
る
が
、
も
は
や
「
所
替
え
」
だ
け
で
治
る
段
階
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
登

場
し
た
陰
陽
師
は
、
道
兼
へ
の
呪
誼
を
見
抜
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
占
い
の
結
果
に
し
て
も
「
御
よ
ろ
こ
び
」
の
前
兆
だ
と
し
た

3
で
の
勘
申
か
ら
み

り
、
意
見
が
二
疋
せ
ず
、
道
兼
は
不
審
を
露
わ
に
し
て
い
る
。
こ
の
陰
陽
師
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
が
、

て
、
実
力
者
と
は
言
え
な
い
。
道
兼
が
勘
申
を
依
頼
し
た
陰
陽
師
は
、
呪
誼
に
気
付
け
な
い
程
度
の
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

5 

道
兼
、
相
知
邸
ヘ
所
替
え
（
一
二
三
頁
）

「
か
く
た
ゆ
む
世
な
き
御
祈
り
の
験
に
や
」
と
も
の
恐
ろ
し
げ
に
申
し
思
ひ
た
れ
ば
、
一
粟
田
殿
四
月
つ
ご
も
り
に
ほ
か
へ
山
眠
ら
せ
た
ま
ふ
。

そ
れ
は
出
雲
前
司
相
如
と
い
ひ
け
る
人
の
、
年
ご
ろ
か
う
の
の
し
ら
せ
た
ま
ふ
関
白
殿
に
も
参
ら
で
、
た
だ
こ
の
殿
を
い
み
じ
き
も
の

に
頼
み
き
こ
え
さ
せ
つ
る
も
の
の
家
な
り
。

5
は
、
④
と
重
複
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
成
忠
側
と
道
兼
側
と
の
動
き
を
区
別
す
る
た
め
に
、
用
例
と
し
て
分
け
た
。
こ
れ
は
3
に
あ
っ
た
陰

陽
師
の
勘
申
に
従
い
、
道
兼
が
所
替
え
を
し
た
記
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
効
果
は
表
れ
ず
、
道
兼
は
「
御
心
地
は
な
ほ
こ
こ
に
で
も
例
ざ

ま
に
も
お
は
し
ま
さ
ざ
り
け
り
」
（
二
一
回
頁
）
と
、
回
復
の
兆
し
を
み
せ
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
が
、

3
の
陰
陽
師
の
力
不
足
が
、
道
兼
の
命

取
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
道
兼
は
五
月
二
日
に
関
白
の
宣
旨
を
受
け
る
が
、
病
状
は
悪
化
の
一
途
を
辿
る
ば
か
り
で
あ
る
。

6 

道
兼
の
病
状
悪
化
に
よ
り
、
帰
邸
。
そ
の
後
、
亮
去
（
一
一
一
五
1
七
頁
）

か
か
る
ほ
ど
に
、
関
白
殿
、
御
心
地
な
ほ
あ
や
し
う
思
さ
る
れ
ば
、
御
風
に
ゃ
な
ど
思
し
て
、
朴
な
ど
ま
ゐ
ら
す
れ
ど
、
さ
ら
に
お
こ

た
ら
せ
た
ま
は
ず
、
起
き
臥
し
や
す
か
ら
ず
息
さ
れ
た
り
。
（
略
）

五
月
四
五
日
に
な
れ
ば
、
関
白
殿
の
御
心
地
ま
め
や
か
に
苦
し
う
思

さ
る
れ
ど
、
ぬ
る
ま
せ
た
ま
ひ
た
れ
ば
、
え
と
も
か
う
も
せ
さ
せ
た
ま
は
ず
、
御
読
経
、
御
諭
経
な
ど
た
だ
今
あ
る
べ
き
な
ら
ず
、
事

の
は
じ
め
な
れ
ば
い
ま
い
ま
し
う
息
さ
れ
て
、
せ
め
て
つ
れ
な
う
も
て
な
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
起
き
臥
し
わ
が
御
身
ひ
と
つ
苦
し
げ
な
り
。

（略）

か
く
て
こ
の
御
心
地
ま
さ
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
今
は
と
あ
り
と
も
か
か
り
と
も
と
て
、

つ
い
た
ち
六
日
の
夜
中
に
ぞ
二
条
殿
に

帰
ら
せ
た
ま
ふ
。
（
略
）
同
じ
日
（
U
八
日
）

の
未
の
時
ば
か
り
に
あ
さ
ま
し
う
な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。

『
栄
花
物
語
」
の
高
階
成
忠
の
「
祈
り
」
考

四
五



四
六

⑦ 

道
兼
の
死
を
喜
ぶ
伊
周
と
成
忠
（
一
二
九
頁
）

か
の
内
大
臣
に
は
、
あ
さ
ま
し
う
を
こ
が
ま
し
か
り
つ
る
御
有
様
の
推
し
移
り
た
り
し
ほ
ど
を
、
人
笑
は
れ
に
い
み
じ
う
ね
た
げ
な
り

二
位
の
新
発
意
祈
り
た
ゆ
ま
ず
、
い
と
ど
し
う
、

つ
る
に
、
後
は
知
ら
ず
、
ほ
ど
な
う
世
を
見
あ
は
せ
っ
る
か
な
と
、
う
れ
し
う
て
、

さ
り
と
も
さ
り
と
も
と
思
ふ
べ
し
。
げ
に
さ
も
あ
り
ぬ
ぺ
き
御
有
村
の
た
め
し
を
と
思
ふ
ぞ
、
げ
に
公
腹
だ
た
れ
け
る
。

6
は
道
兼
の
病
状
が
悪
化
し
、

つ
い
に
死
に
至
る
ま
で
を
語
っ
て
い
る
。
道
兼
の
莞
去
を
、
成
忠
ら
は
⑦
傍
線
部
「
ほ
ど
な
う
世
を
見
あ
は
せ

つ
る
か
な
と
、
う
れ
し
う
」
と
、
祈
り
の
効
果
が
意
外
と
早
く
表
れ
た
も
の
だ
と
喜
ん
で
い
る
。
道
兼
の
死
を
、
祈
り
の
効
果
で
あ
る
と
喜
ぶ

様
子
は
、
そ
の
祈
り
が
呪
誼
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
語
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

⑦
二
重
線
部
「
御
有
様
の
た
め
し
」
と
は
、
新
全
集
で
は
「
道
兼
が
関
白
と
な
り
、
伊
周
は
執
政
の
地
位
か
ら
す
べ
り
落
ち
た
が
、
道
兼
の

莞
去
に
よ
っ
て
再
度
執
政
と
な
る
好
機
が
到
来
し
た
こ
と
を
指
す
。
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
、
成
忠
は
、
伊
周
の
執
政
と
な
る
べ
き
宿
運
の
強
さ

を
確
認
す
る
」
（
一
二
九
頁
頭
注
）
と
し
て
い
る
。
成
忠
も
伊
周
も
、
以
前
の
執
政
が
、
道
隆
の
病
中
と
い
う
期
限
付
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
無
視

し
て
お
り
、
道
兼
が
退
却
す
れ
ば
、
次
こ
そ
は
必
ず
伊
周
に
執
権
が
下
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
栄
花
物
語
』
は
、
道
兼
の
病
状
を
伝
え
る
記
事
に
、
伊
周
と
成
忠
ら
の
「
祈
る
」
様
子
を
織
り
交
ぜ
て
い
る
。
あ
た
か
も

道
兼
の
病
と
死
が
、
成
忠
の
呪
誼
の
効
験
で
あ
る
よ
う
に
語
る
の
で
あ
る
。

道
兼
の
死
は
、
成
忠
の
呪
誼
行
為
と
政
権
に
対
す
る
異
常
な
ま
で
の
執
念
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
た
。
成
忠
は
、
政
治
家
と
し
て
の
伊
周

の
力
不
足
を
認
識
し
た
か
ら
こ
そ
（
第
四
章
後
述
）
、
政
敵
排
除
の
た
め
に
呪
誼
行
為
へ
と
及
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
成
忠
は
、
『
栄
花
物
語
』
に

お
い
て
、
あ
く
ま
で
も
伊
周
を
支
援
す
る
者
と
し
て
「
祈
り
」
を
し
続
け
る
が
、
そ
の
行
為
は
政
敵
へ
の
呪
誼
に
ま
で
展
開
し
て
い
っ
た
。
成

忠
が
、
そ
こ
ま
で
躍
起
に
な
る
の
は
、
伊
周
支
援
の
み
な
ら
ず
、
高
階
家
の
在
り
方
と
も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
次

章
以
降
で
は
、
道
兼
亡
き
後
、
伊
周
の
政
敵
と
な
っ
た
道
長
へ
の
呪
誼
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
成
忠
の
「
祈
り
」
の
意
味
を
、
古
同
階
家
の
在
り

方
と
絡
め
て
問
う
て
い
き
た
い
。



道
長
へ
の
呪
誼

道
兼
亮
去
後
、
成
忠
の
「
祈
り
」
の
矛
先
は
道
長
へ
向
く
こ
と
に
な
る
。
道
長
執
権
後
の
成
忠
の
様
子
は
、
『
栄
花
物
語
』
に
次
の
よ
う
に
語

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
の

B
「
伊
周
支
援
の
祈
り
」
の
う
ち
、
道
長
へ
の
呪
誼
に
あ
た
る
用
例
で
あ
る
。

こ
の
粟
田
殿
の
御
事
の
後
よ
り
、
五
月
十
一
日
に
ぞ
、
「
左
大
将
天
下
及
、
ぴ
百
官
施
行
」
と
い
ふ
宣
旨
下
り
て
、
今
は
関
白
殿
と
聞
え
さ

せ
て
、
ま
た
並
ぶ
人
な
き
御
有
様
な
り
。
女
院
も
昔
よ
り
御
心
ざ
し
と
り
わ
き
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
り
し
こ
と
な
れ
ば
、
年
ご
ろ
の
本
意

な
り
と
思
し
め
し
た
り
。
⑦
こ
の
内
大
臣
殿
は
、
粟
田
殿
の
御
有
様
に
な
ら
ひ
て
、
こ
の
た
び
も
い
か
が
と
思
す
ぞ
、
痴
な
り
け
る
。
さ

り
と
も
と
頼
も
し
う
て
、
＠
二
位
の
御
祈
り
た
ゆ
ま
ぬ
さ
ま
な
り
。
＠
世
の
中
さ
な
が
ら
推
し
移
り
に
た
り
。
内
大
臣
殿
世
の
中
を
い
み

じ
う
思
し
嘆
き
け
れ
ば
、
＠
御
叔
父
ど
も
や
二
位
な
ど
、
「
何
か
思
す
。
今
は
た
だ
御
命
を
思
せ
。
た
だ
七
八
日
に
て
や
み
た
ま
ふ
人
は
な

く
や
は
。
命
だ
に
保
た
せ
た
ま
は
ば
、
何
ご
と
を
か
御
覧
ぜ
ざ
ら
ん
。
い
で
あ
な
痴
や
。
老
法
師
世
に
は
べ
ら
ん
か
ぎ
り
は
」
と
、
頼
も

し
げ
に
聞
ゆ
れ
ば
、

さ
り
と
も
と
思
す
ベ
し
。

⑥
大
将
殿
は
、
六
月
十
九
日
に
右
大
臣
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。

（
巻
四
、
一
一
一
一
一

1
一五只）

＠
の
よ
う
に
、
成
忠
は
伊
周
の
執
政
を
願
っ
て
「
祈
り
」
を
継
続
し
て
い
る
。
成
忠
の
「
祈
り
」
に
か
け
る
伊
周
の
思
い
は
、
⑦
「
栗
田
殿
の

御
有
様
に
な
ら
ひ
て
、
こ
の
た
び
も
い
か
が
と
思
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
道
長
の
失
墜
を
願
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
道
兼
の
場
合
と
異

な
る
の
は
、
成
忠
の
「
祈
り
」
が
続
い
て
い
な
が
ら
も
、
道
長
は
ど
ん
ど
ん
昇
進
し
て
い
っ
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
＠
「
二
位
の
御
祈
り
た
ゆ

ま
ぬ
さ
ま
」
で
あ
っ
て
も
、
＠
「
世
の
中
さ
な
が
ら
推
し
移
り
に
た
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
成
忠
の
「
祈
り
」
は
影
響
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
。

＠
で
も
「
老
法
師
世
に
は
べ
ら
ん
か
ぎ
り
は
」
と
頼
も
し
げ
で
あ
る
が
、
や
は
り
道
長
失
墜
へ
の
「
祈
り
」
は
届
か
ず
、
⑥
の
よ
う
に
道
長
は

右
大
臣
へ
と
昇
進
し
た
。
す
な
わ
ち
、
道
長
に
対
す
る
成
忠
の
呪
誼
は
、
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
栄
花
物
語
』
の
高
階
成
忠
の
「
祈
り
」
考

四
七



四
｝＼ 

道
長
に
対
す
る
成
忠
の
呪
誼
は
『
栄
花
物
語
』
の
中
だ
け
の
話
で
は
な
い
。
史
実
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
先
の
『
栄
花
物
語
』
に
語
ら
れ
た

部
分
か
ら
、
約
二
ヶ
月
後
の
記
事
で
あ
る
。

f晶
一
家
o

事
之
主
因
所
為
者
。

道
長
へ
の
呪
誼
が
発
覚
し
た
記
事
で
、
呪
誼
を
行
う
陰
陽
師
と
法
師
が
、
高
二
位
（
成
忠
）
の
自
宅
に
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
事
件
は
、
内

呪
誼
右
大
臣
（
道
長
）
之
陰
陽
師
法
師
。

（
「
百
錬
抄
』
長
徳
元
年
八
月
十
日
条
）

府
伊
周
の
企
み
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
成
忠
と
伊
周
が
道
長
に
呪
誼
を
企
て
た
の
は
、
道
長
を
滅
ぼ
し
、
伊
周
を
執
政
に
就
か
せ
る
た
め
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
⑦
の
「
こ
の
内
大
臣
殿
は
、
粟
田
殿
の
御
有
様
に
な
ら
ひ
て
、
こ
の
た
び
も
い
か
が
と
思
す
」
と
い
う
思
い
が
、
ま
だ
根

底
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

『
栄
花
物
語
』

で
は
、
傍
線
③
＠
の
よ
う
に
、
成
忠
は
、
伊
周
を
執
政
に
就
か
せ
よ
う
と
「
祈
り
」
を
行
な
う
わ
け
だ
が
、
史
実
で
は
「
道
長

呪
誼
」
が
明
ら
か
で
あ
る
。
『
栄
花
物
語
』
は
、
成
忠
の
呪
誼
を
「
祈
り
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
長
の
一
件
以
前
に
、
伊
周
の
最
初
の
政
敵
と
な
っ
た
道
兼
に
対
し
て
も
、
繰
り
返
し
、
成
忠
の
「
祈
り
」
が
語
ら
れ
て
い
た
。
詳
し
く
は

前
章
で
見
た
通
り
だ
が
、
『
百
錬
抄
』
に
記
さ
れ
た
道
長
の
一
件
か
ら
遡
っ
て
考
え
る
と
、
道
兼
の
発
病
か
ら
死
に
至
る
背
景
に
語
ら
れ
た
成
忠

の
「
祈
り
」
に
は
、
伊
周
執
政
へ
の
願
い
と
と
も
に
、
道
兼
へ
の
呪
誼
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
、
よ
り
明
確
に
な
る
。

四

成
忠
の

「
祈
り
」

の
意
味

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
成
忠
の
「
祈
り
」
は
、
道
兼
と
道
長
に
対
す
る
呪
誼
で
も
あ
っ
た
。
成
忠
は
伊
周
の
執
政
を
願
い
、
政
敵
に

呪
誼
を
仕
掛
け
た
わ
け
だ
が
、
過
剰
と
も
思
わ
れ
る
「
祈
り
」
を
行
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
成
忠
が
伊
周
の
後
見
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。道

兼
と
道
長
の
後
見
者
は
、
彼
ら
の
姉
で
あ
り
、
ま
た
一
条
帝
の
母
で
あ
る
詮
子
で
あ
っ
た
。
道
兼
の
場
合
は
、
関
白
任
官
に
つ
い
て
「
女



院
（
詮
子
）

の
御
心
提
も
、
粟
田
殿
知
ら
せ
た
ま
ふ
べ
き
御
事
ど
も
あ
り
て
、
そ
の
け
は
ひ
得
た
る
に
ゃ
あ
る
ら
ん
」
（
巻
四

み
は
て
ぬ
夢
、

一
一
一
一
一
頁
）
と
、
詮
子
の
意
向
が
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
道
長
に
対
し
て
は
「
昔
よ
り
御
心
ざ
し
と
り
わ
き
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
り
し
」
（
同
一
一
一
一

二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
詮
子
の
抱
く
思
い
は
格
別
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
道
長
が
執
政
の
座
に
就
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
詮
子
が
、
決
断
を

渋
る
一
条
帝
を
諭
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
『
大
鏡
」
道
長
伝
に
語
ら
れ
て
い
る
。

（
詮
子
は
）
「
い
か
で
か
く
は
思
し
召
し
仰
せ
ら
る
る
ぞ
。
①
大
臣
越
え
ら
れ
た
る
こ
と
だ
に
、

い
と
い
と
ほ
し
く
は
べ
り
し
に
、
父
お

と
ど
の
あ
な
が
ち
に
し
は
べ
り
し
こ
と
な
れ
ば
、
否
、
び
さ
せ
た
ま
は
ず
な
り
に
し
こ
そ
は
ベ
れ
。
粟
田
の
お
と
ど
に
は
せ
さ
せ
た
ま
ひ

て
、
こ
れ
（
道
長
）
に
し
も
は
べ
ら
ざ
ら
む
は
、

い
と
ほ
し
さ
よ
り
も
、
御
た
め
な
ら
む
、

い
と
便
な
く
、
世
の
人
も
言
ひ
な
し
は
ベ

ら
む
」
な
ど
、
②
い
み
じ
う
奏
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
む
つ
か
し
う
や
思
し
召
し
け
む
、
後
に
は
わ
た
ら
せ
た
ま
は
ざ
り
け
り
。

（
「
大
鏡
」
、
三
二
九
i
三
O
頁）

道
長
任
官
に
際
し
、
詮
子
が
意
見
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
傍
線
①
で
は
伊
周
の
任
内
大
臣
を
、
道
隆
の
強
行
で
あ
っ
た
と
し
、
「
粟
田
の

お
と
ど
」
以
下
、
道
兼
を
関
白
に
任
じ
な
が
ら
、
後
任
者
に
道
長
が
選
ば
れ
な
い
の
は
不
条
理
だ
と
訴
え
る
。
そ
の
様
は
、
傍
線
②
「
い
み
じ

う
奏
」
す
、
す
な
わ
ち
強
い
口
調
で
の
訴
え
で
あ
り
、
抗
議
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。

一
条
帝
が
道
兼
や
道
長
の
執
権
を
渋
っ
た
の
は
、
定
子
に
配
慮
し
た
た
め
で
あ
っ
た
、
と
『
大
鏡
」
は
語
る
。
「
帝
、
皇
后
宮
を
ね
ん
ご
ろ
に

と
き
め
か
さ
せ
た
ま
ふ
」
（
『
大
鏡
』
道
長
伝
、
三
二
九
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
定
子
を
寵
愛
す
る
一
条
帝
に
と
っ
て
、
政
権
が
道
隆
の
家
系
か

ら
外
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
皇
后
宮
、
父
お
と
ど
お
は
し
ま
さ
で
、
世
の
中
を
ひ
き
変
は
ら
せ
た
ま
は
む
」
（
同
頁
）
と
い
う
、
定
子
の
後
見

の
格
が
下
が
る
こ
と
に
繋
が
る
か
ら
で
あ
る
。
定
子
の
立
場
と
、
母
詮
子
の
訴
え
と
の
狭
間
で
凌
一
巡
し
た
一
条
帝
が
、
道
兼
、
次
い
で
道
長
へ

宣
旨
を
下
し
た
の
は
、
先
の
『
大
鏡
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
詮
子
の
強
い
働
き
か
け
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
っ
た
。
政
治
的
な
権
力
を
得

ら
れ
る
の
は
、
後
見
者
次
第
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

成
忠
が
、
伊
周
を
執
政
に
就
か
せ
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
「
祈
り
」
続
け
る
の
は
、
実
現
す
れ
ば
中
関
白
家
の
繁
栄
が
再
来
す
る
と
信
じ
た

『
栄
花
物
語
』
の
高
階
成
忠
の
「
祈
り
」
考

四
九



五
O

か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
定
子
と
、

い
ず
れ
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
彼
女
の
子
供
と
の
後
見
を
担
う
伊
周
の
、
政
界
に
お
け
る
強
い
足
場
を
構

え
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。

伊
周
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
人
格
や
容
姿
は
愛
で
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
政
治
的
手
腕
に
か
け
て
は
悪
評
を
下
さ
れ
て
い
る
。
巻
四
に

限
っ
て
み
る
と
、
伊
聞
の
評
価
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

①
こ
の
殿
（
伊
周
）

は
、
御
か
た
ち
も
身
の

L

イ
も
、
こ
の
世
の
上
達
部
に
は
余
り
た
ま
へ
り
と
ま
で
い
は
れ
た
ま
ふ
に
、

ゆ
ゆ
し
き
ま
で

思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
も
こ
と
わ
り
な
り
と
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
。

（二
O
七
頁
）

②
内
大
臣
殿
（
伊
周
）
は
、
た
だ
わ
れ
の
み
よ
ろ
ず
に
ま
つ
り
ご
ち
思
い
た
れ
ど
、

多
か
り
。
大
殿
（
道
隆
）

お
ほ
か
た
の
世
に
、
は
か
な
う
う
ち
傾
き
い
ふ
人
々

の
御
葬
送
、
賀
茂
祭
を
過
ぐ
し
て
あ
る
べ
し
。
そ
の
ほ
ど
も
い
と
を
り
あ
し
う
い
と
ほ
し
げ
な
り
。
か
か
る

御
思
ひ
な
れ
ど
も
、
あ
べ
き
事
ど
も
み
な
思
し
捉
て
、
人
の
衣
袴
の
丈
、
伸
べ
縮
め
制
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
た
だ
今
は
い
と
か
か
ら
で
、

知
ら
ず
顔
に
て
も
、
ま
ず
そ
の
御
忌
の
ほ
ど
は
過
ぐ
さ
せ
た
ま
へ
か
し
と
、
も
ど
か
し
う
聞
え
思
ふ
人
々
あ
る
べ
し
。士

二

oil－一官ハ）

伊
周
は
、
①
の
よ
う
に
、
類
ま
れ
な
素
晴
ら
し
い
資
質
を
備
え
た
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
政
治
面
に
お
い
て
は
、
②
の
よ
う
に
、
執
政

者
と
し
て
の
力
量
不
足
が
示
さ
れ
て
い
る
。
②
は
、
道
隆
の
病
中
に
、
伊
周
が
父
の
仕
事
を
代
行
し
た
時
の
様
子
で
あ
る
が
、
周
囲
か
ら
は
非

難
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
ま
さ
に
失
政
で
あ
っ
た
。
傍
ら
で
見
て
い
た
成
忠
が
、
伊
周
の
執
政
実
現
を
危
ぶ
む
の
も
無
理
は
な
い
。
伊
周
の
、
執

政
者
た
る
手
腕
の
乏
し
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
、
政
権
の
推
移
を
恐
れ
た
成
忠
が
最
後
に
出
た
手
段
は
、
政
敵
を
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
伊
周

を
関
白
に
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
栄
花
物
語
』

で
は
、
成
忠
の
行
為
を
「
呪
誼
」
と
表
現
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、
道
兼
の
病
悩
や
死
を
「
祈

り
」
の
効
験
と
捉
え
て
喜
ぶ
様
子
を
描
写
し
て
い
る
。
道
長
に
政
権
が
移
っ
た
時
も
、
成
忠
は
、
同
様
に
失
墜
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
祈
り
続

け
て
い
る
。
成
忠
の
「
祈
り
」
は
、
伊
周
の
政
敵
に
対
す
る
呪
誼
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
被
祈
願
者
の
成
功
や
幸
福
が
、
他
者
の
失
墜
に
よ
っ



て
得
ら
れ
る
時
、
祈
願
者
の
行
為
は
第
三
者
に
対
す
る
呪
誼
と
も
な
る
。
成
忠
の
「
祈
り
」
は
、
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

成
忠
の
「
祈
り
」
が
呪
誼
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
は
、
『
栄
花
物
語
」
の
記
述
内
容
か
ら
推
察
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の

と
し
て
、
成
忠
の
人
物
評
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・
才
深
う
、
人
に
わ
づ
ら
は
し
と
お
ぼ
え
た
る
人

一
回
二
頁
）

の
御
父
主
（
成
忠
）
、
二
位
に
な
さ
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
高
二
位
と
ぞ
世
に
は
言
ふ
め
る
、
年
老
い
た
る
人
の
、
才
か
ぎ

（巻一一一

さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
、

・
北
の
方
（
貴
子
）

り
な
き
が
、
心
ざ
ま
い
と
な
べ
て
な
ら
ず
む
く
つ
け
く
、
か
し
こ
き
人
に
思
は
れ
た
り
。

（巻一一一

さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
、

一
七
五
1
六
頁
）

右
の
人
物
評
は
、
成
忠
の
「
祈
り
」
が
語
ら
れ
る
以
前
に
置
か
れ
て
い
る
。
巻
四
で
の
呪
誼
行
為
が
未
然
の
う
ち
か
ら
、
彼
の
異
様
さ
を
匂
わ

せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
成
忠
の
「
祈
り
」
に
、
呪
誼
の
一
面
を
認
め
る
こ
と
で
、
右
の
人
物
評
は
納
得
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
人
物
評
は
、

成
忠
の
「
祈
り
」
が
、
伊
周
昇
進
へ
の
願
い
と
、
政
敵
排
除
の
た
め
の
呪
誼
と
に
関
わ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
の
伏
線
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

成
忠
は
、
伊
周
の
後
見
と
し
て
の
務
め
を
、
「
祈
り
」
に
よ
っ
て
果
た
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
様
子
も
、
事
前
に
掲
げ
ら
れ
る
人
物
評

を
念
頭
に
置
く
こ
と
で
、
異
様
な
行
為
と
し
て
映
る
。
政
権
争
い
は
、
伊
周
、
道
兼
、
道
長
ら
の
闘
い
で
あ
る
一
方
で
、
後
見
者
た
る
成
忠
と

詮
子
と
の
闘
い
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
成
忠
を
伊
周
の
後
見
者
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
忠
と
詮
子
の
暗
黙
の
闘
い
が
浮
上
す
る
わ
け
で
、

巻
五
「
浦
々
の
別
」
に
お
い
て
伊
周
ら
が
配
流
さ
れ
る
理
由
に
「
帝
の
母
后
を
呪
は
せ
た
て
ま
つ
り
た
る
罪
」
（
二
四
一
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
こ

と
も
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
見
方
と
し
て
、
成
忠
は
伊
周
に
、
高
階
家
の
命
運
を
か
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
成
忠
は
、
中
関
白
家
の
隆

盛
に
、
高
階
家
繁
栄
の
好
機
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
成
忠
の
昇
進
理
由
か
ら
窺
え
る
こ
と
で
あ
る
。

勅
目
。
高
階
真
人
成
忠
依
為
皇
后
外
祖
。
殊
有
恩
。
宜
為
従
二
位
。
又
後
日
改
真
人
為
朝
臣
。
（
『
扶
桑
略
記
』
正
暦
二
年
七
月
一

O
日
条
）

『
栄
花
物
語
』
の
高
階
成
忠
の
「
祈
り
」
考

五



五

正
暦
二
年
は
、
道
隆
が
摂
政
で
あ
り
、
中
閉
日
家
隆
盛
の
真
つ
只
中
で
あ
っ
た
。
成
忠
は
、
皇
后
定
子
の
外
祖
父
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
昇

進
し
て
い
る
。
『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
前
年
の
成
忠
は
非
参
議
従
三
位
で
あ
る
か
ら
、
二
階
昇
進
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
関

白
家
の
勢
力
が
こ
の
ま
ま
続
け
ば
、
高
階
家
も
権
力
を
持
ち
得
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
道
隆
亡
き
後
も
中
関
白
家
の
権
力
を
衰

退
さ
せ
な
い
た
め
に
、
伊
周
を
支
援
し
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
成
忠
の
「
祈
り
」
が
功
を
奏
し
て
、
伊
周
に
関
白
の
宣
旨
が
下
っ
た
な

ら
ば
、
道
隆
亡
き
後
も
、
高
階
家
の
繁
栄
は
保
た
れ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
伊
周
は
政
治
力
に
劣
る
人

物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
高
階
家
の
繁
栄
を
目
す
る
成
忠
の
「
祈
り
」
は
常
軌
を
逸
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
成
忠
の
家
系
を
遡
る
と
、
在
原
業
平
と
斎
宮
悟
子
内
親
王
と
の
聞
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
男
児
（
後
に
師
尚
と
命
名
）
を
、
茂
範
が

養
子
に
引
き
取
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
以
降
、
高
階
家
は
伊
勢
神
宮
へ
の
参
拝
の
自
粛
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
師
尚
の
出
生

に
関
す
る
確
証
的
な
史
料
は
な
い
が
、
「
権
記
』
（
増
補
史
料
大
成
）
に
は
、

一
条
帝
譲
位
に
あ
た
り
、
業
平
と
括
子
内
親
王
の
密
通
を
事
実
で

あ
る
と
認
識
し
、
そ
れ
を
理
由
に
敦
康
親
王
へ
の
譲
位
を
阻
ん
だ
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

但
故
皇
后
宮
（
定
子
）
外
戚
世
間
氏
（
高
階
氏
）
之
先
、
依
斎
宮
事
為
其
後
胤
之
者
、
皆
以
不
和
也
、
今
為
皇
子
非
無
所
怖
、
能
可
被
祈
謝

太

神

宮

也

（

「

権

記

』

寛

弘

八

年

五

月

二

七

日

条

）

敦
康
親
王
は
、
高
階
師
尚
の
子
孫
で
あ
る
成
忠
と
貴
子
を
、
祖
父
・
母
に
も
つ
定
子
の
生
ん
だ
皇
子
で
あ
る
が
た
め
、
帝
位
に
就
く
べ
き
で
は

な
い
と
、
行
成
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
間
自
家
か
ら
東
宮
を
輩
出
す
る
と
い
う
千
載
一
遇
の
好
機
を
逃
し
た
の
は
、
実
際
は
後
ろ
盾
の

問
題
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
皮
肉
に
も
、
敦
康
親
王
が
高
階
家
の
血
を
引
い
て
い
る
こ
と
を
原
因
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

成
忠
は
、
伊
周
に
権
力
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、
将
来
的
に
敦
康
親
王
の
後
ろ
盾
を
務
め
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
成
忠
の
「
祈

り
」
は
届
か
ず
、
伊
周
が
執
権
を
逃
し
た
こ
と
で
、

い
ざ
譲
位
と
な
っ
た
時
に
、
高
階
家
の
過
去
を
取
り
沙
汰
さ
れ
、
敦
康
親
王
立
坊
が
危
倶

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
成
忠
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
も
見
据
え
て
、
伊
周
へ
の
執
権
を
強
く
「
祈
り
」
続
け
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。



五

そ
の
後
の
高
階
家

巻
四
に
語
ら
れ
た
成
忠
の
「
祈
り
」
以
後
、
巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
お
い
て
、
高
階
家
の
呪
誼
事
件
が
発
覚
す
る
。
事
件
は
敦
成
親
王
呪
誼

で
あ
る
。
道
長
に
よ
り
、
成
忠
男
明
順
が
、
容
疑
者
に
浮
上
す
る
。
事
件
に
関
す
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

の
わ
た
り
よ
り
、
若
宮
（
敦
成
親
王
）
を
う
た
て
申
し
思
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
の
こ
と
、
こ
の
ご
ろ
出

で
来
て
、
い
と
聞
き
に
く
き
こ
と
多
か
る
べ
し
。
ま
こ
と
に
し
も
あ
ら
ざ
ら
め
ど
、
そ
れ
に
つ
け
て
え
も
け
し
か
ら
ぬ
事
ど
も
出
で
来
て
、

か
か
る
ほ
ど
に
①
帥
殿
（
伊
周
）

帥
殿
い
と
ど
世
の
中
す
ず
ろ
は
し
う
思
し
嘆
き
け
り
。

②
「
明
順
が
知
る
こ
と
な
り
」
な
ど
、
大
殿
（
道
長
）
に
も
召
し
て
仰
せ
ら
れ
て
、
「
か
く
あ
る
ま
じ
き
心
な
持
た
り
そ
。
か
く
幼
う
お

は
し
ま
す
と
も
、
さ
べ
う
て
生
れ
た
ま
へ
ら
ば
、
四
天
王
守
り
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
ら
ん
。
た
だ
の
わ
れ
ら
だ
に
、
人
の
悪
し
う
す
る
に

は
も
は
ら
死
な
ぬ
わ
ざ
な
り
。
い
は
ん
や
、
お
ぼ
ろ
け
の
御
果
報
に
て
こ
そ
人
の
言
ひ
思
は
ん
こ
と
に
よ
ら
せ
た
ま
は
め
、
ま
う
と
た
ち

は
、
か
く
て
は
天
の
責
を
か
ぶ
り
な
ん
。
わ
れ
と
も
か
く
も
言
ふ
べ
き
こ
と
な
ら
ず
」
と
ば
か
り
、
御
前
に
召
し
て
の
た
ま
は
せ
け
る
に
、

う
な
り
て
、
五
六
日
ば
か
り
あ
り
て
死
に
け
り
。

い
と
い
み
じ
う
恐
ろ
し
う
か
た
じ
け
な
し
と
、
畏
ま
り
て
、
と
も
か
く
も
え
述
べ
申
さ
で
ま
か
で
に
け
り
。
③
そ
の
後
や
が
て
心
地
悪
し

は
つ
は
な
、
四
三
八
1
九
頁
）

（
巻
八

事
件
は
、
①
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
伊
周
周
辺
か
ら
起
こ
っ
た
敦
成
親
王
呪
誼
で
あ
る
。
「
帥
殿
の
わ
た
り
」
で
出
来
し
た
事
件
で
あ
る
が
、
道

長
は
②
「
明
順
が
知
る
こ
と
な
り
」
と
し
て
、
容
疑
者
を
断
定
し
て
い
る
。
明
順
は
、
成
忠
の
息
子
で
あ
り
、
伊
周
に
と
っ
て
は
叔
父
に
あ
た

る
。
こ
の
事
件
が
起
こ
っ
た
の
は
、
寛
弘
六
（
一

O
O
九
）
年
で
あ
り
、
成
忠
は
既
に
長
徳
四
（
九
九
八
）
年
に
没
し
て
い
る
。
成
忠
の
役
目

を
明
順
が
引
き
継
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
「
帥
殿
の
わ
た
り
」
で
呪
誼
を
起
こ
す
よ
う
な
人
物
と
し
て
、
道
長
は
明
順
に
思
い
至
つ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
栄
花
物
語
』
の
高
階
成
忠
の
「
祈
り
」
考

五



五
四

道
長
が
容
疑
者
を
明
順
だ
と
し
た
根
拠
は
、
か
つ
て
の
成
忠
の
行
動
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
栄
花
物
語
』
で
は

成
忠
の
「
祈
り
」
を
呪
誼
と
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
、
『
百
錬
抄
』
長
徳
元
年
八
月
十
日
条
に
み
ら
れ
た
通
り
、
成
忠
の
呪
誼
は
実
際
に
行
な
わ

れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
巻
五
で
伊
周
ら
が
配
流
さ
れ
た
時
、
そ
の
宣
命
に
、
詮
子
呪
誼
も
挙
が
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
前
科
が
あ
る
ゆ

ぇ
、
道
長
側
へ
の
呪
誼
と
い
え
ば
、
伊
周
や
、
彼
を
支
え
る
高
階
家
が
、
真
っ
先
に
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
成
忠
の
「
祈
り
」
は
、

明
順
へ
の
呪
誼
容
疑
に
ま
で
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
先
の
呪
誼
事
件
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
日
本
紀
略
』
や
『
政
事
要
略
』
に
よ
る
と
、
呪
誼
者
は
明
順
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
事
件
に

つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。

「
日
本
紀
略
』
寛
弘
六
年
正
月
三
十
日
条

奉
呪
誼
中
宮
（
彰
子
）
並
第
二
親
王
（
敦
成
親
王
）
厭
物
出
来

・
「
日
本
紀
略
」
同
年
二
月
五
日
条

東
宮
博
藤
原
道
綱
卿
、
奉
勅
召
大
外
記
滋
野
善
言
、
仰
令
明
法
博
士
勘
申
奉
呪
誼
中
宮
並
第
二
皇
子
之
者
、
佐
伯
公
行
朝
臣
妻
高
階

光
子
並
民
部
大
輔
源
方
理
並
妻
源
氏
、
其
父
為
文
朝
臣
等
罪
名
、
先
之
去
月
三
十
日
厭
物
等
出
来
云
々

事
件
は
中
宮
彰
子
と
敦
成
親
王
を
呪
誼
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
罪
人
に
、
傍
線
で
示
し
た
四
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
政
事
要
略
』
（
七
十

札
弾
雑
事
十

畢
毒
厭
魅
及
亙
硯
等
事
）
に
よ
る
と
、
先
の
四
名
の
命
令
に
よ
り
「
奉
令
僧
円
能
呪
誼
皇
后
並
厭
魅
敦
成
親
王
、
左
大
臣
（
道

長
）
也
」
と
あ
り
、
円
能
と
い
う
僧
が
呪
誼
を
実
行
し
た
こ
と
と
共
に
、
道
長
も
呪
誼
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
『
政
事
要
略
』
に
は

円
能
か
ら
の
事
情
聴
取
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
事
件
の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
罪
人

の
一
人
、
高
階
光
子
で
あ
る
。
光
子
は
、
成
忠
の
娘
で
あ
る
。
成
忠
の
「
祈
り
」
す
な
わ
ち
呪
誼
は
、
娘
光
子
に
継
承
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
高
階
成
忠
の
家
系
の
異
様
さ
を
、
こ
こ
に
改
め
て
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
巻
八
「
は
つ
は
な
」
の
呪
担
事
件
に
お
い
て
は
、
明
順
の
呪
誼
容
疑
が
断
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
成
忠
の
呪



誼
は
、
「
祈
り
」
の
記
事
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
結
果
的
な
事
象
と
し
て
分
か
る
も
の
で
あ
り
暗
示
的
で
あ
る
。
両
者
の
表
現
の
違
い
を
含
め
て

比
較
す
る
こ
と
は
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
今
後
考
え
て
い
き
た
い
。

お
わ
り
に

以
上
、
従
来
あ
ま
り
目
を
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
高
階
成
忠
に
注
目
し
、
彼
の
「
祈
り
L

に
呪
誼
の
一
面
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
そ
の
意
味
を
考
え
て
き
た
。
成
忠
の
「
祈
り
」
は
、
伊
周
の
執
権
を
願
う
一
方
で
、
道
兼
と
道
長
と
へ
の
呪
誼
と
し
て
、
『
栄
花
物
語
』
に

語
ら
れ
て
い
た
。
伊
周
と
成
忠
の
、
執
効
な
ま
で
の
政
権
へ
の
執
着
ぶ
り
が
、
政
敵
へ
の
呪
誼
と
し
て
表
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
道
兼
の
死
は
、
道
長
栄
花
を
語
る
伏
線
と
し
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。
第
三
章
で
見
た
よ
う
に
、
道
長
も
成
忠
の
呪
誼
を
受
け
て
い

た
わ
け
だ
が
、
道
兼
の
よ
う
に
病
死
し
た
り
は
せ
ず
、
す
ん
な
り
昇
進
し
て
い
く
。
呪
誼
の
力
も
及
ば
な
い
道
長
は
、
ま
さ
に
栄
花
を
極
め
る

の
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
し
て
、
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
呪
誼
は
、
受
け
る
側
に
少
し
で
も
心
当
た
り
が
あ
れ
ば
成
立
す
る
。
時
代
は

下
る
が
、
『
安
斎
閲
筆
』
（
新
訂
増
補
故
実
叢
書
）
「
呪
誼
験
」
項
に
「
（
呪
誼
の
験
に
）
悩
ま
さ
る
〉
人
は
彼
れ
が
我
れ
を
さ
ぞ
恨
む
べ
し
憤
る

べ
し
と
思
ふ
心
の
虚
あ
る
が
故
に
彼
の
邪
気
に
か
ぶ
る
な
り
」
と
説
か
れ
る
如
く
で
あ
る
。
道
長
に
呪
誼
が
か
か
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
、
道

長
に
や
ま
し
い
点
が
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
栄
花
を
極
め
て
い
く
道
長
の
、

一
点
の
曇
り
も
な
い
人
格
を
表
す
た
め
で
あ

る
。
呪
誼
を
受
け
た
道
兼
と
、
受
け
ず
に
済
ん
だ
道
長
と
が
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
長
が
栄
花
を
極
め
る
に
値
す
る
人
物
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
中
関
白
家
の
凋
落
は
、
道
長
へ
の
政
権
推
移
を
待
た
ず
と
も
、
成
忠
が
呪
誼
を
始
め
た
時
点
に
お
い
て
決
定
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

ぅ
。
現
実
的
な
手
立
て
で
は
、
政
敵
に
た
ち
う
ち
で
き
な
い
こ
と
を
明
白
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
成
忠
は
、
伊
周
の
政
治
家
と
し
て
の
力

不
足
を
認
識
し
だ
か
ら
こ
そ
、
呪
誼
の
力
に
よ
っ
て
、
政
敵
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
た
。
も
し
、
伊
周
が
政
治
的
手
腕
に
長
け
て
い
た
な
ら
、
成
忠

「
栄
花
物
語
」
の
高
階
成
忠
の
「
祈
り
」
考

五
五



五
六

の
「
祈
り
」
は
、
伊
周
の
栄
進
を
願
う
の
み
で
満
た
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
ろ
う
。
成
忠
の
「
祈
り
」
は
、
政
敵
へ
の
呪
誼
を
含
む
こ
と
で
、

伊
周
の
政
治
力
の
な
さ
を
強
調
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
祈
り
」
に
望
み
を
か
け
る
よ
う
な
他
力
本
願
の
伊
周

に
は
、
政
治
は
務
ま
ら
な
い
。
成
忠
の
「
祈
り
」
を
通
し
て
、
伊
周
が
政
界
の
頂
点
に
は
不
向
き
で
あ
る
こ
と
を
も
、
示
唆
的
に
語
っ
た
の
で

あ
る
。さ

ら
に
、
成
忠
の
「
祈
り
」
は
、
伊
周
支
援
の
み
に
集
約
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
高
階
家
の
命
運
を
も
背
負
う
も
の
で
あ
っ
た
。
伊
周
が
権

力
を
得
れ
ば
、
便
乗
し
て
、
高
階
家
一
族
も
繁
栄
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
中
関
白
家
の
繁
栄
に
、
高
階
家
の
命
運
を
か
け

た
成
忠
の
思
い
が
、
過
剰
な
ま
で
の
執
念
と
し
て
表
れ
、
結
果
的
に
政
敵
へ
の
呪
誼
と
も
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

成
忠
の
「
祈
り
」
は
、
中
関
自
家
が
政
治
上
の
実
権
を
失
っ
て
凋
落
す
る
ま
で
に
、
集
中
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
成
忠
の
「
祈
り
」
に
呪
誼

の
一
面
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
忠
の
役
割
が
具
体
化
さ
れ
、
道
隆
亡
き
後
の
政
権
推
移
の
語
り
に
内
包
さ
れ
る
意
味
を
一
層
深
い
も
の

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

（
1
）
藤
本
勝
義
氏
「
栄
花
物
語
と
怪
異
」
（
『
歴
史
物
語
講
雌
」
第
二
巻
所
収
、
風
間
書
房
、
一
九
九
七
年
五
月
）

倉
本
三
宏
氏
「
藤
原
伊
周
の
栄
花
と
没
落
」
（
『
摂
関
政
治
と
王
朝
貴
族
』
第
五
章
、
古
川
弘
文
館
、
二
0
0
0
年
七
月
）

（
2
）
ウ
か
ら
オ
の
用
例
に
つ
い
て
、
「
祈
り
」
の
対
象
を
示
し
て
お
く
。

ウ
立
太
子
祈
願
（
六
例
）
・
：
居
貞
親
王
（
巻
二
・
九
六
頁
）
、
懐
仁
親
王
（
巻
一
一
－
一
一
六
貞
、
一
一
七
頁
に
二
例
、

頁
）
、
敦
康
親
王
（
巻
六
・
三
O
七
頁
）

：
・
懐
仁
親
王
（
巻
二
・
一

O
五
員
）
、
禎
子
内
親
王
（
巻
一

J

・
一
‘
一
八
頁
、
巻
一
六
・
二
四
一
頁
）
。

た
だ
し
、
禎
子
内
親
王
の
後
者
の
用
例
は
、
初
子
皇
太
后
宮
を
も
対
象
と
し
て
い
る
。

・
・
恢
子
（
巻
二
・
一
二
六
頁
）
、
彰
子
（
巻
六
・
三
O

二
良
に
二
例
）

｝＼ 

1二

親
王
・
内
親
王
の
成
長
の
祈
願
（
三
例

オ

入
内
し
た
姫
君
の
幸
せ
へ
の
祈
願
（
三
例



ま
た
、
ヵ
「
そ
の
他
」
（
三
二
例
）
は
、
用
例
数
の
少
な
い
も
の
の
集
合
で
、
長
寿
祈
願
、
晴
天
祈
願
や
無
病
息
災
祈
願
な
ど
で
あ
る
。
な
お
「
祈
り
の

僧
」
と
い
っ
た
人
物
呼
称
ゃ
、
「
祈
り
の
験
L

な
ど
の
言
葉
も
用
例
に
数
え
て
あ
る
。

（3
）
藤
本
一
恵
氏
「
高
階
成
忠
女
考
」
（
『
女
子
大
国
文
』
お
、
一
九
六
四
年
十
月
）

（4
）
松
園
宣
郎
氏
「
中
関
白
家
二
・
三
の
こ
と
ー
そ
の
失
脚
と
高
二
位
を
中
心
に
｜
」
（
『
文
学
論
藻
』
羽
、
一
九
七
四
年
二
一
月
）

（5
）
『
百
錬
抄
」
に
記
録
さ
れ
た
八
名
の
莞
去
日
を
、
『
公
卿
補
任
」
（
国
史
大
系
）
よ
り
年
次
順
に
列
挙
す
る
。

藤
原
道
隆
（
関
白
、
正
二
位
。
四
月
十
日
豪
去
。
四
三
歳
）
、
関
岡
岡
国
（
関
白
、
正
二
位
。
五
月
八
日
莞
去
。
三
五
歳
）
、
源
重
信
（
左
大
臣
、
正

二
位
。
五
月
八
日
恵
国
去
。
七
四
歳
）
、
藤
原
朝
光
（
大
納
言
、
正
二
位
。
三
月
二
十
日
亮
去
。
四
五
歳
）
、
藤
原
済
時
（
大
納
言
、
正
二
位
。
四
月
二

三
日
莞
去
。
五
五
歳
）
、
藤
原
道
頼
（
大
納
言
、
正
三
位
。
六
月
二
日
菟
去
。
二
五
歳
）
、
源
保
光
（
中
納
言
、
正
三
位
。
五
月
九
日
義
去
。
七
二

歳
）
、
源
伊
捗
（
中
納
言
、
正
三
位
。
五
月
二
五
日
莞
去
。
没
年
齢
不
明
）

お
よ
そ
一
一
一
ヶ
月
と
い
う
短
期
間
で
、
老
若
問
わ
ず
、
八
人
も
の
八
ム
卿
が
立
て
続
け
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
疫
病
の
猛
威
を
物
語
る
も
の
と
な
ろ
う
。
ま
た

『
日
本
一
記
略
』
で
は
、
道
隆
は
十
一
日
、
済
時
は
二
四
日
、
と
さ
れ
て
お
り
、
『
公
卿
補
任
』
で
の
記
録
と
異
な
る
。
伊
捗
は
、
『
八
ム
卿
補
任
」
に
「
五
月

廿
五
〔
廿
二
く
傍
〕
日
亮
」
と
あ
る
が
、
『
日
本
記
略
』
に
二
二
日
に
亮
じ
た
と
の
記
録
が
あ
る
の
で
、
一
一
一
一
日
亮
去
と
、
ほ
ほ
確
定
で
き
る
。

（6
）
道
隆
の
死
因
に
つ
い
て
、
『
大
鏡
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

①
大
疫
病
の
年
こ
そ
う
せ
た
ま
ひ
け
れ
。
さ
れ
ど
、
そ
の
御
病
に
て
は
あ
ら
で
、
御
酒
の
み
だ
れ
さ
せ
た
ま
ひ
に
し
な
り
。

（
道
隆
伝
二
五
二
頁
）

②
ま
づ
そ
の
年
う
せ
た
ま
へ
る
殿
ぱ
ら
の
御
数
。
関
院
大
納
言
、
コ
一
月
二
十
八
日
。
中
関
白
殿
、
四
月
十
日
。
こ
れ
は
世
の
疫
に
は
お
は
し
ま
さ
ず
、

た

だ

同

じ

折

の

さ

し

あ

は

せ

た

り

し

こ

と

な

り

。

（

道

長

伝

二

九

四

頁

）

右
の
二
例
と
も
、
道
隆
の
擢
病
と
死
は
疫
病
の
た
め
で
は
な
く
、
偶
然
重
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
実
際
は
「
関
白
殿
水
を
の
み
き
こ

し
め
し
て
、
い
み
じ
う
細
ら
せ
た
ま
へ
り
」
（
『
栄
花
物
語
」
巻
四
、
二
O
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
糖
尿
病
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

（7
）
新
全
集
頭
注
（
二
四
一
頁
）
に
も
あ
る
が
、
伊
周
の
配
流
の
理
由
に
大
元
帥
法
が
挙
が
っ
て
い
る
の
は
、
「
栄
花
物
語
」
と
「
小
右
記
』
で
あ
り
、
『
日
本

紀
略
」
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
伊
周
の
配
流
の
宣
命
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
宣
命
は
長
徳
二
年
四
月
二
四
日
に
下
さ
れ
て
お
り
、
『
日
本
紀
略
」
と

「
小
右
記
」
の
記
事
は
、
い
ず
れ
も
二
四
日
条
で
あ
る
。
割
注
は
【
】
で
表
し
た
。

－
宣
命
。
以
内
大
臣
藤
原
伊
周
朝
臣
為
大
宰
権
帥
。
以
中
納
言
問
隆
家
朝
臣
為
出
雲
権
守
。
去
正
月
依
奉
射
危
華
山
院
法
皇
。
又
奉
呪
誼
束
三
条
院
之

開
也
。
（
「
日
本
紀
略
」
）

「
栄
花
物
語
』
の
高
階
成
忠
の
「
祈
り
」
考

五
七



五
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－
仰
配
流
宣
命
事
【
射
花
山
法
皇
事
、
呪
誼
女
院
事
、
私
行
大
元
法
師
事
等
也
】
（
大
日
本
古
記
録
「
小
右
記
』
）

・
白
日
又
叩
と
い
ふ
も
の
読
む
な
り
け
り
。
聞
け
ば
、
「
太
上
天
皇
を
殺
し
た
て
ま
つ
ら
む
と
し
た
る
罪
一
つ
、
帝
の
御
母
后
を
呪
は
せ
た
て
ま
つ
り
た
る

罪
一
つ
、
公
よ
り
ほ
か
の
人
い
ま
だ
お
こ
な
は
ざ
る
大
元
法
を
、
私
に
隠
し
て
お
こ
な
は
せ
た
ま
へ
る
罪
に
よ
り
、
内
大
臣
を
筑
紫
の
帥
に
な
し
て

流
し
遣
は
す
。
ま
た
中
納
言
を
ば
出
雲
権
守
に
な
し
て
流
し
遣
は
す
」
（
「
栄
花
物
語
』
巻
五
浦
々
の
別
、

4

一
四
一
頁
）

（8
）
成
忠
は
、
正
暦
三
年
一

O
月
に
出
家
し
て
い
る
。
『
公
卿
補
任
』
お
よ
び
「
尊
卑
分
脈
』
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
で
は
、
正
暦
二
年
一

O
月
一
一
日
出
家

と
す
る
が
、
「
日
本
紀
略
』
に
は
正
暦
一
二
年
一
O
月
二
日
条
に
「
従
二
位
行
讃
岐
権
守
高
階
朝
臣
成
忠
出
家
」
と
あ
る
。
成
忠
は
、
正
暦
三
年
に
讃
岐

権
守
で
あ
る
こ
と
が
、
『
国
司
補
任
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
よ
り
確
認
で
き
る
の
で
、
『
日
本
紀
略
」
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。

（9
）
成
忠
に
至
る
簡
単
な
系
図
を
一
不
す
と
「
以
F

緒
茂
範
師
尚
良
臣
成
忠
」
と
な
る
o

な
お
、
師
尚
に
関
し
て
は
、
角
田
文
衛
氏
「
在
原
業
平
・
そ
の

虚
像
と
実
像
」
（
『
王
朝
史
の
軌
跡
』
学
燈
社
、
一
九
八
三
年
三
月
所
収
。
初
出
は
同
題
「
同
文
学
』
て
四
巻
一
号
、
一
九
七
九
年
一
月
）
が
「
斎
宮
の
主

役
の
女
房
た
ち
は
、
前
伊
勢
守
で
、
柄
子
内
親
王
を
少
女
時
代
に
親
し
く
お
世
話
し
た
高
階
真
人
本
緒
に
相
談
し
、
生
ま
れ
た
男
児
の
処
遇
に
つ
い
て
協

力
を
求
め
た
。
本
緒
は
、
こ
の
男
児
師
尚
と
後
に
命
名
さ
れ
た
を
息
子
の
茂
範
の
子
と
し
て
引
取
り
、
事
態
を
収
拾
し
た
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
高

階
茂
範
に
は
、
一
人
息
子
の
時
格
（
八
六
．
｜
九
二
六
）
が
い
た
。
清
和
天
皇
の
近
臣
で
殊
龍
を
蒙
っ
て
い
た
時
格
は
、
元
慶
三
年
五
月
、
清
和
上
皇
が

剃
髪
さ
れ
た
目
、
上
皇
に
従
っ
て
出
家
し
た
。
（
中
略
）
そ
の
結
果
と
し
て
高
階
真
人
氏
の
主
流
は
、
業
平
の
子
の
師
尚
が
継
ぐ
こ
と
と
な
り
、
血
統
的

に
は
大
変
化
が
見
ら
れ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。


