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大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―
第
五
十
一
号
、
平
成
三
十
一
（
二
〇
一
九
）
年
三
月

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
み
る
差
几
帳

倉
田

実

�キー
ワ
ー
ド

�移
動
、
俊
蔭
女
・
仲
忠
・
犬
宮
・
三
条
京
極
邸

は
じ
め
に

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
、
差
几
帳
と
い
う
語
の
使
用
は
な
い
も
の
の
、「
御
几
帳

さ
す
」
と
い
う
形
で
そ
れ
と
分
か
る
場
面
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
差
几
帳
に
つ
い

て
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
に
、「
昔
、
貴
婦
人
が
外
出
の
時
、
顔
を

隠
す
た
め
左
右
の
従
者
に
几
帳
を
さ
さ
げ
持
た
せ
た
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
几
帳
。

歩
障
（
ほ
し
ょ
う
）
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
に
も
さ
れ
、
外
出
時

で
は
な
く
邸
内
で
の
移
動
や
牛
車
な
ど
の
乗
降
に
際
し
て
も
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

前
後
の
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
従
者
で
は
な
く
、
祖
父
・
親
・
夫
・
兄
弟
・
子

な
ど
が
す
る
場
合
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
例
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
通
行
の
注
釈
書
、
室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語

全
』

（
お
う
ふ
う
。
以
下
『
う
つ
ほ
全
』
と
略
記
）
や
中
野
幸
一
校
注
『
う
つ
ほ
物
語
』

（
新
全
集
。
同
じ
く
『
新
全
集
』
と
略
記
）
で
は
、
当
該
部
分
に
差
几
帳
で
あ
る

旨
の
注
記
が
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
り
立
て
て
問
題
に
す
る
必
要
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
差
几
帳
の
こ
と
は
な
い
の
で
、
そ
の

実
際
例
と
し
て
貴
重
で
あ
り
、
改
め
て
確
認
し
て
み
た
い
。
几
帳
そ
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
前
稿 （
１
）で
扱
っ
た
の
で
参
照
願
い
た
い
。
こ
の
小
稿
は
、
そ
の
補
遺
の
つ

も
り
で
あ
る
。

な
お
、
絵
巻
類
で
は
『
年
中
行
事
絵
巻
』
巻
一
「
朝
覲
行
幸
」
に
路
上
で
そ
れ

ら
し
き
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
次
頁
に
示
し
た
よ
う
に
、
楽
人
た
ち
の
前
で
、

布
衣
姿
の
二
人
が
三
尺
几
帳
を
捧
げ
持
っ
て
い
る
図
で
あ
る
。
こ
の
図
柄
に
対
し

て
、
「
こ
れ
を
並
べ
て
見
透
か
し
を
防
ぐ
庭
上
ま
た
は
路
上
の

�障
具
と
し
て
、

差
几
帳
と
も
い
ふ （
２
）」、「

こ
れ
を
前
に
立
て
て
、
臨
時
の
楽
屋
と
す
る
た
め
の
も
の （
３
）」

な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
柄
で
は
帷
子
が
横
手
に
懸
け
ら
れ
て
い
て
、

�障
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
。
行
幸
の
行
列
は
す
で
に
法
住
寺
南
殿
に
入
っ

て
い
る
の
で

�障
の
役
割
は
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
見
透
か
し
よ

り
も
、
楽
人
た
ち
の
場
を
確
保
す
る
た
め
の
差
几
帳
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
差
几
帳
に
は
こ
う
し
た
役
割
も
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

以
下
の
本
文
引
用
は
先
の
『
新
全
集
』
に
よ
り
、
表
記
な
ど
は
私
に
換
え
た
場

合
も
あ
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
み
る
差
几
帳

―15―（15）



一
差
几
帳
さ
れ
る
人
と
折

最
初
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
差
几
帳
さ
れ
る
人
物
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
源

正
頼
関
係
で
、
妻
の
大
宮
に
絵
指
示
（
絵
解
）
で
二
事
例
、
長
女
の
仁
寿
殿
女
御

と
所
生
の
宮
た
ち
に
一
事
例
、
九
女
の
貴
宮
に
一
事
例
で
あ
り
、
あ
と
は
仲
忠
関

係
に
な
る
。
母
の
俊
蔭
女
（
尚
侍
）
に
八
事
例
、
妻
の
女
一
宮
に
二
事
例
、
子
の

犬
宮
に
四
事
例
と
、
事
情
が
や
や
不
明
の
一
事
例
（
以
下
の
⑫
）
で
、
主
に
六
人

の
女
性
た
ち
に
対
し
て
の
計
十
八
事
例
と
な
る
。
圧
倒
的
に
仲
忠
関
係
に
使
用
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
政
治
的
な
面
で
は
貴
宮
の
入
内
・
立
后
・
皇
子
出
産
・
皇
子
立
坊
と

続
く
正
頼
の
物
語
よ
り
も
、
琴
を
め
ぐ
る
文
化
的
な
面
で
の
仲
忠
の
物
語
が
物
語

後
半
に
も
な
る
と
比
重
が
増
し
て
い
く
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
こ

の
点
と
か
か
わ
っ
て
、
正
頼
関
係
の
女
性
た
ち
に
比
べ
て
、
仲
忠
関
係
の
女
性
た

ち
は
移
動
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
。
仁
寿
殿
女
御
や
貴
宮
は
、

宮
中
と
実
家
正
頼
邸
の
往
返
が
主
な
移
動
に
な
る
の
に
対
し
て
、
俊
蔭
女
の
場
合

な
ど
は
、
宮
中
（
琴
の
披
露
）・
正
頼
邸
（
女
一
宮
の
犬
宮
出
産
）・
三
条
殿
（
本

邸
）
・
三
条
京
極
邸
（
琴
伝
授
と
披
露
）
と
い
う
よ
う
に
、
複
数
の
場
所
へ
の
移

動
が
必
然
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
差
几
帳
さ
れ
る
場
面
が
語
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
巻
別
の
場
面
数
と
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
。

巻
別
で
は
、
借
用
の
事
例
⑦
を
含
め
る
と
、
『
新
全
集
』
の
巻
順
で
、
第
五

「
嵯
峨
の
院
」
巻
に
絵
指
示
で
二
場
面
、
第
十
一
「
内
侍
の
か
み
」
巻
に
三
場
面
、

第
十
三
「
蔵
開
・
上
」
巻
に
一
場
面
、
第
十
六
「
国
譲
・
上
」
巻
に
一
場
面
、
第

十
八
「
国
譲
・
下
」
巻
に
一
場
面
、
第
十
九
「
楼
の
上
・
上
」
巻
に
二
場
面
、
最

終
の
第
二
十
「
楼
の
上
・
下
」
巻
に
四
場
面
の
、
計
十
四
場
面
と
な
る
。
複
数
の

女
性
が
同
一
場
面
に
語
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
人
物
ご
と
の
使
用
例
と
数
は
違
っ

て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
嵯
峨
の
院
」「
国
譲
・
上
」「
国
譲
・
下
」
巻
の
四
場
面
だ

け
が
正
頼
関
係
、
残
り
の
十
場
面
が
仲
忠
関
係
と
な
っ
て
い
る
。
「
楼
の
上
・
上

下
」
巻
で
六
場
面
な
の
で
あ
る
。
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差
几
帳
さ
れ
る
折
と
し
て
は
、
親
子
対
面
と
出
産
立
会
の
為
の
邸
内
移
動
、
牛

車
や
輦
車
の
乗
降
、
及
び
三
条
京
極
邸
の
楼
の
昇
降
な
ど
の
折
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
は
論
末
に
事
例
場
面
一
覧
を
付
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

高
貴
な
女
性
に
は
差
几
帳
さ
れ
る
こ
と
が
当
然
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

に
、
こ
れ
ら
の
折
で
わ
ざ
わ
ざ
物
語
は
語
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
外
出
場
面
で

常
に
差
几
帳
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
数
は
多
い
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
特
性
と
し
て
、
物
事
を
丁
寧
に
語
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
差
几
帳
の
こ
と
も
同
じ
事
情
が
あ
る
こ
と
に
は
な
る
。
し

か
し
、
そ
れ
な
り
の
語
る
意
図
が
あ
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
の
で
、
以
下
、
具
体

的
な
事
例
を
追
っ
て
い
き
た
い
。

二
邸
内
で
の
差
几
帳

先
に
記
し
た
よ
う
に
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
邸
内
で
の
移
動
に
差
几
帳
さ
れ

る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
大
宮
の
場
合
で
あ
る
。
二
例
あ
り
、
共
に
絵
指
示
部

分
な
の
で
［
］
で
括
っ
た
。

①
［
君
達
、
物
聞
こ
し
召
す
。
宮
、
東
の
お
と
ど
に
渡
り
た
ま
ふ
。
御
達
、

い
と
多
か
り
。
う
な
ゐ
四
人
、
御
几
帳
さ
し
た
り
。
方
々
よ
り
、
皆
、
物
参

り
た
り
。］（「

嵯
峨
の
院
」
巻
・
三
三
二
頁
）

②
［
君
達
に
、
物
参
り
た
り
。
中
の
お
と
ど
よ
り
、
東
の
お
と
ど
に
移
り
た

ま
ふ
。
う
な
ゐ
二
人
、
御
几
帳
さ
し
た
り
。
御
達
二
十
人
ば
か
り
。
こ
れ
、

お
と
ど
の
御
婿
の
君
達
な
ど
に
、
節
供
参
り
、
御
酒
参
り
、
い
み
じ
く
す
。］

（「
嵯
峨
の
院
」
巻
・
三
五
三
頁
）

①
は
仁
寿
殿
女
御
が
貴
宮
の
東
宮
入
内
を
大
宮
に
勧
め
る
た
め
に
正
頼
邸
に
退

出
し
た
折
で
あ
る
。
「
宮
」
が
大
宮
で
、
居
所
の
北
の
対
か
ら
「
東
の
お
と
ど

（
東
の
対
）」
で
休
ん
で
い
る
仁
寿
殿
女
御
と
対
面
す
る
た
め
に
移
動
す
る
場
面
に

な
る
。
簀
子
を
通
っ
て
の
移
動
な
の
で
膝
行
で
は
な
く
歩
行
と
な
ろ
う
。
こ
こ
で

は
童
女
四
人
が
大
宮
に
差
几
帳
し
て
い
る
。

②
は
新
年
の
拝
賀
の
た
め
に
訪
れ
た
男
君
達
に
饗
応
す
る
場
面
で
、
地
の
文
に

は
「
東
の
お
と
ど
に
君
達
も
参
り
た
ま
へ
り
」
と
あ
る
の
を
受
け
て
い
る
が
、
こ

の
絵
指
示
で
誰
に
差
几
帳
し
て
い
る
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
後

は
正
頼
が
大
宮
に
賭
弓
の
饗
応
を
相
談
す
る
場
面
に
な
る
の
で
、
絵
指
示
は
東
の

対
に
移
動
す
る
大
宮
に
差
几
帳
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
『
う
つ
ほ
全
』
が

「
北
の
対
か
ら
、
寝
殿
を
通
っ
て
、
大
宮
が
東
の
対
に
お
移
り
に
な
る
」
と
す
る

通
り
で
あ
る
。
こ
の
②
で
は
差
几
帳
す
る
童
女
が
二
人
に
な
っ
て
い
る
が
、
①
と

の
人
数
の
違
い
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。

①
②
と
も
邸
内
で
の
移
動
で
あ
り
、
絵
指
示
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
示
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
が
当
時
の
実
際
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』

「
御
法
」
巻
で
二
条
院
東
の
対
に
退
出
し
た
明
石
中
宮
が
、
紫
上
の
休
む
西
の
対

に
移
動
し
た
際
に
も
、
差
几
帳
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

次
の
③
も
同
じ
く
邸
内
で
の
移
動
の
場
合
に
な
る
。

③
さ
て
、
御
湯
殿
果
て
ぬ
れ
ば
、
女
御
の
君
、
抱
か
ま
ほ
し
う
思
せ
ど
、
父

お
と
ど
添
ひ
居
た
ま
へ
れ
ば
、
尚
侍
の
お
と
ど
抱
き
た
ま
ひ
て
、
御
几
帳
さ

さ
せ
て
入
り
た
ま
ひ
て
、
宮
の
御
方
に
臥
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
つ
。（「
蔵

開
・
上
」
巻
・
三
四
七
頁
）

女
一
宮
所
生
の
犬
宮
の
御
湯
殿
の
儀
の
場
面
で
あ
る
。
女
一
宮
の
母
仁
寿
殿
女

御
が
孫
を
抱
き
取
り
た
く
思
っ
た
が
、
新
生
児
の
父
仲
忠
が
い
る
の
で
、
俊
蔭
女

（
尚
侍
の
お
と
ど
）
が
犬
宮
を
抱
い
て
い
る
。
そ
の
移
動
の
際
に
差
几
帳
さ
れ
て

い
る
。
湯
殿
が
ど
こ
に
あ
る
か
分
明
で
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
「
中
の
お
と
ど
」
に

し
つ
ら
わ
れ
た
女
一
宮
の
休
む
御
帳
台
ま
で
移
動
し
た
こ
と
に
な
る
。
新
生
児
に

差
几
帳
す
る
例
は
見
つ
か
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
は
俊
蔭
女
に
対
し
て
さ
れ
て
い
よ

う
。
『
う
つ
ほ
全
』
は
「
尚
侍
の
姿
を
隠
す
た
め
の
さ
し
几
帳
」
と
し
て
い
る
。

出
産
の
折
に
は
、
男
性
官
人
た
ち
も
多
く
奉
仕
す
る
の
で
、
差
几
帳
で
隠
す
の
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
も
他
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』「

若
菜

上
」
巻
の
明
石
女
御
の
出
産
の
折
、
産
所
と
な
っ
た
北
の
町
か
ら
、
産
養
を
す
る

た
め
に
春
の
町
に
渡
る
際
に
紫
上
が
新
生
児
を
抱
い
て
移
動
し
て
い
る
。
こ
の
場

合
も
差
几
帳
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
は
そ
の
こ
と
を

わ
ざ
わ
ざ
語
る
こ
と
は
な
い
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
み
る
差
几
帳
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以
上
、
邸
内
で
の
移
動
で
差
几
帳
さ
れ
た
事
例
と
な
る
。

三
帰
邸
し
て
の
下
車
の
場
合

宮
中
か
ら
帰
邸
し
て
下
車
す
る
際
に
差
几
帳
さ
れ
る
事
例
が
、
貴
宮
と
仁
寿
殿

女
御
に
認
め
ら
れ
る
。
次
節
で
扱
う
「
内
侍
の
か
み
」
巻
の
ほ
う
が
、
巻
順
と
し

て
は
前
に
な
る
が
、
こ
こ
ま
で
が
正
頼
関
係
に
な
る
の
で
先
に
見
て
お
き
た
い
。

④
御
車
、
御
前
乗
り
続
き
て
、
源
中
納
言
殿
の
住
み
た
ま
ひ
し
西
の
一
の
対

の
南
の
端
に
御
車
寄
せ
て
、
左
大
弁
の
君
、
宰
相
中
将
の
君
と
、
御
几
帳
さ

し
て
、
お
と
ど
、
左
衛
門
督
の
君
、
御
車
の
簾
引
き
上
げ
て
、
下
ろ
し
た
て

ま
つ
り
た
ま
ふ
。
異
君
た
ち
は
、
御
車
の
も
と
に
立
ち
た
ま
へ
り
。（「
国
譲
・

上
」
巻
・
三
八
頁
）

⑤
御
車
寄
せ
て
、
御
几
帳
さ
し
て
、
「
は
や
下
り
さ
せ
た
ま
へ
」
と
聞
こ
え

た
ま
へ
ば
、
お
と
ど
、
左
衛
門
督
と
立
ち
た
ま
へ
ば
、
女
御
の
君
、
「
あ
な

見
苦
し
や
。
こ
こ
に
は
、
恥
ぢ
た
て
ま
つ
ら
ず
。
物
恥
ぢ
し
た
ま
ふ
人
、
こ

こ
に
も
の
し
た
ま
ふ
め
り
」。
大
将
、「
宮
た
ち
も
お
は
し
ま
さ
ぬ
を
と
て
候

ふ
な
り
。
仲
忠
を
ば
、
な
疎
ま
せ
た
ま
ひ
そ
。
火
を
暗
う
な
さ
む
」
と
て
、

御
前
松
も
暗
う
な
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
さ
る
や
う
こ
そ
は
あ
ら
め
と
て
、
ま
づ

下
り
た
ま
ひ
て
、
宮
た
ち
下
ろ
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
お
と
ど
、
左
衛
門

督
、
御
几
帳
さ
し
て
入
り
た
ま
へ
ば
、
大
将
後
に
立
ち
入
り
た
ま
へ
ば
、
や

が
て
御
座
所
へ
も
入
れ
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
ず
、
一
の
宮
の
御
方
に
お
は
し

ま
さ
せ
て
、
御
帳
の
内
に
入
れ
た
て
ま
つ
り
つ
。（「
国
譲
・
下
」
巻
・
三
六

七
～
八
頁
）

④
は
、
貴
宮
の
場
合
で
、
伯
父
と
な
る
太
政
大
臣
季
明
逝
去
の
服
喪
と
、
懐
妊

の
た
め
、
や
っ
と
東
宮
に
許
さ
れ
て
宮
中
を
退
出
し
、
帰
邸
し
た
折
で
あ
る
。
宮

中
退
出
も
帰
邸
も
儀
式
に
な
る
が
、
後
者
の
ほ
う
が
よ
り
家
族
的
な
関
係
が
明
確

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宮
中
退
出
時
は
特
に
語
り
は
な
い
。
貴
宮
の
乗
っ

た
牛
車
は
源
中
納
言
涼
が
以
前
に
住
ん
で
い
た
東
南
の
町
の
「
西
の
一
の
対
の
南

の
端
」
に
、
牛
を
は
ず
し
て
か
ら
着
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
対
が
貴
宮
の
御
座
所

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
貴
宮
下
車
に
際
し
て
は
、
宮
中
か
ら
供
奉
し
て
き
た
上
達

部
に
な
る
兄
弟
た
ち
の
奉
仕
の
さ
ま
が
語
ら
れ
て
い
る
。
次
男
の
左
大
弁
の
君

（
師
澄
）
と
、
三
男
の
宰
相
中
将
の
君
（
祐
澄
）
が
差
几
帳
し
、
父
正
頼
と
長
男

の
左
衛
門
督
（
忠
澄
）
が
牛
車
の
簾
を
上
げ
て
降
り
る
介
助
を
し
て
い
る
。
他
の

兄
弟
た
ち
は
車
近
く
に
立
ち
控
え
て
い
る
。
正
頼
一
族
の
将
来
は
貴
宮
に
か
か
っ

て
い
る
の
で
、
家
族
総
出
の
出
迎
え
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
車
は
南
簀
子
に
着
け

ら
れ
た
の
で
、
す
ぐ
に
室
内
に
膝
行
で
き
る
が
、
そ
れ
で
も
差
几
帳
さ
れ
て
い
る
。

帰
邸
の
儀
式
の
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
兄
弟
た
ち
や
家
人
た
ち
の
視
線
を
遮
ろ
う
と

す
る
の
で
あ
ろ
う
。

⑤
は
女
一
宮
の
第
二
子
出
産
に
立
会
う
た
め
に
仁
寿
殿
女
御
が
所
生
の
女
二
宮

な
ど
と
同
車
し
て
宮
中
か
ら
帰
邸
し
た
段
で
あ
る
。
車
は
寝
殿
中
央
の
御
階
に
着

け
ら
れ
て
い
よ
う
。
寝
殿
に
仁
寿
殿
女
御
の
御
座
所
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
う

つ
ほ
全
』
は
「
寝
殿
の
車
寄
せ
の
所
」
と
し
、
『
新
全
集
』
も
同
じ
口
語
訳
を
し

て
い
る
が
、
寝
殿
に
「
車
寄
せ
」
と
い
う
施
設
は
な
い
。

到
着
す
る
と
仲
忠
が
自
ら
差
几
帳
し
て
下
車
を
促
す
と
、
仁
寿
殿
女
御
は
同
車

し
て
い
る
女
二
宮
が
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
る
ら
し
い
と
告
げ
て
い
る
。
仲
忠
は
、

男
宮
た
ち
は
宮
中
に
残
っ
て
い
る
た
め
自
分
が
奉
仕
し
て
い
る
の
で
嫌
わ
な
い
で

ほ
し
い
と
言
っ
て
松
明
の
火
を
暗
く
さ
せ
る
配
慮
を
し
て
い
る
。
仲
忠
の
言
葉
に

何
か
訳
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
仁
寿
殿
女
御
は
、
先
に
自
分
が
降
り
て
か
ら

女
二
宮
を
降
ろ
し
て
い
る
。

こ
の
度
は
④
の
時
と
は
違
っ
て
父
の
正
頼
自
身
と
長
男
の
左
衛
門
督
も
差
几
帳

し
た
の
で
、
「
大
将
後
に
立
ち
入
り
た
ま
へ
ば
、
や
が
て
御
座
所
へ
も
入
れ
奉
り

た
ま
は
ず
、
一
の
宮
の
御
方
に
お
は
し
ま
さ
せ
て
」
と
い
う
次
第
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
箇
所
は
、
仲
忠
が
仁
寿
殿
女
御
の
背
後
に
従
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
で
は
「
お
は
し
ま
さ
せ
て
」
の
主
語
が
分
か
ら
な
く
な
る
。
こ
こ
は
、

仲
忠
の
後
ろ
に
付
い
て
建
物
に
入
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
寝
殿
の
御
座
所
で
は

な
く
、
女
一
宮
の
い
る
東
の
対
に
導
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
大
将
の
後
に

・

立
ち
入
り
…
」
の
「
の
」
の
脱
落
と
考
え
て
お
き
た
い
。
背
後
に
い
て
導
い
た
と

す
る
の
で
は
、
お
か
し
な
こ
と
に
な
る
。
こ
の
仲
忠
の
導
き
に
は
意
味
が
あ
っ
た
。
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こ
の
頃
は
未
婚
の
女
二
宮
を
奪
い
と
ろ
う
と
す
る
五
宮
と
、
宰
相
中
将
や
蔵
人

少
将
（
五
男
近
澄
）
が
色
々
と
画
策
し
て
い
た
。
五
宮
は
宮
中
に
と
ど
め
ら
れ
た

が
、
先
着
し
て
邸
内
を
見
回
っ
て
お
い
た
仲
忠
は
、
寝
殿
に
い
た
不
審
な
様
子
の

二
人
を
認
め
て
い
た
。
宰
相
中
将
は
女
二
宮
を
奪
っ
て
逃
走
す
る
た
め
の
馬
ま
で

用
意
し
て
い
た
。
そ
こ
で
機
転
を
利
か
し
て
仲
忠
は
、
仁
寿
殿
女
御
や
女
二
宮
を

寝
殿
に
入
れ
ず
に
東
の
対
ま
で
導
い
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
語
る
た
め
に
差
几
帳

の
こ
と
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

差
几
帳
は
ド
ラ
マ
の
演
出
に
一
役
買
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
父
親
の
左

大
臣
が
、
娘
の
仁
寿
殿
女
御
に
差
几
帳
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

四
俊
蔭
女
参
内
の
場
合

「
天
女
」
と
思
う
母
に
対
し
て
、
仲
忠
の
場
合
は
、
滑
稽
な
ほ
ど
ド
ラ
マ
チ
ッ

ク
に
差
几
帳
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
母
を
大
切
に
思
う
ゆ
え
で
あ
る
。

相
撲
の
節
会
を
盛
大
に
し
た
い
と
思
う
朱
雀
帝
は
、
仲
忠
に
琴
を
弾
く
よ
う
に

さ
せ
た
が
、
な
か
な
か
承
引
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
碁
の
勝
負
に
弾
琴
を
賭
け
た

と
こ
ろ
帝
の
勝
ち
と
な
っ
た
。
仲
忠
は
自
分
が
弾
く
こ
と
を
せ
ず
に
母
に
さ
せ
よ

う
と
思
い
、
急
遽
欺
い
て
参
内
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
用
例
は
、
仲
忠
が
三

条
殿
で
母
を
牛
車
に
乗
せ
、
内
裏
朔
平
門
（
縫
殿
の
陣
）
に
到
着
し
た
次
第
で
あ

る
。⑥
仲
忠
、
こ
れ
（
母
）
を
見
る
ま
ま
に
、
藤
壷
を
思
ひ
出
で
て
、
こ
の
北
の

方
を
、
さ
ら
に
親
と
思
ひ
忘
れ
て
、
い
づ
く
な
り
し
天
女
ぞ
と
思
ひ
居
た
り
。

北
の
方
、
「
さ
ら
ば
、
車
寄
せ
さ
せ
た
ま
へ
」
。
中
将
、
「
た
だ
今
お
と
ど
の

見
た
ま
は
ぬ
こ
そ
、
い
と
口
惜
し
け
れ
」
と
て
、
「
御
車
寄
せ
よ
」
と
て
、

手
づ
か
ら
御
几
帳
さ
し
て
、
後
に
大
人
二
人
、
副
車
に
次
々
人
乗
り
て
、
出

で
立
ち
た
ま
ふ
。
中
将
、
移
し
に
乗
り
て
、
車
の
轅
近
く
添
ひ
て
立
つ
。
こ

の
殿
の
饗
の
設
け
し
に
参
れ
る
四
位
、
五
位
、
六
位
な
ど
合
は
せ
て
八
十
人

ば
か
り
し
て
参
り
た
ま
ふ
。

か
く
て
、
縫
殿
の
陣
に
車
引
き
立
て
て
、
中
将
、
「
し
ば
し
」
と
て
、
内

へ
参
る
。
御
前
駆
の
人
、
内
に
参
る
。
「
人
々
は
、
御
車
の
も
と
に
候
ひ
た

ま
へ
。
仲
忠
は
、
一
人
参
り
な
む
」
と
て
入
る
。（「
内
侍
の
か
み
」
巻
・
二

三
七
～
八
頁
）

仲
忠
は
母
に
事
情
を
説
明
せ
ず
に
牛
車
に
乗
せ
て
い
る
。
そ
の
際
に
仲
忠
は

「
手
づ
か
ら
御
几
帳
さ
し
て
」
介
助
し
て
い
る
。
こ
こ
を
『
新
全
集
』
は
「
童
女

な
ど
に
持
た
せ
る
の
が
普
通
な
の
で
、
「
手
づ
か
ら
」
と
断
っ
た
」
と
し
て
い
る

が
、
外
出
の
場
合
は
「
童
女
な
ど
に
持
た
せ
る
の
が
普
通
」
と
は
言
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
は
母
を
大
切
に
思
う
が
ゆ
え
に
、
自
ら
差
几
帳
し
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。朔
平
門
に
到
着
す
る
と
、
こ
こ
が
参
内
し
た
女
性
が
下
車
す
る
場
所
に
な
る
の

で
、
仲
忠
は
、
母
を
ひ
と
ま
ず
こ
こ
に
待
た
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
朱
雀
帝
の
い

る
仁
寿
殿
で
到
着
し
た
こ
と
を
告
げ
て
か
ら
、
梨
壺
に
向
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、

東
宮
に
入
内
し
た
異
母
妹
の
母
、
嵯
峨
院
女
三
宮
が
住
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
仲
忠
は
几
帳
を
借
り
よ
う
と
し
て
い
る
。
挨
拶
を
交
わ
す
部
分
は
割
愛
し

て
引
用
す
る
。

⑦
そ
こ
（
梨
壺
）
に
中
将
参
り
て
、「
い
か
で
人
々
に
も
取
り
申
さ
む
」
と
、

御
簾
の
も
と
に
て
言
ふ
。
皇
女
（
女
三
宮
）、「

誰
ぞ
や
」
と
、
口
づ
か
ら
の

た
ま
ふ
。「
仲
忠
」
と
聞
こ
え
て
、「
い
か
で
、
人
だ
ま
ひ
な
ら
む
御
几
帳
賜

は
ら
む
。
に
は
か
に
里
へ
取
り
に
遣
は
す
が
な
む
」。
宮
、「
い
と
汚
げ
な
り

と
も
や
は
」
と
て
、（

略
）

そ
の
御
局
よ
り
、
花
文
綾
の
帷
子
懸
け
た
る
三
尺
の
几
帳
二
具
賜
は
り
て
、

母
北
の
方
の
御
も
と
へ
持
て

行
く
。
（
「
内
侍
の
か
み
」
巻
・
二
三

九
～
四

〇
頁
）

仲
忠
が
女
三
宮
か
ら
借
り
よ
う
と
し
た

理
由
に
つ
い
て
、
『
新
全
集
』
は

右
の

「
人
だ
ま
ひ
な
ら
む
御
几
帳
賜
は
ら
む
」
の
注
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

人
に
貸
し
与
え
る
几
帳
、
の
意
か
。
仲
忠
の
訪
問
の
目
的
は
、
こ
の
几
帳

を
借
り
る
こ
と
で
あ
る
。
仲
忠
が
わ
ざ
わ
ざ
梨
壺
か
ら
調
達
し
て
い
る
の
で
、

俊
蔭
の
娘
用
の
差
し
几
帳
と
思
わ
れ
る
。
牛
車
に
乗
る
と
き
に
用
い
た
几
帳

も
持
参
し
て
い
よ
う
が
、
邸
外
の
人
目
を
考
慮
し
て
、
よ
り
上
等
な
品
を
必

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
み
る
差
几
帳
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要
と
し
た
か
。

こ
の
説
明
は
や
や
曖
昧
で
あ
る
。
「
邸
外
の
人
目
を
考
慮
」
は
宮
中
の
人
目
と

す
べ
き
で
、
几
帳
の
数
に
注
意
さ
れ
て
い
な
い
。
仲
忠
が
借
り
た
の
は
、
「
花
文

綾
の
帷
子
懸
け
た
る
三
尺
の
几
帳
二
具
」
で
あ
っ
た
。
「
花
文
綾
の
帷
子
」
は
美

麗
几
帳
な
の
で
「
上
等
な
品
」
に
な
る
。
こ
れ
は
「
三
尺
の
几
帳
」
な
の
で
、
差

几
帳
の
た
め
と
す
る
の
は
間
違
い
な
い
。
「
二
具
」
は
、
四
本
に
な
る
。
几
帳
は

一
対
で
使
用
さ
れ
る
の
で
一
具
と
さ
れ
る
。
仲
忠
は
三
条
殿
で
母
を
乗
車
さ
せ
る

際
に
自
ら
差
几
帳
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
も
一
具
と
し
て
持
参
し
て
い
た
こ
と
に

な
ろ
う
。
几
帳
は
母
の
た
め
に
六
本
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
、
次

の
朔
平
門
か
ら
仁
寿
殿
に
到
る
経
過
で
は
っ
き
り
す
る
。

⑧
仲
忠
、
仲
澄
の
君
を
、
「
い
ざ
た
ま
へ
。
仲
忠
、
せ
ち
な
る
人
、
今
宵
参

ら
す
る
を
、
御
陰
に
隠
し
て
率
て
入
り
た
ま
へ
」。
仲
澄
、「
誰
ぞ
や
」。「
い

さ
か
し
」
と
て
率
て
、
さ
て
、

�や
む
ご
と
な
く
む
つ
ま
し
き
人
に
几
帳
持

た
せ
て
、
父
お
と
ど
の
御
沓
持
た
せ
て
、
「
は
や
下
り
た
ま
へ
」
と
言
ふ
。

「
物
思
ほ
え
ず
も
思
ほ
ゆ
る
か
な
。
い
づ
く
に
下
り
よ
と
て
ぞ
」
。
中
将
、

「
あ
な
さ
が
な
。
な
知
ろ
し
召
し
そ
。
さ
り
と
も
、
悪
し
き
所
に
は
お
は
し

ま
さ
せ
て
む
や
」。
北
の
方
、「
あ
な
苦
し
。
異
様
な
る
参
り
か
な
。
さ
る
心

も
思
は
ぬ
も
の
を
。
か
た
は
な
る
目
を
も
見
る
か
な
」
と
の
た
ま
へ
ど
、
昔

よ
り
中
将
の
言
に
従
ひ
た
ま
へ
ば
下
り
た
ま
ふ
。

�童
四
人
、
御
几
帳
を
前

に
さ
し
た
り
。
大
人
後
に
立
ち
て
、
中
将
、
沓
覆
か
せ
奉
り
、
裳
取
ら
せ
て
、

御
髪
つ
く
ろ
ひ
、
か
し
づ
き
た
て
る
さ
ま
、
め
で
た
き
こ
と
限
り
な
し
。
い

と
う
つ
く
し
げ
な
り
。
め
で
た
く
つ
く
ろ
ひ
て
、

�我
も
異
君
達
も
、
几
帳

さ
し
て
参
ら
せ
た
て
ま
つ
る
。（「
内
侍
の
か
み
」
巻
・
二
四
一
～
二
頁
）

仲
忠
は
仲
澄
に
参
内
の
介
助
を
頼
ん
で
同
道
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

�「
や

む
ご
と
な
く
む
つ
ま
し
き
人
に
几
帳
持
た
せ
て
」
の
「
人
」
は
仲
澄
に
な
り
、
持

た
せ
た
几
帳
は
、
嵯
峨
院
女
三
宮
か
ら
借
り
た
も
の
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
。

四
本
借
り
た
の
で
二
本
持
た
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
身
も
二
本
持
っ
た
こ
と
に
な

る
。
こ
の
後
に
あ
る
「
父
お
と
ど
の
御
沓
持
た
せ
」
た
人
は
、
従
者
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
朔
平
門
に
戻
っ
て
い
る
。

仲
忠
に
促
さ
れ
て
朔
平
門
で
下
車
し
た
母
に
は
、

�「
童
四
人
、
御
几
帳
を
前

に
さ
し
た
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
人
の
童
に
借
用
し
た
三
尺
几
帳
二
具
を

持
た
せ
た
こ
と
に
な
る
。
母
の
左
右
で
は
な
く
前
で
差
几
帳
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

借
り
た
「
二
具
」
は
多
分
お
揃
い
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
童
四
人
に
ふ
さ
わ
し
い
。

母
の
背
後
に
は
大
人
の
女
房
を
立
た
せ
、
仲
忠
が
沓
を
履
か
せ
て
か
ら
、
裳
の
裾

を
取
ら
せ
、
髪
を
繕
っ
て
い
る
。
か
い
が
い
し
い
仲
忠
の
お
世
話
ぶ
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
移
動
す
る
際
に
は
、

�「
我
も
異
君
達
も
、
几
帳
さ
し
て
」
と
あ
る
よ

う
に
、
仲
忠
と
仲
澄
も
差
几
帳
を
し
て
い
る
。
『
新
全
集
』
は
「
仲
忠
と
仲
澄
は

側
面
か
ら
几
帳
を
差
す
か
」
と
し
て
お
り
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
指

摘
は
な
い
が
、
こ
の
二
本
が
三
条
殿
か
ら
持
参
し
た
も
の
に
な
ろ
う
。

引
用
し
た
⑥
⑦
⑧
、
い
ず
れ
も
差
几
帳
に
か
か
わ
る
一
連
の
用
例
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
語
り
は
な
く
て
も
、
こ
の
後
の
朱
雀
帝
を
前
に
し
た
俊
蔭
女
の
弾
奏
に

何
ら
差
し
支
え
は
な
い
。
し
か
し
、
丁
寧
に
差
几
帳
し
て
参
内
す
る
様
子
が
語
ら

れ
て
い
る
。
俊
蔭
女
の
移
動
に
は
、
な
る
べ
く
差
几
帳
を
語
る
べ
き
と
で
も
い
う

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
隠
さ
れ
る
俊
蔭
女

の
美
貌
を
暗
示
さ
せ
、
仲
忠
の
孝
行
ぶ
り
を
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

が
際
立
つ
の
が
「
楼
の
上
・
上
下
」
巻
に
な
る
。

五
三
条
京
極
邸
移
御

仲
忠
の
再
建
し
た
三
条
京
極
邸 （
４
）が
完
成
し
、
い
よ
い
よ
移
御
の
折
に
な
っ
て
い

る
。
仲
忠
は
移
御
の
儀
式
を
盛
大
に
し
よ
う
と
し
て
、
豪
華
な
牛
車
二
両
を
新
調

し
、
前
駆
の
者
た
ち
の
衣
装
に
気
を
配
り
、
行
列
の
次
第
に
も
指
示
を
与
え
て
い

る
。
後
の
展
開
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
新
宅
移
徙
の
儀
礼
で
は
な
い
よ
う
で
、
す

で
に
そ
れ
は
終
わ
っ
て
い
る
感
じ
で
あ
る
。
新
宅
移
徙
で
あ
れ
ば
、
陰
陽
師
の
反

閇
が
あ
っ
て
西
門
か
ら
黄
牛
・
水
火
童
女
・
家
長
と
い
う
順
で
南
庭
に
入
り
、
寝

殿
に
上
が
っ
て
五
菓
を
食
す
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
儀
式
次
第
は
定
例
化
し
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
一
行
が
ス
ム
ー
ズ
に
邸
内
に
入
る
こ
と
な
ど
許
さ
れ
な
い
。

新
宅
移
徙
で
は
な
く
、
移
御
と
い
う
こ
と
で
華
や
か
さ
が
演
出
で
き
る
こ
と
に
な
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る
。
た
だ
し
、
三
条
京
極
邸
で
は
「
三
日
の
饗
」
（
四
九
一
頁
）
が
さ
れ
て
い
る

の
で
、
新
宅
移
徙
の
儀
礼
に
準
じ
る
次
第
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
次
の
引
用
は
、
八
月
十
三
日
に
、
女
一
宮
と
俊
蔭
女
が
そ
れ
ぞ
れ
三
条

京
極
邸
へ
と
出
立
す
る
段
で
あ
る
。
以
下
、
俊
蔭
女
の
呼
称
を
「
尚
侍
」
に
し
て

い
き
た
い
。
「
内
侍
の
か
み
」
巻
で
の
琴
の
演
奏
に
満
足
し
た
朱
雀
帝
は
、
俊
蔭

女
を
尚
侍
に
し
て
い
た
。

⑨
時
な
り
て
、
殿
に
御
車
寄
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
宮
の
乗
り
た
ま
ふ
御
几
帳
、

左
の
大
殿
・
大
将
と
さ
し
た
ま
へ
り
。
乗
り
た
ま
ひ
ぬ
る
す
な
は
ち
、
大
将
、

三
条
殿
に
馬
を
打
ち
て
お
は
し
て
、
南
の
廂
に
出
で
居
た
ま
へ
る
を
、
「
は

や
、
は
や
」
と
て
乗
せ
た
ま
ふ
。
几
帳
も
、
殿
二
所
し
て
さ
し
た
ま
へ
り
。

（「
楼
の
上
・
上
」
巻
・
四
八
七
～
八
頁
）

移
御
の
行
列
の
盛
大
さ
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
国
譲
・
下
」

巻
で
語
ら
れ
た
藤
壷
腹
皇
子
の
立
坊
が
決
定
し
て
正
頼
た
ち
が
参
内
す
る
行
列
と

対
照
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
対
照
化
さ
れ
て
い
な
い
一
つ
に
、
出
立
と
到
着
の

際
に
行
わ
れ
る
差
几
帳
の
様
子
で
あ
る
。
右
で
は
、
別
々
に
出
立
す
る
女
一
宮
と

尚
侍
に
差
几
帳
さ
れ
た
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
時
刻
は
午
後
六
時
頃
に
な
っ
て

い
る
。
移
徙
は
夜
に
さ
れ
る
儀
式
な
の
で
、
時
刻
も
そ
れ
に
準
じ
て
い
よ
う
。

女
一
宮
は
正
頼
邸
の
三
条
院
東
の
対
に
住
ん
で
い
る
の
で
、
寝
殿
に
移
動
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
寝
殿
に
車
を
寄
せ
さ
せ
て
い
る
。
御
階
に
牛
車
を
寄
せ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
女
一
宮
の
乗
車
に
は
、
祖
父
と
な
る
左
大
臣
正
頼
と
婿

の
右
大
将
仲
忠
が
差
几
帳
し
て
い
る
。
祖
父
が
す
る
の
は
異
例
で
あ
ろ
う
。

乗
車
が
終
わ
る
と
仲
忠
は
馬
を
駆
ら
せ
て
三
条
殿
に
急
行
し
て
い
る
。
母
、
尚

侍
の
出
立
に
立
会
う
た
め
で
あ
る
。
尚
侍
は
す
で
に
南
の
廂
に
待
機
し
て
い
た
の

で
、
女
一
宮
の
車
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
急
い
で
乗
車
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
際
に

「
殿
二
所
」、
す
な
わ
ち
夫
兼
雅
と
息
子
仲
忠
が
、
差
几
帳
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
差
几
帳
は
、
奉
仕
す
る
人
と
、
奉
仕
さ
れ
る
人
の
素
晴
ら
し
さ
を
語

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
三
条
殿
で
こ
の
光
景
を
目
撃
し
た
嵯
峨
院
女
三
宮
は
、

「
子
の
か
う
も
て
か
し
づ
き
た
ま
ふ
は
、
い
み
じ
き
も
の
か
な
」（
四
八
八
頁
）
と

の
感
慨
を
漏
ら
し
て
い
る
。
『
う
つ
ほ
物
語
』
が
な
ぜ
差
几
帳
に
こ
だ
わ
る
か
の

理
由
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
仲
忠
の
孝
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

差
几
帳
の
こ
と
は
、
三
条
京
極
邸
に
到
着
し
た
際
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。

⑩
お
は
し
着
き
て
、
ま
づ
あ
る
じ
方
に
て
、
尚
侍
の
お
と
ど
の
御
車
、
西
の

御
門
よ
り
入
れ
て
、
西
の
対
の
南
に
寄
す
る
は
、
殿
を
二
方
し
つ
ら
ひ
た
ま

へ
れ
ば
、
西
の
対
に
お
は
す
。

次
に
、
宮
の
御
車
、
東
の
対
の
南
に
寄
す
。
そ
れ
よ
り
殿
に
渡
り
た
ま
ひ

て
、
一
の
宮
下
り
た
ま
ひ
て
、
四
尺
の
裾
濃
の
龍
胆
の
御
几
帳
さ
し
て
下
り

た
ま
ひ
ぬ
。
犬
宮
の
下
り
た
ま
ふ
に
は
、
同
じ
色
の
三
尺
の
几
帳
さ
し
て
出

で
た
ま
ふ
。
大
将
、「
乳
母
、
抱
き
て
下
り
た
ま
へ
」
と
の
た
ま
ふ
に
、「
否
、

宮
の
御
や
う
に
下
り
む
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
小
さ
き
御
扇
さ
し
隠
し
た
ま
ひ

て
、
静
か
に
ゐ
ざ
り
お
は
す
る
さ
ま
、
い
と
う
つ
く
し
く
ゆ
ゆ
し
く
覚
え
た

ま
ふ
。（「
楼
の
上
・
上
」
巻
・
四
九
〇
～
一
頁
）

二
つ
の
車
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
西
の
御
門
よ
り
尚
侍
の
殿
、
東
の
御
門
よ
り
宮

の
御
車
は
入
る
べ
き
な
り
」
（
四
八
六
頁
）
と
決
め
ら
れ
て
い
た
が
、
ど
ち
ら
の

順
か
ら
入
る
こ
と
は
配
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
あ
る

じ
方
」
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
尚
侍
の
車
を
西
の
御
門
か
ら
入
れ
て
、
西
の

対
に
着
け
ら
れ
て
い
る
。
三
条
京
極
邸
の
所
有
者
は
俊
蔭
女
だ
か
ら
で
あ
る
。
尚

侍
の
下
車
の
様
子
や
差
几
帳
の
こ
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
当
然
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
、
女
一
宮
と
犬
宮
が
同
乗
し
て
い
る
車
が
東
の
御
門
か
ら
入
っ
て
東
の

対
に
着
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
文
章
は
や
や
錯
綜
し
て
い
る
が
、
そ
れ

な
り
に
理
解
で
き
る
。
女
一
宮
の
下
車
で
は
「
四
尺
の
裾
濃
の
龍
胆
の
御
几
帳
さ

し
て
」
と
さ
れ
、
犬
宮
に
は
「
同
じ
色
の
三
尺
の
几
帳
さ
し
て
」
と
さ
れ
て
い
る
。

わ
ざ
わ
ざ
こ
の
日
の
た
め
に
同
色
の
大
小
の
几
帳
が
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

到
着
時
に
ま
ず
目
に
つ
く
の
が
、
下
車
の
際
の
差
几
帳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
犬

宮
は
乳
母
に
抱
か
れ
て
下
車
す
る
の
を
拒
み
、
小
さ
な
扇
で
顔
を
隠
し
、
静
か
に

膝
行
し
て
降
り
て
い
る
。
尚
侍
に
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
差
几
帳
の
こ
と
は
、
こ
の

親
子
の
た
め
に
と
っ
て
お
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

移
御
の
儀
式
は
三
日
間
続
き
、
四
日
目
の
夕
刻
に
女
一
宮
は
正
頼
邸
に
戻
っ
て

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
み
る
差
几
帳

―21―（21）



い
る
。
五
日
目
で
は
兼
雅
と
仲
忠
親
子
が
庭
を
巡
回
す
る
様
子
が
語
ら
れ
て
、

「
十
七
日
な
り
し
」
で
「
楼
の
上
・
上
」
巻
は
終
わ
っ
て
い
る
。
続
く
「
楼
の
上
・

下
」
巻
で
は
、
早
速
犬
宮
へ
の
琴
の
伝
授
が
楼
で
開
始
さ
れ
て
い
る
。
差
几
帳
の

事
例
も
続
く
の
で
、
節
を
変
え
て
さ
ら
に
見
て
い
き
た
い
。

六
楼
の
昇
降

最
終
巻
の
「
楼
の
上
・
下
」
巻
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
お
り
、
前
巻
か
ら

続
く
十
八
日
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
移
御
か
ら
六
日
目
に
な
る
。

⑪
か
く
て
、
つ
と
め
て
の
御
台
、
こ
こ
に
て
参
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
と
ば
か
り

あ
り
て
、
楼
へ
二
と
こ
ろ
渡
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
。
尚
侍
の
殿
の
も
、

い
ぬ
宮
の
御
方
の
も
、

�大
人
十
二
人
、
几
帳
さ
し
続
き
た
り
。
白
銀
の
透

き
餌
袋
に
、
御
菓
物
入
れ
た
り
。

ま
づ
尚
侍
の
殿
上
り
た
ま
ふ
。
階
は
、
御
手
を
取
り
て
上
せ
た
て
ま
つ
り

た
ま
ふ
。
着
た
ま
へ
る
、
唐
綾
の
御
衣
一
襲
、
紫
苑
色
の
夏
の
織
物
の
袿
、

紅
の
三
重
襲
の
御
袴
。
大
将
、
白
き
綾
の
単
衣
、
紅
の
打
ち
袷
脱
ぎ
垂
れ
た

ま
へ
り
。

�几
帳
の
さ
し
は
づ
れ
た
る
よ
り
、
は
つ
か
に
、
几
帳
よ
り
、
御

様
体
、
七
尺
余
の
御
髪
の
瑩
し
か
け
た
る
や
う
な
る
、
い
み
じ
う
め
で
た
う

見
ゆ
。

中
納
言
の
君
と
い
ふ
を
ば
、「
し
ば
し
候
ひ
た
ま
へ
」
と
て
、
東
の
楼
に
、

犬
宮
抱
き
た
て
ま
つ
り
て
、
「

�几
帳
を
高
う
、
女
房
さ
せ
」
と
の
た
ま
ひ

て
、
こ
れ
も
、
同
じ
ご
と
、

�長
々
と
、
人
歩
み
続
き
た
り
。
御
衣
、
縹
色

の
小
さ
き
裳
、
綾
の
打
ち
袷
一
襲
、
尾
花
色
の
細
長
、
御
袴
い
と
長
し
。

（「
楼
の
上
・
下
」
巻
・
五
〇
七
～
八
頁
）

寝
殿
で
の
朝
食
を
済
ま
せ
て
か
ら
、
仲
忠
は
母
と
子
を
楼
に
上
が
ら
せ
て
い
る
。

楼
は
、
南
池
中
島
の
東
西
に
二
つ
建
て
ら
れ
、
東
が
犬
宮
用
、
西
が
尚
侍
用
と
な

り
、
そ
の
間
の
空
中
に
渡
殿
を
渡
し
て
仲
忠
の
居
所
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
登
楼

は
儀
式
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。
秘
琴
・
秘
曲
の
伝
授
が
開
始
さ
れ
る
の
を
期

し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
二
人
は
、
二
つ
の
楼
に
別
々
に
昇
っ
て
い
る
。

尚
侍
に
対
し
て
、

�「
大
人
十
二
人
、
几
帳
さ
し
続
き
た
り
」
と
あ
る
の
は
、

西
の
対
か
ら
南
池
に
渡
し
た
反
橋
を
通
っ
て
楼
に
到
る
際
の
、
女
房
た
ち
に
よ
る

差
几
帳
で
あ
る
。
移
御
の
際
に
訪
れ
て
い
た
人
々
は
す
で
に
帰
っ
て
い
て
も
邸
内

に
は
使
用
人
な
ど
が
い
る
の
で
隠
す
の
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
尚
侍
が
登
楼
し
て
い
る
。
犬
宮
は
そ
れ
ま
で
待
つ
の
で
あ
る
。
楼
に
昇
る

階
段
は
、
仲
忠
が
尚
侍
の
手
を
と
っ
て
介
助
し
て
い
る
。

�「
几
帳
の
さ
し
は
づ

れ
た
る
よ
り
、
は
つ
か
に
、
几
帳
よ
り
、
御
様
体
、
七
尺
余
の
御
髪
の
瑩
し
か
け

た
る
や
う
な
る
、
い
み
じ
う
め
で
た
う
見
ゆ
」
は
、
几
帳
が
重
複
し
、
語
り
が
前

後
し
て
い
る
が
、
差
几
帳
さ
れ
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
隠

す
機
能
は
後
退
し
、
姿
が
瞥
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
几
帳
が
外
れ
た
り
、

几
帳
の
間
か
ら
尚
侍
が
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
様

相
で
あ
る
。
差
几
帳
さ
れ
て
も
、
美
し
さ
が
か
い
ま
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
後
に
も
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

犬
宮
の
番
に
な
る
と
、
仲
忠
は
自
ら
抱
い
て
登
楼
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の

際
に

�「
几
帳
を
高
う
、
女
房
さ
せ
」
と
命
じ
て
い
る
の
は
、
抱
く
こ
と
で
犬
宮

の
位
置
が
高
く
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

�「
長
々
と
、
人
歩
み
続
き
た
り
」
も
、

几
帳
の
語
は
な
い
も
の
の
差
几
帳
の
様
子
で
あ
る
。
物
語
は
こ
と
細
か
に
差
几
帳

に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

登
楼
し
て
か
ら
早
速
伝
授
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
夕
方
の
食
事
も
楼
の
上
で
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
も
「
几
帳
さ
し
て
」
の
用
例
が
認
め

ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
味
が
わ
か
り
ず
ら
い
。

⑫
例
の
、
夜
さ
り
の
御
台
は
、
楼
に
参
ら
す
。（
略
）
御
台
、
下
仕
へ
四
人
、

取
り
続
き
て
、
裳
・
唐
衣
着
て
参
る
。
上
臈
二
人
、
前
に
三
尺
の
几
帳
さ
し

て
、
楼
に
上
り
て
、
参
ら
す
。
御
賄
ひ
は
、
例
の
、
大
将
仕
う
ま
つ
り
た
ま

へ
ば
、「
あ
な
見
苦
し
。
中
納
言
、
侍
従
を
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
何
か
」
と

て
、
賄
ひ
賄
ひ
参
り
た
ま
ふ
。（「
楼
の
上
・
下
」
巻
・
五
一
三
～
四
頁
）

こ
こ
の
几
帳
に
対
し
て
、
『
う
つ
ほ
全

』
は
「
さ
し
几
帳
は
、
通
例
、

左
右
に

几
帳
を
さ
す
。
こ
こ
は
、
前
に
さ
し
た
例
で
あ
る
」
と
し
、
『

新
全

集
』
は
「
さ

し
几
帳
を
前
に
さ
し
た
例
。
通
常
は
左
右
に
几
帳
を
さ
す
が
、
階
を
昇
る
の
で
前
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に
さ
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
『
う
つ
ほ
全
』
は
頭
注
ス
ペ
ー
ス
の
関

係
で
簡
略
だ
が
、
『
新
全
集
』
と
同
じ
解
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
女
房
が
御
台
を

持
っ
て
登
楼
す
る
の
に
、
な
ぜ
差
几
帳
さ
れ
る
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
は
、

「
上
臈
二
人
、
楼
に
上
り
て
、
前
に
三
尺
の
几
帳
さ
し
て
、
参
ら
す
」
で
は
な
か

ろ
う
か
。
「
前
に
」
は
尚
侍
の
前
に
で
あ
り
、
食
事
の
た
め
に
几
帳
を
置
い
て
隠

し
、
お
膳
を
供
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
さ
し
て
」
は
、
こ
こ
で

は
置
い
た
意
が
強
い
と
思
わ
れ
、
差
几
帳
と
い
う
よ
り
も
、
置
い
て
隠
す
た
め
の

几
帳
と
な
ろ
う
。

物
語
は
進
み
、
伝
授
も
終
わ
っ
て
、
尚
侍
と
犬
宮
は
楼
を
降
り
て
、
よ
う
や
く

秘
琴
披
露
の
折
に
な
っ
て
い
く
。
物
語
は
、
ま
ず
降
り
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、

寝
殿
に
着
く
ま
で
の
移
動
を
長
々
と
語
っ
て
い
る
。
東
西
の
反
橋
か
ら
寝
殿
へ
の

移
動
に
際
し
て
、
嵯
峨
院
大
后
宮
の
輦
車
が
尚
侍
に
、
朱
雀
院
の
が
犬
宮
に
供
さ

れ
る
こ
と
が
嵯
峨
院
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
尚
侍
の
車
に
は
右

大
臣
兼
雅
、
犬
宮
の
車
に
は
左
大
臣
正
頼
が
そ
れ
ぞ
れ
介
添
え
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
次
は
、
寝
殿
に
着
く
ま
で
の
様
子
で
あ
り
、
こ
の
移
動
に
伴
い
、
差
几

帳
の
こ
と
が
何
度
も
語
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
文
の
揺
れ
が
あ
っ
て
そ
の
解
釈

に
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
『
新
全
集
』
に
よ
っ
て
い
き
た
い
。

⑬
右
大
将
、
こ
な
た
か
な
た
に
、
「
は
や
、
は
や
」
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、

蘇
枋
の
裾
濃
の
持
て
出
だ
し
て
、
絵
描
き
、
縫
物
し
た
る
、

�几
帳
ど
も
、

三
十
人
の
大
人
取
り
続
き
て
、
童
四
人
、
綾
の
上
の
袴
着
た
り
。
ま
た
、
犬

宮
の
御
方
の
人
に
、
紫
の
裾
濃
に
縫
物
し
て
、
唐
組
を
紐
に
し
た
る
三
十
人
、

童
の
丈
、
こ
れ
は
少
し
劣
り
な
る
、
長
々
と
あ
る
反
橋
の
上
に

�さ
し
続
き

た
る
、
い
と
を
か
し
。

ま
づ
、
お
と
ど
、
御
具
賜
り
て
、
下
に
、
右
の
お
と
ど
に
譲
り
き
こ
え
た

ま
ひ
て
、
犬
宮
下
ろ
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
右
大
将
抱
き
た
て
ま
つ
り
た

ま
ひ
て
、

�几
帳
の
前
に
童
、
こ
な
た
に
も
、
褥
、
火
取
、
薫
物
に
、
白
銀
・

黄
金
の
壷
二
つ
据
ゑ
た
る
物
、
脇
息
と
取
り
て
歩
み
た
り
。
丈
整
ひ
、
髪
丈

に
一
尺
あ
ま
り
た
る
が
、
か
た
ち
う
つ
く
し
げ
な
り
。

�隙
な
く
さ
し
続
き

た
る
几
帳
、
色
々
の
袿
、
裳
の
裾
ど
も
の
は
づ
れ
た
る
、
い
と
な
ま
め
か
し
。

近
き
車
ど
も
よ
り
も
遥
か
に
見
ゆ
る
、
い
と
め
で
た
し
。

�左
の
お
と
ど
、
几
帳
に
添
ひ
て
、
は
つ
か
に
犬
宮
の
様
体
を
見
た
ま
ふ

に
、
い
み
じ
く
う
つ
く
し
げ
に
め
で
た
う
見
え
た
ま
ふ
こ
と
、
貴
宮
の
稚
児

に
お
は
せ
し
に
こ
よ
な
う
ま
さ
り
た
ま
ひ
て
、
貴
に
な
ま
め
か
し
う
、
見
驚

く
ば
か
り
い
み
じ
き
も
の
か
な
、
こ
こ
ば
く
の
君
た
ち
、
一
、
二
の
宮
ば
か

り
こ
そ
は
、
品
ま
さ
り
て
見
え
た
ま
ひ
し
か
ど
、
ま
だ
小
さ
き
ほ
ど
に
、
い

と
か
う
は
見
え
た
ま
は
ざ
り
き
。
こ
れ
は
、
ゆ
ゆ
し
く
、
変
化
の
者
と
見
え

た
ま
ふ
。

楽
の
声
、
御
前
の
親
王
た
ち
よ
り
始
め
て
、
弾
き
物
、
吹
き
物
、
声
静
か

に
、
等
し
く
て
、
面
白
き
こ
と
限
り
な
し
。
嵯
峨
の
院
、
御
扇
し
て
、
拍
子

打
た
せ
た
ま
ふ
。
一
院
、
時
々
、
唱
歌
し
た
ま
ふ
。
か
か
る
こ
と
、
ま
た
あ

ら
じ
、
と
見
え
聞
こ
え
た
り
。（「
楼
の
上
・
下
」
巻
・
五
八
一
～
三
頁
）

引
用
冒
頭
が
分
か
り
に
く
い
が
、
こ
こ
で
の
要
点
は
、
楼
の
あ
る
中
島
に
渡
さ

れ
た
西
の
反
橋
に
、

�「
几
帳
ど
も
、
三
十
人
の
大
人
取
り
続
き
て
」
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
れ
ば
い
い
。

�「さ
し
続
き
た
る
」
も
同
様
で
、
東
の
反
橋
に
な
る
。

反
橋
を
歩
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
三
十
人
の
女
房
が
反
橋
の
左
右

に
十
五
人
ず
つ
居
並
ん
で
差
几
帳
し
た
の
で
あ
る
。
反
橋
は
十
五
間
な
の
で
、
一

間
に
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
⑪
に
「
大
人
十
二
人
」
と
あ
っ
た

理
由
は

分
か
ら
な
い
。
こ
の

光
景

自
体
も
見
物
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

�「
隙
な

く
さ
し
続
き
た
る
几
帳
、
色
々
の
袿
、
裳
の
裾
ど
も
の
は
づ
れ
た
る
、
い
と
な
ま

め
か
し
」
に
な
る
。
花
や
か
な
几
帳
、
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
て
見
え
る
女
房
た
ち
の

衣
装
が
な
ま
め
か
し
く
見
え
る
の
で
あ
る
。

引
用
二

段
落

目
、
犬
宮
を
楼
か
ら
降
ろ
す
際
に
あ
る
、
「
ま
づ
、
お
と
ど
、
御

具
賜
り
て
、
下
に
、
右
の
お
と
ど
に
譲
り
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
犬
宮
下
ろ
し
奉
り

た
ま
ふ
。
右
大
将
抱
き

奉
り
た
ま
ひ
て
」
の
、
「
御
具
賜
り
て
」
と
「
下
に
」
が

分
か
り
ず
ら
い
。
「
御
具
賜
り
て
」
は
几
帳
を
い
た
だ
い
て
の
意
で
、
こ
こ
は
、

楼
の
階
段
の
上
方
に
正
頼
、
下
方
に
右
大
臣
兼
雅
が
位
置
し
て
前
後
で
差
几
帳
を

し
、
そ
の

中
を

仲
忠
が
犬
宮
を
抱
い
て
降
り
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

�

「
几
帳
の
前
に
童
」
以
下
は
、「
歩
み
た
り
」
に
続
い
て
い
る
の
で
反
橋
を
渡
っ
て

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
み
る
差
几
帳
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い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
が
、
⑪
の

�に
あ
っ
た
よ
う
に
、

�「
隙
な
く
さ
し
続
き

た
る
几
帳
、
色
々
の
袿
、
裳
の
裾
ど
も
の
は
づ
れ
た
る
、
い
と
な
ま
め
か
し
」
や
、

�「
左
の
お
と
ど
、
几
帳
に
添
ひ
て
、
は
つ
か
に
犬
宮
の
様
体
を
見
た
ま
ふ
に
、

い
み
じ
く
う
つ
く
し
げ
に
め
で
た
う
見
え
た
ま
ふ
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
差
几

帳
の
隠
す
役
割
よ
り
も
、
そ
こ
か
ら
か
い
ま
見
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
今
ま
で
人
々
に
隠
さ
れ
て
い
た
犬
宮
の
容
姿
が
、
差
几
帳
の
役
割
を
後
退

さ
せ
て
、
見
ら
れ
て
い
る
。
神
秘
で
あ
っ
た
犬
宮
の
姿
が
、
人
々
に
知
ら
れ
始
め

る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
か
い
ま
見
ら
れ
た
犬
宮
は
、
正
頼
に
よ
っ
て
貴

宮
の
稚
児
の
折
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
お
り
、
「
変
化
の
者
」
と
さ
れ
て
い
る
。
新
た

な
変
化
の
者
の
一
族
の
系
譜
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
秘
琴
披
露
さ
れ
る
こ
と
と
見
合
っ
て
い
る
。
神
秘
で
あ
っ
た
秘
琴
演
奏
、

神
秘
で
あ
っ
た
犬
宮
の
容
姿
、
そ
れ
が
こ
こ
に
き
て
神
秘
の
ベ
ー
ル
が
脱
が
さ
れ

つ
つ
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
尚
侍
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
次
は
⑬
に
続
く
箇
所
で
、
輦
車
が
寝
殿
に
着
い
た
所
か
ら
に
な
る
。

⑭
御
車
寄
す
。
四
位
、
五
位
の
殿
上
人
、
階
よ
り
下
り
て
、
手
懸
け
て
寄
せ

た
り
。
一
院
、
「
か
の
車
、
巽
の
隅
の
高
欄
放
ち
て
寄
せ
さ
せ
よ
」
と
、
頭

の
中
将
に
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
左
、
右
大
臣
、
前
に
立
ち
て
歩
み
た
ま
へ
り
。

右
大
将
、
い
ぬ
宮
の
御
車
引
き
た
ま
へ
り
。
右
大
将
、
右
の
お
と
ど
、

�

几
帳
さ
し
下
ろ
し
た
て
ま
つ
ら
む
と
す
る
に
、
例
の
儀
式
あ
る
を
と
て
、
御

気
色
賜
は
り
た
ま
ひ
て
、
ま
づ
尚
侍
の
お
と
ど
下
り
た
ま
ひ
、
次
に
、
犬
宮

の
御
輦
車
寄
す
。
左
の
お
と
ど
手
懸
け
た
ま
へ
ば
、
次
々
の
人
下
り
て
寄
せ

た
り
。�几
帳
、
夕
日
の
透
き
影
よ
り
、
尚
侍
、
紅
の
黒
む
ま
で
濃
き
唐
綾
の
打

ち
袷
一
襲
、
三
重
の
袴
、
龍
胆
の
織
物
の
袿
、
唐
の

�、
薄
物
重
ね
た
る
地

摺
り
の
裳
、
村
濃
の
腰
さ
し
て
、
唐
の
糸
木
綿
、
赤
色
の
二
藍
重
ね
て
、
唐

衣
着
た
ま
へ
り
。
犬
宮
、
唐
撫
子
の
唐
綾
の
袿
一
襲
、
桔
梗
色
の
織
物
の
細

長
、
三
重
襲
の
御
袴
。

尚
侍
、
ゐ
ざ
り
寄
り
て
、
下
ろ
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
御
衣
引
き
繕

ひ
な
ど
し
た
ま
ひ
て
、
ゐ
ざ
り
入
り
た
ま
ふ
透
き
影
、
犬
宮
、
玉
虫
の
簾
よ

り
透
き
た
る
や
う
に
、
「
あ
な
め
で
た
」
と
見
え
た
り
。
小
さ
き
扇
さ
し
隠

し
た
ま
ひ
て
、
ゐ
ざ
り
入
り
た
ま
ふ
を
、

�一
院
、
几
帳
の
綻
び
よ
り
御
覧

じ
て
、
い
と
う
つ
く
し
と
思
す
。
尚
侍
、
様
体
細
や
か
に
、
な
ま
め
か
し
う
、

あ
な
清
ら
の
人
や
と
見
え
た
り
。
た
だ
今
二
十
余
ば
か
り
に
て
、
裳
の
裾
に

溜
り
た
る
髪
、
艶
々
と
し
て
、
裾
細
か
ら
ず
、
ま
た
、
こ
ち
た
か
ら
ぬ
ほ
ど

に
て
引
き
添
へ
ら
れ
て
、
ゐ
ざ
り
入
り
た
ま
ふ
を
、

	左
の
お
と
ど
、
几
帳

さ
し
た
ま
ふ
ま
ま
に
見
た
ま
ひ
て
、
い
と
い
み
じ
か
り
け
る
人
か
な
。
年
の

ほ
ど
、
大
将
の
妹
と
言
は
む
に
ぞ
よ
き
。
仁
寿
殿
の
女
御
に
は
、
様
体
、
け

は
ひ
も
ま
さ
り
た
ま
へ
り
。
昔
の
心
な
ら
ま
し
か
ば
、
か
か
る
を
見
過
ご
さ

ま
し
や
と
、
ね
た
う
覚
え
た
ま
ひ
、
か
ら
く
思
し
た
り
。（「
楼
の
上
・
下
」

巻
・
五
八
三
～
五
頁
）

ま
ず
、

�「
几
帳
さ
し
て
下
ろ
し
奉
ら
む
と
す
る
」
は
、
兼
雅
と
仲
忠
が
差
几

帳
し
て
犬
宮
を
輦
車
か
ら
降
ろ
そ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
例
の
儀

式
（
作
法
）
」
が
あ
る
と
す
る
朱
雀
帝
の
指
示
で
、
祖
母
と
な
る
尚
侍
か
ら
下
車

さ
せ
て
い
る
。

�「几
帳
、
夕
日
の
透
き
影
よ
り
」
の
「
几
帳
」
が
わ
か
り
ず
ら
い
が
、『
新
全

集
』
の
「
几
帳
の
夕
日
の
透
き
影
で
見
る
と
」
と
す
る
口
語
訳
に
従
っ
て
お
き
た

い
。
こ
の
几
帳
も
差
几
帳
で
あ
る
が
、
隠
す
よ
り
も
、
そ
の
透
き
影
で
人
が
見
え

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
差
几
帳
の
機
能
は
や
は
り
変
質
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

先
に
輦
車
か
ら
降
り
た
尚
侍
は
、
犬
宮
を
降
ろ
し
て
身
だ
し
な
み
を
整
え
、
共

に
膝
行
し
て
寝
殿
に
入
っ
て
い
る
。
そ
の
二
人
の
姿
が
、
か
い
ま
見
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

�「一
院
、
几
帳
の
綻
び
よ
り
御
覧
じ
て
、「
い
と
う
つ
く
し
」
と

思
す
。
尚
侍
、
様
体
細
や
か
に
、
な
ま
め
か
し
う
、
あ
な
清
ら
の
人
や
と
見
え
た

り
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
几
帳
は
綻
び
が
あ
る
の
で
、
御
座
と
す
る
た
め
に
置

か
れ
て
い
た
四
尺
几
帳
に
な
る
。
そ
の
綻
び
か
ら
朱
雀
帝
は
、
犬
宮
と
尚
侍
を
か

い
ま
見
で
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、

	「
左
の
お
と
ど
、
几
帳
さ
し
た
ま
ふ
ま
ま
に

見
た
ま
ひ
て
」
も
同
じ
よ
う
に
正
頼
が
尚
侍
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
差
几

帳
し
な
が
ら
、
正
頼
は
尚
侍
の
美
し
さ
を
見
て
感
動
し
て
い
る
。
こ
こ
に
き
て
、
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差
几
帳
は
そ
の
機
能
を
喪
失
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
隠
す
の
で
は
な
く
、
か
い
ま

見
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
み
え
る
差
几
帳
の
事
例
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
の

物
語
は
同
じ
よ
う
な
事
柄
や
語
り
方
を
反
復
す
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
が
、
差
几
帳

に
つ
い
て
も
同
じ
事
情
を
指
摘
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
②
の
邸
内
移
動
で
の
差
几

帳
は
①
の
反
復
と
見
ら
れ
よ
う
。
降
車
す
る
際
の
⑤
は
④
の
反
復
と
な
ろ
う
。
⑨

は
そ
の
内
部
で
の
反
復
で
あ
る
。

ま
た
、
物
語
が
差
几
帳
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
、
「
内
侍
の
か
み
」
巻
で
の
⑥
⑦

⑧
の
一
連
の
用
法
、
三
条
京
極
邸
移
御
に
か
か
わ
っ
て
の
出
立
⑨
と
到
着
⑩
で
の

語
り
、
ま
た
、
⑪
と
⑬
⑭
の
楼
の
昇
降
で
の
繰
り
返
し
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
長
編
物
語
の
展
開
に
差
几
帳
が
有
効
な
ア
イ
テ
ム
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
楼
の
上
・
下
」
巻
に
も
な
る
と
差
几
帳
は
、
そ
の
機
能
を
後
退
さ

せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
秘
琴
が
披
露
さ
れ
る
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
弾
奏
す
る

女
性
の
姿
も
披
露
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
差

几
帳
を
有
効
に
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
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