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【
要
旨
】

平
安
中
期
の
貴
族
・
源
顕
基
が
語
っ
た
「
咎
な
く
て
流
罪
と
せ
ら
れ
て
、
配
所
に

て
月
を
見
ば
や
」
は
、
後
世
多
く
の
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
を
初
め
て
引
用
し
た
大
江

匡
房
の
解
釈
や
、
同
時
代
の
「
無
実
の
罪
に
よ
る
流
罪
」
に
つ
い
て
の
意
識
や
、
実

際
に
そ
の
憂
き
目
に
遭
っ
た
菅
原
道
真
の
詩
歌
等
か
ら
、
仏
道
や
数
寄
へ
の
関
心
で

は
な
く
、
「
世
間
的
有
用
性
を
超
え
た
才
智
に
よ
っ
て
、
無
実
の
流
罪
へ
の
恨
み
や

悲
憤
を
通
り
抜
け
、
澄
明
な
、
余
裕
さ
え
持
っ
た
境
地
に
お
い
て
、
月
と
向
か
い
合

い
た
い
」
と
い
う
解
釈
を
提
案
し
た
。

【
本
文
】一

問
題
の
所
在

平
安
中
期
の
貴
族
、
源
顕
基
の
あ
る
言
葉
が
、
諸
書
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
な
か

で
最
も
早
い
十
二
世
紀
初
め
の
『
江
談
抄
』
巻
三
・
第
一
五
話
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の

如
く
で
あ
る
。

○

ま
た
（
大
江
匡
房
が
）
命
せ
ら
れ
て
云
は
く
、
「
入
道
中
納
言
顕
基
、
常
に

談
ら
れ
て
云
は
く
『
咎
な
く
て
流
罪
と
せ
ら
れ
て
、
配
所
に
て
月
を
見
ば
や
』

と
云
々
」
。

院
政
期
に
活
躍
し
た
文
人
貴
族
、
大
江
匡
房
の
言
談
と
し
て
、
顕
基
の
言
葉
が
語

ら
れ
る
。「
咎
な
く
て
」
つ
ま
り
無
実
の
罪
で
、「
流
罪
」
と
い
う
律
（
刑
法
）
に
よ

る
処
罰
（
注
１
）
を
受
け
て
、
配
所
（
流
刑
地
）
に
行
き
、
そ
こ
で
月
を
見
た
い
も

の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
常
に
談
ら
れ
て
」
と
あ
る
の
で
、
何
か
が
あ
っ
た
時

の
一
時
的
な
感
情
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
人
の
日
々
の
生
活
の
中
で
希
求
す

る
思
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
願
う
必
要
が
あ
る
の
か
、

そ
ん
な
状
況
の
何
が
願
わ
し
い
の
か
、
ま
た
そ
の
配
所
で
何
の
た
め
に
月
を
見
た
い

の
か
。
こ
の
言
葉
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
『
江
談
抄
』
の
言
談

に
は
、
古
本
系
・
類
聚
本
系
と
も
に
、
顕
基
が
こ
の
言
葉
を
語
っ
た
文
脈
も
、
匡
房

が
こ
の
言
葉
を
紹
介
し
た
文
脈
も
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
づ
け
は
な
さ
れ
て

い
な
い
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
こ
の
言
葉
が
そ
の
後
の
諸
書
で
ど
の
よ
う
な
意
味
づ
け
が
な
さ

れ
て
い
る
か
を
確
認
し
、
そ
れ
に
関
わ
る
先
行
研
究
を
紹
介
し
た
上
で
、
匡
房
な
ど

十
一
・
二
世
紀
の
人
た
ち
は
こ
の
言
葉
を
ど
う
解
釈
し
た
か
、
ま
た
顕
基
の
脳
裏
に

あ
っ
た
先
例
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
を
手
が
か
り
に
し
て
、
顕
基
本
人
の
思
い
に

近
づ
け
れ
ば
と
思
う
。

二

後
世
の
作
品
・
先
行
研
究

十
三
世
紀
こ
ろ
ま
で
の
作
品
で
顕
基
の
言
葉
を
載
せ
る
も
の
は
い
く
つ
も
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
『
袋
草
紙
』
『
宝
物
集
』
『
十
訓
抄
』
『
発

心
集
』
を
示
す
。

ま
ず
、
『
江
談
抄
』
に
次
い
で
古
い
『
袋
草
紙
』
上
巻
で
は
、
花
山
院
出
家
に
際

し
て
の
藤
原
義
懐
出
家
譚
の
次
に

○

入
道
中
納
言
顕
基
は
後
一
条
院
の
近
習
の
臣
な
り
。
而
し
て
長
元
九
年
四
月

七
日
、
院
崩
御
す
。
同
二
十
二
日
、
上
東
門
院
に
遷
し
奉
る
。
こ
の
日
大
原
に

お
い
て
出
家
す
。
生
年
三
十
七
。
時
の
人
落
涙
す
と
云
々
。（
中
略
）

こ
の
人
は
本
よ
り
道
心
者
と
云
々
。
文
集
の
詩
に
云
は
く
、
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古
き
墓
何
れ
の
世
の
人
ぞ

姓
と
名
と
を
知
ら
ず

化
し
て
道
傍
の
土
と
な
り

年
々
春
の
草
生
ず

常
に
こ
れ
を
詠
ず
と
云
々
。
ま
た
常
に
云
は
く
、
「
配
所
に
て
月
を
見
ば
や
」

と
云
々
。

と
あ
る
。
近
臣
出
家
譚
の
類
例
と
し
て
顕
基
を
出
し
、
最
後
に
付
け
加
え
た
言
葉
で

あ
る
。
「
道
心
」
と
結
び
つ
く
関
係
は
明
確
で
は
な
く
、
表
現
も
「
咎
な
く
て
流
罪

と
せ
ら
れ
」
が
な
い
な
ど
不
十
分
だ
が
、
文
脈
か
ら
し
て
仏
道
発
心
・
出
家
と
か
ら

め
る
意
図
を
持
っ
て
こ
の
言
葉
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
は
っ
き
り
と
発
心
の
契
機
と
し
て
こ
の
境
地
を
語
っ
た
と
す
る
も
の
が
、

次
い
で
古
い
『
宝
物
集
』
巻
七
で
あ
る
。

○

入
道
中
納
言
顕
基
卿
の
、
「
罪
な
く
し
て
配
所
の
月
を
見
ば
や
」
と
ね
が
ひ

給
ひ
し
は
、
流
罪
こ
の
も
し
き
に
は
あ
ら
ず
、
此
世
を
お
も
ひ
す
つ
べ
き
善
知

識
に
あ
は
ん
と
な
り
。

同
様
に
、
『
十
訓
抄
』
巻
九
・
第
４
話
で
は
、
藤
原
誠
信
が
弟
の
斉
信
に
昇
進
の

先
を
越
さ
れ
て
、
恨
み
を
抱
い
て
憤
死
し
た
話
に
関
わ
っ
て
、

○

顕
基
中
納
言
の
、
つ
ね
は
「
罪
な
く
て
配
所
の
月
を
見
ば
や
」
と
い
は
れ
け

る
に
は
、
似
給
は
ず
。
（
誠
信
は
）
よ
き
善
知
識
の
つ
い
で
を
得
な
が
ら
、
身

を
む
な
し
く
な
し
は
て
し
、
無
益
の
こ
と
か
。

と
あ
る
。
恨
み
を
持
っ
て
当
然
の
状
況
を
自
ら
願
う
顕
基
を
、
誠
信
に
対
置
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
顕
基
は
そ
う
い
う
状
況
を
「
善
知
識
」
と
し
て
願
っ
た
は
ず
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
が
、
顕
基
の
言
葉
を
仏
道
に
志
す
思
い
を
表
現
す
る
も
の
だ
と
し

て
い
る
の
に
対
し
、
『
発
心
集
』
巻
五
・
第
８
話
は
、
「
い
み
じ
き
す
き
人
」
と
し
て

の
意
識
の
表
れ
と
す
る
。

○

中
納
言
顕
基
は
大
納
言
俊
賢
の
息
、
後
一
条
の
御
門
に
時
め
か
し
仕
へ
給
ひ

て
、
わ
か
う
よ
り
司
・
位
に
つ
け
て
恨
み
な
か
り
け
れ
ど
、
心
は
此
の
世
の
さ

か
え
を
好
ま
ず
、
深
く
仏
道
を
願
ひ
、
菩
提
を
望
む
思
ひ
の
み
あ
り
。
つ
ね
の

こ
と
く
さ
に
は
、
彼
の
楽
天
の
詩
に
、
「
古
墓
何
世
人
。
不
知
姓
与
名
。
化
為

路
傍
土
。
年
々
春
草
生
」
と
い
ふ
事
を
口
づ
け
給
へ
り
。

い
と
い
み
じ
き
す
き
人
に
て
、
朝
夕
琵
琶
を
ひ
き
つ
つ
、
「
罪
な
く
し
て
罪

を
か
う
ぶ
り
て
、
配
所
の
月
を
見
ば
や
」
と
な
む
願
は
れ
け
る
。（
後
略
）

発
心
譚
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
直
接
は
「
数
寄
」
の
境
地
を
表
現
し
た
も

の
と
と
ら
え
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
『
江
談
抄
』
よ
り
後
の
作
品
は
、
顕
基
の
言
葉
を
「
仏
道
」
を
志

す
境
地
か
、「
数
寄
」
の
境
地
か
い
ず
れ
か
で
解
釈
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
先
行
研
究
で
は
、
顕
基
の
言
葉
を
単
独
で
考
察
す
る
（
も
し
く
は
明
示
的

な
文
脈
を
持
た
な
い
『
江
談
抄
』
の
章
段
を
対
象
に
す
る
）
も
の
は
な
く
、
『
発
心

集
』
『
古
事
談
』
『
撰
集
抄
』
『
徒
然
草
』
等
の
中
で
語
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に

お
い
て
意
味
づ
け
さ
れ
た
文
脈
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
特
に
、
こ
の
言
葉

の
背
景
に
中
唐
の
詩
人
白
居
易
の
文
学
を
想
定
し
う
る
こ
と
と
、
『
発
心
集
』
に
お

け
る
「
数
寄
」
と
い
う
意
味
づ
け
が
注
目
さ
れ
、
直
接
的
な
仏
道
と
の
関
わ
り
は
指

摘
さ
れ
な
い
。

○
戸
谷
三
都
江
氏
「
顕
基
の
説
話
と
『
徒
然
草
』
（
一
）
」（
注
２
）

・
配
所
に
対
す
る
関
心
は
、
す
で
に
祖
父
高
明
の
無
実
の
罪
に
よ
る
配
流
の
こ
と

も
あ
っ
て
、
と
く
に
深
い
関
心
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
血
脈
的

母
胎
の
上
に
、
顕
基
の
『
白
氏
文
集
』
へ
の
親
昵
が
あ
っ
た
。
�
�
「
罪
な
く

し
て
罪
を
か
う
ぶ
り
て
配
所
の
月
を
見
る
」
と
い
う
、
こ
の
逆
説
的
と
も
い
え

る
表
現
は
、
白
居
易
の
心
境
を
希
求
し
た
も
の
と
み
る
と
き
に
、
は
じ
め
て
理

解
を
完
う
す
る
と
思
う
の
で
あ
る
。「
罪
な
く
し
て
配
所
の
月
を
見
ん
」
と
は
、
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『
琵
琶
行
』
の
情
趣
へ
の
憧
憬
で
あ
っ
た
。

・
長
明
が
、『
発
心
集
』
に
、
『
琵
琶
行
』
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
「
い
み
じ
き
す

き
人
」
と
し
て
顕
基
を
記
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
無
理
で
は
な
い
。
�
�
顕
基

自
身
に
お
け
る
「
配
所
の
月
」
の
発
想
も
ま
た
、
『
琵
琶
行
』
か
ら
き
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

・
『
発
心
集
』
で
は
、
「
い
と
い
み
じ
き
す
き
人
」
と
し
て
、
「
月
を
見
ば
や
」
と

い
う
数
奇
心
を
、
是
非
と
も
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
「
い
と

い
み
じ
き
す
き
」
が
や
が
て
聖
教
に
連
る
と
い
う
。
そ
こ
に
は
美
を
介
し
て
の

仏
道
が
あ
る
の
で
あ
る
。

○
今
村
み
ゑ
子
氏
『
鴨
長
明
と
そ
の
周
辺
』（
注
３
）

・
長
明
は
顕
基
の
せ
り
ふ
に
「
琵
琶
行
」
を
看
取
す
る
と
同
時
に
、
配
所
の
月
を

見
た
高
明
と
そ
の
琵
琶
を
想
起
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
袋
草
紙
』
以
後
の
作
品
で
は
、
『
白
氏
文
集
』
の
巻
第
二
「
続
古
詩
十
首

其

の
二
」
の
「
古
墓
何
世
人
。
不
知
姓
与
名
。
化
為
路
傍
土
。
年
々
春
草
生
」
を
仏
教

的
無
常
観
と
取
り
、
同
じ
く
口
癖
だ
っ
た
と
す
る
こ
と
で
仏
道
と
結
び
付
け
る
が
、

先
行
研
究
で
は
、
む
し
ろ
巻
第
十
二
「
琵
琶
引
」
に
引
き
寄
せ
て
、
「
数
寄
」
へ
の

傾
斜
を
見
い
だ
し
て
い
る
（
注
４
）
。

一
方
、
こ
の
「
数
寄
」
に
近
い
意
味
と
思
わ
れ
る
が
、
次
の
よ
う
な
見
方
も
あ
る
。

○
久
保
田
淳
氏
「
《
徒
然
草
評
釈
・
十
三
》
配
所
の
月
罪
な
く
て
見
ん
こ
と
」（
注
５
）

・
「
配
所
の
月
、
罪
な
く
て
見
ん
こ
と
」
の
真
意
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
た

と
え
ば
菅
原
道
真
の
よ
う
に
、
本
当
は
潔
白
無
罪
の
身
な
の
だ
が
配
所
に
在
っ

て
あ
わ
れ
深
い
月
を
見
た
い
と
い
う
の
か
、
そ
れ
と
も
世
間
的
に
も
無
罪
の
身

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
上
で
、
配
所
と
も
い
う
べ
き
閑
所
に
身
を
置
い
て
閑
雅

に
月
を
見
た
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
�
�
江
談
抄
は
顕
基
の
語
と
し
て
、

「
無
咎
被
流
罪
配
所
ニ
テ
月
ヲ
見
バ
ヤ
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

顕
基
の
真
意
は
前
者
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
彼
は
自
ら
を
悲

劇
の
主
人
公
に
見
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
以
下
、
仏
道
と
数
寄
、
悲
劇
の
主
人
公
と
い
う
三
つ
の
意
味
づ
け
を

検
討
し
、
そ
れ
と
は
別
の
意
味
を
提
案
し
て
み
た
い
。

三

仏
道
・
数
寄
・
悲
劇
の
主
人
公

ま
ず
、
『
江
談
抄
』
の
顕
基
の
言
葉
が
、
直
接
仏
道
を
意
識
し
た
も
の
と
読
め
る

か
否
か
を
考
察
す
る
。
こ
れ
は
、
先
掲
戸
谷
氏
論
文
が
、

『
続
本
朝
往
生
伝
』
『
江
談
抄
』
は
、
と
も
に
大
江
匡
房
に
関
係
す
る
文
書

で
あ
る
。
し
か
も
『
往
生
伝
』
は
そ
の
名
の
示
す
と
お
り
、
顕
基
の
往
生
を
記

す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
「
配
所
の
月
」
の
話
柄
は
含
ま
な
い
。
�
�
こ
の
こ

と
は
、
消
極
的
な
が
ら
、
匡
房
が
「
配
所
の
月
」
の
話
を
、
仏
道
と
切
り
離
し

て
扱
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
さ
れ
る
よ
う
に
、
匡
房
の
著
で
あ
る
『
続
本
朝
往
生
伝
』
の
顕
基
の
項
に
は
こ
の

言
葉
は
な
い
こ
と
か
ら
、
匡
房
は
仏
道
に
関
わ
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と

す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
顕
基
本
人
の
意
識
と
し
て
も
、
発
心
の
契
機
と
し
て
は
、
あ

ま
り
に
特
殊
な
状
況
で
あ
り
、
発
心
の
た
め
な
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
境
遇

を
望
む
必
然
性
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
芸
術
至
上
と
い
っ
た
趣
き
の
「
数
寄
」
の
意
識
に
つ
い
て
で
あ
る
。
顕
基

の
祖
父
で
、
文
字
通
り
「
咎
な
く
て
流
罪
と
せ
ら
れ
て
、
配
所
に
て
月
を
見
」
た
源

高
明
が
琵
琶
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
波
戸
岡
旭
氏
（
注
６
）
が
道
真

の
詩
文
を
考
察
す
る
中
で
、
顕
基
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
風
流
心
と
い
う
よ
り
も
風
狂

と
い
う
に
近
い
」
と
さ
れ
た
言
及
や
、
先
掲
『
袋
草
紙
』
所
収
話
の
「
新
日
本
古
典

文
学
大
系
」
脚
注
に
「
顕
基
が
無
実
の
罪
に
流
さ
れ
た
地
で
月
を
見
た
い
と
い
う
想

い
は
、
流
離
流
浪
を
あ
こ
が
れ
る
一
種
の
風
流
心
に
通
ず
る
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
な

ど
、
一
般
的
印
象
に
近
い
解
釈
で
あ
る
。
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た
だ
、
先
掲
今
村
み
ゑ
子
氏
論
考
が

（
『
発
心
集
』
の
）
叙
述
に
琵
琶
が
な
け
れ
ば
、
顕
基
を
数
寄
人
と
す
る
表

現
に
は
さ
ほ
ど
説
得
力
は
な
い
。
琵
琶
を
加
え
た
こ
と
で
直
前
の
漢
詩
を
口
ず

さ
む
部
分
も
、
ま
た
「
配
所
」
の
せ
り
ふ
自
体
も
顕
基
の
数
寄
と
し
て
印
象
付

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
さ
れ
る
よ
う
に
、
文
脈
の
な
い
と
こ
ろ
で
顕
基
の
言
葉
自
体
に
「
数
寄
」
を
見
出

す
こ
と
は
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
。
ま
た
、
月
を
見
る
こ
と
で
「
あ
は
れ
」
が

感
じ
ら
れ
た
り
、
詩
歌
が
作
ら
れ
る
の
は
確
か
な
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な

状
況
は
必
須
の
も
の
で
は
な
い
。

最
後
に
、
「
悲
劇
の
主
人
公
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
菅
原
道
真
な
ど
を
「
悲
劇

の
主
人
公
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
次
の
「
陵
園
の
配
妾
」
の
造
形
な
ど

に
は
、
「
月
を
見
る
」
場
面
だ
け
を
切
り
取
っ
て
、
そ
の
「
悲
劇
」
性
・
哀
切
感
を

描
き
だ
し
て
い
る
。

○

帰
老
の
休
臣
の
霜
の
後
の
眼
、
陵
園
の
配
妾
の
月
の
前
の
心

〔
『
新
撰
朗
詠
集
』
巻
下
「
閑
居
」
第
５
７
９
番
所
収
・
大
江
以
言
「
閑
居
秋
色
変
」

詩
〕（
注
７
）

こ
こ
に
言
う
「
陵
園
の
配
妾
」
と
は
、
白
居
易
が
「
新
楽
府
」
で
、
宮
中
で
讒
言
を

受
け
、
墓
守
と
し
て
山
奥
の
陵
墓
に
配
さ
れ
た
女
官
を
詠
ん
だ

○

陵
園
の
妾

陵
園
の
妾
、
顔
色
は
花
の
如
く

命
は
葉
の
如
し
。
（
中
略
）

憶
在

宮
中
に
妬
猜
せ
ら
れ
、
讒
に
因
り
て
罪
を
得
て
、
陵
に
配
せ
ら
れ
来

る
。
（
中
略
）

松
門

暁
に
到
る
ま
で

月

徘
徊
し
、
柏
城

盡
日

風

蕭
瑟
た
り
。

〔
『
白
氏
文
集
』
巻
四
「
新
楽
府
」
・
０
１
６
１
「
陵
園
の
妾
、
幽
閉
を
憐
れ
む
な
り
」
〕

と
い
う
詩
が
出
典
で
あ
る
。
以
言
詩
の
他
、『
十
訓
抄
』
『
唐
物
語
』
等
で
も
女
官
は

月
と
取
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
。無
実
の
讒
言
に
よ
り
左
遷
の
憂
き
目
を
見
た
女
官
は
、

月
を
見
る
こ
と
が
必
然
と
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

た
し
か
に
、詩
歌
や
物
語
の
一
場
面
と
し
て
も
そ
の
哀
切
感
が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
、

気
の
利
い
た
し
ゃ
れ
、
見
立
て
と
し
て
、
「
自
分
も
そ
う
な
っ
て
み
た
い
」
と
言
う

こ
と
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
常
に
談
ら
れ
」
る
と
な
る
と
、
た
だ
「
見

立
て
」
を
思
い
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
人
に
と
っ
て
は
あ

る
種
の
理
想
像
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
月
を
見
る
」
境
地
が
人
生
の
目
標
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

後
世
の
作
品
で
は
「
仏
道
」
と
「
数
寄
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
た

が
、
『
江
談
抄
』
で
は
そ
の
解
釈
は
難
し
い
。
顕
基
本
人
に
と
っ
て
も
、
他
の
方
法

で
も
実
現
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
悲
劇
の
主
人
公
と
の
「
見
立
て
」
と
い
う

見
方
も
、
少
し
感
傷
的
で
、
発
心
の
契
機
や
数
寄
の
追
求
に
比
べ
て
も
、
現
実
感
が

薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
境
遇
に
よ
っ
て
し
か
あ
り
え
な
い
も
の
、
し
か
も
目

標
と
な
る
よ
う
な
意
味
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

四

「
無
実
の
流
罪
＝
「
英
雄
」
」
観

顕
基
の
言
葉
を
、
「
無
実
の
罪
で
流
さ
れ
る
」
こ
と
と
、
そ
う
し
て
「
配
所
で
月

を
見
る
」
こ
と
に
分
け
て
考
察
す
る
。
本
節
で
は
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

さ
て
、
顕
基
の
言
葉
を
載
せ
る
『
江
談
抄
』
で
は
、
無
実
の
罪
で
流
さ
れ
る
こ
と

の
意
味
が
次
の
よ
う
な
言
談
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

○

「
世
、
英
雄
の
人
を
も
つ
て
右
流
左
死
と
称
ふ
。〈
四
字
は
皆
呉
音
〉
。
そ
の

詞
は
由
緒
有
り
。
昔
、
菅
家
（
道
真
）
は
右
府
為
り
、
時
平
は
左
府
為
り
。
と

も
に
人
望
あ
る
な
り
。
そ
の
後
、
右
府
事
有
り
て
流
さ
れ
、
左
府
は
薨
逝
す
。

故
に
、
時
の
人
、
人
望
有
る
者
を
称
ひ
て
、
右
流
左
死
と
号
く
」
と
云
々
。

〔
『
江
談
抄
』
巻
三
・
第
二
一
話
「
英
雄
の
人
を
も
つ
て
右
流
左
死
と
称
ふ
事
」
〕

も
ち
ろ
ん
、
こ
じ
つ
け
の
語
源
伝
承
で
は
あ
る
が
、
無
実
の
罪
で
流
さ
れ
配
所
で
月

を
見
た
人
の
一
人
、
菅
原
道
真
が
右
大
臣
と
し
て
流
さ
れ
た
こ
と
等
を
も
っ
て
、「
右

流
左
死
」
の
言
葉
が
起
こ
り
、
そ
れ
は
「
人
望
」
の
あ
る
「
英
雄
」
を
意
味
す
る
と
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し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
英
雄
」
と
は
、
日
常
語
と
し
て
は
、

○

（
相
撲
召
合
）
二
番
左
縣
直
・
右
豊
原
惟
遠
な
り
。
左
右
共
に
貴
重
の
者
な

り
。
抑
も
縣
直
は
、
故
前
陸
奥
守
源
頼
俊
の
郎
等
源
六
大
夫
定
の
男
な
り
。
去

る
永
保
二
年
白
丁
な
り
。
而
る
に
寛
治
二
年
八
月
、
一
院
に
行
幸
し
七
番
を
御

覧
に
臨
む
の
日
、
紀
成
清
と
数
剋
合
ふ
。
勝
負
な
し
と
雖
も
、
成
清
十
余
度
障

を
申
す
。
力
敵
せ
ざ
る
な
り
。
仍
つ
て
以
つ
て
左
方
の
英
雄
と
な
す
。
豊
原
惟

遠
は
、
最
手
惟
助
の
男
な
り
。
去
る
応
徳
元
年
の
白
丁
。
其
の
歳
越
智
忠
兼
と

合
ひ
て
勝
を
得
。
之
に
よ
り
て
又
翹
楚
の
者
と
な
す
。

〔
『
中
右
記
』
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
七
月
三
十
日
条
〕

○

今
夜
左
近
将
曹
中
臣
近
友
頓
滅
す
。
年
六
十
余
り
。
故
兼
武
の
男
な
り
。
容

顔
美
麗
、
所
能
他
に
勝
る
。
舎
人
中
の
英
雄
の
者
な
り
。

〔
『
中
右
記
』
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
十
二
月
十
八
日
条
〕

の
よ
う
に
、
周
囲
の
同
類
の
中
で
の
秀
逸
、
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
に
も
な
る
が
、

○

昔
周
公
旦
の
大
聖
、
未
だ
流
言
を
免
れ
ず
。
霍
子
孟
の
英
雄
、
謗
議
を
避
け

難
し
。
或
い
は
親
、
或
い
は
賢
、
咎
を
招
く
こ
と
此
く
の
如
し
。

〔
『
本
朝
文
粋
』
巻
第
四
「
為
貞
信
公
辞
摂
政
・
第
二
表
」
後
江
相
公
・
延
長
八
年

（
九
三
〇
）
十
月
十
六
日
〕

な
ど
を
見
る
と
、
英
雄
と
は
、
常
人
と
は
別
格
の
傑
出
し
た
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、

「
謗
議
」
に
よ
っ
て
無
実
の
咎
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ

れ
る
。（
注
８
）

匡
房
は
、
道
真
の
よ
う
に
無
実
の
罪
で
流
さ
れ
る
人
は
、
人
が
仰
ぎ
見
る
よ
う
な
、

傑
出
し
た
存
在
「
英
雄
」
で
あ
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
匡
房
は
称
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
大

宰
権
帥
に
任
ぜ
ら
れ
、
翌
二
年
（
一
〇
九
八
）
か
ら
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
ま
で

現
地
に
赴
任
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
咎
な
く
て
流
罪
」
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
自
身
が
、
配
所
と
し
て
機
能
し
た
大
宰
府
で
月
を
見
た
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
匡
房
は
、
自
ら
を
通
常
の
人
間
で
は
な
い
と
意
識
し
て
い
た
。

○

「
匡
房
を
ば
世
の
人
謂
へ
る
こ
と
有
り
と
云
々
。
聞
く
べ
き
事
侍
る
な
り
。

先
年
、
陰
陽
道
の
僧
都
慶
増
来
た
り
て
云
は
く
、
「
世
間
の
人
、
殿
を
ば
熒
惑

の
精
と
申
す
な
り
。
し
か
れ
ば
閻
魔
庁
の
訴
へ
仕
ら
ん
と
て
来
た
る
な
り
」
と

云
々
。
こ
の
事
を
聞
き
て
以
来
、
身
な
が
ら
も
事
の
外
な
り
と
思
ひ
給
ふ
る
な

り
。
唐
の
大
宗
の
時
に
ぞ
、
熒
惑
の
精
は
燕
・
趙
の
間
の
山
に
降
り
た
り
け
る
。

李
淳
風
と
云
ふ
者
、
「
熒
惑
の
精
降
り
ぬ
」
と
云
ひ
け
れ
ば
、
大
宗
人
を
遣
し

て
見
せ
し
む
る
に
、
白
頭
の
翁
あ
り
と
云
々
。
ま
た
李
淳
風
も
熒
惑
の
精
な
り
。

か
く
の
ご
と
き
精
、
皆
有
る
事
な
り
」
と
云
々
。

〔
『
江
談
抄
』
巻
三
・
第
四
〇
話
「
都
督
、
熒
惑
の
精
為
る
事
」〕

そ
し
て
匡
房
は
、
道
真
を
祭
る
安
楽
寺
で
、
「
内
宴
の
序
」
を
作
っ
た
際
と
曲
水

宴
の
序
の
披
講
の
時
、
天
神
（
道
真
の
霊
）
を
感
嘆
さ
せ
、
そ
の
声
を
聞
い
て
も
い

る
。○

ま
た
問
ひ
て
云
は
く
、「
江
都
督
（
大
江
匡
房
）
、
西
府
の
安
楽
寺
に
お
い
て
、

内
宴
の
序
を
作
ら
し
む
る
時
、
御
殿
の
戸
の
鳴
る
由
風
聞
す
。
件
の
事
の
実
否

い
ま
だ
決
せ
ず
、
い
か
ん
」
と
。
答
へ
ら
れ
て
云
は
く
、
「
件
の
事
、
都
督
談

ら
れ
て
云
は
く
、
「
内
宴
に
序
を
作
り
し
時
、
御
（
御
殿
＝
水
原
抄
）
辺
に
人

有
り
て
、
そ
の
中
の
句
を
詠
ず
る
が
ご
と
し
。
府
官
ら
が
見
聞
す
る
と
こ
ろ
な

り
。
し
か
れ
ど
も
、
件
の
夜
は
、
終
り
に
属
た
る
に
依
り
、
事
の
疑
ひ
有
り
。

後
日
、
曲
水
宴
の
序
の
披
講
の
時
、
御
殿
の
戸
に
声
有
り
。
満
座
の
府
官
僚
下
、

一
人
を
遺
さ
ず
皆
も
つ
て
聞
け
り
」
と
。

僕
ま
た
問
ふ
、
「
件
の
声
は
何
許
り
ぞ
や
」
と
。
答
へ
ら
れ
て
云
は
く
、「
雷

の
ご
と
し
。
事
の
疑
ひ
な
し
。（
後
略
）

〔
『
江
談
抄
』
巻
六
・
第
四
二
話
「
江
都
督
の
安
楽
寺
の
序
の
間
の
事
」
〕

『
古
今
著
聞
集
』
巻
四
の
同
話
に
は
、
「
神
感
の
あ
ま
り
に
、
天
神
御
詠
吟
あ
り
け
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る
に
こ
そ
」
「
尊
廟
の
ふ
か
く
め
で
さ
せ
給
に
け
る
に
こ
そ
」
と
あ
っ
て
、
匡
房
も

天
神
（
道
真
の
霊
）
が
感
嘆
し
た
声
だ
っ
た
と
考
え
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
現
存

す
る
類
聚
本
系
『
江
談
抄
』
に
は
、
道
真
関
連
が
３
４
話
、
そ
の
う
ち
左
遷
（
大
宰

府
・
安
楽
寺
等
）
に
関
す
る
も
の
が
１
０
話
あ
る
。
ま
た
、『
江
都
督
納
言
願
文
集
』

巻
第
三
に
は
、
「
自
料
天
満
宮
安
楽
寺
堂
供
養
願
文
」
「
同
風
誦
文
」
「
自
料
於
安
楽

寺
大
般
若
経
供
養
願
文
」
が
あ
っ
て
、
大
宰
府
で
の
菅
原
道
真
に
強
い
関
心
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
匡
房
は
、
熒
惑
の
精
と
の
噂
も
あ
る
自
ら
が
大
宰
権
帥
と

し
て
赴
任
し
た
こ
と
か
ら
、
道
真
を
と
て
も
身
近
に
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
匡
房
は
、
顕
基
の
言
葉
に
、
菅
原
道
真
へ
の
憧
憬
を
感
じ
取
っ
て
共
感
し
た
と
、

ひ
と
ま
ず
は
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
顕
基
が
例
え
ば
道
真
な
ど
の
傑
出
し
た
漢
才
に
憧
れ
て
い
た
だ
け
な
の

だ
と
し
た
ら
、
そ
の
ま
ま
言
え
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
無
実
の
流
罪
云
々
は
必
要
な

い
。
こ
こ
で
、
無
実
で
流
罪
に
遇
う
こ
と
の
意
味
を
、
別
の
角
度
か
ら
と
ら
え
る
意

識
を
見
て
お
こ
う
。

例
え
ば
、

○

「
（
藤
原
伊
周
は
）
花
山
院
の
御
こ
と
出
で
き
て
、
御
官
位
と
ら
れ
給
ひ
て
、

た
だ
大
宰
の
権
帥
に
な
り
て
、
長
徳
二
年
四
月
二
十
四
日
に
こ
そ
は
下
り
給
ひ

に
し
か
、
御
年
二
十
三
。
い
か
ば
か
り
あ
は
れ
に
悲
し
か
り
し
こ
と
ぞ
。
さ
れ

ど
、
げ
に
か
な
ら
ず
か
や
う
の
こ
と
、
わ
が
怠
り
に
て
流
さ
れ
給
ふ
に
し
も
あ

ら
ず
。
よ
ろ
づ
の
こ
と
身
に
あ
ま
り
ぬ
る
人
の
、
唐
に
も
こ
の
国
に
も
あ
る
わ

ざ
に
ぞ
侍
る
な
る
。
昔
は
北
野
の
御
こ
と
ぞ
か
し
」
な
ど
言
ひ
て
、
鼻
う
ち
か

む
ほ
ど
も
あ
は
れ
に
見
ゆ
。

「
こ
の
殿
も
、
御
才
日
本
に
は
あ
ま
ら
せ
給
へ
り
し
か
ば
、
か
か
る
こ
と
も

お
は
し
ま
す
に
こ
そ
侍
り
し
か
。

〔
『
大
鏡
』
道
隆
伝
〕

と
、「
よ
ろ
づ
の
こ
と
身
に
あ
ま
り
ぬ
る
人
」
「
御
才
日
本
に
は
あ
ま
ら
せ
給
」
う
人

は
、
「
わ
が
怠
り
」
は
な
い
の
に
左
遷
の
憂
き
目
に
あ
う
こ
と
が
、
道
真
や
伊
周
の

よ
う
に
中
国
で
も
日
本
で
も
あ
る
、
と
い
う
。

ま
た
、
物
語
の
登
場
人
物
で
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
「
須
磨
」
巻
で
光
源
氏
が
政

治
的
圧
迫
か
ら
須
磨
に
隠
退
し
た
際
に
、
明
石
の
入
道
は
自
分
の
娘
（
後
の
明
石
の

上
）
の
結
婚
相
手
と
し
て
、
光
源
氏
を
考
え
た
。
入
道
の
妻
は
、
「
な
ど
か
�
�
罪

に
当
た
り
て
流
さ
れ
て
お
は
し
た
ら
む
人
を
し
も
思
ひ
か
け
む
」
と
反
対
す
る
の
だ

が
、
明
石
入
道
は
、

○

「
罪
に
当
た
る
こ
と
は
、
唐
土
に
も
わ
が
朝
廷
に
も
、
か
く
世
に
す
ぐ
れ
、

何
ご
と
に
も
人
に
こ
と
に
な
り
ぬ
る
人
の
か
な
ら
ず
あ
る
こ
と
な
り
。
」

〔
『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
〕

と
、
逆
に
配
流
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
（
注
９
）
、
源
氏
を
「
世
に
す
ぐ
れ
、
何
ご

と
に
も
人
に
こ
と
に
な
り
ぬ
る
人
」
と
見
な
し
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
の
『
源
氏
物
語
』

注
釈
書
で
あ
る
『
河
海
抄
』
は
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、

○

野
相
公
（
小
野
篁
）
・
在
納
言
（
在
原
行
平
）
・
菅
家
（
菅
原
道
真
）
・
西
宮

左
府
（
源
高
明
）
・
帥
内
大
臣
（
藤
原
伊
周
）
以
下
抜
群
ノ
賢
才
、
罪
無
ク
シ

テ
配
所
ニ
赴
ク
ノ
月
人
、
勝
ゲ
テ
計
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。

と
記
し
て
い
て
、
顕
基
の
言
葉
を
も
意
識
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
無
実
の
罪
で
左
遷
・

配
流
さ
れ
た
人
物
た
ち
（
注
１
０
）
を
「
抜
群
の
賢
才
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
小
国
日
本
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
程
の
抜
群
の
能
力
を
持
っ
た
人
が

無
実
の
罪
で
流
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
無
実
の
罪

で
流
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
人
の
漢
才
や
大
和
魂
な
ど
に
お
け
る
世
間
的
・
社
会
的

有
用
性
を
間
接
的
に
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

無
実
の
流
罪
で
は
な
く
、
早
逝
の
予
言
で
あ
る
が
、
『
大
鏡
』
道
長
伝
（
雑
々
物

語
）
に
は
、
夏
山
繁
樹
が
狛
人
か
ら
聞
い
た
こ
と
と
し
て
、

○

時
平
の
お
と
ど
を
ば
、
「
御
か
た
ち
す
ぐ
れ
、
心
魂
す
ぐ
れ
賢
う
て
、
日
本

に
は
あ
ま
ら
せ
給
へ
り
。
日
本
の
か
た
め
と
用
ゐ
む
に
あ
ま
ら
せ
給
へ
り
」
と
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相
し
申
し
し
は
。
枇
杷
殿
（
仲
平
）
を
ば
、
「
あ
ま
り
御
心
う
る
は
し
く
す
な

ほ
に
て
、
へ
つ
ら
ひ
飾
り
た
る
小
国
に
は
お
は
ぬ
御
相
な
り
」
と
申
す
。
貞
信

公
（
忠
平
）
を
ば
、
「
あ
は
れ
、
日
本
国
の
か
た
め
や
。
な
が
く
世
を
つ
ぎ
門

ひ
ら
く
こ
と
、
た
だ
こ
の
殿
」
と
申
し
た
れ
ば
、
「
我
を
、
あ
る
が
中
に
、
才

な
く
心
諂
曲
な
り
と
、
か
く
言
ふ
、
恥
づ
か
し
き
こ
と
」
と
仰
せ
ら
れ
け
る
は
。

と
あ
っ
て
、
『
江
談
抄
』
巻
三
・
第
二
一
話
で
道
真
と
対
に
し
て
語
ら
れ
た
藤
原
時

平
も
、
「
か
た
ち
・
心
魂
」
が
「
日
本
に
は
あ
ま
ら
せ
給
」
う
た
め
に
政
治
を
行
う

に
は
規
格
に
外
れ
（
早
逝
す
）
る
と
相
さ
れ
る
。
逆
に
忠
平
程
度
の
学
才
・
心
魂
が

日
本
に
は
ふ
さ
わ
し
く
、
活
躍
で
き
る
、
と
す
る
説
話
で
あ
る
（
注
１
１
）
。

無
実
の
流
罪
（
や
早
逝
）
は
、
む
し
ろ
世
間
的
有
用
性
を
超
越
し
た
、
異
国
や
異

界
で
こ
そ
有
用
な
ほ
ど
の
才
智
を
持
つ
こ
と
の
証
明
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
顕
基
の
言
葉
は
、
「
こ
の
世
間
の
枠
に
は
お
さ
ま
ら
な
い
程
の
才
智
を
持

ち
、
そ
の
た
め
に
却
っ
て
排
除
さ
れ
る
境
地
に
立
っ
て
、
月
を
見
た
い
」
と
い
う
願

い
と
解
釈
で
き
よ
う
。
た
だ
顕
基
は
、
匡
房
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
で
あ
ろ
う
道
真
と
と

も
に
、
同
様
に
無
実
の
罪
（
と
思
わ
れ
た
）
に
よ
り
左
遷
さ
れ
た
祖
父
・
源
高
明
へ

の
思
い
も
深
か
っ
た
だ
ろ
う
が
。

五

配
所
で
月
を
見
る
こ
と

と
こ
ろ
で
、
顕
基
の
言
葉
の
主
眼
は
、
上
記
の
よ
う
な
境
遇
で
「
月
を
見
る
」
こ

と
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
お
い
て
、
「
月
を
見
る
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の

か
。
顕
基
は
月
を
見
て
何
が
し
た
い
の
か
。
顕
基
が
こ
の
言
葉
を
言
う
時
に
は
、
当

然
そ
の
先
例
が
想
起
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
顕
基
の
言
葉
に
近
い

状
況
で
左
遷
・
配
流
さ
れ
た
人
た
ち
が
、
左
遷
の
地
や
配
所
で
「
月
を
見
」
て
、
ど

の
よ
う
な
和
歌
や
漢
詩
を
作
っ
て
い
る
か
、
を
参
考
に
す
る
。
先
掲
の
『
河
海
抄
』

で
言
及
さ
れ
た
五
人
の
中
で
、
本
来
な
ら
源
高
明
の
例
が
あ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
そ

れ
は
残
ら
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
月
を
見
る
詩
歌
の
残
っ
て
い
る
菅
原
道

真
と
、
藤
原
伊
周
及
び
光
源
氏
の
例
を
検
討
す
る
。

こ
れ
ら
の
詩
歌
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

（
Ａ
）
悲
哀
感
や
懐
旧
の
思
い
、
詩
情
を
詠
む
も
の

（
Ｂ
）
離
れ
た
都
や
、
友
・
妻
な
ど
へ
の
想
い
を
詠
む
も
の

（
Ｃ
）
自
ら
の
無
実
を
、
月
や
天
に
訴
え
よ
う
と
す
る
も
の

の
三
種
類
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
（
Ａ
）
と
（
Ｂ
）
は
、
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
い
る

こ
と
か
ら
、
感
情
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
、「
あ
は
れ
」「
客
愁
」
と
い
っ
た
感
情
を
敏
感

に
持
つ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
し
、
思
い
が
け
ず
も
遠
く
隔
た
っ
て
し
ま
っ
た
都
や
友

を
思
う
こ
と
の
痛
切
さ
も
当
然
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
二
種
類
の
詩
歌
は
、
顕
基
の

言
う
よ
う
な
状
況
に
な
く
て
も
、
月
を
見
て
感
じ
、
詠
ま
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
例

を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
が
、（
Ａ
）
は
、

○

独
月
を
み
る
と
い
ふ
事
を
よ
め
る

藤
原
有
教
母

眺
む
れ
ば
お
ぼ
え
ぬ
こ
と
も
な
か
り
け
り
月
や
昔
の
形
見
な
る
ら
ん

〔
『
金
葉
和
歌
集
』
巻
三
（
秋
）・
２
１
２
〕

○

「
暁
月
」（
讃
岐
守
時
代
の
作
）

客
舍
陰
り
蒙
る

四
面
の
山

窓
の
中
に
し
て
月
を
待
つ

甚
だ
幽
閑
な
り〔

『
菅
家
文
草
』
巻
第
四
・
３
１
３
〕

○

（
「
対
月
言
志
」）

同
人
（
藤
原
敦
光
）

終
宵
月
に
対
ひ
て

詩
魔
に
入
る

〔
『
本
朝
無
題
詩
』
１
８
６
〕

ま
た
（
Ｂ
）
も
、

○

書
写
の
聖
に
会
ひ
に
、
播
磨
の
国
に
お
は
し
ま
し
て
、
明
石
と
い
ふ
所

の
月
を
御
覧
じ
て

花
山
院
御
製

月
影
は
旅
の
空
と
て
か
は
ら
ね
ど
な
を
都
の
み
恋
し
き
や
な
ぞ

〔
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
九
（
羈
旅
）
・
５
２
２
〕
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○

「
庚
申
夜
、
述
所
懐
」（
讃
岐
守
時
代
の
作
）

故
人
の
詩
友

苦
ろ
に
相
思
ふ

霜
月

窓
に
臨
み
て

独
り
詠
む
る
時

〔
『
菅
家
文
草
』
巻
第
四
・
３
１
８
〕

○

「
対
月
独
吟
」

藤
原
周
光

月
を
見

未
だ
眠
ら
ず
し
て

夜
分
に
到
る

羈
中
の
冷
じ
き
影

素
よ
り
伝
へ
て
云
ふ

（
中
略
）

那
ぞ

華
洛
の
旧
交
を
し
て
識
ら
し
め
ん

独
り
郡
楼
に
上
り

此
の
文
を
作
り
し
こ
と
を

〔
『
本
朝
無
題
詩
』
１
７
０
〕

な
ど
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
よ
っ
て
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
無
実
の
罪
で

流
罪
に
あ
っ
て
月
を
見
た
」
人
の
詩
歌
に
特
徴
的
な
の
は
、（
Ｃ
）
の
内
容
の
も
の
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
無
実
を
月
に
晴
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
訴
え
る
の
は
、

恨
み
や
憤
懣
を
胸
に
抱
え
な
が
ら
の
祈
り
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
高
明
を
祖
父
に

持
つ
顕
基
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
単
純
に
願
わ
し
い
も
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。
結
局
、

（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）
い
ず
れ
も
、
顕
基
の
言
う
「
月
を
見
る
」
思
い
と
は
、
ず
れ
が

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
感
情
を
通
り
抜
け
た
と
こ
ろ
に
待
つ
境
地

が
顕
基
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
月
を
見
る
時
に
は
、
月
に
向
き
合
う
自
身
の
身
の
上
・
あ
り
方
に
も

思
い
が
向
か
う
。

○

お
ほ
や
け
の
御
畏
ま
り
に
侍
り
け
る
頃
、
賀
茂
の
御
社
に
夜
々
参
り
て

祈
り
ま
う
し
け
る
に
、
月
の
お
も
し
ろ
く
侍
り
け
る
に

賀
茂
成
助

か
く
ば
か
り
く
ま
な
き
月
を
お
な
じ
く
は
心
も
は
れ
て
見
る
よ
し
も
が
な

〔
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
五
（
雑
一
）
・
８
４
９
〕

何
ら
か
の
処
分
を
受
け
た
作
者
は
、
賀
茂
社
で
月
を
見
る
時
、
「
心
も
晴
れ
た
」

状
態
、
わ
だ
か
ま
り
の
な
い
心
で
あ
り
た
い
、
と
願
っ
て
い
る
。

○

月
い
と
明
う
さ
し
入
り
て
、
は
か
な
き
旅
の
御
座
所
は
奥
ま
で
隈
な
し
。
床

の
上
に
、
夜
深
き
空
も
見
ゆ
。
入
り
方
の
月
影
す
ご
く
見
ゆ
る
に
、
「
た
だ
是

西
に
行
く
な
り
」
と
独
り
ご
た
せ
給
ひ
て

い
づ
か
た
の
雲
路
に
わ
れ
も
ま
よ
ひ
な
む
月
の
見
る
ら
む
こ
と
も
は
づ
か

し

〔
『
源
氏
物
語
』
「
須
磨
」
巻
〕

光
源
氏
は
、
ま
さ
に
顕
基
の
言
う
よ
う
な
状
況
で
月
を
見
て
い
る
の
だ
が
、
月
に

見
ら
れ
て
い
る
自
身
を
強
く
意
識
し
、
「
は
づ
か
し
」
と
思
う
。
菅
原
道
真
の
「
月

に
代
り
て
答
ふ
」
詩
の
「
た
だ
是
西
に
行
く
な
り

左
遷
に
あ
ら
ず
」
を
引
用
し
つ

つ
、
引
き
比
べ
て
、
先
の
見
え
な
い
中
で
悲
憤
し
、
憂
い
に
沈
ん
で
い
る
自
分
を
自

嘲
し
て
い
る
。
尤
も
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
顕
基
の
望
む
境
地
で
は
な
い
。
で
は
、
顕

基
は
配
所
で
月
を
見
る
時
、
ど
の
よ
う
な
境
地
を
望
ん
だ
の
か
。
次
は
、
道
真
の
詩

を
『
菅
家
後
集
』
か
ら
見
て
行
こ
う
。

道
真
に
も
当
初
、
も
ち
ろ
ん
無
実
で
の
左
遷
を
恨
み
、
そ
れ
を
晴
ら
し
た
い
思
い

は
あ
っ
た
。

○

４
７
６
「
自
詠
」

家
を
離
れ
て
三
四
月

落
つ
る
涙
は
百
千
行

万
事
み
な
夢
の
如
し

時
時

彼
の
蒼
を
仰
ぐ

こ
こ
に
言
う
「
彼
蒼
」
に
つ
い
て
、
小
島
憲
之
・
山
本
登
朗
氏
『
菅
原
道
真
』（
注

１
２
）
は
、
「
『
毛
詩
』
（
秦
風
・
黄
鳥
）
の
「
彼
の
蒼
き
も
の
は
天
、
我
が
良
人
を

殲
ぼ
す
」
な
ど
の
句
か
ら
生
ま
れ
た
語
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
納
得
で
き
な
い
心
情

を
天
に
訴
え
る
文
脈
の
中
で
、
そ
の
訴
え
る
対
象
の
「
天
」
の
意
に
用
い
ら
れ
る
」

と
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
の
後
、

○

４
８
５
「
秋
夜

九
月
十
五
日
」

月
の
光
は
鏡
に
似
た
れ
ど
も

罪
を
明
ら
む
る
こ
と
な
し
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風
の
気
は
刀
の
如
く
な
れ
ど
も

愁
へ
を
破
る
こ
と
あ
ら
ず

と
、
月
（
や
天
）
に
無
実
を
訴
え
る
こ
と
の
空
し
さ
を
自
身
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
、

さ
ら
に

○

４
７
８
「
不
出
門
」

一
た
び
謫
落
せ
ら
れ
て
柴
荊
に
在
り
て
よ
り
、
万
死
兢
兢
た
り

跼
蹐
の
情

都
府
の
楼
に
は
纔
に
瓦
の
色
を
看
る
、
観
音
寺
に
は
た
だ
鐘
の
声
を
の
み
聴
く

中
懐
は
好
し

孤
雲
に
逐
ひ
て
去
る
、
外
物
は
相
逢
ひ
て
満
月
ぞ
迎
ふ
る

で
は
、
あ
る
余
裕
を
持
っ
て
月
を
見
る
境
地
に
至
る
。
こ
の
詩
は
、

左
遷
さ
れ
罪
に
恐
縮
し
な
が
ら
の
暮
ら
し
。
大
宰
府
の
瓦
を
わ
ず
か
に
見
、

観
世
音
寺
の
鐘
の
声
を
聞
く
だ
け
だ
が
、
そ
れ
で
満
足
し
、
心
の
中
の
わ
だ
か

ま
り
も
雲
が
去
る
よ
う
に
な
く
な
り
、
心
の
外
に
は
満
月
を
迎
え
て
い
る
。
身

体
を
繋
が
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
、
門
の
外
へ
出
よ

う
と
は
思
わ
な
い
、
こ
の
ま
ま
で
自
足
し
て
い
る
。
�
�
左
遷
さ
れ
た
罪
へ
の

恐
れ
、
不
自
由
さ
を
感
じ
つ
つ
も
、
何
と
か
自
足
し
よ
う
と
す
る
心
境
を
詠
ん

だ
詩
で
あ
る
。
�
�
も
ち
ろ
ん
、
抑
え
切
れ
な
い
憂
愁
も
あ
ろ
う
が
、
何
と
か

し
て
平
穏
を
得
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
『
菅
原
道
真
論
』
滝
川
幸
司
（
塙
書
房
・
２
０
１
４
年
１
０
月
）
）

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
道
真
は
こ
こ
で
、
憂
い
や
悲
哀
を
根
底
に
持
ち
な
が
ら
も
、

今
の
境
遇
に
自
足
し
、余
裕
を
持
っ
て
満
月
を
見
つ
め
よ
う
と
し
て
い
る
（
注
１
３
）
。

さ
ら
に
、

○

５
１
１
「
代
月
答
」

蓂
発
き
桂
香
し
く
し
て

半
ば
且
に
円
な
ら
む
と
す

三
千
世
界

一
周
す
る
天

天

玄
鑑
を
廻
し
て

雲
将
に
霽
れ
む
と
す

た
だ
こ
れ
西
に
行
く
な
り

左
遷
に
あ
ら
ず

の
詩
に
つ
い
て
、
前
掲
小
島
・
山
本
氏
『
菅
原
道
真
』
は
、
「
天
は
深
い
洞
察
力
で

す
べ
て
を
正
し
く
見
抜
き
、
わ
た
し
を
覆
っ
て
い
る
雲
は
晴
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

わ
た
し
は
た
だ
西
に
む
か
っ
て
進
ん
で
い
る
だ
け
�
�
。
お
ま
え
の
よ
う
に
左
遷
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
」
と
解
釈
さ
れ
、

作
者
は
、
月
の
姿
に
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
天
を
ゆ
く
月
と
地
上
の

自
分
の
運
命
の
根
本
的
な
違
い
を
確
認
し
て
自
問
自
答
の
作
を
と
じ
る
。

と
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
道
真
は
、
月
に
激
憤
を
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
天
の
理
の

中
に
月
を
も
自
ら
を
も
置
き
、
月
の
視
線
を
通
し
て
冷
静
な
目
で
そ
の
有
り
よ
う
を

見
つ
め
て
い
る
。
「
根
本
的
な
違
い
」
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
先
述
の
『
源
氏
物
語
』

須
磨
巻
で
の
引
用
と
は
異
な
り
、
地
上
の
小
さ
な
存
在
と
し
て
自
分
を
突
き
放
し
て

い
る
と
い
う
よ
り
も
、
左
遷
を
歎
く
気
持
ち
も
含
め
て
、
月
の
立
場
か
ら
自
分
自
身

を
ま
る
ご
と
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

波
戸
岡
旭
氏
（
注
１
４
）
は
、

こ
れ
を
、
個
我
の
妄
執
や
煩
悶
か
ら
抜
け
出
た
、
道
真
の
一
つ
の
諦
観
に
基

づ
く
新
た
な
詩
境
と
認
め
る
こ
と
は
安
易
な
解
釈
に
堕
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

し
か
し
明
ら
か
に
詩
境
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。

と
さ
れ
、
こ
の
詩
で
詠
ま
れ
た
道
真
の
境
地
の
評
価
に
抑
制
的
だ
が
、
本
稿
で
は
積

極
的
な
評
価
に
賛
成
し
た
い
。
「
詩
境
の
変
化
」
は
、
配
所
で
の
あ
り
方
・
生
き
方

の
変
化
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
境
地
を
表
現
し
た
も
の
が
、
次
の
和
歌
で
あ
ろ
う
。

○

海

海
な
ら
ず
た
た
へ
る
水
の
底
ま
で
に
き
よ
き
心
は
月
ぞ
て
ら
さ
ん

〔
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
十
八
（
雑
下
）
・
１
６
９
９
〕

○

（
道
真
は
）
さ
り
と
も
と
、
世
を
思
し
召
さ
れ
け
る
な
る
べ
し
。
月
の
あ
か

き
夜

海
な
ら
ず
た
た
へ
る
水
の
そ
こ
ま
で
に
き
よ
き
心
は
月
ぞ
照
ら
さ
む

こ
れ
い
と
か
し
こ
く
あ
そ
ば
し
た
り
か
し
。
げ
に
月
日
こ
そ
は
照
ら
し
給
は
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め
と
こ
そ
は
あ
め
れ
。

〔
『
大
鏡
』
時
平
伝
〕

『
大
鏡
』
で
は
月
に
無
実
を
訴
え
て
冤
罪
を
は
ら
す
、
と
い
う
文
脈
で
と
ら
え
て

い
る
が
、
む
し
ろ
、
月
が
自
分
の
心
の
清
澄
さ
を
見
取
っ
て
く
れ
る
な
ら
、
そ
れ
で

十
分
だ
と
詠
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
関
わ
っ
て
、
佐
藤
信
一

氏
『
菅
原
道
真
』
（
注
１
５
）
は
、
『
白
氏
文
集
』
巻
第
五
十
四
「
船
に
て
夜
琴
を
援

く
」
詩
の
「
鳥
棲
み
て
魚
動
か
ず
、
月
照
ら
し
て
夜
江
深
し
」
を
、
道
真
も
知
悉
し

て
い
た
と
し
て
挙
げ
る
。
こ
の
詩
に
は
、
「
心
静
か
な
れ
ば
即
ち
声
淡
く
」
の
句
も

あ
り
、
い
か
に
も
静
ま
っ
た
夜
の
川
辺
が
想
像
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
道
真
の
歌
も
、

月
に
迫
っ
て
無
実
を
勝
ち
取
る
、
と
い
う
よ
う
な
激
し
い
心
の
動
き
で
は
な
く
、
月

の
光
が
降
り
注
ぐ
中
に
静
か
に
自
身
を
置
き
、
波
も
立
た
な
い
深
い
心
の
底
を
、
月

を
信
じ
て
そ
の
照
覧
に
委
ね
て
い
る
、
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。（
注
１
６
）

理
不
尽
極
ま
る
状
況
の
中
で
、
恨
み
や
悲
憤
な
ど
暗
い
感
情
を
通
り
抜
け
到
達
す

る
、
澄
明
な
、
余
裕
さ
え
持
っ
た
境
地
は
、
天
の
理
に
則
っ
て
西
に
進
む
月
と
向
か

い
合
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
境
地
で
あ
ろ
う
。

顕
基
が
望
ん
だ
、
無
実
の
罪
で
流
さ
れ
、
配
所
で
月
を
見
る
境
地
と
は
、
例
え
ば
、

道
真
が
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
詩
歌
の
中
で
到
達
し
得
た
と
し
て
示
す
境
地
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
前
節
に
関
わ
っ
て
言
え
ば
、
顕
基
ら
後
人
に
と
っ
て
み

れ
ば
、
無
実
の
流
罪
を
呼
び
込
む
ほ
ど
の
、
世
間
で
の
有
用
性
を
超
え
た
才
智
が
あ

っ
て
こ
そ
、
激
越
な
恨
み
や
悲
憤
を
抜
け
出
し
、
悲
し
み
を
心
底
に
持
ち
な
が
ら
も
、

天
の
理
を
体
現
す
る
月
に
あ
る
が
ま
ま
を
照
覧
し
て
も
ら
い
、
身
を
委
ね
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
、
と
考
え
ら
れ
た
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
境
地
を
希
求
す
る
顕
基
に
と
っ

て
、
無
実
の
流
罪
は
、
そ
こ
に
到
達
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
境
地
は
、
当
時
の
宗
教
的
背
景
か
ら
言
え
ば
、
当
然
仏
教
に
つ
な
が

る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
不
思
議
は
な
い
。
月
自
体
も
、
仏
教
的
文
脈
で
は
仏
の
智
慧

や
仏
そ
の
も
の
の
象
徴
と
な
る
。
そ
の
点
で
は
、
い
く
つ
か
の
作
品
が
、
発
心
や
往

生
と
関
連
さ
せ
て
こ
の
言
葉
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
正
鵠
を
射
た
も
の
と
言

え
る
。
ま
た
顕
基
の
実
人
生
の
中
で
も
、
具
体
的
な
形
を
取
る
と
な
れ
ば
、
結
局
、

発
心
・
入
道
と
い
う
生
き
方
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
先
述
の
よ
う
に
、
初

め
か
ら
発
心
の
「
善
知
識
」
を
目
的
に
す
る
と
し
た
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
願
う
に
し
て
は

特
殊
過
ぎ
る
。
顕
基
の
言
葉
は
、
仏
道
と
い
う
鋳
型
に
お
さ
ま
る
方
向
と
は
別
の
、

天
や
月
と
い
っ
た
大
い
な
る
存
在
に
向
き
合
う
境
地
を
願
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

中
国
で
は
、
皇
帝
の
絶
大
な
権
力
の
も
と
、
左
遷
・
配
流
が
頻
繁
に
起
き
、
「
貶

謫
の
文
学
」
が
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
な
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
一
方
日
本
で
は
、

そ
れ
は
比
較
的
少
な
く
、
左
遷
・
配
流
を
契
機
と
す
る
文
学
作
品
も
少
数
で
あ
る
。

顕
基
の
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
平
安
貴
族
社
会
の
中
で
、
左
遷
・
配
流
の
持
つ
意
味

を
考
察
で
き
る
貴
重
な
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
斎
川
真
氏
「
流
刑
・
左
遷
・
左
降
ー
続
日
本
紀
の
事
例
を
中
心
に
ー
」
（
「
続

日
本
紀
研
究
」
・
２
１
３
号
・
１
９
８
１
年
）
は
「
左
遷
は
官
吏
任
命
権
の
発
動
で

あ
っ
て
、
そ
こ
に
懲
罰
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
い
か
な
る
意
味
で

も
刑
罰
で
は
あ
り
え
な
い
」
が
、
「
そ
の
よ
う
な
処
分
が
、
制
度
的
に
は
と
も
か
く

現
実
的
に
は
、
刑
罰
と
同
一
の
、
あ
る
い
は
類
似
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
存

在
し
」
、
「
左
遷
と
流
刑
と
」
は
「
同
じ
い
も
の
、
あ
る
い
は
混
同
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
」
と
さ
れ
る
。
顕
基
の
同
時
代
に
も
、
例
え
ば
、
藤
原
伊
周
の
左
遷
に
つ
い
て

『
小
右
記
』
で
は
、
御
前
の
「
除
目
」
（
任
官
儀
式
）
に
よ
り
大
宰
権
帥
任
命
を
決

め
た
と
し
な
が
ら
、「
配
流
宣
命
」
と
い
う
言
葉
も
同
時
に
使
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、

本
稿
で
も
両
者
は
厳
密
に
区
別
は
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
２
）
昭
和
女
子
大
学
「
学
苑
」
３
９
７
号
・
１
９
７
３
年
１
月
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（
３
）
和
泉
書
院
刊
・
２
０
０
８
年
１
２
月

（
４
）
戸
谷
三
都
江
氏
は
そ
れ
に
加
え
て
、
ま
た
今
村
み
ゑ
子
氏
も
『
発
心
集
』
の

考
察
の
中
で
、
長
明
の
目
を
通
し
て
、
顕
基
の
言
葉
を
、
数
寄
を
通
し
て
仏
道
の
発

心
に
通
ず
る
意
識
（
「
美
を
介
し
て
の
仏
道
」
）
と
考
察
し
て
い
る
が
、
顕
基
の
言
葉

そ
の
も
の
へ
の
考
察
で
は
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
考
察
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
と
す

る
。

（
５
）
學
燈
社
「
国
文
学
」
・
１
９
７
９
年
６
月
号

（
６
）
波
戸
岡
旭
氏
『
宮
廷
詩
人

菅
原
道
真

『
菅
家
文
草
』・
『
菅
家
後
集
』
の

世
界
』（
２
０
０
５
年
２
月
・
笠
間
書
院
）

（
７
）『
類
聚
句
題
抄
』
３
８
に
は
詩
全
体
が
載
る
。

（
８
）『
江
談
抄
』
で
は
他
に
も
、
「
野
馬
台
詩
」
を
引
用
し
て
、

○

命
せ
ら
れ
て
云
は
く
、
「
英
雄
を
立
つ
る
は
尤
も
の
理
な
り
。
宝
志
の
野
馬

台
の
讖
に
、
「
天
命
三
公
に
在
り
。
百
王
流
れ
畢
く
竭
き
ぬ
。
猿
犬
英
雄
と
称

す
」
と
見
え
た
り
。
王
法
衰
微
し
て
、
憲
章
許
さ
れ
ざ
る
徴
な
り
」
と
。

〔
巻
五
・
第
七
一
話
「
源
中
将
師
時
亭
の
文
会
の
篤
昌
の
事
」
〕

な
ど
と
使
わ
れ
て
い
る
。

（
９
）
光
源
氏
の
須
磨
隠
退
を
、
本
人
の
意
志
に
よ
る
隠
退
と
と
る
か
、
朝
廷
に
よ

る
正
式
な
処
分
（
流
罪
）
と
と
る
か
は
、
『
源
氏
物
語
』
研
究
で
も
結
論
の
出
な
い

と
こ
ろ
だ
が
、
入
道
の
妻
は
「
罪
に
当
た
り
て
流
さ
れ
」
と
言
っ
て
い
る
し
、
源
氏

本
人
も
無
実
の
罪
に
よ
る
罰
と
認
識
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
明
石
入
道
に
対
し
て
、

源
氏
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

○

「
横
さ
ま
の
罪
に
当
た
り
て
、
思
ひ
か
け
ぬ
世
界
に
漂
ふ
も
、
何
の
罪
に
か

と
お
ぼ
つ
か
な
く
思
ひ
つ
る
を
、
今
宵
の
御
物
語
に
聞
き
あ
は
す
れ
ば
、
げ
に

浅
か
ら
ぬ
前
の
世
の
契
り
に
こ
そ
は
と
あ
は
れ
に
な
む
。

ま
た
、
供
人
の
意
識
と
し
て
も
、
源
氏
に
つ
い
て
、
神
仏
へ
の
祈
り
の
中
で
、

○

罪
な
く
て
罪
に
当
た
り
、
官
位
を
と
ら
れ
、
家
を
離
れ
、
境
を
去
り
て
、
明

け
暮
れ
や
す
き
空
な
く
嘆
き
給
ふ

と
あ
る
。

（
１
０
）
実
際
に
「
無
実
」
だ
っ
た
の
か
否
か
は
確
定
が
難
し
い
が
、
匡
房
を
含
め

た
当
時
の
人
々
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
無
実
の
罪
で
流
罪
（
左
遷
）
さ
れ
た
と
考
え

て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

○

小
野
篁
は
、
常
嗣
宰
相
の
遣
唐
使
に
つ
か
は
さ
れ
け
る
時
、
副
使
に
て
渡
り

け
る
に
、
舟
き
ら
へ
り
と
い
ふ
無
実
に
よ
り
て
隠
岐
国
へ
な
が
さ
れ
た
ま
ふ
。

和
田
の
原
八
十
島
か
け
て
漕
出
ぬ
と
人
に
は
つ
げ
よ
あ
ま
の
釣
舟

と
い
ふ
歌
は
そ
の
た
び
よ
み
給
へ
る
と
な
り
。

〔
『
宝
物
集
』
巻
二
〕

○

式
部
卿
の
宮
（
為
平
親
王
）
、
帝
に
居
さ
せ
給
ひ
な
ば
、
西
宮
殿
（
高
明
）

の
族
に
世
の
中
う
つ
り
て
、
源
氏
の
御
栄
え
に
な
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
御
舅
た
ち

の
魂
深
く
、
非
道
に
御
弟
（
守
平
親
王
）
を
ば
引
き
越
し
申
さ
せ
奉
ら
せ
給
へ

る
ぞ
か
し
。
世
の
中
に
も
宮
の
う
ち
に
も
、
殿
ば
ら
の
思
し
か
ま
へ
け
る
を
ば
、

い
か
で
か
は
知
ら
む
。

〔
『
大
鏡
』
師
輔
伝
〕

○

（
師
尹
が
）
左
大
臣
に
う
つ
り
給
ふ
こ
と
、
西
宮
殿
、
筑
紫
へ
下
り
給
ふ
御

替
な
り
。
そ
の
御
こ
と
の
乱
れ
は
、
こ
の
小
一
条
の
お
と
ど
（
師
尹
）
の
言
ひ

出
で
給
へ
る
と
ぞ
、
世
の
人
聞
こ
え
し
。
さ
て
、
そ
の
年
も
過
ぐ
さ
ず
う
せ
給

ふ
こ
と
を
こ
そ
（
そ
の
報
い
と
）
申
す
め
り
し
か
。
そ
れ
も
ま
こ
と
に
や
。

〔
『
大
鏡
』
師
尹
伝
〕

伊
周
に
つ
い
て
は
、
先
掲
『
大
鏡
』
道
隆
伝
参
照
。
た
だ
、
行
平
に
つ
い
て
は
、

左
遷
（
配
流
）
の
事
実
自
体
は
っ
き
り
せ
ず
、
そ
れ
が
「
無
実
」
だ
っ
た
と
の
説
話

・
伝
承
は
管
見
に
は
入
っ
て
い
な
い
。

（
１
１
）
『
古
事
談
』
巻
六
・
第
４
８
話
に
同
話
。
ま
た
、
該
話
の
「
新
日
本
古
典

文
学
大
系
」
脚
注
に
よ
れ
ば
、『
台
記
』
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
六
月
七
日
条
に
、

信
西
が
、
後
年
保
元
の
乱
（
一
一
五
六
）
で
討
ち
死
に
す
る
藤
原
頼
長
の
学
才
を
評

し
て
、
「
漢
朝
を
訪
ふ
に
又
此
の
類
少
な
し
。
既
に
我
が
朝
中
古
の
先
達
を
超
え
た
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り
。
其
の
才
我
が
国
に
過
ぐ
。
深
く
危
惧
す
る
所
な
り
」
と
あ
る
（
『
続
古
事
談
』

巻
二
・
第
１
６
話
に
説
話
化
）
。
追
従
の
意
図
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
抜
群
の
才
は
、

実
際
に
危
惧
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
１
２
）「
日
本
詩
人
選
集
１
」・
研
文
出
版
・
１
９
９
８
年
１
１
月

（
１
３
）
こ
の
詩
及
び
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
『
白
氏
文
集
』
巻
第
十
六
「
香
炉
峰
下
、

新
卜
山
居
、
草
堂
初
成
、
偶
題
東
壁
、
重
題
四
首
、
其
三
」
詩
に
関
連
さ
せ
て
、
山

本
登
朗
氏
「
謫
居
と
閑
居

ー
大
宰
府
の
菅
原
道
真
ー
」
（
「
礫
」
・
１
３
０
号
・
１

９
９
７
年
８
月
）
は
、

顕
基
は
「
あ
は
れ
、
罪
な
く
し
て
配
所
の
月
を
見
ば
や
」
と
語
っ
た
と
い
う

が
、
彼
は
ま
た
、
常
に
白
居
易
の
詩
を
口
ず
さ
ん
で
も
い
た
と
い
う
。
「
罪
な

く
し
て
配
所
の
月
を
見
ば
や
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
顕
基
が
願
っ
た
境
地
が
、

白
居
易
と
同
じ
よ
う
な
閑
暇
の
中
で
の
悠
々
自
適
の
生
活
で
あ
っ
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
１
４
）
先
掲
注
６
に
同
じ
。

（
１
５
）「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
伝
」
・
笠
間
書
院
・
２
０
１
２
年
１
０
月

（
１
６
）
道
真
は
最
晩
年
に
至
っ
て
も
、

○

５
０
９
「
灯
滅

二
絶
・
其
の
二
」

遷
客
の
悲
愁
は

陰
き
夜
に
倍
せ
り

冥
冥
の
理
は

冥
冥
に
訴
へ
ま
く
欲
り
す

と
詠
っ
て
、
一
方
で
は
暗
く
大
き
な
悲
憤
は
消
え
る
こ
と
は
な
い
と
も
言
え
る
。
た

だ
、
顕
基
が
理
想
と
し
て
希
求
す
る
境
地
と
は
全
く
別
の
次
元
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

尚
、
本
文
中
で
使
用
し
た
本
文
は
、
以
下
の
も
の
に
よ
り
、
漢
文
は
私
に
読
み
下

し
た
。
ま
た
、
表
記
を
変
え
た
所
が
あ
る
。

・
『
江
談
抄
』
＝
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
（
岩
波
書
店
）
。
ま
た
『
古
本
系
江
談

抄
注
解
』
（
武
蔵
野
書
院
）
を
参
照
し
た
。

・
『
袋
草
紙
』
＝
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）

・
『
宝
物
集
』
＝
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
岩
波
書
店
）

・
『
十
訓
抄
』
＝
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」（
小
学
館
）

・
『
発
心
集
』
＝
「
日
本
古
典
集
成
」
（
新
潮
社
）

・
『
新
撰
朗
詠
集
』
＝
「
和
歌
文
学
大
系
・
４
７
」（
明
治
書
院
）

・
『
白
氏
文
集
』
＝
「
新
釈
漢
文
大
系
」
（
明
治
書
院
）

・
『
中
右
記
』
＝
「
大
日
本
古
記
録
」
（
岩
波
書
店
）

・
『
本
朝
文
粋
』
＝
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
岩
波
書
店
）

・
『
古
今
著
聞
集
』
＝
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
岩
波
書
店
）

・
『
大
鏡
』
＝
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」（
小
学
館
）

・
『
源
氏
物
語
』
＝
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」（
小
学
館
）

・
『
河
海
抄
』
＝
「
源
氏
物
語
評
釈
」
（
角
川
書
店
）

・
『
金
葉
和
歌
集
』
＝
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
岩
波
書
店
）

・
『
菅
家
文
草
』『
菅
家
後
集
』
＝
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
（
岩
波
書
店
）

・
『
本
朝
無
題
詩
』
＝
本
間
洋
一
氏
『
本
朝
無
題
詩
全
注
釈
』
（
新
典
社
）

・
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
＝
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
岩
波
書
店
）

・
『
新
古
今
和
歌
集
』
＝
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
岩
波
書
店
）

・
『
台
記
』
＝
「
増
補
史
料
大
成
」（
臨
川
書
店
）

―  141  ―

松　本　昭　彦

一
二




