
E汗

ザロ
フも本自

木」

考

迫

徹

朗

平
安
時
代
及
び
そ
の
後
の
文
学
に
お
い
て
、
相
木
は
兵
衛
府
の
官

人
の
異
称
と
し
て
、
ま
た
こ
の
木
に
は
葉
守
の
神
が
い
る
と
い
う
こ

と
で
有
名
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
兵
衛
の
異
称
が
い
っ
、
何

故
生
じ
た
の
か
p

葉
守
の
神
と
は
ど
ん
な
神
か
、
叉
そ
の
神
の
存
在

は
い
つ
頃
か
ら
認
識
さ
れ
出
し
た
の
か
、
い
ろ
／
九
、
と
問
題
、
が
多
い

が
、
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
次
に
引
く
大
和
物
語
及
び
後
撰
和

歌
集
の
説
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

良
少
将
兵
衛
の
佐
な
り
け
る
こ
ろ
、
監
の
命
婦
に
す
み
け
る
、

女
の
も
と
よ
り

か
し
は
木
の
も
り
の
下
草
お
い
ぬ
と
も
身
を
い
た
づ
ら
に
な
さ
ず

も
あ
ら
な
む

返
し

か
し
は
ぎ
の
も
り
の
下
草
お
い
の
ょ
に
か
L

る
お
も
ひ
は
あ
ら
じ

と
ぞ
お
も
ふ

と
な
む
い
ひ
け
る
。

（
大
和
物
語
二
十
一
段
）

枇
杷
般
よ
り
、
と
し
こ
が
家
に
柏
木
の
あ
り
け
る
を
折
り
に
た

ま
へ
り
け
り
。
折
ら
ぜ
て
か
き
つ
け
奉
り
け
る

我
や
ど
を
い
つ
か
は
君
が
な
ら
の
は
の
な
ら
し
が
ほ
に
は
折
り
に

お
こ
す
る

御
か
へ
し

か
し
は
木
に
葉
守
の
神
の
ま
し
け
る
を
知
ら
で
ぞ
折
り
し
弘
な
さ

る
な
（
大
和
物
語
六
十
八
段
）

枇
杷
左
大
臣
ょ
う
侍
り
て
な
ら
の
葉
を
も
と
め
侍
り
け
れ
ば
ち

か
ぬ
が
あ
ひ
し
り
て
侍
り
け
る
家
に
と
り
に
つ
か
は
し
け
れ
、
は

俊

子

我
宿
を
い
つ
慣
し
て
か
楢
の
一
葉
を
な
ら
し
顔
に
は
折
に
お
こ
す
る

か

へ

し

枇

杷

左

大

臣

楢
の
葉
の
葉
守
の
一
神
の
坐
け
る
を
し
ら
で
ぞ
折
り
し
崇
な
さ
る
な

（
後
撰
集
巻
十
六
、
雑
二
）

ま
ず
「
葉
守
の
神
」
の
歌
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
、
大
和
で
は
「

か
し
は
木
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
後
撰
で
は
「
な
ら
の
葉
」
と
あ
り

そ
の
上
俊
子
の
夫
藤
原
千
兼
の
事
に
ふ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

柏
木
と
楢
と
は
同
一
物
を
指
し
て
お
り
、
業
守
の
神
は
俊
子
の
犬
千

兼
を
臣
官
え
た
も
の
と
す
る
見
方
と
、
柏
木
と
楢
と
は
別
な
も
の
で
、

か
つ
葉
守
の
神
も
大
和
で
は
俊
子
を
、
後
撰
で
は
千
兼
を
替
え
た
も

の
と
す
る
見
方
と
が
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
、

3

柏
木
に
葉
守
の
神
が
い

る
と
考
え
る
習
俗
、
が
あ
っ
た
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
枇
杷
左
大
臣
藤
原
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仲
平
の
口
か
ら
出
ま
か
せ
の
戯
言
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
に
触
れ
る
前
に
、
柏
木
と
楢
と
が
同
一
物
か
ど
う
か
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。
新
撰
字
鏡
は
「
ナ
ラ
ノ
木
」
に
檎
・
櫛
・
椎

・
杵
・
摘
の
字
を
宛
て
て
お
り
、
そ
の
う
ち
杵
に
は
ナ
ラ
・
ヒ
ソ
・

シ
ヒ
・
楢
に
は
ハ
ハ
ソ
ノ
木
・
ナ
ラ
ノ
木
の
訓
を
付
し
て
い
る
。
次

に
「
カ
シ
ハ
」
に
は
柏
、
「
ヵ
シ
ハ
木
」
に
は
店
、
「
ヤ
マ
カ
シ
ハ

」
に
は
棚
の
字
を
宛
て
て
い
る
。
な
お
、
横
に
は
「
カ
シ
ノ
木
」
と

い
う
訓
も
あ
る
。
倭
名
紗
（
二
十
巻
本
）
で
は
欄
・
柏
を
カ
シ
ハ
と

訓
み
、
楢
に
は
ナ
ラ
、
枠
に
は
ハ
ハ
ソ
、
椎
子
に
は
シ
ヒ
の
訓
が
あ

る
だ
け
で
あ
る
。
名
義
抄
で
は
掛
に
カ
シ
ハ
キ
・
ア
フ
チ
ノ
キ
の
訓

杵
に
は
ハ
ハ
ソ
・
カ
シ
・
樫
木
（
ク
ヌ
ギ
の
こ
と
か
）
・
シ
ノ
木
な

ど
の
訓
、
楠
に
は
ナ
ラ
ノ
キ
・
カ
シ
ハ
キ
の
訓
が
あ
る
。
以
上
の
三

書
は
成
立
年
代
を
異
に
す
る
の
で
、
一
括
し
て
取
扱
う
こ
と
に
は
問

題
が
あ
る
、
が
、
要
約
す
る
と
、
ナ
ラ
・
カ
シ
ハ
・
カ
シ
・
シ
イ
・
ハ

ハ
ソ
そ
れ
に
お
そ
ら
く
グ
ヌ
ギ
な
ど
は
大
体
に
お
い
て
同
一
種
類
の

木

τ必
り
、
そ
の
中
で
も
樋
と
柏
木
と
枠
と
は
や
や
近
い
が
、
殊
に

楢
の
一
種
と
柏
木
、
楢
の
一
種
と
枠
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
今
日
の
植
物
分
類
学
に
お
い
て
も
、
ナ
ラ
（
コ
ナ
ラ
・

ミ
ズ
ナ
ラ
・
グ
ヌ
ギ
の
類
）
、
カ
シ
ワ
、
ブ
ナ
、
グ
リ
な
ど
は
落
葉

樹
、
カ
シ
、
シ
イ
は
常
緑
樹
の
ち
が
い
は
あ
っ
て
も
同
じ
ブ
ナ
科
に

属
し
て
い
る
。

‘
こ
れ
ら
の
植
物
の
親
疎
開
係
や
、
落
葉
・
常
緑
の
問
題
、
そ
れ
に

栗山
γ
の
神
が
柏
木
や
楢
の
木
を
守
る
と
考
え
ら
れ
た
理
由
な
ど
を
和

歌
史
に
お
け
る
実
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
安
法
法

師
集
に同

じ
寺
に
椎
の
柏
木
に
い
み
じ
く
な
り
た
る
を
み
て

柏
木
も
こ
の
め
も
老
い
て
有
物
を
昔
の
人
の
み
え
ず
も
有
哉

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
椎
木
と
柏
木
と
を
同
じ
も
の
と
考
え
て
い
た

と
も
取
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
柏
木
の
実
が
椎
の
実
に
似
て
い
る

の
で
一
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
狭
衣
物
語
巻
三
に

村
雨
の
お
ど
ろ
／
1
、
、
し
き
に
、
柏
木
の
下
風
涼
し
く
吹
き
入
れ

た
れ
ば
、
御
簾
少
し
上
げ
て
見
出
し
給
へ
る
に
、
楢
柏
は
げ
に

い
た
く
も
り
煩
ふ
も
目
止
ま
り
て
、

柏
木
の
葉
守
の
神
に
な
ど
て
わ
が
雨
も
ら
さ
じ
と
ち
ぎ
ら
ざ
り
げ

む
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、

義
語
と
考
え
ら
れ
る
）

る。

こ
の
頃
柏
木
と
楢
柏
（
橋
の
葉
が
し
は
と
同

と
は
同
一
物
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

と
こ

F

つ
で
、
玉
葉
和
歌
集
の
次
の
歌

冬

の

歌

の

中

に

前

関

白

太

政

大

臣

外
面
な
る
楢
の
葉
が
し
は
枯
落
ち
て
時
雨
を
う
く
る
音
の
寂
し
さ

（
玉
葉
集
巻
六
、
冬
歌
）

に
よ
れ
ば
、
楢
の
葉
柏
は
落
葉
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
後
拾
遺
和
歌

集
の
歌題

し

ら

ず

曾

根

好

忠

榊
と
る
う
月
に
な
れ
ば
神
山
の
楢
の
は
が
し
は
も
と
つ
葉
も
な
し



（
後
拾
遺
集
第
三
、
夏
）

に
よ
れ
ば
、
前
年
の
葉
が
四
月
近
く
ま
で
枝
に
残
っ
て
い
た
よ
う
に

受
け
取
れ
る
。

次
に
楢
の
葉
が
落
葉
す
る
事
を
一
不
す
歌
に
は
次
の
よ
う
な
作
が
あ

る。

務

葉

有

レ

声

と

い

ふ

事

を

よ

め

る

惟

宗

隆

頼

風
吹
け
ば
槍
の
枯
葉
の
そ
よ
／
＼
と
云
合
せ
つ
L

い
つ
か
散
る
覧

（
詞
花
和
歌
集
巻
四
、
冬
）

冬

夜

恋

と

云

ふ

事

を

前

右

近

大

将

公

顕

議
ふ
り
な
ら
の
落
葉
に
風
吹
き
て
物
恋
し
ら
に
さ
夜
、
そ
更
け
行
く

（
玉
葉
和
歌
集
巻
十
二
、
恋
歌
四
）

た
だ
L
、
千
載
和
歌
集
の
次
の
歌
に
よ
れ
ば
橋
の
葉
は
落
葉
し
な
か

っ
た
と
も
取
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

山

家

雪

朝

と

い

へ

る

心

を

よ

め

る

大

納

言

経

信

朝
戸
あ
け
て
見
る
ぞ
寂
し
き
片
岡
の
な
ら
の
広
葉
に
ふ
れ
る
白
雪

（
千
載
集
巻
六
、
冬
歌
）

な
お
、
柏
木
が
落
葉
し
た
こ
と
を
示
す
例
歌
に
新
古
今
和
歌
集
の

歌
が
あ
る
。

題

し

ら

ず

法

眼

慶

算

と
き
し
も
あ
れ
冬
は
葉
守
の
神
無
月
ま
ば
ら
に
な
り
ぬ
も
り
の
柏

木
（
新
古
今
集
巻
六
、
冬
歌
）

次
に
葉
守
の
神
と
は
ど
ん
な
神
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
源
俊
頼

は
俊
頼
髄
脳
に
お
い
て
、
「
葉
も
り
の
神
と
は
木
の
葉
を
ま
も
る
神

の
木
に
は
お
は
す
る
な
り
」
と
言
ひ
、
顕
昭
も
袖
中
抄
で
「
は
も
り

の
神
と
は
樹
の
神
也
。
よ
ろ
づ
の
木
を
守
神
也
。
」
と
言
い
、
す
べ

て
の
木
全
守
る
神
と
考
え
て
い
る
が
、
同
じ
く
袖
中
抄
に
記
す
と
こ

ろ
に
よ
る
と
、
家
成
卿
歌
合
の
落
葉
の
題
で
藤
原
通
憲
が
「
名
に
し

お
は
ば
葉
守
の
神
に
い
の
り
み
ん
は
L
そ
の
紅
葉
ち
り
や
の
こ
る
と

」
と
詠
ん
だ
の
に
対
し
、
判
者
の
藤
原
基
俊
が
大
和
物
語
の
「
か
し

は
ぎ
の
葉
守
の
神
の
」
の
歌
を
引
い
て
、
「
は
も
り
の
神
は
は
L

そ

の
か
へ
で
の
葉
ま
も
る
神
に
は
あ
ら
ず
」
と
し
て
、
相
木
だ
け
を
守

る
神
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
思
う
に
通
憲
は
柏
木
・
楢
・
杵

は
同
種
類
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
柏
木
だ
け
落
葉
し
な
い
の
か
、
枠
も

散
り
残
る
か
ど
う
か
葉
守
の
神
に
祈
っ
て
み
よ
う
と
詠
ん
だ
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
話
と
前
に
掲
げ
た
新
古
今
集
の
「
冬
は
葉
守
の
神
無

月
」
（
八
代
集
抄
に
「
折
ふ
し
冬
は
葉
守
の
神
も
な
き
月
な
れ
ば
、

柏
木
の
森
も
ま
ば
ら
に
散
り
た
る
と
也
。
」
と
あ
る
o

「
神
が
な
い
」

と
「
神
無
月
」
と
は
懸
詞
。
）
の
歌
か
ら
す
る
と
、
葉
守
の
神
は
落

葉
を
止
め
る
神
で
あ
る
と
の
意
識
が
暗
々
裡
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。と

こ
ろ
で
、
勝
化
し
な
い
で
巣
に
残
っ
て
い
る
卵
を
意
味
す
る
巣

守
と
い
う
語
、
が
あ
る
が
、
葉
守
も
お
そ
ら
く
は
落
葉
し
な
い
葉
を
指

す
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
冬
に
な
っ
て
も
色
を
変
え
な
い
常
緑
樹
を

言
う
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
も
生
じ
る
が
、
平
安
中
期
頃
ま
で
の

歌
や
物
語
で
は
葉
守
の
神
は
柏
木
又
は
楢
と
の
み
組
み
合
わ
さ
れ
て

お
り
、
か
つ
枕
草
子
に
、
「
柏
木
、
い
と
を
か
し
。
葉
守
の
神
の
い
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ま
す
ら
ん
も
か
し
こ
し
。
」
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
葉
守
の
神
は
ブ

ナ
科
の
中
で
も
落
葉
樹
の
ナ
ラ
や
カ
シ
ワ
の
類
に
存
在
す
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
完
全
な
落
葉
樹
で

あ
れ
ば
そ
れ
は
不
適
当
で
あ
る
、
が
、
こ
の
類
の
う
ち
カ
シ
ワ
と
ク
ヌ

ギ
と
は
秋
に
な
っ
て
も
落
葉
せ
ず
褐
色
に
な
っ
て
枯
れ
た
ま
ま
枝
に

つ
い
て
冬
を
越
す
性
質
が
あ
る
。
こ
の
現
象
に
驚
異
を
感
じ
て
葉
守

の
神
会
想
像
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
そ
の
事
が
平
安

時
代
の
民
間
習
俗
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
う
し
た
現
象
に

気
づ
い
て
い
た
藤
原
仲
平
が
、
葉
を
惜
し
み
守
っ
た
俊
子
、
ひ
い
て

は
俊
子
に
つ
ら
な
る
千
兼
を
葉
守
の
神
の
よ
う
だ
と
か
ら
か
っ
た
の

か
ど
う
か
確
言
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
前
者
で
な
か
っ
た
ろ
う

ふ

μ

な
お
、
柏
木
（
楢
の
葉
が
し
は
）
や
ク
ヌ
ギ
は
冬
に
な
っ
て
黄
葉

し
て
も
落
葉
し
な
い
と
言
っ
た
が
、
す
べ
て
の
葉
が
落
葉
し
な
い
わ

け
で
な
く
、
一
部
は
落
葉
す
る
の
で
、
残
っ
た
葉
に
葉
守
の
神
を
認

め
、
又
一
部
の
落
葉
現
象
を
見
て
、
前
述
の
新
古
今
や
玉
葉
の
作
者

は
「
冬
は
葉
守
の
神
無
月
」
と
か
、
「
楢
の
葉
が
し
は
枯
落
ち
て
」

な
ど
詠
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
わ
け
で
、
後
撰
集
の
橋
は

大
和
物
語
の
柏
木
と
同
一
種
類
の
橋
の
葉
柏
を
指
し
た
も
の
で
あ
り

し
か
も
楢
に
は
ミ
ズ
ナ
ラ
・
コ
ナ
ラ
・
ハ
ハ
ソ
な
ど
同
類
の
落
葉
樹

、
が
あ
る
た
め
、
後
世
に
な
っ
て
楢
の
葉
の
落
葉
を
詠
じ
た
り
、
葉
守

の
神
は
す
べ
て
の
木
を
守
る
と
い
う
考
え
が
生
じ
た
り
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

S
轟
量
動

S
T降、
14iiztーを
h
j
i－
－

で
は
柏
木
は
い
つ
、
何
故
に
兵
衛
の
異
称
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
犬
日
本
国
語
辞
典
は
、
一
説
と
し
て
「
支
那
の
嵩
山
の
古
柏
を

漢
の
武
帝
が
大
将
軍
に
封
ぜ
し
故
事
よ
り
、
兵
衛
な
ど
も
武
官
な
れ

ば
い
ふ
と
」
と
の
大
和
物
語
虚
静
抄
の
説
を
引
い
て
い
る
が
、
そ
れ

な
ら
ば
柏
木
は
近
衛
や
衛
門
の
異
称
に
も
用
い
そ
う
だ
、
が
、
そ
う
で

な
い
の
は
中
国
の
故
事
に
よ
る
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
ら
う
。

柏
木
を
兵
衛
の
異
称
と
し
て
用
い
た
、
最
も
古
い
用
例
は
、
前
掲

の
大
和
物
語
二
十
一
段
の
歌
と
、
次
に
あ
げ
る
拾
遺
和
歌
集
の
歌
で

あ
る
0

・

中
納
言
敦
忠
兵
衛
佐
に
侍
り
け
る
時
に
し
の
び
て
い
ひ
ち
ぎ
り

て
侍
り
け
る
こ
と
の
よ
に
聞
え
侍
り
に
け
れ
ば
右
近

人
し
れ
ず
頼
め
し
こ
と
は
柏
木
の
一
社
や
し
に
け
む
よ
に
ふ
り
に
け

り
（
拾
遺
集
巻
十
九
、
雑
恋
）

大
和
物
語
に
一
百
う
良
少
将
良
峰
仲
連
と
監
の
命
婦
と
の
贈
答
、
か
あ

〈
註
）

っ
た
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
・
よ
う
に
延
長
年
聞
の
こ
と
で
あ
り
、
叉

敦
忠
が
兵
衛
佐
で
あ
っ
た
の
は
延
長
六
年
か
ら
同
八
年
ま
で
の
こ
と

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
前
述
の
枇
杷
殿
と
俊
子
の
贈
答
は
い
つ
の
事

か
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
、
か
も
し
仲
平
が
左
兵
衛
督
で
あ
っ
た
延
喜

九
年
か
ら
同
廿
一
年
ま
で
の
聞
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
、
仲
平
と
葉
守

の
神
の
い
る
柏
木
と
、
か
結
び
つ
い
て
兵
衛
の
異
称
が
生
じ
た
と
も
、

あ
る
い
は
、
昔
か
ら
柏
木
は
兵
衛
の
異
称
で
あ
っ
た
か
ら
、
監
の
命

婦
も
右
近
も
こ
の
語
を
使
用
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

兵
衛
の
異
称
と
し
て
の
柏
木
は
そ
の
後
、
和
歌
や
散
文
に
広
く
用

5 



い
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
天
暦
八
年
頃
、
右
大
将
道
網
母
は
・
「
か
げ

ろ
ふ
の
日
記
」
上
巻
に
お
い
て
、
右
兵
衛
佐
で
あ
っ
た
藤
原
兼
家
か

ら
求
婚
の
あ
っ
た
こ
と
を
「
か
し
は
ぎ
の
木
高
き
わ
た
り
よ
り
か
く

い
は
せ
ん
と
お
も
ふ
こ
と
あ
り
け
り
」
と
記
し
、
ま
た
夫
兼
家
の
夜

離
れ
を
「
か
し
は
ぎ
の
森
の
下
草
く
れ
ご
と
に
な
ほ
た
の
め
と
や
も

る
を
み
る
／
＼
」
と
歌
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
兵
衛
佐
の
異
称
と
し
て
の
例
で
あ
る
が
、
一
条
朝
以
後

は
同
じ
く
兵
衛
の
替
や
尉
を
も
指
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
枕
草

子
の
「
花
の
木
な
ら
ぬ
は
」
の
段
に
、
「
柏
木
、
い
と
を
か
し
、
葉

守
の
神
の
い
ま
す
ら
ん
も
か
し
こ
し
。
兵
衛
の
督
、
佐
、
尉
な
ど
い

ふ
も
を
か
し
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
。
な
お
兵
衛
督
の
異

称
と
し
て
の
具
体
例
は
、
次
に
あ
げ
る
後
拾
遺
和
歌
集
、
玉
葉
和
歌

集
、
拾
遺
愚
草
に
見
え
る
。

左
兵
衛
替
経
成
身
ま
か
り
に
け
る
其
い
み
に
い
も
う
と
の
あ
っ

か
ひ
な
ど
せ
む
と
て
師
賢
の
朝
臣
こ
も
り
侍
り
け
る
に
つ
か
は

し

け

る

小

左

近

よ
そ
に
き
く
袖
も
露
け
き
柏
木
の
も
と
の
雫
を
お
も
ひ
こ
そ
や
れ

（
後
拾
遺
集
巻
十
、
哀
傷
）

左
兵
衛
督
源
経
成
が
嘉
じ
た
の
は
治
暦
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

左
兵
衛
督
に
て
侍
り
け
る
時
、
別
当
惟
方
右
兵
衛
督
に
な
り
て

侍
り
け
る
慶
び
い
ひ
っ
か
は
す
と
て
前
大
納
言
光
頼

古
へ
も
た
ぐ
ひ
も
あ
ら
じ
我
が
宿
に
枝
を
つ
ら
ぬ
る
柏
木
の
か
げ

こ
の
藤
原
光
頼
・
惟
方
兄
弟
が
そ
ろ
っ
て
左
右
兵
衛
督
と
な
っ
た
の

は
保
元
一
二
年
四
月
二
日
の
こ
一
と
で
あ
っ
た
。
次
の
拾
遺
愚
草
の
歌
は

い
つ
頃
の
詠
か
わ
か
ら
な
い
が
、
鎌
倉
初
期
と
思
わ
れ
る
。

二
条
の
中
将
近
衛
づ
か
さ
に
て
年
た
け
ぬ
る
由
述
懐
の
百
首
に

多
く
よ
み
て
程
な
く
右
兵
衛
督
に
な
り
て
旦
に

柏
木
は
今
日
や
若
葉
の
春
に
あ
ふ
君
が
み
か
げ
の
繁
き
恵
に

返

し

右

兵

衛

督

春
の
雨
の
ふ
り
ぬ
と
何
か
思
ひ
け
む
恵
み
に
茂
き
森
の
柏
木

次
に
兵
衛
尉
の
異
称
と
し
て
の
例
は
次
の
一
首
し
か
発
見
で
き

な
か
っ
た
。

堀
河
の
中
宮
の
た
く
み
の
蔵
人
に
兵
衛
の
ぞ
う
な
る
人
住
む
と

き
L

し
に

（
相
如
集
）

相
木
の
森
の
下
行
く
自
ら
に
く
も
ら
ば
こ
と
か
人
の
い
ふ
め
る

6 

右
の
歌
は
堀
河
中
宮
の
崩
が
天
元
二
年
で
あ
る
か
ら
そ
れ
以
前
の
誌

と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
兵
衛
佐
の
異
称
と
し
て
の
例
は
前
掲
の
も
の
の
ほ
か
に
、

伝
大
納
言
股
母
上
集
に

さ
ね
か
た
の
兵
衛
の
す
け
に
、
あ
は
す
べ
し
と
き
L
給
て
、
少

将
に
て
を
は
し
け
る
ほ
ど
の
こ
と
な
る
べ
し

か
し
は
き
の
も
り
た
に
し
け
く
き
く
物
を
な
と
か
み
か
さ
の
や
ま

の
か
ひ
な
き

か
へ
し



か
し
は
き
も
み
か
さ
の
や
ま
も
な
つ
な
れ
ば
し
げ
れ
ど
あ
ゃ
な
ひ

と
の
し
ら
な
く
・

こ
の
歌
は
右
兵
衛
佐
実
方
と
左
少
将
道
綱
の
官
職
か
ら
見
て
永
観
元

年
の
作
で
あ
ろ
う
。
次
に
新
古
今
和
歌
集
に

兵
衛
佐
に
侍
り
け
る
時
五
月
ば
か
り
に
よ
そ
な
が
ら
物
申
し
そ

め
て
遣
し
け
る

法
性
寺
入
道
前
摂
政
太
政
大
臣

時
鳥
声
を
ば
き
け
ど
花
の
枝
に
ま
だ
ふ
み
な
れ
ぬ
物
を
こ
そ
思
へ

か

へ

し

馬

内

侍

時
鳥
忍
ぶ
る
も
の
を
柏
木
の
も
り
で
も
こ
ゑ
の
き
こ
え
け
る
か
な

（
新
古
今
集
、
巻
十
一
、
恋
一
〉

こ
の
歌
は
道
長
が
右
兵
衛
権
佐
で
あ
っ
た
永
観
二
年
か
ら
寛
和
二
年

ま
で
の
頃
の
作
で
あ
ろ
う
。
な
お
馬
内
侍
集
に

兵
衛
の
す
け
な
る
人
か
た
ら
ふ
と
み
な
人
き
L

て
の
ち
中
将
に

文
通
ほ
し
け
れ
ば
人
の
聞
き
て
い
ひ
た
る

柏
木
は
あ
め
も
人
め
も
繁
し
と
て
一
一
一
笠
の
山
に
踏
通
ふ
と
か

と
あ
る
の
も
、
そ
の
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
「
三
笠

の
山
」
は
近
衛
の
中
少
将
の
異
称
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
柏
木
の
異
称
に
関
す
る
和
歌
史
的
事
実
に
よ
っ
て
、

能
因
歌
枕
、
俊
頼
髄
脳
、
和
歌
童
蒙
抄
、
奥
儀
抄
、
和
歌
初
学
抄
、

和
歌
色
葉
、
八
雲
御
抄
、
色
葉
和
難
集
等
の
歌
学
書
は
す
べ
て
柏
木

を
兵
衛
の
異
名
・
異
称
と
し
て
い
る
。

能
困
歌
枕
（
広
本
）

み
か
さ
山
、
中
少
将
を
よ
め
り
、
兵
衛
を
ば
か
し
は
ぎ
と
い

ふ
。
右
衛
門
を
ば
、
み
か
き
も
り
と
い
ふ
。

俊
頼
髄
脳

兵
衛
、
か
し
は
ぎ
と
い
ふ
。
近
衛
、
み
か
さ
の
や
ま
と
い
ふ

和
歌
童
蒙
抄
（
第
四
）

兵
衛
を
か
し
は
ぎ
と
い
ふ
也

奥
儀
抄
（
二
十
三
物
異
名
〉

中
少
将
、
み
か
さ

j

や
ま
、
衛
門
、
み
か
き
も
り
、
兵
衛
、

和
歌
初
学
抄
（
物
名
）

近
衛
チ
カ
キ
マ
ボ
リ
ミ
カ
サ
ヤ
マ

中
将
少
将
ミ
カ
サ
ヤ
マ

衛
門
ミ
カ
キ
モ
リ

兵
衛
カ
シ
ハ
ギ

和
歌
色
葉
（
七
通
用
名
言
者
他
人
倫
部
〉

中
少
将
み
か
さ
や
ま
、
み
か
き
も
り

左
右
衛
門
み
か
き
も
り

左
右
兵
衛
か
し
は
ぎ

八
雲
御
抄
（
異
名
部
〉

か
し
は
ぎ

7 

近
衛
大
将
み
か
さ
山
仲
少
点
ち
か
き
ま
も
り
と
一
五
。

巳
什
レ
」
正

は
常
事
也
。
大
将
を
も
可
レ
謂
。
近
衛
也
。

惣
衛
士

左
右
衛
門
み
か
き
も
り

名
歎
。

次
将

あ
き
の
く
る
カミ
t-:.. 

右忠
衛本
門短



靭
負
也
、
ゅ
、
ぎ
お

ゆ
ぎ
と
り
お
ひ
て
と
云
り
ひ
た
る
者
也
。

歌。也。左
右
兵
衛

色
葉
和
難
集

っ
か
し
は
木

和
云
、
か
し
は
木
と
は
兵
衛
の
つ
か
さ
を
い
ふ
。
叉
た
立
の
か

し
は
を
よ
む
、
つ
ね
の
こ
と
な
り
。
な
ら
の
は
が
し
は
と
も
。

O
、
み
か
さ
の
山
と
云
事

是
は
少
将
を
云
な
り
。

。
、
み
か
き
も
り
と
云
事

是
は
左
衛
門
を
い
ふ
な
り
。
こ
れ
は
大
番
す
る
に
、
わ
う
せ
う

な
ど
を
ば
南
殿
を
ま
も
ら
せ
て
ゐ
た
り
。
き
れ
ば
み
か
き
も
り

と
云
な
り
。

右
の
如
く
歌
学
書
に
お
い
て
も
近
衛
と
衛
門
と
兵
衛
の
異
称
は
そ
れ

ん
＼
異
っ
て
い
る
。
八
雲
御
抄
に
「
と
の
ベ
も
る
」
は
惣
衛
府
の
異

称
と
あ
る
が
、
壬
生
忠
与
の
長
歌
を
は
じ
め
と
し
て
、
続
拾
遺
和
歌

集
、
新
千
載
和
歌
集
の
例
は
す
べ
て
衛
門
を
指
し
て
い
る
。

ふ
る
う
た
に
く
は
へ
て
た
て
ま
つ
れ
る
な
か
う
だ壬

生
忠
山
今

ち
か
き
ま
も
り
の

か
し
は
ぎ
。

と
の
ベ
も
る
と
云
は
惣
衛
府
也
。

：
か
く
は
あ
れ
ど
も
て
る
ひ
か
り

な
り
し
を
誰
か
は
秋
の
く
る
か
た
に

と
の
へ
も
る
み
の
み
か
き
も
り

こ
L

の
か
さ
ね
の

あ
さ
む
き
出
て

か
き
よ
り

お
さ
／
＼
し
く

嵐
の
か

も

お
も
ほ
え
ず

な
か
に
て
は

1
1
i
l
i－

－

j
i
i
j
 

身

せ
も
き
か
ぎ
り
き
：
：
：
（
古
今
集
巻
十
九
、
雑
体
）

こ
の
歌
に
つ
い
て
八
代
集
抄
は
、
「
忠
与
は
も
と
左
近
番
長
也
後

に
右
衛
門
府
生
に
う
つ
れ
り
」
、
又
「
と
の
へ
も
る
身
と
は
右
衛
門

な
り
外
衛
也
兵
衛
を
中
の
へ
と
い
へ
は
衛
門
を
と
の
へ
と
い
ふ
み
か

き
も
り
も
衛
門
を
い
ふ
」
と
い
う
顕
昭
の
註
を
引
い
て
い
る
。

後
鳥
羽
院
に
冬
月
の
五
首
の
歌
奉
り
け
る
に
如
願
法
師

い
た
づ
ら
に
今
年
も
暮
れ
ぬ
と
の
へ
も
る
袖
の
氷
に
月
を
重
ね
て

（
続
拾
遺
集
巻
六
、
冬
歌
）

如
願
法
師
藤
原
秀
能
は
在
俗
の
時
左
衛
門
尉
で
あ
っ
た
。

元
亨
三
年
七
月
、
内
裏
に
て
三
首
の
歌
講
せ
ら
れ
け
る
時
、
初

秋
月
と
い
へ
る
事
を
右
衛
門
督
に
で
っ
か
う
ま
つ
り
け
る

大
納
言
師
賢

雲
の
上
の
月
も
幾
夜
か
な
れ
ぬ
ら
む
秋
来
る
方
の
殿
上
も
る
身
に

（
新
千
載
集
巻
四
、
秋
歌
上
）

た
だ
一
つ
問
題
な
の
は
締
語
抄
の
説
で
あ
る
。
そ
の
官
位
部
に
は

よ
し
い
き
左
右
衛
門
を
い
ふ
。
左
右
兵
衛
を
い
ふ
。

新
田
部
貞
範
自
ニ
兵
衛
府
生
－
遷
ニ
任
近
衛
将
曹
一
歌
云
、
か
し

は
ぎ
の
も
り
の
わ
た
り
を
う
ち
す
ぎ
て
み
か
さ
の
山
に
わ
れ
は
来

に
け
り

み
か
さ
や
ま
中
少
将
を
い
ふ
。

と
あ
る
。
「
よ
し
い
き
」
と
い
う
歌
語
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
そ

の
例
歌
か
ら
見
て
「
か
し
は
ぎ
」
の
誤
写
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ

と
柏
木
は
兵
衛
と
衛
門
の
異
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
然
し
な
が
ら

8 
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こ
れ
も
貞
範
の
歌
か
ら
し
て
柏
木
は
兵
衛
府
生
を
指
し
て
い
る
か
ら

柏
木
は
兵
衛
の
み
の
異
称
で
あ
り
、
こ
の
あ
た
り
の
椅
語
抄
に
は
脱

文
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
柏
木
の
一
異
称
に
関
す
る
和
歌
史
的
実
例
に
反
す
る

の
が
、
大
日
本
国
語
辞
典
や
大
言
海
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
古
語

辞
典
や
註
釈
書
の
説
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
、
が
相
本
は
兵
衛

及
び
衛
門
の
異
称
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
は
何
故
生
じ
た

か
と
い
う
に
、
源
氏
物
語
註
釈
史
の
過
程
に
お
い
て
で
は
な
い
か
と

考
え
る
の
で
述
べ
て
み
た
い
。

周
知
の
如
く
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
光
源
氏
の
正
妻
女
三
宮
と
事

を
起
し
て
柏
木
巻
で
死
去
し
た
権
大
納
言
は
、
通
称
柏
木
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
彼
は
少
女
巻
に
左
少
将
と
し
て
笠
場
以
来
、
胡
蝶
巻
で
右

近
衛
中
将
、
警
火
巻
で
蔵
人
一
頭
、
を
兼
ね
、
若
菜
上
巻
で
宰
相
兼
右
衛

門
督
、
若
菜
下
巻
で
中
納
言
兼
右
衛
門
督
、
柏
木
巻
で
権
大
納
言
と

な
り
間
も
な
く
死
去
し
た
。
そ
の
後
は
故
権
大
納
言
又
は
故
衛
門
替

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
、
彼
は
権
大
納
言
兼
右
衛
門
督
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
紫
式
部
、
か
生
存
し
た
と
思
わ
れ
る
、
円
融
朝
か
ら
三

条
朝
ま
で
の
実
在
の
人
物
で
権
大
納
言
に
な
っ
て
左
右
衛
門
督
を
兼

ね
た
例
は
全
く
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
故
衛
門

督
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
か
ら
、
権
大
納
言
に
任
命
さ

れ
て
数
日
の
う
ち
に
死
去
し
た
の
で
、
後
任
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た

の
か
、
あ
る
い
は
権
大
納
言
の
職
が
数
日
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
に
反

し
、
衛
門
督
の
期
間
は
長
か
っ
た
の
で
親
近
者
は
そ
う
呼
ん
だ
と
解

す
る
外
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
柏
木
と
い
う
人
名
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
巻
名
に
依
る

も
の
で
あ
り
、
巻
名
は
巻
中
の
柏
木
と
落
葉
宮
（
少
将
の
君
が
代
っ

て
詠
ん
で
い
る
）
と
の
贈
答
歌

こ
と
な
ら
ば
な
ら
し
の
校
に
な
ら
さ
な
む
業
守
の
神
の
許
あ
り
き

と柏
木
に
葉
守
の
神
は
ま
さ
ず
と
も
人
な
ら
す
べ
き
宿
の
こ
ず
ゑ
か

に
よ
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
歌
は
前
掲
の
大
和
物
語
及
び
校
僕
集

の
歌
を
引
い
た
も
の
で
、
従
っ
て
葉
守
の
神
は
故
衛
門
督
（
柏
木
）

に
た
と
え
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
源
氏
物
語
の
巻
名
は
作
者
が
聞

し
た
も
の
で
は
な
く
、
平
安
末
期
以
後
の
源
氏
物
語
研
究
者
に
よ
る

命
名
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
す
で
に
世
尊
寺

伊
行
の
源
氏
釈
や
無
名
草
子
に
お
い
て
も
巻
名
が
ほ
と
ん
ど
定
ま
っ

て
い
る
。
巻
名
が
定
ま
る
と
、
作
者
に
よ
る
人
物
呼
称
も
巻
名
に
よ

っ
て
改
め
ら
れ
る
こ
と
は
自
然
の
す
う
勢
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、

故
大
納
言
又
は
故
衛
門
督
と
呼
ば
れ
た
人
も
、
彼
に
つ
い
て
最
も
印

象
的
な
巻
で
あ
る
柏
木
巻
に
出
て
く
る
衛
門
督
、
す
な
わ
ち
柏
木
の

衛
門
督
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
無
名
草
子
、
源
氏
四
十
八
も

の
た
と
へ
の
事
、
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
な
ど
に
も
「
柏
木
の
衛
門

督
」
と
い
う
語
が
頻
出
す
る
。
こ
の
柏
木
衛
門
督
と
い
う
語
は
さ
ら

に
柏
木
と
省
略
さ
れ
た
。
人
名
と
し
て
柏
木
な
る
語
を
用
い
た
の
は

定
家
の
「
奥
入
」
や
「
源
氏
四
十
八
も
の
た
と
へ
の
事
」
な
ど
が
最

も
古
い
よ
う
で
あ
る
、
か
、
河
海
抄
以
後
は
こ
の
語
が
一
般
的
に
使
わ
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れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

か
く
て
、
源
氏
物
語
に
登
場
す
る
衛
門
替
が
柏
木
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
柏
木
は
兵
衛
の
み
な
ら
ず
衛
門
督
又
は
衛

門
府
の
官
人
の
異
称
で
も
あ
る
と
い
う
考
え
が
源
氏
物
語
註
釈
者
の

頭
に
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
最
初
の
人
は
四
辻
善
成
で
あ
っ

た
。
彼
は
河
海
抄
巻
十
四
で
「
右
衛
門
の
か
む
の
君
、
衛
門
を
柏
木

と
云
」
と
註
し
て
い
る
。
河
海
抄
は
そ
の
後
の
源
氏
註
釈
書
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
が
、
和
歌
に
造
詣
の
深
か
っ
た
一
条
兼
良
、
二
一
条

西
公
条
、
北
村
季
吟
ら
は
従
え
な
か
っ
た
の
か
、
花
鳥
余
情
、
細
流

抄
、
湖
月
抄
に
は
こ
の
説
を
引
い
て
い
な
い
。
た
父
、
川
町
江
入
楚
や

枕
草
子
労
註
は
一
説
と
し
て
、
こ
れ
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
河
海
抄

の
説
、
か
影
響
し
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
、
が
、
賀
茂
真
淵
は
大
和

物
語
直
解
の
中
で
、
前
掲
の
大
和
物
語
二
十
一
段
の
歌
に
つ
い
て
、

「
源
氏
に
右
衛
門
督
を
か
し
は
木
と
い
べ
る
を
思
へ
ば
、
兵
衛
は
中

重
、
左
右
衛
門
は
外
重
な
れ
ど
、
と
も
に
御
門
守
さ
ま
同
じ
き
故
に

同
じ
称
あ
る
欺
」
と
述
べ
て
、
衛
門
の
異
称
が
後
に
兵
衛
の
異
称
と

も
な
っ
た
如
く
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
同
じ
大
和
物
語
の
註

釈
室
田
で
あ
っ
て
も
季
吟
の
抄
や
虚
静
抄
は
柏
木
を
兵
衛
だ
け
の
異
称

と
し
て
い
る
。

河
海
抄
や
亘
（
淵
の
説
は
、
そ
の
後
辞
書
に
影
響
を
与
え
た
と
見
え

て
、
倭
訓
某
に
は
「
か
し
は
ぎ
、
右
衛
門
督
を
柏
木
に
よ
そ
へ
歌
に

も
よ
め
り
」
と
あ
り
、
雅
言
集
覧
は
真
淵
の
説
を
引
い
て
「
か
し
は

、
兵
衛
・
衛
円

J

称
ア
リ

F
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
雅
言
集
覧
が
大
日
本
国
訪
問

昨
此
ハ
や
大
一
一
託
海
の
説
の
源
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

昭
和
泊
・

6
・
3

註
「
肢
の
命
婦
を
め
ぐ
る
人
々
と
大
和
物
語
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」

（
国
語
と
国
文
学
昭
和
一
二
十
八
年
七
月
号
）

附
記
。
脱
稿
後
、
玉
上
琢
弥
博
士
が
「
女
子
大
文
学
」
（
国
文
篇

第
十
五
号
）
の
中
の
御
論
考
「
源
氏
物
語
作
中
人
物
呼
び
名
の
論

」
に
お
い
て
、
「
附
そ
の
人
の
一
死
捜
し
た
巻
名
に
よ
る
も
の
。
葵

の
上
・
蛤
齢
式
部
卿
宮
・
柏
木
・
薄
雲
女
院

柏
木
は
古
系
図
で
は
柏
木
権
大
納
言
と
呼
ぶ
が
、
後
叫
れ
で
は
柏

木
右
衛
門
督
と
呼
ぶ
。
読
者
の
印
象
に
最
も
強
く
残
る
の
は
右
衛

門
督
時
代
で
あ
っ
て
、
権
大
納
言
に
な
っ
た
の
は
死
ぬ
庶
前
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
が
、
柏
木
は
も
と
兵
衛
の
異
称
だ
か
ら
、
柏
木

右
衛
門
督
で
は
矛
盾
す
る
し
、
柏
木
権
大
納
言
も
そ
ぐ
わ
な
い
わ

け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
読
者
が
こ
の
人
の
通
称
を
「
柏
木
」
と
す

る
に
至
っ
た
の
は
、
そ
の
未
亡
人
の
歌
「
柏
木
に
葉
守
内
神
は
ま

さ
ず
と
も
」
（
柏
木
の
巻
一
二
六
二
B
）
に
よ
る
の
で
、
只
衛
の
一
呉

称
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の
人
は
死
後
も
「

右
衛
門
の
督
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
（
中
略
）
、
権
大
納
一
一
二
川
任

官
後
も
右
衛
門
督
を
や
め
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
ょ
う
で
あ

る
。
」
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
事
を
知
り
、
既
に
拙
稿
の
後
半
は
蛇

足
の
観
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
が
、
玉
上
博
士
と
は
別
な
道
か
ら
探

求
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で

あ
る
。
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な
お
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
本
学
鶴
久
助
教
授
の
貴
重
な

助
言
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

枕
草
子
成
立
考

方

子

隆

序

和
歌
の
時
代
に
、
そ
し
て
多
く
の
物
語
、
日
記
の
誕
生
し
た
時
代

に
、
枕
草
子
は
敢
え
て
新
し
い
形
を
も
っ
て
書
か
れ
た
。
作
者
の
好

み
が
偶
然
に
こ
の
形
を
と
ら
せ
た
。
い
わ
ば
物
語
、
日
記
の
一
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
文
学
史
に
位
置
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ

と
積
樹
的
な
作
者
の
意
識
を
感
じ
る
の
は
当
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

歌
合
中
心
に
し
た
刺
那
の
興
味
が
、
も
は
や
刺
那
で
は
済
さ
れ
ぬ

も
の
と
な
っ
た
時
、
あ
る
人
主
内
容
を
描
く
物
語
が
誕
生
し
た
。
そ

し
て
日
記
も
叉
或
人
生
を
措
い
た
o

だ
が
枕
草
子
は
自
己
を
語
り
な

が
ら
決
し
て
人
生
そ
の
も
の
を
描
か
な
い
。
人
生
そ
の
も
の
を
語
ら

な
い
作
者
、
そ
れ
を
幻
滅
や
内
部
矛
盾
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
と
片
付

け
る
の
は
酷
・
で
は
な
い
か
。
す
べ
て
の
作
者
が
己
れ
の
心
境
を
語
る

わ
け
で
は
な
い
し
、
語
り
た
く
な
い
何
か
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

作
れ
が
敢
え
て
新
し
い
形
で
書
こ
う
と
し
た
。
こ
こ
に
作
者
の
心

を
探
り
、
作
者
の
意
図
を
正
し
く
究
明
し
な
く
て
は
枕
草
子
の
作
品

全
体
と
し
て
の
把
握
は
成
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
o

こ
こ

に
私
は
枕
草
子
の
形
を
追
求
し
て
み
た
い
。

ト）

枕
草
子
の
形
態
に
纏
わ
る
成
立
事
情
は
、
ま
ず
三
巻
本
、
伝
能
困

本
巻
末
に
あ
る
践
文
に
窺
わ
れ
る
。

執
筆
に
あ
た
っ
た
態
度
と
場
所
、
不
本
意
な
が
ら
の
流
布
の
始
第

が
述
べ
ら
れ
、
こ
れ
に
留
意
し
て
五
十
風
、
岡
博
士
は
、
一
元
来
他
見
を

（註
1
）

度
外
視
し
た
蕪
遠
慮
な
随
見
随
想
の
記
録
で
あ
る
と
す
る
が
、
中
宮

か
ら
賜
わ
っ
た
冊
子
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
い
つ
の
日
か
徒
然
の
折
に

中
宮
の
お
目
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
も
作
者
は
当
然
考
え
た
で
あ
ろ
う

し
「
人
な
み
な
み
：
・
」
の
言
葉
に
も
読
者
を
意
識
し
た
作
者
の
姿
が

み
ら
れ
る
と
思
う
。
「
人
や
は
：
・
」
を
真
正
面
か
ら
e

受
け
と
ら
な
く

て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
却
っ
て
私
は
そ
こ
に
筆
を
お
い
た
作
者

の
謙
虚
と
弁
解
の
交
叉
す
る
複
雑
な
気
持
が
な
し
た
、
い
わ
ば
虚
構

の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
。
そ
し
て
一
見
謙
辞
で
あ
る
か
の
よ
う
な

こ
の
文
に
、
何
か
作
者
の
主
張
が
窺
い
知
れ
る
よ
う
に
思
う
。
従
来

の
文
学
に
な
い
も
の
を
意
図
し
た
作
者
の
秘
か
な
意
欲
が
感
じ
ら
れ

る
よ
う
に
思
う
。

践
に
み
る
長
徳
二
年
、
経
房
、
が
持
ち
出
し
た
原
本
が
ど
ん
な
内
容

を
も
っ
て
い
一
た
か
が
解
明
す
れ
ぽ
、
作
者
の
形
へ
の
意
識
も
は
っ
き

り
す
る
と
思
わ
れ
る
o
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