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第
二
回 

桐
壺 

‐
そ
の
二
‐ 

（
本
文
講
読
に
入
る
前
の
お
話
は
、
本
テ
キ
ス
ト
で
は
削
除
し
て
お
り
ま
す
） 

 
 

人
よ
り
さ
き
に
ま
ゐ
り
給
ひ
て
、
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ
な
べ
て
な
ら
ず
、
御
子
た

ち
な
ど
も
お
は
し
ま
せ
ば
、
こ
の
御
か
た
の
御
い
さ
め
を
の
み
ぞ
、
な
ほ
わ
づ
ら
は
し

う
、
心
苦
し
う
思
ひ
聞
え
さ
せ
給
ひ
け
る
。 

 

か
し
こ
き
御
か
げ
を
ば
頼
み
聞
え
な
が
ら
、
お
と
し
め
、
き
ず
を
求
め
給
ふ
人
は
多

く
、
わ
が
身
は
か
よ
わ
く
、
も
の
は
か
な
き
あ
り
さ
ま
に
て
、
な
か
な
か
な
る
も
の
思

ひ
を
ぞ
し
給
ふ
。 

 

【
口
訳
】 

 

こ
の
右
大
臣
家
の
女
御
は
、
他
の
女
御
更
衣
よ
り
は
先
に
宮
中
に
入
内
な
さ
れ
て
、
帝
の

あ
り
が
た
い
御
思
い
も
並
々
で
は
な
く
て
、
ま
た
お
子
様
が
た
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
帝
は

こ
の
方
の
お
い
さ
め
の
お
言
葉
だ
け
は
、
重
く
心
に
か
け
て
、
気
に
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
。 

 

桐
壺
の
更
衣
は
、
帝
の
大
変
恐
れ
多
い
お
恵
み
を
心
の
頼
り
と
申
し
上
げ
て
い
な
が
ら
、

宮
中
の
奥
の
方
々
は
、
自
分
を
お
と
し
め
、
欠
点
を
お
探
し
に
な
る
人
々
ば
か
り
多
く
て
、

し
か
も
身
は
ひ
弱
で
あ
っ
て
、
非
常
に
は
か
な
い
ご
様
子
で
、
帝
の
格
別
の
ご
寵
愛
が
か
え

っ
て
つ
ら
い
と
い
う
よ
う
な
、
物
思
い
を
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。 

 

【
語
釈
】 

●
「
御
子
た
ち
な
ど
も
お
は
し
ま
せ
ば
」
―
―
既
に
「
一
の
御
子
」
が
あ
る
こ
と
は
前
に
出

て
き
た
が
、
こ
こ
で
さ
ら
に
「
御
子
た
ち
な
ど
も
お
は
し
ま
せ
ば
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
お
子
様
は
一
人
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
実
際
は
、
一
の
御
子
で
あ
る
男
御
子

と
、
ほ
か
に
女
の
御
子
が
あ
る
。 

 

●
「
な
か
な
か
な
る
も
の
思
ひ
」
―
―
「
な
か
な
か
」
は
「
か
え
っ
て
」
の
意
。
「
な
か
な

か
な
る
も
の
思
ひ
」
は
、
こ
の
場
合
、
天
子
様
の
格
別
の
ご
寵
愛
が
か
え
っ
て
今
の
私
に
と

っ
て
は
苦
し
い
重
荷
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
更
衣
の
物
思
い
で
あ
る
。
別
に
恨
ん
で
い
る
と

い
う
ほ
ど
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
格
別
に
深
い
自
分
に
対
す
る
ご
寵
愛
が
、
か
え
っ
て

私
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
あ
り
が
た
さ
な
の
だ
、
そ
れ
が
辛
ろ
う
ご
ざ
い
ま
す
と
い
う
ふ
う
な
、

そ
ん
な
物
思
い
の
様
子
で
あ
る
。 

 

【
評
釈
】 

○
こ
の
箇
所
の
、
前
の
段
落
の
と
こ
ろ
は
、
右
大
臣
家
か
ら
出
た
女
御
の
こ
と
を
言
っ
て
い

る
。
そ
し
て
後
の
段
落
で
は
、
桐
壺
の
更
衣
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
、

『
源
氏
物
語
』
の
文
章
を
難
し
く
感
じ
さ
せ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
文
章
を
我
々
現
代
人
が

読
む
の
に
一
番
最
初
と
っ
つ
き
に
く
い
の
は
、
主
語
が
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の

主
語
は
文
脈
で
読
む
者
が
察
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
近
代
以
降

の
日
本
人
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
合
理
的
な
文
体
に
慣
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
こ
と
さ
ら
に
こ
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れ
が
難
し
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
体
は
、
主
語
を
は
っ
き
り
出
す
。
主
語
の
な
い
文
章
は
文

章
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
こ
う
い
う
古
文
は
、
主
語
を
あ
か
ら
さ
ま
に
出
さ
な
い

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
時
間
の
関
係
も
決
し
て
合
理
的
に
整
然
と
文
章
の
上
に

出
し
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
か
え
っ
て
文
章
の
陰
影
の
深
さ
、
含
み
の

細
や
か
さ
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
文
体
で
あ
る
。 

 

○
「
人
よ
り
さ
き
に
ま
ゐ
り
給
ひ
て
、
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ
な
べ
て
な
ら
ず
、
御
子
た
ち
な
ど

も
お
は
せ
し
ま
せ
ば
、
こ
の
御
か
た
の
御
い
さ
め
を
の
み
ぞ
、
な
ほ
わ
づ
ら
は
し
う
、
心
苦
し
う

思
ひ
聞
え
さ
せ
給
ひ
け
る
」。 

 

こ
の
一
文
の
中
で
、
途
中
か
ら
主
語
が
帝
の
こ
と
に
な
っ
て
い
く
が
、
前
段
は
、
右
大
臣

家
の
女
御
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
女
御
は
、
も
う
少
し
い
く
と
、
弘
徽
殿
の
女
御
と

い
う
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
弘
徽
殿
と
い
う
御
殿
を
賜
っ
て
い
る
女
御
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
弘
徽
殿
の
女
御
を
中
心
と
す
る
右
大
臣
家
の
人
々
が
、
光
源
氏
に
と
っ
て
大
き

な
ラ
イ
バ
ル
に
な
っ
て
く
る
家
筋
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
を
最
初
に
、
物
語
の

粗
筋
の
よ
う
に
全
部
種
明
か
し
し
て
し
ま
っ
て
は
、
物
語
は
面
白
く
な
い
。
推
理
小
説
の
種

明
か
し
を
最
初
か
ら
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
の
話
の
運
び
方
も
、
少
し

ず
つ
、
少
し
ず
つ
語
り
加
え
て
い
く
。
聞
い
て
い
る
者
は
、
だ
ん
だ
ん
と
読
み
進
み
、
語
り

進
め
ら
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
物
語
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
、
あ
る
い
は
深
さ
が
少
し
ず
つ
、

眼
前
に
開
け
て
く
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
も
実
に
見
事
な
構

成
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
つ
は
紫
式
部
の
才
能
の
優
れ
て
い
る
点

で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
日
本
の
物
語
が
そ
う
い
う
不
思
議
な
魅
力
を
持
っ
て
い
る
。
初

め
か
ら
主
人
公
を
あ
か
ら
さ
ま
に
ぱ
っ
と
出
し
て
し
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。 

 

第
一
講
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
主
人
公
の
生
み
の
親
、
あ
る
い
は
生
み
の
親
で
な

い
場
合
に
も
、
「
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
」
「
育
て
の
親
」
「
発
見
の
親
」
と
い
う
よ

う
な
も
の
を
語
り
出
し
て
き
て
、
そ
こ
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
誕
生
の
奇
瑞
、
成
長
の
異
常
さ
を

語
り
加
え
て
い
く
。
身
近
な
、
昔
話
の
『
桃
太
郎
』
や
『
す
ね
こ
・
た
ん
ぽ
こ
』
や
『
一
寸

法
師
』
『
か
ぐ
や
姫
』
、
み
ん
な
そ
う
い
う
語
り
方
で
語
っ
て
い
く
。
結
局
、
こ
れ
は
神
話

の
名
残
で
あ
り
、
神
話
の
持
っ
て
い
る
、
人
を
引
き
つ
け
人
の
心
を
吸
収
し
て
し
ま
う
よ
う

な
魅
力
、
そ
う
い
う
も
の
の
末
裔
の
姿
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

○
「こ
の
御
か
た
の
御
い
さ
め
」。 

 

右
大
臣
家
の
女
御
の
御
い
さ
め
、
帝
に
対
す
る
諌
言
。
昔
か
ら
、
最
初
の
お
后
は
、
た
い
て

い
男
性
よ
り
も
年
上
で
、
人
生
体
験
も
豊
か
に
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
男
女
の
愛
の
あ
り
方

を
手
ほ
ど
き
し
、
教
え
る
、
そ
う
い
う
年
上
の
女
房
で
あ
る
。 

 

柳
田
国
男
の
『

い
も妹

の
力
』
と
い
う
本
の
中
に
、

う
ば姥

あ
る
い
は

お

ば

叔
母
と
呼
ば
れ
る
年
上
の
女 

性
が
、
若
い
男
に
与
え
る
様
々
な
援
助
、
助
言
、
あ
る
い
は
愛
情
、
そ
う
い
う
も
の
が
日
本

の
古
代
か
ら
の
生
活
に
ず
っ
と
続
い
て
き
て
い
る
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
や
ま
と
た
け
る

倭

建
神
話
」
に
お
け
る
お
ば
の
倭
姫
の
役
、
『
万
葉
集
』
で
言
え
ば
、
若
き
大
伴
家
持

に
と
っ
て
そ
う
い
う
役
割
を
し
て
く
れ
た
の
が

お
お
と
も
の
さ
か
が
み
の
い
ら
つ
め

大
伴
坂
上
郎
女
と
い
う
叔
母
で
あ
る
。
家
持

が
越
中
の
国
へ
二
十
代
の
終
わ
り
こ
ろ
国
司
と
し
て
赴
任
し
て
い
く
と
き
に
大
伴
坂
上
郎
女
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が
家
持
に
送
っ
た
歌
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
叔
母
と
し
て
の
思
い
も
そ
れ
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
年
上
の
女
性
の
役
割
が
、
後
世
も
最
初
の
后
の
上
に
似
た
形
で
保
た
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
帝
と
し
て
も
、
た
く
さ
ん
女
御
更
衣
が
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
こ
の
右
大
臣
家

か
ら
入
っ
た
最
初
の
妻
は
格
別
の
重
み
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

○
「な
ほ
わ
づ
ら
は
し
う
、
心
苦
し
う
思
ひ
聞
え
さ
せ
給
ひ
け
る
」。 

 

し
か
も
、
今
、
桐
壺
の
更
衣
に
対
す
る
格
別
の
偏
愛
と
も
言
う
べ
き
寵
愛
が
問
題
に
な
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
と
り
わ
け
、
こ
の
女
御
の
諌
言
を
、
重
く
心
に
か
け
て
、
気
に
な
さ
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
「
思
ひ
聞
え
さ
せ
給
ひ
け
る
」
は
最
高
敬
語
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
の
と

こ
ろ
は
、
帝
の
こ
と
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。 

 
 

御
つ
ぼ
ね
は
き
り
つ
ぼ
な
り
。
あ
ま
た
の
御
か
た
が
た
を
過
ぎ
さ
せ
給
ひ
て
、
ひ
ま

な
き
御
ま
へ
渡
り
に
、
人
の
御
こ
こ
ろ
を
尽
く
し
給
ふ
も
、
げ
に
こ
と
わ
り
と
見
え
た

り
。
ま
う
の
ぼ
り
給
ふ
に
も
、
あ
ま
り
う
ち
し
き
る
折
り
折
り
は
、
打
ち
橋
渡
殿
の
こ

こ
か
し
こ
の
道
に
、
あ
や
し
き
わ
ざ
を
し
つ
ゝ
、
御
送
り
迎
へ
の
人
の
き
ぬ
の
裾
た
へ

が
た
く
、
ま
さ
な
き
事
も
あ
り
。
又
あ
る
時
に
は
、
え
さ
ら
ぬ
馬
道

め

だ

う

の
戸
を
さ
し
こ
め
、

こ
な
た
か
な
た
心
を
あ
は
せ
て
、
は
し
た
な
め
わ
づ
ら
は
せ
給
ふ
時
も
多
か
り
。
事
に

ふ
れ
て
、
か
ず
知
ら
ず
苦
し
き
事
の
み
ま
さ
れ
ば
、
い
と
い
た
う
思
ひ
わ
び
た
る
を
、

い
と
ど
あ
は
れ
と
御
覧
じ
て
、
後
涼
殿

こ
う
ら
う
で
ん

に
も
と
よ
り
侍
ひ
給
ふ
更
衣
の
曹
司

ざ

う

し

を
、
ほ
か

に
移
さ
せ
給
ひ
て
、
う
へ
つ
ぼ
ね
に
賜
は
す
。
そ
の
恨
み
、
ま
し
て
や
ら
む
か
た
な
し
。 

 

【
口
訳
】 

 

こ
の
更
衣
の
宮
中
で
与
え
ら
れ
て
い
る
お
控
え
場
所
は
桐
壺
で
あ
る
。
た
く
さ
ん
の
ほ
か

の
女
御
更
衣
な
ど
の
お
局

つ
ぼ
ね

の
前
を
お
通
り
あ
そ
ば
し
て
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
の
帝
の
お
出
か
け

に
、
ま
た
、
他
の
お
后
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
気
を
お
も
み
に
な
る
の
も
も
っ
と
も
の
こ
と
だ
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
桐
壺
の
更
衣
が
帝
の
と
こ
ろ
へ
参
上
な
さ
る
と
き
に
も
、
余
り
に
繁
々

と
回
数
の
重
な
っ
て
い
く
そ
の
折
々
に
は
、
打
ち
橋
や
渡
殿

わ
た
ど
の

な
ど
の
あ
っ
ち
こ
っ
ち
の
道
に
、

く
り
返
し
何
と
も
け
し
か
ら
ぬ
仕
掛
け
を
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
送
り
迎
え
を
す
る
人
た
ち

の
着
て
い
る
着
物
の
裾
が
、
耐
え
が
た
く
、
た
だ
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
あ
る
時
に

は
、
そ
こ
を
よ
け
て
は
通
れ
な
い
馬
道

め

だ

う

の
戸
を
閉
ざ
し
て
お
い
て
、
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側

と
心
を
合
わ
せ
て
、
い
た
た
ま
れ
な
い
状
態
に
さ
せ
、
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

こ
う
し
た
事
に
つ
け
て
、
苦
し
い
こ
と
が
多
く
て
、
更
衣
が
ひ
ど
く
思
い
悩
ん
で
い
る
の
を
、

帝
は
大
層
心
に
し
み
て
あ
は
れ
な
も
の
と
御
覧
あ
そ
ば
し
て
、
後
涼
殿

こ
う
ろ
う
で
ん

に
以
前
か
ら
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
更
衣
の
曹
司

ぞ

う

し

を
よ
そ
へ
お
移
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
こ
の
桐
壺
の
更
衣
に
、
天

子
の
お
側
近
い
と
こ
ろ
の
控
え
場
所
と
し
て
与
え
賜
っ
た
。
遠
く
へ
退
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た

そ
の
更
衣
の
恨
み
は
、
何
と
も
晴
ら
し
よ
う
が
な
い
ほ
ど
激
し
か
っ
た
。 

 

【
語
釈
】 

●
「
ま
う
の
ぼ
り
給
ふ
」
―
―
こ
こ
か
ら
が
更
衣
の
行
為
で
あ
る
。
桐
壺
の
更
衣
が
お
召
し

を
受
け
て
、
帝
の
と
こ
ろ
へ
参
上
な
さ
る
。 
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●
「
打
ち
橋
」
―
―
御
殿
と
御
殿
の
間
の
取
り
外
し
の
で
き
る
板
の
橋
。 

●
「
渡
殿
」
―
―
渡
り
廊
下
。
「
馬
道
」
な
ど
よ
り
は
小
さ
い
。 

●
「
あ
や
し
き
わ
ざ
を
し
つ
つ
」
―
―
け
し
か
ら
ぬ
仕
掛
け
を
し
て
。
「
し
つ
つ
」
の
「
つ

つ
」
は
、
反
復
繰
り
返
し
を
あ
ら
わ
す
用
法
。 

●
「
ま
さ
な
き
事
も
あ
り
」
―
―
「
ま
さ
な
き
事
」
と
い
う
の
は
、
た
だ
な
ら
ぬ
こ
と
。
具

体
的
に
言
っ
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
汚
物
な
ど
を
密
か
に
ま
き
散
ら
し
て
お
い
て
、
長
く
引

い
て
い
る
着
物
の
裾
が
ひ
ど
く
汚
れ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
仕
掛
け
で
あ
ろ
う
。
閉
鎖
社

会
の
中
の
女
の
憎
し
み
で
あ
る
。 

●
「
え
さ
ら
ぬ
」
―
―
そ
こ
を
よ
け
て
は
通
れ
な
い
、
回
り
道
な
ど
で
き
な
い
。 

●
「
馬
道
の
戸
を
さ
し
こ
め
」
―
―
「
馬
道
」
は
御
殿
の
真
ん
中
を
ず
っ
と
通
っ
て
い
る
広

い
廊
下
。
そ
の
こ
ち
ら
の
端
と
向
こ
う
の
端
に
戸
が
立
て
て
あ
る
。
そ
れ
を
閉
め
て
し
ま
っ

て
通
れ
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

●
「
思
ひ
わ
び
た
る
」
―
―
「
思
ひ
わ
ぶ
」
は
悲
観
し
て
し
ま
う
こ
と
。 

●
「
後
涼
殿
に
も
と
よ
り
侍
ひ
給
ふ
更
衣
の
曹
司
を
」
―
―
清
涼
殿
の
西
隣
の
後
涼
殿
に
以

前
か
ら
は
べ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
更
衣
の
控
え
場
所
を
。 

●
「
う
へ
つ
ぼ
ね
に
賜
は
す
」
―
―
前
か
ら
い
た
人
を
退
け
て
し
ま
っ
て
、
桐
壺
の
更
衣
に
、

帝
の
お
側
近
い
控
え
場
所
と
し
て
お
与
え
に
な
っ
た
。 

●
「
そ
の
恨
み
、
ま
し
て
や
ら
む
か
た
な
し
」
―
―
遠
く
へ
退
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
も
と

か
ら
の
更
衣
の
そ
の
恨
み
と
い
う
の
は
、
何
と
も
晴
ら
し
よ
う
が
な
い
ほ
ど
激
し
か
っ
た
。

桐
壺
の
更
衣
は
、
こ
う
い
う
恨
み
を
幾
つ
も
背
負
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で

あ
る
。 

 

【
評
釈
】 

○
「御
つ
ぼ
ね
は
き
り
つ
ぼ
な
り
」 

 

こ
の
更
衣
の
宮
中
で
与
え
ら
れ
て
い
る
控
え
場
所
は
桐
壺
で
あ
る
。
こ
こ
で
初
め
て
「
桐
壺

の
更
衣
」
と
呼
ば
れ
る
背
景
の
こ
と
が
出
て
く
る
。
「
壺
」
と
い
う
の
は
、
与
え
ら
れ
て 

い
る
女
房
の
部
屋
の
壺
庭
、

つ
ぼ
せ
ん
ざ
い

壺
前
栽
す
な
わ
ち
中
庭
で
あ
る
。
そ
こ
に
植
え
て
あ
る
植
物
の

種
類
に
よ
っ
て
、
何
壺
、
何
壺
と
い
う
女
房
た
ち
の
通
称
に
も
な
る
。
桐
の
木
が
植
わ
っ
て

い
る
か
ら
桐
壺
、
藤
が
植
わ
っ
て
い
れ
ば
藤
壺
、
梅
が
植
わ
っ
て
い
れ
ば
梅
壺
で
あ
る
。
後

に
、
成
長
し
た
光
源
氏
が
、
父
の
帝
の
最
も
寵
愛
深
い
女
御
に
自
分
の
亡
き
母
の
面
影
を
求

め
て
心
ひ
か
れ
て
い
く
方
は
、
藤
壺
の
女
御
と
言
わ
れ
る
。 

  

桐
壺
の
更
衣
は
、
そ
れ
ほ
ど
身
分
が
高
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
宮
中
で
の
控
え
場
所
も
、

天
子
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
清
涼
殿
か
ら
か
な
り
離
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
身
分
の
高
い
女

御
た
ち
に
は
、
常
の
控
え
場
所
の
他
に
、
天
子
の
お
居
間
に
近
い
控
え
場
所
、
上
の
局
と
い

う
も
の
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
桐
壺
の
更
衣
は
ま
だ
初
め
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
。
や
が
て
、

そ
れ
が
与
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
人
々
の
ね
た
み
を
買
う
大
き
な
原
因
に
な

っ
て
ゆ
く
。 

 

○
「あ
ま
た
の
御
か
た
が
た
を
過
ぎ
さ
せ
給
ひ
て
」 
 

こ
れ
は
、
桐
壺
の
更
衣
の
こ
と
だ
と
見
る
見
方
も
あ
る
が
、
「
御
つ
ぼ
ね
は
き
り
つ
ぼ
な
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り
」
で
切
れ
て
、
「
あ
ま
た
の
御
か
た
が
た
を
過
ぎ
さ
せ
給
ひ
て
、
ひ
ま
な
き
御
ま
へ
渡
り

に
、
人
の
御
こ
こ
ろ
を
尽
く
し
給
ふ
も
、
げ
に
こ
と
わ
り
と
見
え
た
り
」
は
、
帝
の
格
別
の

寵
愛
ぶ
り
で
あ
る
の
で
、
帝
の
方
か
ら
桐
壺
の
更
衣
の
と
こ
ろ
へ
通
っ
て
こ
ら
れ
る
、
そ
の

こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
見
る
説
が
、
こ
の
書
き
方
か
ら
見
て
も
よ
い
よ
う

に
思
う
。
「
御
つ
ぼ
ね
は
き
り
つ
ぼ
な
り
」
か
ら
ず
っ
と
続
け
て
、
更
衣
が
帝
の
と
こ
ろ
へ

夜
上
が
っ
て
い
く
、
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
解
釈
で
も
、
文
章
は
通
る
が
、

こ
の
部
分
は
、
普
通
は
女
の
方
、
女
御
更
衣
の
方
か
ら
天
子
の
お
側
へ
上
が
る
の
だ
が
、
ま

た
、
天
子
自
ら
が
出
か
け
て
こ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
決
し
て
例
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

殊
に
桐
壺
の
更
衣
に
対
し
て
は
、
人
目
も
は
ば
か
ら
ぬ
ご
寵
愛
ぶ
り
で
あ
る
の
で
、
天
子
様

の
方
か
ら
、
異
例
だ
け
れ
ど
も
、
出
か
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ら
し
い
。
そ
の
と
き
に
、
た
く

さ
ん
の
ほ
か
の
女
御
更
衣
の
控
え
場
所
の
前
を
お
通
り
あ
そ
ば
す
、
と
い
う
帝
の
行
為
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
と
取
っ
て
お
く
。 

 

○
「曹
司
」 

 

控
え
場
所
の
こ
と
。
後
に
武
士
の
時
代
に
な
っ
て
、
次
男
坊
、
三
男
坊
と
い
っ
た
男
子
に
控

え
場
所
を
与
え
る
が
、
彼
ら
は
、
運
が
悪
け
れ
ば
そ
の
ま
ま
一
族
の
頭
に
は
な
れ
な
い
。
つ

ま
り
長
男
が
健
在
で
あ
る
限
り
、
二
番
手
、
三
番
手
の
役
割
で
、
控
え
の
順
番
を
待
っ
て
い

る
よ
り
ほ
か
し
よ
う
が
な
い
。
そ
う
い
う
の
が
御
曹
司
で
あ
る
。
義
経
な
ど
は
九
郎
、
九
番

目
の
御
曹
司
で
あ
る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
「
武
家
の
御
曹
司
」
と
い
う
使
わ
れ
方
に
な
る
の

は
後
の
こ
と
で
、
も
と
も
と
は
宮
中
の
女
性
の
控
え
場
所
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
御
子
み
つ
に
な
り
給
ふ
年
、
御
は
か
ま
ぎ
の
こ
と
、
一
の
宮
の
奉
り
し
に
劣
ら

ず
、
内
蔵
寮

く

ら

づ

か
さ

、
納
殿

お
さ
め
ど
の

の
物
を
尽
く
し
て
、
い
み
じ
う
せ
さ
せ
給
ふ
。
そ
れ
に
つ
け
て
も

世
の
そ
し
り
の
み
多
か
れ
ど
、
こ
の
御
子
の
お
よ
ず
け
も
て
お
は
す
る
御
か
た
ち
心
ば

へ
、
有
り
難
く
珍
し
き
ま
で
見
え
給
ふ
を
、
え
そ
ね
み
あ
へ
給
は
ず
。
も
の
の
心
し
り

給
ふ
人
は
、
か
ゝ
る
人
も
世
に
出
で
お
は
す
る
も
の
な
り
け
り
と
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
、

目
を
お
ど
ろ
か
し
給
ふ
。 

 

【
口
訳
】 

 

こ
の
御
子
が
三
つ
に
お
な
り
に
な
っ
た
年
、
御
袴
着
の
儀
式
を
、
あ
の
一
の
御
子
が
あ
そ

ば
し
た
格
式
に
劣
る
こ
と
な
く
、
内
蔵
寮
、
納
殿
な
ど
に
収
納
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
限
り

を
尽
く
し
て
、
大
変
す
ば
ら
し
く
お
営
み
あ
そ
ば
し
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
け
て
も
、
ま
た
世

間
の
非
難
が
多
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
御
子
が
だ
ん
だ
ん
成
長
な
す
っ
て
ゆ
く
、
そ
の
御

姿
か
た
ち
、
あ
る
い
は
御
心
の
あ
り
よ
う
が
ま
こ
と
に
結
構
で
、
ほ
か
に
比
べ
よ
う
が
な
く

格
別
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
様
子
を
、
ね
た
み
通
す
こ
と
も
よ
う
な
さ
ら
な
い
。
も
の
の
道
理
を

知
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
人
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
す
ば
ら
し
い
御
子
も
、
世
の
中
に
は
お

生
ま
れ
に
な
っ
て
く
る
も
の
な
の
だ
な
、
と
驚
き
あ
き
れ
る
ほ
ど
に
目
を
見
張
っ
て
び
っ
く

り
な
す
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。 

 

【
語
釈
】 
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●
「
御
は
か
ま
ぎ
の
こ
と
」
―
―
男
性
に
も
女
性
に
も
、
幾
つ
か
の
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
折
り
目
の
段
階
が
あ
る
。
そ
の
最
初
の
一
つ
。
男
の
場
合
は
袴
着
、
女
の
場
合
は

も

ぎ

裳
着
で

あ
る
。 

●
「
内
蔵
寮
、
納
殿
」
―
―
内
蔵
寮
は
、
宮
中
の
宝
も
の
、
献
上
品
な
ど
を
収
納
し
て
あ
る

と
こ
ろ
で
、

な
か
つ
か
さ
し
ょ
う

中

務

省
の
管
理
。
納
殿
も
、
宮
中
代
々
の
御
物
を
保
管
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
。 

●
「
い
み
じ
う
せ
さ
せ
給
ふ
」
―
―
「
い
み
じ
」
は
程
度
の
非
常
に
甚
だ
し
い
こ
と
。
大
変

す
ば
ら
し
く
そ
の
儀
式
を
お
さ
せ
あ
そ
ば
し
た
。 

●
「
有
り
難
く
珍
し
き
ま
で
見
え
給
ふ
」
―
―
「
珍
し
」
は
数
が
少
な
く
珍
重
す
べ
き
こ
と
。 

●
「
え
そ
ね
み
あ
へ
給
は
ず
」
―
―
ね
た
み
通
す
こ
と
も
よ
う
な
さ
ら
な
い
で
。 

●
「
も
の
の
心
し
り
給
ふ
人
」
―
―
も
の
の
道
理
を
知
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
人
。 

●
「
あ
さ
ま
し
き
」
―
―
驚
き
あ
き
れ
る
意
の
形
容
詞
で
、
善
い
場
合
に
も
、
悪
い
場
合
に

も
い
う
。
こ
こ
で
は
肯
定
的
に
、
御
子
の
不
思
議
な
魅
力
に
呆
然
と
し
て
い
る
。 

 
 

そ
の
年
の
夏
、
御
息
所

み
や
す
ど
こ
ろ

は
か
な
き
心
地
に
わ
づ
ら
ひ
て
、
ま
か
で
な
む
と
し
給
ふ
を
、

い
と
ま
、
さ
ら
に
許
さ
せ
給
は
ず
。
年
頃
、
常
の
あ
つ
し
さ
に
な
り
給
へ
れ
ば
、
御
目

馴
れ
て
、
な
ほ
し
ば
し
こ
ゝ
ろ
み
よ
、
と
の
み
宣
は
す
る
に
、
日
々
に
重
り
給
ひ
て
、

た
だ
五
六
日
の
ほ
ど
に
、
い
と
弱
う
な
れ
ば
、
母
君
な
く
な
く
奏
し
て
、
ま
か
で
さ
せ

奉
り
給
ふ
。
か
ゝ
る
折
り
に
も
、
あ
る
ま
じ
き
恥
ぢ
も
こ
そ
、
と
心
づ
か
ひ
し
て
、
御

子
を
ば
と
ど
め
奉
り
て
、
し
の
び
て
ぞ
出
で
給
ふ
。 

 

【
口
訳
】 

 

そ
の
年
の
夏
、
御
息
所
は
ち
ょ
っ
と
し
た
病
気
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
と
状
態
が
重
く
な
っ
て

い
か
れ
て
、
宮
中
か
ら
下
が
っ
て
里
で
治
療
な
さ
ろ
う
と
す
る
の
を
、
帝
は
一
向
に
お
許
し

に
な
ら
な
い
。
年
来
、
病
気
が
重
っ
た
状
態
と
い
う
の
が
常
の
状
態
と
い
う
感
じ
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
ら
し
て
、
帝
も
す
っ
か
り
見
慣
れ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
て
い
て
、
な
お
し
ば
ら
く

こ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
様
子
を
見
て
い
よ
、
と
ば
か
り
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
更

衣
は
、
日
々
に
状
態
が
重
く
お
な
り
に
な
っ
て
、
ほ
ん
の
五
日
六
日
の
間
に
が
っ
く
り
と
弱

っ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
か
ら
、
母
君
が
、
泣
く
泣
く
帝
に
奏
上
し
て
、
宮
中
を
退
出
さ
せ

な
さ
れ
た
。
こ
ん
な
と
き
に
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
恥
な
ど
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

て
は
と
用
心
し
て
、
こ
の
御
子
を
宮
中
に
と
ど
め
申
し
て
お
い
て
、
こ
っ
そ
り
と
御
退
出
に

な
っ
た
。 

 

【
語
釈
】 

●
「
そ
の
年
の
夏
」
―
―
三
歳
の
袴
着
も
終
わ
っ
た
後
の
夏
。 

●
「
御
息
所
」
―
―
本
来
は
天
皇
の
御
寝
に
侍
し
た
宮
女
の
意
か
ら
、
さ
ら
に
そ
の
天
皇
の

御
子
を
宿
し
た
人
。
こ
こ
で
は
、
桐
壺
の
更
衣
の
こ
と
。 

●
「
年
頃
、
つ
ね
の
あ
つ
し
さ
に
な
り
給
へ
れ
ば
」
―
―
「
年
頃
」
は
、
こ
こ
一
～
二
年
、

と
い
う
感
じ
。
「
つ
ね
の
あ
つ
し
さ
」
は
、
病
気
の
重
い
状
態
が
常
の
状
態
の
こ
と
に
な
っ

た
。 

●
「
御
目
な
れ
て
」
―
―
帝
も
す
っ
か
り
そ
う
い
う
状
態
を
見
慣
れ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
て
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い
て
。 

●
「
な
ほ
し
ば
し
こ
こ
ろ
み
よ
」
―
―
も
う
し
ば
ら
く
宮
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
様
子
を
見

て
い
よ
。 

●
「
母
君
」
―
―
更
衣
の
母
。
御
子
に
と
っ
て
は
祖
母
に
あ
た
る
人
。
主
人
を
亡
く
し
て
、

娘
の
宮
仕
え
に
心
を
尽
く
し
て
い
た
母
君
。 

 

【
評
釈
】 

○
「こ
の
御
子
を
ば
と
ど
め
奉
り
て
、
し
の
び
て
ぞ
出
で
給
ふ
」。 

御
子
は
宮
中
に
と
ど
め
て
お
い
て
、
母
の
更
衣
だ
け
が
非
公
式
に
こ
っ
そ
り
と
退
出
し
た
。 

 

こ
こ
で
も
う
宮
中
か
ら
桐
壺
の
更
衣
は
出
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
の
だ
が
、
話
は
な
お
行

き
つ
戻
り
つ
す
る
。
そ
れ
が
物
語
特
有
の
語
り
方
で
あ
る
。 

 

限
り
あ
れ
ば
、
さ
の
み
も
え
止
め
さ
せ
給
は
ず
、
御
覧
じ
だ
に
送
ら
ぬ
お
ぼ
つ
か
な
さ

を
、
い
ふ
か
た
な
く
思
ほ
さ
る
。
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
美
し
げ
な
る
人
の
、
い
た
う
面

や
せ
て
、
い
と
あ
は
れ
と
物
を
思
ひ
し
み
な
が
ら
、
言
に
出
で
て
も
聞
え
や
ら
ず
、
あ

る
か
な
き
か
に
消
え
入
り
つ
つ
物
し
給
ふ
を
、
御
覧
ず
る
に
、
き
し
か
た
行
く
末
お
ぼ

し
め
さ
れ
ず
、
よ
ろ
づ
の
事
を
泣
く
泣
く
契
り
宣
は
す
れ
ど
、
御
答い

ら

へ
も
え
聞
え
給
は

ず
、
ま
み
な
ど
も
い
と
た
ゆ
げ
に
て
、
い
と
ど
な
よ
な
よ
と
、
わ
れ
か
の
気
色
に
て
臥

し
た
れ
ば
、
い
か
さ
ま
に
と
、
お
ぼ
し
め
し
ま
ど
は
る
。
て
ぐ
る
ま
の
宣
旨
な
ど
宣
は

せ
て
も
、
ま
た
入
ら
せ
給
ひ
て
、
さ
ら
に
え
許
さ
せ
給
は
ず
、
「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
、

お
く
れ
先
だ
た
じ
と
契
ら
せ
給
ひ
け
る
を
、
さ
り
と
も
、
う
ち
捨
て
て
は
え
行
き
や
ら

じ
」
と
宣
は
す
る
を
、
女
も
、
い
と
い
み
じ
と
見
奉
り
て
、 

 

「
か
ぎ
り
と
て
別
る
ゝ
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り 

い
と
か
く
思
う
給
へ
ま
し
か
は
」
、
と
、
息
も
絶
え
つ
つ
、
聞
え
ま
ほ
し
げ
な
る
事
は

あ
り
げ
な
れ
ど
、
い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
、
か
く
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
な
ら

む
を
御
覧
じ
は
て
む
、
と
お
ぼ
し
め
す
に
、
「
け
ふ
始
む
べ
き
祈
り
ど
も
、
さ
る
べ
き

人
々
う
け
た
ま
は
れ
る
、
今
宵

こ

よ

ひ

よ
り
」
と
聞
え
急
が
せ
ば
、
わ
り
な
く
思
ほ
し
な
が
ら
、

ま
か
で
さ
せ
給
ふ
。 

 

【
口
訳
】 

 

も
の
に
は
限
り
が
あ
っ
て
、
帝
も
そ
う
そ
う
は
ど
こ
ま
で
も
お
止
め
に
な
る
こ
と
が
お
で

き
に
な
ら
な
い
。
ご
自
分
で
お
見
送
り
す
ら
な
さ
ら
な
い
、
そ
の
心
も
と
な
さ
を
、
何
と
も

言
い
よ
う
も
な
く
悲
し
く
お
思
い
あ
そ
ば
し
て
い
る
。
大
層
ほ
の
ぼ
の
と
美
し
く
可
憐
な
人

が
、
ひ
ど
く
面
や
つ
れ
が
し
て
、
し
み
じ
み
と
人
の
世
の
無
情
さ
が
心
に
し
み
な
が
ら
、
言

葉
に
出
し
て
申
し
上
げ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
正
気
を
失
っ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
の
か
と
思

わ
れ
る
よ
う
な
状
態
で
、
す
っ
か
り
ぐ
っ
た
り
と
し
て
し
ま
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
そ
う
い

う
状
態
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
御
覧
に
な
る
に
つ
け
て
、
今
ま
で
の
こ
と
、
こ
れ
か
ら
の
こ

と
、
判
断
な
さ
る
こ
と
も
お
で
き
に
な
ら
ず
に
、
万
事
に
つ
け
て
泣
く
泣
く
（
男
女
の
愛
の

心
の
）
約
束
を
な
さ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
対
し
て
、
も
う
は
き
は
き
と
お
返
事
す
ら
も
お

っ
し
ゃ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
目
つ
き
な
ど
も
大
層
け
だ
る
そ
う
で
、
体
も
ぐ
っ
た
り
と
し
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て
し
ま
っ
て
、
わ
れ
か
人
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
正
気
の
失
わ
れ
た
よ
う
な
ご
様
子
で
物
に

寄
り
臥
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
一
体
ど
う
し
た
ら
よ
か
ろ
う
か
と
お
思
い
惑
い
あ
そ
ば

す
。
手
車
の
宣
旨
な
ど
を
仰
せ
出
さ
れ
て
か
ら
も
、
ま
た
更
衣
の
控
え
の
部
屋
へ
お
入
り
あ

そ
ば
し
て
、
一
向
に
お
側
か
ら
お
離
し
に
な
る
ご
様
子
が
な
い
。
「
限
り
の
あ
る
人
間
の
生

き
死
の
別
れ
の
道
に
も
、
い
つ
も
一
緒
で
、
遅
れ
た
り
先
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
し
ま
い
と

か
ね
て
お
約
束
な
さ
っ
て
い
た
も
の
を
。
い
く
ら
何
で
も
、
あ
な
た
一
人
で
私
を
う
ち
捨
て

て
は
お
行
き
な
さ
る
ま
い
」
そ
う
帝
が
お
っ
し
ゃ
る
の
を
、
更
衣
も
、
大
層
し
み
じ
み
と
お

見
申
し
上
げ
て
、 

（
更
衣
）
「
か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り 

（
歌
意
）
「
今
を
限
り
と
し
て
生
き
死
に
の
別
れ
を
た
ど
っ
て
い
き
ま
す
そ
の
道
が
、
悲
し
く
思
わ
れ

ま
す
の
に
、
そ
の
こ
と
に
つ
け
て
も
な
お
生
き
て
い
た
い
と
思
い
ま
す
の
は
、
命
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

こ
ん
な
ふ
う
に
な
ろ
う
と
前
か
ら
存
じ
て
お
り
ま
し
た
ら
」
と
、
息
も
絶
え
絶
え
に
な
っ

て
、
申
し
上
げ
た
い
言
葉
が
あ
り
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
大
層
苦
し
そ
う
で
、
ぐ
っ
た
り
し
て

い
る
か
ら
し
て
、
い
っ
そ
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
ど
う
に
も
こ
う
に
も
な
ら
う
果
て
を

御
覧
じ
尽
く
そ
う
と
帝
は
お
思
い
あ
そ
ば
す
の
に
、
「
き
ょ
う
か
ら
始
め
る
は
ず
に
な
っ
て

お
り
ま
す
加
持
祈
祷
な
ど
を
、
然
る
べ
き
法
力
、
功
力

く

り

き

の
強
い
人
々
が
承
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
を
今
晩
か
ら
始
め
る
手
は
ず
に
な
っ
て
お
り
ま
す
」
と
申
し
上
げ
、
急
が
せ
る
か

ら
し
て
、
帝
は
納
得
い
か
な
い
気
持
ち
で
い
ら
っ
し
ゃ
り
な
が
ら
、
退
出
お
さ
せ
あ
そ
ば
す
。 

 

【
語
釈
】 

●
「
限
り
あ
れ
ば
、
さ
の
み
も
え
止
め
さ
せ
給
は
ず
」
―
―
こ
う
い
う
と
き
の
決
ま
り
が
あ

っ
て
、
帝
で
も
と
こ
と
ん
ま
で
お
止
め
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
お
で
き
に
な
ら
な
い
。 

●
「
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
美
し
げ
な
る
人
」
―
―
大
層
ほ
の
ぼ
の
と
美
し
く
可
憐
な
人
。 

●
「
い
と
あ
は
れ
と
物
を
思
ひ
し
み
な
が
ら
」
―
―
非
常
に
し
み
じ
み
と
人
の
世
の
無
情
さ

が
心
に
し
み
な
が
ら
。 

●
「
あ
る
か
な
き
か
に
消
え
入
り
つ
つ
物
し
給
ふ
」
―
―
正
気
を
失
っ
て
お
し
ま
い
に
な
っ

た
の
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
す
っ
か
り
ぐ
っ
た
り
と
し
た
状
態
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。 

●
「
き
し
か
た
行
く
末
お
ぼ
し
め
さ
れ
ず
」
―
―
「
き
し
か
た
行
く
末
」
あ
る
い
は
「
こ
し

か
た
行
く
末
」
ど
ち
ら
も
使
う
。
今
ま
で
の
こ
と
、
こ
れ
か
ら
の
こ
と
。 

●
「
契
り
宣
は
す
れ
ど
」
―
―
「
契
る
」
は
男
女
の
愛
を
約
束
す
る
。
帝
が
あ
れ
こ
れ
と
約

束
を
な
さ
る
け
れ
ど
も
。 

●
「
ま
み
な
ど
も
い
と
た
ゆ
げ
に
て
」
―
―
目
つ
き
な
ど
も
大
層
け
だ
る
そ
う
で
。 

●
「
わ
れ
か
の
気
色
に
て
」
―
―
わ
れ
か
人
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
正
気
の
失
わ
れ
た
ご
様

子
で
。
こ
の
こ
ろ
の
「
臥
す
」
の
用
法
は
、
必
ず
し
も
べ
っ
た
り
と
体
全
体
を
横
た
え
て
寝

る
こ
と
だ
け
に
限
ら
な
い
。
こ
の
場
合
も
、
長
々
と
寝
て
お
し
ま
い
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

よ
り
は
、
む
し
ろ
物
に
寄
り
臥
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
上
体
を
物
に
寄
り
か
け
て
、
体
を
楽

に
伸
ば
し
て
い
る
様
子
で
あ
ろ
う
。 

●
「
て
ぐ
る
ま
の

せ

ん

じ

宣
旨
な
ど
宣
は
せ
て
」
―
―
「
手
車
」
は
、
簡
便
な
車
、
お
乗
物
。
「
手

車
の
宣
旨
」
は
、
そ
の
お
車
を
宮
中
で
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
臨
時
の
天
子
の
お
言
葉
。

そ
の
宣
旨
が
な
け
れ
ば
手
車
を
宮
中
か
ら
出
せ
な
い
。 
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●
「
さ
ら
に
許
さ
せ
給
は
ず
」
―
―
一
向
に
お
側
か
ら
お
離
し
に
な
る
ご
様
子
が
な
い
。 

●
「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
、
お
く
れ
先
だ
た
じ
と
契
ら
せ
給
ひ
け
る
を
、
さ
り
と
も
、
う
ち

捨
て
て
は
え
行
き
や
ら
じ
」
―
―
天
子
の
嘆
き
の
言
葉
。
お
ろ
お
ろ
と
嘆
き
の
言
葉
を
口
説

い
て
お
ら
れ
る
様
子
。 

●
「
い
と
い
み
じ
と
見
奉
り
て
」
―
―
大
層
ひ
ど
く
辛
い
こ
と
だ
と
お
見
申
し
上
げ
て
。
更

衣
の
気
持
ち
。
こ
う
い
う
と
き
に
一
番
大
事
な
歌
の
形
で
自
分
の
思
い
を
表
現
す
る
。
こ
こ

に
歌
が
な
か
っ
た
ら
、
物
語
の
柱
が
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

●
「
か
ぎ
り
と
て
別
る
ゝ
道
の
悲
し
き
に
」
―
―
今
を
命
の
限
り
と
し
て
、
別
々
に
た
ど
っ

て
ゆ
き
ま
す
道
が
何
と
も
悲
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
に
つ
け
て
も
。 

●
「
い
か
ま
ほ
し
き
は
」
―
―
「
生
き
て
い
た
い
」
と
、
道
を
「
ゆ
か
ま
ほ
し
」
を
掛
け
て

い
る
掛
詞
。 

●
「
い
と
か
く
思
う
給
へ
ま
し
か
ば
」
―
―
こ
れ
も
更
衣
の
言
葉
。
私
が
心
に
前
も
っ
て
わ

き
ま
え
て
お
り
ま
し
た
な
ら
ば
。 

●
「
か
く
な
が
ら
と
も
か
く
も
な
ら
む
を
御
覧
じ
は
て
む
」
―
―
い
っ
そ
こ
の
ま
ま
に
し
て

お
い
て
、
ど
う
に
も
こ
う
に
も
な
ら
う
果
て
を
御
覧
じ
尽
く
そ
う
。 

●
「
け
ふ
始
む
べ
き
祈
り
ど
も
」
―
―
き
ょ
う
か
ら
始
め
る
は
ず
に
な
っ
て
い
る
加
持
祈
祷

の
こ
と
。
こ
の
こ
ろ
、
重
い
病
気
を
治
す
と
い
う
一
番
効
果
的
な
手
だ
て
は
、
医
術
は
ま
だ

ま
だ
進
ん
で
い
な
い
の
で
、

ほ
う
り
き

法
力
の
あ
る
お
坊
さ
ん
や

お

み

ょ

う

し

陰
陽
師
に
加
持
祈
祷
を
さ
せ
る
こ
と

が
、
一
番
効
果
の
あ
る
治
療
法
で
あ
っ
た
。 

●
「
わ
り
な
く
思
ほ
し
な
が
ら
」
―
―
納
得
い
か
な
い
気
持
ち
で
い
ら
っ
し
ゃ
り
な
が
ら
、

退
出
お
さ
せ
あ
そ
ば
す
。 

 

【
評
釈
】 

○
桐
壺
の
更
衣
の
別
れ
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
が
ま
た
さ
ら
に
語
り
加
え
ら
れ
る
。

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
で
も
、
天
孫

に

に

ぎ

邇
邇
芸
の
尊
が
高
天
原
か
ら
下
っ
て
く
る
場
面

で
、

ま
ど
こ
お
う
ふ
す
ま

真
床
追
衾
な
ど
の
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
、
下
っ
た
の
か
な
と
思
う
と
、
ま
た
も
と
の
段

階
か
ら
語
り
始
め
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
、
物
語
の
非
常
に
古
く
か
ら
あ
る
一
つ
の
語
り

ぐ
せ
で
あ
る
。
綿
々
と
し
て
断
ち
が
た
い
思
い
が
、
そ
う
い
う
語
り
方
に
よ
っ
て
一
層
深
ま

っ
て
く
る
。 

 

○
「に
ほ
ひ
や
か
」 

 

古
代
歌
謡
や
『
万
葉
集
』
に
、
「
に
ほ
へ
る

い
も妹

」
と
い
う
語
彙
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「

む
ら
さ
き

紫
草

の
に
ほ
へ
る

い
も妹

を
憎
く
あ
ら
ば
人
妻
ゆ
ゑ
に
わ
れ
恋
ひ
め
や
も
」
。
非
常
に
鮮
烈
に
目
に
飛

び
込
ん
で
く
る
よ
う
な
色
彩
感
覚
が
『
万
葉
集
』
の
「
に
ほ
ふ
」
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
の

「
に
ほ
ふ
」
は
も
っ
と
か
す
か
な
感
じ
で
、
「
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
美
し
げ
な
る
人
」
は
、

大
層
ほ
の
ぼ
の
と
美
し
く
可
憐
な
人
、
の
意
。 

 

○
「い
と
あ
は
れ
」 

 

し
み
じ
み
と
物
を
感
じ
る
こ
と
。
「
し
み
じ
み
と
悲
し
く
思
う
」
の
か
、
「
し
み
じ
み
と
う

れ
し
く
思
う
」
の
か
、
そ
れ
は
前
後
の
言
葉
や
文
脈
で
変
わ
る
。
心
に
し
み
て
思
い
し
む
こ
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と
が
「
あ
は
れ
」
で
あ
る
。 

 
○
「か
ぎ
り
と
て
別
る
ゝ
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」 

一
番
大
事
な
と
き
の
心
の
表
現
は
歌
の
形
で
表
出
す
る
。
今
、
我
々
の
見
る
『
日
本
書
紀
』

の
非
常
に
古
い
と
こ
ろ
で
、
当
然
歌
が
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
歌
が
な
い
の
は
、
伝
え
伝
え
し

て
い
る
う
ち
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は

て
ん
じ
ょ
う
む
き
ゅ
う

天
壌
無
窮
の

し
ん
ち
ょ
く

神

勅
と
か
、
稲
穂
の
神
勅

と
い
う
よ
う
に
、
外
来
の
文
章
の
形
が
大
事
に
せ
ら
れ
て
、
歌
と
入
れ
代
わ
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
海
外
の
人
た
ち
に
も
見
せ
る
、
整
っ
た
、
よ
り
高
い
歴
史
的
記
述
の

方
法
だ
と
考
え
、
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
、
『
古
事
記
』
の

方
が
『
日
本
書
紀
』
と
比
べ
る
と
わ
り
あ
い
古
い
形
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

○
「い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」 

 

こ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
場
面
の
歌
で
も
、
縁
語
や
掛
詞
を
使
う
。
日
本
人
の
和
歌
の
上
の

縁
語
・
掛
詞
と
い
う
の
は
、
単
な
る
表
現
技
巧
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
古
代
歌
謡
の
一
つ
一

つ
の
言
葉
は
、
幾
つ
も
の
大
事
な
働
き
の
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
古
代
の
言
葉
は
多
義
性
を

持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
多
義
性
を
最
も
著
し
く
凝
縮
し
た
の
が
和
歌
で
あ
る
。
従
っ
て
、

一
つ
の
言
葉
は
一
つ
の
意
味
、
一
つ
の
内
容
を
さ
す
、
と
い
う
ふ
う
に
単
純
に
は
古
代
人
は

考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
つ
の
言
葉
に
大
事
な
内
容
を
幾
つ
も
幾
つ
も
与
え
て
い
る
場

合
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
首
の
歌
が
幾
つ
も
幾
つ
も
の
大
事
な
役
割
を
果
た
す
た
め
の
内
容

を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
内
容
を
深
め
て
い
く
た
め
に
、
縁
語
と
か
、
掛
詞
と
か
、
あ
る

い
は
枕
詞
と
い
う
特
別
な
力
を
持
っ
た
言
葉
が
、
重
層
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
大
事
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
や
が
て
五
七
五
七
七
と
い
う
短
い
形
に
凝
縮
し
て
く
れ
ば
凝
縮
し
て
く
る
ほ
ど
、

一
つ
の
言
葉
に
、
あ
る
い
は
一
つ
の
文
体
の
中
に
幾
つ
も
幾
つ
も
の
深
い
広
い
内
容
を
与
え

よ
う
と
し
た
。
あ
る
い
は
本
歌
取
り
と
い
う
形
も
生
ま
れ
た
。
古
歌
の
一
部
分
を
さ
ら
に
新

し
い
歌
で
受
け
継
い
で
、
そ
の
古
歌
の
持
っ
て
い
る
内
容
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
新
し
い
内
容

を
生
み
出
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
か
ら
、
引
歌
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
和
歌
の
一
部
分
を
引
い
た
り
、

漢
詩
の
一
部
分
を
引
い
た
り
す
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
も
本
歌
取
り
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
実
は
そ
の
歌
の
そ
の
言
葉
の
一
部
分
だ
け
を
引
い
て
き
た
、
と
い
う
よ
う
な

単
純
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
一
首
の
歌
の
内
容
を
ほ
う
ふ
つ
と
し
て
、
短
い
言
葉
で
読
者

に
連
想
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
意
図
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

○
「い
と
か
く
思
う
給
へ
ま
し
か
ば
」 

 

こ
の
言
葉
は
短
く
、
そ
し
て
途
中
で
言
い
さ
し
て
や
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
哀
切
で
重
い
言

葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
帝
の
格
別
な
ご
寵
愛
が
大
変
あ
り
が
た
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
積

も
っ
て
、
人
々
、
先
輩
や
朋
輩
た
ち
の
恨
み
を
重
ね
重
ね
負
っ
て
い
っ
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
が
前
も
っ
て
も
う
少
し
私
に
分
か
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
、

私
が
自
覚
し
て
お
り
ま
し
た
ら
…
…
。
こ
こ
で
言
い
や
め
て
し
ま
う
。
こ
れ
か
ら
先
を
さ
ら

に
言
う
と
、
帝
を
非
難
し
た
り
す
る
よ
う
な
言
葉
に
な
っ
て
く
る
の
で
、
こ
こ
で
も
う
終
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
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御
胸
、
つ
と
ふ
た
が
り
て
、
つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
れ
ず
明
し
か
ね
さ
せ
給
ふ
。
御
使
ひ
の
行

き
か
ふ
ほ
ど
も
な
き
に
、
な
ほ
い
ぶ
せ
さ
を
限
り
な
く
宣
は
せ
つ
る
を
、
「
夜
中
う
ち

過
ぐ
る
ほ
ど
に
な
む
、
絶
え
は
て
給
ひ
ぬ
る
」
と
て
泣
き
さ
わ
げ
ば
、
御
使
ひ
も
、
い

と
あ
へ
な
く
て
帰
り
参
り
ぬ
。 

 

【
口
訳
】 

 

天
子
様
は
御
胸
が
ぴ
っ
た
り
と
ふ
た
が
っ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
て
、
少
し
の
間
も
お
眠
り

に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、
夜
を
明
し
か
ね
あ
そ
ば
し
て
い
る
。
ま
だ
宮
中
か
ら
の
見
舞
い
の

使
い
が
戻
っ
て
く
る
時
間
も
な
い
う
ち
に
、
帝
は
そ
の
お
気
持
ち
が
ふ
さ
が
っ
て
、
ど
う
に

も
な
ら
な
い
気
持
ち
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
が
、
「
夜
中
過
ぎ
る
こ
ろ
に
、
お
命
絶
え
果
て

て
お
し
ま
い
に
な
り
ま
し
た
」
と
更
衣
の
家
の
者
が
泣
き
騒
ぐ
の
で
、
お
使
い
の
者
も
ど
う

に
も
し
よ
う
が
な
く
て
、
虚
し
く
戻
っ
て
き
た
。 

 

【
語
釈
】 

●
「
ま
ど
ろ
む
」
―
―
「
ま
ど
ろ
む
」
の
「
ま
」
は
目
、
「
と
ろ
む
」
は
と
ろ
と
ろ
す
る
こ

と
。 

●
「
い
と
あ
へ
な
く
て
帰
り
参
り
ぬ
」
―
―
宮
中
か
ら
の
お
使
い
の
者
も
ど
う
に
も
し
よ
う

が
な
く
て
、
虚
し
く
戻
っ
て
き
て
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
報
告
し
た
の
で
あ
る
。 

 

【
評
釈
】 

○
桐
壺
の
更
衣
は
、
非
常
に
際
ど
い
状
態
ま
で
宮
中
に
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
遅

れ
て
、
宮
中
で
息
を
引
き
取
っ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
こ
れ
は

大
変
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
死
の
汚
れ
と
い
う
も
の
は
当
時
は
非
常
に
重
い
。
も
っ
と
古
代
、

飛
鳥
な
ど
で
は
、
天
子
が
変
わ
る
た
び
に
都
が
こ
ち
ら
の
字
か
ら
向
こ
う
の
字
へ
と
い
う
ふ

う
に
移
っ
て
い
っ
て
い
る
。
都
が
も
う
少
し
永
続
性
を
持
っ
て
い
た
ら
、
あ
の
時
代
の
都
も

も
っ
と
大
き
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
天
子
が
変
わ
る
た
び
に
、
同
じ
狭
い
飛
鳥
の
中
で

転
々
と
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
本
当
は
詳
細
に
は
ま
だ
分
か
っ
て

い
な
い
の
だ
が
、
一
番
大
き
く
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
天
子
の
死
の
汚
れ
と
い
う

も
の
を
嫌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
子
以
外
の
者
で
も
宮
中
で
亡
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
大

き
な
汚
れ
に
な
る
。
そ
の
前
に
里
へ
下
が
っ
て
き
て
お
い
て
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

き
こ
し
め
す
御
こ
ゝ
ろ
ま
ど
ひ
、
な
に
ご
と
も
お
ぼ
し
め
し
分
か
れ
ず
、
こ
も
り
お
は

し
ま
す
。
御
子
は
、
か
く
て
も
い
と
御
覧
ぜ
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
か
か
る
ほ
ど
に
侍
ひ
給

ふ
例
な
き
事
な
れ
ば
、
ま
か
で
給
ひ
な
む
と
す
。
な
に
ご
と
か
あ
ら
む
と
も
お
ぼ
し
た

ら
ず
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
の
泣
き
ま
ど
ひ
、
う
へ
も
御
涙
の
ひ
ま
な
く
流
れ
お
は
し
ま
す

を
、
あ
や
し
と
見
奉
り
給
へ
る
を
。
よ
ろ
し
き
こ
と
に
だ
に
、
か
か
る
別
れ
の
悲
し
か

ら
ぬ
は
な
き
わ
ざ
な
る
を
、
ま
し
て
あ
は
れ
に
い
ふ
か
ひ
な
し
。 

 

【
口
訳
】 
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そ
の
更
衣
の
死
を
お
聞
き
あ
そ
ば
す
帝
の
御
心
惑
い
、
何
事
に
つ
け
て
も
判
断
あ
そ
ば
す

こ
と
が
で
き
な
く
て
、
ひ
た
す
ら
引
き
こ
も
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
御
子
は
、
こ
の
ま
ま
お

手
も
と
に
置
い
て
、
御
覧
あ
そ
ば
し
た
い
お
気
持
ち
だ
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
と
き
に
、
御

子
を
宮
中
に
と
ど
め
て
お
置
き
に
な
る
こ
と
は
例
の
な
い
こ
と
だ
か
ら
し
て
、
宮
中
か
ら
退

出
な
さ
ろ
う
と
す
る
。
若
君
は
、
一
体
何
が
起
こ
っ
た
の
か
と
も
ご
判
断
が
お
つ
き
に
な
ら

な
い
ご
様
子
で
、
お
側
に
仕
え
て
い
る
人
々
が
泣
き
ま
ど
い
、
ま
た
帝
ま
で
も
御
涙
の
絶
え

る
こ
と
な
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
そ
の
様
子
を
変
な
ぐ
あ
い
だ
と
お
見
申
し
上
げ
て
い
ら
っ
し

ゃ
る
。
普
通
の
場
合
で
も
、
こ
う
い
う
別
れ
と
い
う
も
の
は
悲
し
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
も

の
で
あ
る
が
、
ま
し
て
こ
の
場
合
は
し
み
じ
み
と
悲
し
み
が
胸
に
迫
っ
て
、
何
と
も
い
い
よ

う
の
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。 

 

【
語
釈
】 

●
「
御
子
は
、
か
く
て
も
い
と
御
覧
ぜ
ま
ほ
し
け
れ
ど
」
―
―
帝
は
、
亡
く
な
っ
た
更
衣
が

残
し
て
い
っ
た
御
子
を
こ
ん
な
と
き
に
自
分
の
側
に
引
き
つ
け
て
お
い
て
、
御
覧
に
な
り
た

い
お
気
持
ち
だ
け
れ
ど
も
。 

 

【
評
釈
】 

○
「
な
に
ご
と
か
あ
ら
む
と
も
お
ぼ
し
た
ら
ず
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
の
泣
き
ま
ど
ひ
、
う
へ
も
御
涙

の
ひ
ま
な
く
流
れ
お
は
し
ま
す
を
、
あ
や
し
と
見
奉
り
給
へ
る
を
。
」 

 

ま
だ
本
当
に
幼
い
御
子
だ
か
ら
、
一
体
何
が
起
こ
っ
た
の
か
と
も
ご
判
断
が
お
つ
き
に
な
ら

な
い
。
こ
こ
は
、
非
常
に
あ
は
れ
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
殊
に
聞
い
て
い
る
女
房
た
ち
は
た

ま
ら
な
く
な
る
よ
う
な
場
面
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

 

こ
こ
の
と
こ
ろ
だ
が
、
少
し
歴
史
的
な
背
景
を
述
べ
て
お
く
と
―
―
『
源
氏
物
語
』
は
い

つ
の
時
代
を
心
に
置
い
て
語
ら
れ
て
い
る
か
、
聞
く
方
の
側
も
い
つ
の
時
代
と
思
っ
て
聴
い

て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
が
―
―
、
こ
う
い
う
身
近
な
人
の
忌
服
に
つ

い
て
は
、
延
喜
七
年
に
七
歳
以
下
の
者
は
喪
に
服
す
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
と
い
う
定
め
が

出
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
だ
三
つ
の
若
宮
は
、
母
の
更
衣
の
喪
に
服
す
る
必
要
は
な

い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
物
語
は
延
喜
七
年
の
定
め
以
前
の
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ

と
を
、
聞
い
て
い
る
者
に
も
分
か
ら
せ
る
つ
も
り
で
恐
ら
く
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

つ
ま
り
、
『
源
氏
物
語
』
は
、
当
時
の
一
条
天
皇
の
御
世
よ
り
も
一
世
紀
ほ
ど
前
の
こ
と

と
設
定
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
今
か
ら
見
れ
ば
、
明
治
維
新
よ
り
少
し
後
の
こ

ろ
の
時
代
と
思
え
ば
よ
い
。
も
っ
と
も
近
代
の
百
年
と
こ
の
頃
の
百
年
の
感
覚
と
は
非
常
に

違
う
の
で
、
あ
ま
り
効
果
的
な
例
で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
「
わ
り
あ
い
に
近
い
け
れ
ど
も
、

少
し
昔
の
こ
と
」
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
そ
の
時
代
設
定
に
よ
れ
ば
、
こ
の
幼
い
御
子
は
慣

例
に
従
い
、
服
喪
で
里
下
が
り
す
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
更
衣
の
死
を
一
層
効
果
的
な
も

の
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
後
、
里
へ
下
が
っ
て
い
る
御
子
を
思
う
帝
の
お
気
持
ち
、

あ
る
い
は
御
子
の
養
い
親
に
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
更
衣
の
母
親
の
気
持
ち
、
そ

の
や
り
と
り
な
ど
が
こ
れ
か
ら
の
話
の
中
に
展
開
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と

を
一
層
効
果
的
に
す
る
一
つ
の
大
事
な
設
定
で
も
あ
る
。 
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か
ぎ
り
あ
れ
ば
、
れ
い
の
作
法
に
を
さ
め
奉
る
を
、
母
北
の
方
、
「
同
じ
け
ぶ
り
に

の
ぼ
り
な
む
」
と
、
亡
き
こ
が
れ
給
ひ
て
、
御
送
り
の
女
房
の
車
に
慕
ひ
乗
り
給
ひ
て
、

愛
宕

を

た

ぎ

と
い
ふ
所
に
、
い
と
い
か
め
し
う
そ
の
作
法
し
た
る
に
、
お
は
し
着
き
た
る
こ
ゝ

ち
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
り
け
む
。 

 

【
口
訳
】 

 

定
め
が
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
う
い
う
と
き
の
作
法
ど
お
り
に
葬
送
の
儀
礼
を
な
さ
る
の
だ

が
、
更
衣
の
母
の
北
の
方
は
、
自
分
も
同
じ
煙
に
な
っ
て
こ
の
世
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
い

た
い
と
、
亡
き
娘
を
お
慕
い
な
さ
っ
て
、
御
葬
式
に
出
か
け
て
い
く
女
房
の
車
に
追
い
か
け

て
お
乗
り
に
な
っ
て
、
御
葬
式
の
場
の
愛
宕
と
い
う
所
で
、
大
層
厳
粛
に
ご
葬
儀
の
式
次
第

を
な
さ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
ご
到
着
な
さ
っ
た
そ
の
お
気
持
ち
は
一
体
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ

た
ろ
う
こ
と
か
。 

 

【
語
釈
】 

●
「
愛
宕
と
い
ふ
所
に
」
―
―
京
都
市
東
山
区
鳥
辺
野
の
附
近
。
平
城
遷
都
の
の
ち
、
葬
場

と
定
め
ら
れ
た
。 

 

（
母
）
「
む
な
し
き
御
か
ら
を
見
る
見
る
、
な
ほ
お
は
す
る
も
の
と
思
ふ
が
い
と
か
ひ

な
け
れ
ば
、
灰
に
な
り
給
は
む
を
見
奉
り
て
、
今
は
な
き
人
と
、
ひ
た
ぶ
る
に
思
ひ
な

り
な
む
」
と
、
さ
か
し
う
宣
ひ
つ
れ
ど
、
車
よ
り
も
落
ち
ぬ
べ
う
ま
ろ
び
給
へ
ば
、
「
さ

は
思
ひ
つ
か
し
」
と
、
人
々
、
も
て
わ
づ
ら
ひ
聞
ゆ
。 

 

【
口
訳
】 

 

「
御
な
き
が
ら
を
眼
前
に
確
か
に
見
て
、
ま
だ
こ
う
し
て
こ
の
世
に
お
い
で
な
さ
る
、
そ

う
思
う
の
が
何
と
も
は
か
な
い
こ
と
だ
か
ら
し
て
、
な
き
が
ら
の
灰
に
な
っ
て
お
し
ま
い
に

な
る
の
を
眼
前
に
お
見
申
し
上
げ
て
、
今
は
こ
の
世
に
な
い
人
だ
と
ひ
た
す
ら
に
思
い
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
う
」
と
、
母
の
北
の
方
は
き
っ
ぱ
り
と
、
け
な
げ
に

お
っ
し
ゃ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
に
な
る
と
、
車
か
ら
今
に
も
落
ち
そ
う
に
よ
ろ
よ

ろ
と
な
す
っ
て
い
る
か
ら
、
「
こ
ん
な
ふ
う
に
お
な
り
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
こ
と
だ
」

と
、
人
々
は
そ
の
扱
い
に
困
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

 

【
語
釈
】 

●
「
さ
か
し
う
宣
ひ
つ
れ
ど
」
―
―
き
っ
ぱ
り
と
、
け
な
げ
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
。 

●
「
ま
ろ
び
給
へ
ば
」
―
―
よ
ろ
よ
ろ
と
な
す
っ
て
い
る
か
ら
し
て
。
「
ま
ろ
ぶ
」
と
い
う

の
は
転
ぶ
こ
と
だ
が
、
こ
の
場
合
は
、
車
か
ら
落
ち
そ
う
に
、
足
元
も
定
か
で
な
い
様
子
。 

 

【
評
釈
】 

○
「さ
は
思
ひ
つ
か
し
」と
、
人
々
は
も
て
わ
づ
ら
ひ
聞
ゆ
。 

 

更
衣
の
母
が
最
後
の
火
葬
の
場
ま
で
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
予
定
に
な
か
っ
た
こ
と

な
の
で
あ
ろ
う
。
で
も
、
煙
に
な
っ
て
失
せ
て
い
く
様
を
自
分
の
目
で
見
届
け
た
い
と
い
う
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気
持
ち
も
あ
り
、
な
お
娘
の
な
き
が
ら
と
別
れ
る
こ
と
が
耐
え
ら
れ
な
く
て
、
女
房
た
ち
の

車
を
追
い
か
け
て
乗
せ
て
も
ら
っ
て
や
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
人
々
は
、
そ
ん
な
最
後
の
愁

嘆
場
を
御
覧
に
な
っ
て
も
と
思
っ
て
、
実
は
家
に
と
ど
ま
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
と
よ
か
っ

た
の
に
と
思
っ
て
い
る
。 

  


