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古
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﹃
増ま

す

鏡
か
が
み

﹄
﹃
と
は
ず
が
た
り
﹄

﹇
出

典
﹈

﹃
増
鏡
﹄
は
、
南
北
朝
時
代
に
成
立
し
た
歴
史
物
語
。
い
わ
ゆ
る
四し

鏡
き
よ
う

・

鏡
か
が
み

物も
の

と
言
わ
れ
る
作
品
︵
﹃
大お

お

鏡
か
が
み

﹄
・
﹃
今い

ま

鏡
か
が
み

﹄
・
﹃
水み

ず

鏡
か
が
み

﹄
・
﹃
増ま

す

鏡
か
が
み

﹄
︶
の
一
つ
で
あ
る
。
作
者
は
、

二に

条
じ
よ
う

良よ
し

基も
と

説
な
ど
が
あ
る
が
未
詳
。
内
容
は
、
ほ
ぼ
鎌
倉
時
代
全
史
と
言
え
る
も
の
で
、
後
鳥
羽
天
皇
誕
生
︵
一
一
八
〇
年
︶
か
ら
、
元
弘
の
乱
に
よ
る
鎌
倉
幕
府
滅
亡
︵
一
三
三

三
年
︶
ま
で
の
約
一
五
〇
年
の
歴
史
を
編
年
体
で
記
し
て
い
る
。
な
お
、
歴
史
物
語
で
は
、
四し

鏡
き
よ
う

の
他
に
、
﹃
栄
花
物
語
﹄
︵
二
〇
二
一
年
度
﹁
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
﹂
で
出
題
さ

れ
た
︶
も
知
っ
て
お
き
た
い
。

一
方
、
﹃
と
は
ず
が
た
り
﹄
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
日
記
・
紀
行
。
作
者
は
、
後
深
草
院
に
親
し
く
仕
え
た
女
房
で
、
後ご

深ふ
か

草く
さ

院
い
ん
の

二に

条
じ
よ
う

と
呼
ば
れ
る
女
性

で
あ
る
。
前
半
は
、
院
の
御
所
に
仕
え
て
い
た
時
の
生
活
を
、
後
半
は
、
出
家
し
て
東
国
・
西
国
を
行あ

ん

脚ぎ
や

し
た
こ
と
な
ど
、
修
行
時
代
の
生
活
を
描
い
て
い
る
。

﹃
と
は
ず
が
た
り
﹄
が
、
﹃
増
鏡
﹄
編
述
の
資
料
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
今
回
の
問
題
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
今
回
の
問
題
で
は
、
︻
文
章
Ⅰ
︼
﹃
増
鏡
﹄
の
冒
頭
の

﹁
院
も
我
が
御
方
に
か
へ
り
て
﹂
が
、
︻
文
章
Ⅱ
︼
﹃
と
は
ず
が
た
り
﹄
の
六
行
目
﹁
我
が
御
方
へ
入
ら
せ
給
ひ
て
﹂
に
相
当
す
る
表
現
︵
い
ず
れ
も
後
深
草
院
が
自
室
へ
戻
る
こ
と
を

意
味
す
る
︶
と
な
っ
て
お
り
、
︻
文
章
Ⅰ
︼
が
︻
文
章
Ⅱ
︼
六
行
目
以
降
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

﹇
通

釈
﹈

︻
文
章
Ⅰ
︼
﹃
増
鏡
﹄

院
﹇
＝
後
深
草
院
﹈
も
、
ご
自
分
の
御
部
屋
に
戻
っ
て
、
お
休
み
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
お
眠
り
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
先
ほ
ど
の
︵
斎
宮
の
︶
御
姿
が
、
気
に
か
か
っ
て
思
わ

れ
な
さ
り
、
実
に
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
﹁
わ
ざ
わ
ざ
︵
こ
ち
ら
か
ら
恋
し
い
気
持
ち
を
︶
申
し
上
げ
る
よ
う
な
こ
と
も
、
人
聞
き
が
よ
ろ
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
ど
う
し
よ
う
﹂
と
思

い
乱
れ
な
さ
る
。
御
兄
妹
﹇
※

斎
宮
が
院
の
異
母
妹
で
あ
る
こ
と
は
前
書
き
参
照
﹈
と
は
い
っ
て
も
、
長
年
離
れ
て
育
ち
な
さ
っ
た
の
で
、
常
々
疎
遠
に
な
り
き
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
ま
ま
に
、
︵
妹
に
恋
心
を
も
つ
こ
と
が
︶
遠
慮
さ
れ
る
御
気
持
ち
も
薄
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
や
は
り
︵
斎
宮
へ
の
思
い
が
遂
げ
ら
れ
ず
︶
た
だ
た
だ
悶
々
と
し
た
気
持
ち
の
ま

ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
、
不
満
で
残
念
だ
と
お
思
い
に
な
る
。
よ
ろ
し
く
な
い
御
性
質
で
あ
る
よ
。
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某
大
納
言
の
娘
で
、
︵
院
の
︶
御
身
辺
近
く
に
仕
え
る
者
で
あ
り
、
例
の
斎
宮
に
も
、
し
か
る
べ
き
縁
が
あ
っ
て
、
親
し
く
参
上
し
慣
れ
て
い
る
者
﹇
＝
二
条
﹈
を
︵
院
は
︶
お
呼

び
に
な
っ
て
、
﹁
︵
斎
宮
と
は
︶
深
い
関
係
を
結
ぼ
う
と
ま
で
は
思
っ
て
い
な
い
。
た
だ
少
し
︵
斎
宮
に
︶
近
い
場
所
で
、
思
い
の
た
け
の
片
端
で
も
申
し
上
げ
た
い
。
︵
斎
宮
に
近
づ

く
に
は
︶
こ
の
よ
う
に
よ
い
機
会
も
本
当
に
得
が
た
い
こ
と
だ
ろ
う
﹂
と
、
し
き
り
に
本
気
で
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
︵
二
条
は
︶
ど
の
よ
う
に
工
夫
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
夢
と
も
現
実

と
も
判
然
と
し
な
い
よ
う
な
う
ち
に
︵
院
は
斎
宮
に
︶
近
づ
き
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
の
で
、
︵
斎
宮
は
︶
た
い
そ
う
つ
ら
い
と
お
思
い
に
は
な
っ
た
け
れ
ど
、
︵
か
と
言
っ
て
︶
弱
々
し

く
死
に
そ
う
な
ほ
ど
に
あ
わ
て
な
さ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
も
な
い
。

︻
文
章
Ⅱ
︼
﹃
と
は
ず
が
た
り
﹄

斎
宮
は
二
十
歳
余
り
に
お
な
り
に
な
る
。
成
熟
し
た
御
様
子
は
︵
あ
ま
り
に
も
素
晴
ら
し
く
︶
、
︵
伊
勢
神
宮
の
︶
神
が
名
残
惜
し
く
心
ひ
か
れ
て
︵
斎
宮
を
伊
勢
に
︶
と
ど
め
な

さ
っ
た
と
い
う
の
も
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
り
、
花
な
ら
ば
、
桜
に
た
と
え
た
と
し
て
も
、
は
た
目
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
﹇
＝
人
で
あ
ろ
う
か
花
で
あ
ろ
う
か
と
﹈
つ
い
見
間
違

え
て
し
ま
う
ほ
ど
︵
の
美
し
さ
︶
で
、
桜
の
花
を
霞
が
隠
す
よ
う
に
顔
を
袖
で
隠
す
﹇
※

男
性
が
袖
を
重
ね
て
斎
宮
に
迫
る
意
と
す
る
説
も
あ
る
﹈
間
に
も
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か

と
思
い
悩
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
︵
恥
じ
ら
い
の
あ
る
か
わ
い
ら
し
い
︶
御
様
子
で
あ
る
の
で
、
ま
し
て
あ
ま
ね
く
女
性
を
求
め
る
︵
院
の
︶
好
色
な
御
心
の
内
で
は
、
早
く
も
︵
斎
宮

が
︶
ど
の
よ
う
な
︵
恋
の
︶
物
思
い
の
種
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
と
、
は
た
か
ら
も
お
気
の
毒
に
思
わ
れ
な
さ
っ
た
。

︵
院
と
斎
宮
と
は
︶
お
話
を
な
さ
っ
て
、
︵
斎
宮
は
、
伊
勢
神
宮
の
︶
神
路
の
山
の
お
話
﹇
＝
伊
勢
神
宮
に
奉
仕
し
て
い
た
頃
の
思
い
出
話
﹈
な
ど
を
、
途
切
れ
途
切
れ
に
申
し
上
げ

な
さ
り
、

︵
一
方
、
院
は
︶
﹁
今
夜
は
た
い
そ
う
夜
が
更
け
ま
し
た
。
の
ん
び
り
と
、
明
日
は
嵐
山
﹇
＝
京
都
市
西
部
に
あ
る
、
紅
葉
や
桜
で
有
名
な
山
﹈
の
落
葉
し
た
木
々
の
梢
で
も
御
覧
に

な
っ
て
、
お
帰
り
く
だ
さ
い
﹂

な
ど
と
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
、
ご
自
分
の
御
部
屋
へ
お
入
り
に
な
る
が
、
す
る
と
早
く
も
、

﹁
︵
斎
宮
へ
の
思
い
を
遂
げ
る
に
は
︶
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
﹂

と
お
っ
し
ゃ
る
。
︵
や
は
り
︶
思
っ
た
と
お
り
だ
よ
と
、
︵
私
が
︶
お
も
し
ろ
く
思
っ
て
い
る
と
、

︵
院
は
︶
﹁
幼
い
頃
か
ら
︵
私
の
側
近
く
に
︶
仕
え
て
き
た
こ
と
の
︵
誠
実
さ
の
︶
証
明
に
、
こ
の
こ
と
﹇
＝
斎
宮
に
恋
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
﹈
を
︵
斎
宮
に
︶
申
し
上
げ
て
︵
私

の
望
み
を
︶
か
な
え
て
く
れ
た
ら
、
︵
お
ま
え
に
︶
本
当
に
︵
私
に
対
す
る
︶
愛
情
が
あ
る
と
信
じ
よ
う
﹂

な
ど
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
︵
私
は
︶
す
ぐ
に
御
使
者
と
し
て
︵
斎
宮
の
も
と
へ
︶
参
上
す
る
。
︵
御
口
上
は
︶
た
だ
あ
り
ふ
れ
た
挨
拶
で
、
﹁
御
対
面
で
き
て
う
れ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま

す
、
旅
先
で
の
御
宿
泊
は
つ
ま
ら
な
く
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
﹂
な
ど
と
い
う
も
の
で
、
︵
院
か
ら
の
︶
ひ
そ
か
な
御
手
紙
が
あ
る
。
︵
紙
は
︶
氷
襲
の
薄
様
﹇
＝
薄
く
漉
い
た
上
質
な

紙
﹈
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
︵
書
か
れ
て
い
た
院
の
歌
は
、
︶
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﹁
知
ら
れ
じ
な
…
＝
(
あ
な
た
は
︶
ご
存
じ
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
た
っ
た
今
拝
見
し
た
︵
あ
な
た
の
︶
姿
が
そ
の
ま
ま
気
に
か
か
っ
て
︵
私
の
︶
心
か
ら
離
れ
な
く
な
っ
た
と
は
﹂

夜
が
更
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、
︵
斎
宮
の
︶
御
前
に
仕
え
る
女
房
も
皆
、
物
に
も
た
れ
か
か
っ
て
寝
て
し
ま
っ
て
い
た
。
御
主
人
﹇
＝
斎
宮
﹈
も
小
さ
な
几
帳
を
引
き
寄
せ
て
、
︵
そ

の
陰
で
︶
お
休
み
に
な
っ
て
い
た
。
近
寄
っ
て
、
︵
私
が
斎
宮
に
︶
事
の
様
子
を
申
し
上
げ
る
と
、
︵
斎
宮
は
︶
御
顔
を
赤
ら
め
な
さ
っ
て
、
格
別
も
の
も
お
っ
し
ゃ
ら
ず
、
手
紙
も
見

る
で
も
な
く
、
お
置
き
に
な
っ
た
。

﹁
︵
院
に
は
︶
何
と
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
か
﹂

と
︵
私
が
︶
申
し
上
げ
る
と
、

︵
斎
宮
は
︶
﹁
思
い
も
寄
ら
な
い
︵
院
の
︶
御
言
葉
に
は
、
何
と
も
︵
お
答
え
の
︶
申
し
よ
う
も
な
く
て
﹂

と
だ
け
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
再
び
お
休
み
に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
そ
れ
﹇
＝
寝
て
い
る
の
に
そ
れ
以
上
申
し
上
げ
る
こ
と
﹈
も
気
が
と
が
め
る
の
で
、
︵
私
は
院
の
も
と
へ
︶
帰
り
申

し
上
げ
て
、
こ
の
こ
と
を
御
報
告
申
し
上
げ
る
。

︵
院
は
︶
﹁
と
に
か
く
、
︵
斎
宮
が
︶
寝
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
所
へ
案
内
せ
よ
、
案
内
せ
よ
﹂

と
︵
私
を
︶
お
責
め
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
責
め
ら
れ
る
の
も
面
倒
で
あ
り
、
御
供
を
し
て
︵
斎
宮
の
も
と
へ
︶
参
る
よ
う
な
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
な
の
で
、
︵
院
を
︶
案
内
を
し

て
︵
斎
宮
の
も
と
へ
︶
参
上
す
る
。
︵
院
は
、
︶
甘
の
御
召
し
物
﹇
＝
院
が
平
服
と
し
て
着
用
す
る
直
衣
﹈
な
ど
は
大
げ
さ
な
の
で
、
御
大
口
﹇
＝
束
帯
の
時
に
身
に
つ
け
る
下
袴
姿
﹈

だ
け
で
、
こ
っ
そ
り
︵
斎
宮
の
御
部
屋
に
︶
お
入
り
に
な
る
。

ま
ず
︵
私
が
︶
先
に
参
上
し
て
、
御
障
子
﹇
＝
襖
﹈
を
そ
っ
と
開
け
た
と
こ
ろ
、
︵
斎
宮
は
︶
先
ほ
ど
の
御
様
子
の
ま
ま
で
お
休
み
に
な
っ
て
い
る
。
︵
斎
宮
の
︶
御
前
に
仕
え
る
女

房
も
寝
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
音
を
立
て
る
者
も
な
く
、
︵
院
は
︶
体
を
縮
め
て
小
さ
く
し
て
、
�
う
よ
う
に
し
て
︵
室
内
に
︶
お
入
り
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
︵
お
二

人
に
は
︶
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
お
あ
り
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

﹇
解

説
﹈

問
�

語
句
解
釈
の
問
題

重
要
単
語
・
重
要
文
法
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
前
後
の
文
意
も
踏
ま
え
て
解
答
し
た
い
。

短
い
語
句
の
意
味
を
問
う
設
問
は
、
﹁
セ
ン
タ
ー
試
験
﹂
で
も
毎
年
度
問
�

で
出
題
さ
れ
て
き
た
が
、
試
行
調
査
︵
プ
レ
テ
ス
ト
︶
や
昨
年
度
の
﹁
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
﹂

で
も
ひ
き
続
き
出
題
が
あ
り
、
本
年
度
も
出
題
さ
れ
た
。
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�

基
礎

﹁
ま
ど
ろ
ま
れ
給
は
ず
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
ま
ど
ろ
ま
／
れ
／
給
は
／
ず
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

﹁
ま
ど
ろ
ま
﹂
は
、
動
詞
﹁
ま
ど
ろ
む
﹂
の
未
然
形
。
﹁
ま
ど
ろ
む
﹂
は
、
現
在
で
も
使
う
こ
と
の
あ
る
語
で
、
﹁
浅
く
眠
る
・
う
と
う
と
と
す
る
﹂
の
意
で
あ
る
。
こ
れ
が
正

し
く
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
2

の
み
。
こ
れ
で
正
解
は
2

に
決
定
す
る
。

﹁
れ
﹂
は
、
可
能
︵
＝
～
で
き
る
︶
の
助
動
詞
﹁
る
﹂
の
連
用
形
。
助
動
詞
﹁
る
﹂
は
、
受
身
・
自
発
・
尊
敬
の
意
を
示
す
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
の
よ
う
に
、
否
定
文
内
で

使
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
可
能
を
示
す
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
﹁
給
ふ
﹂
の
直
前
に
あ
る
場
合
に
は
、
尊
敬
で
あ
る
こ
と
は
な
く
、
尊
敬
以
外
の
意
味
を
示
す
。
﹁
れ
﹂
が
正
し
く

訳
さ
れ
て
い
る
の
も
2

の
み
。
﹁
給
は
﹂
は
、
﹁
お
～
に
な
る
・
～
な
さ
る
﹂
な
ど
と
訳
す
尊
敬
の
補
助
動
詞
﹁
給
ふ
﹂
の
未
然
形
。
﹁
ず
﹂
は
、
打
消
の
助
動
詞
終
止
形
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
2

で
あ
る
。

正
解

2

︵
�
点
︶

20

�

基
礎

﹁
ね
び
と
と
の
ひ
た
る
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
ね
び
／
と
と
の
ひ
／
た
る
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

﹁
ね
び
﹂
は
、
﹁
︵
心
身
と
も
に
︶
成
熟
す
る
・
大
人
び
る
﹂
の
意
の
動
詞
﹁
ね
ぶ
﹂
の
連
用
形
。
こ
れ
が
正
し
く
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
2

の
み
。
こ
れ
で
正
解
は
2

に
決
定
す

る
。

﹁
と
と
の
ひ
﹂
は
、
動
詞
﹁
と
と
の
ふ
︵
調
ふ
・
整
ふ
︶
﹂
の
連
用
形
。
現
代
語
の
﹁
調
う
・
整
う
﹂
と
同
じ
く
﹁
不
足
な
く
そ
ろ
っ
て
い
る
・
ま
と
ま
っ
て
い
る
・
で
き
あ

が
っ
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
、
こ
こ
で
は
﹁
ね
び
と
と
の
ひ
﹂
で
﹁
成
熟
す
る
﹂
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
﹁
た
る
﹂
は
、
完
了
︵
＝
～
た
︶
・
存
続
︵
＝
～
て
い
る
︶
の
助

動
詞
﹁
た
り
﹂
の
連
体
形
で
、
こ
れ
が
正
し
く
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
2

・
3

・
4

で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
2

で
あ
る
。
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正
解

2

︵
�
点
︶

21

�

基
礎

﹁
お
ほ
か
た
な
る
や
う
に
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
お
ほ
か
た
な
る
／
や
う
に
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

﹁
お
ほ
か
た
な
る
﹂
は
、
形
容
動
詞
﹁
お
ほ
か
た
な
り
﹂
の
連
体
形
。
﹁
お
ほ
か
た
な
り
﹂
は
、
現
在
で
も
﹁
お 

お 

か 

た 

の
人
は
賛
成
し
て
い
る
﹂
﹁
作
品
は
お 

お 

か 

た 

完
成
し

た
﹂
﹁
お 

お 

か 

た 

の
評
判
﹂
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
、
﹁
大
体
・
お
お
よ
そ
﹂
、
ま
た
は
﹁
一
般
﹂
の
意
で
あ
る
。
﹁
全
体
の
う
ち
の
大
部
分
﹂
、
も
し
く
は

﹁
特
殊
で
な
く
普
通
﹂
で
あ
る
こ
と
を
表
す
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
相
当
す
る
意
味
が
読
み
取
れ
る
の
は
、
3

の
﹁
あ
り
ふ
れ
た
﹂
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
で
正
解
は
3

に
決
定

す
る
。

﹁
や
う
に
﹂
は
、
名
詞
﹁
や
う
︵
様
︶
﹂
と
断
定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
が
一
語
化
し
た
語
︵
助
動
詞
と
し
て
扱
う
こ
と
も
あ
る
︶
﹁
や
う
な
り
︵
＝
よ
う
だ
︶
﹂
の
連
用
形
で
、
そ

の
ま
ま
﹁
よ
う
に
﹂
と
訳
せ
ば
よ
い
が
、
こ
れ
は
ど
の
選
択
肢
で
も
直
訳
は
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
で
選
択
肢
を
絞
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
傍
線
部
、
及
び
、
傍
線
部
に
続
く

箇
所
で
は
、
作
者
︵
二
条
︶
が
﹁
院
﹂
の
﹁
御
使
︵
＝
使
者
︶
﹂
と
し
て
﹁
斎
宮
﹂
の
も
と
へ
行
っ
た
時
に
、
﹁
御
対
面
う
れ
し
く
。
御
旅
寝
す
さ
ま
じ
く
や
︵
＝
御
対
面
で
き
て

う
れ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
、
旅
先
で
の
御
宿
泊
は
つ
ま
ら
な
く
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
︶
﹂
と
い
う
口
上
を
述
べ
る
こ
と
を
頼
ま
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
傍
線
部
﹁
お

ほ
か
た
な
る
や
う
に
﹂
は
、
そ
の
口
上
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
﹁
や
う
に
﹂
の
部
分
の
訳
は
、

1

の
﹁
～
な
感
じ
で
﹂
、
3

の
﹁
～
挨
拶
で
﹂
︵
口
上
は
斎
宮
へ
の
挨
拶
で
あ
る
︶
が
、
ス
ム
ー
ズ
に
次
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
が
、
1

は
﹁
お
ほ
か
た
な
る
﹂
の
訳
が
真
逆

の
﹁
特
別
な
﹂
に
な
っ
て
い
る
の
で
正
し
く
な
い
。

以
上
か
ら
、
正
解
は
3

で
あ
る
。

正
解

3

︵
�
点
︶

22
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問
�

傍
線
部
の
語
句
・
表
現
に
関
す
る
説
明
問
題

応
用

傍
線
部
Ａ
﹁
つ
つ
ま
し
き
御
思
ひ
も
薄
く
や
あ
り
け
む
、
な
ほ
ひ
た
ぶ
る
に
い
ぶ
せ
く
て
や
み
な
む
は
、
あ
か
ず
口
惜
し
と
思
す
﹂
の
語
句
や
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て

最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

一
箇
所
の
傍
線
部
に
関
し
て
、
語
句
・
表
現
・
内
容
等
、
多
方
面
か
ら
問
う
問
題
で
、
﹁
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
﹂
に
な
っ
て
出
題
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新
傾
向
の
問
題
。

試
行
調
査
︵
プ
レ
テ
ス
ト
︶
や
昨
年
度
の
﹁
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
﹂
で
も
出
題
が
あ
り
、
本
年
度
も
出
題
さ
れ
た
。
﹁
セ
ン
タ
ー
試
験
﹂
で
は
毎
年
問
!
で
問
わ
れ
て
い
た
文

法
・
敬
語
は
、
今
後
は
こ
の
問
題
に
含
ま
れ
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

傍
線
部
は
、
﹁
つ
つ
ま
し
き
／
御
思
ひ
／
も
／
薄
く
／
や
／
あ
り
／
け
む
、
／
な
ほ
／
ひ
た
ぶ
る
に
／
い
ぶ
せ
く
／
て
／
や
み
／
な
／
む
／
は
、
／
あ
か
／
ず
／
口
惜
し
／
と

／
思
す
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、
﹁
遠
慮
さ
れ
る
御
気
持
ち
も
薄
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
や
は
り
た
だ
た
だ
悶
々
と
し
た
気
持
ち
の
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
、
不

満
で
残
念
だ
と
お
思
い
に
な
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

1

﹁
つ
つ
ま
し
き
﹂
は
、
﹁
遠
慮
さ
れ
る
・
気
恥
ず
か
し
い
﹂
な
ど
と
訳
す
形
容
詞
﹁
つ
つ
ま
し
﹂
の
連
体
形
。
﹁
や
﹂
は
、
疑
問
︵
＝
～
か
︶
の
係
助
詞
。
﹁
け
む
﹂
は
、

過
去
推
量
の
助
動
詞
﹁
け
む
﹂
の
連
体
形
︵
係
助
詞
﹁
や
﹂
に
よ
る
係
り
結
び
の
結
び
︶
で
あ
る
。
﹁
つ
つ
ま
し
き
御
思
ひ
も
薄
く
や
あ
り
け
む
﹂
は
﹁
遠
慮
さ
れ
る
御
気
持
ち

も
薄
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
直
前
の
﹁
御
は
ら
か
ら
と
い
へ
ど
、
年
月
よ
そ
に
て
生
ひ
た
ち
給
へ
れ
ば
、
う
と
う
と
し
く
な
ら
ひ
給
へ

る
ま
ま
に
︵
＝
御
兄
妹
と
は
い
っ
て
も
、
長
年
離
れ
て
育
ち
な
さ
っ
た
の
で
、
常
々
疎
遠
に
な
り
き
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ま
ま
に
︶
﹂
か
ら
の
つ
な
が
り
で
考
え
る
と
、
こ
こ
で

言
っ
て
い
る
﹁
つ
つ
ま
し
き
御
思
ひ
︵
＝
遠
慮
さ
れ
る
御
気
持
ち
︶
﹂
と
は
、
兄
妹
間
で
恋
愛
の
感
情
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
身
近
で
一
緒
に
育
て
ば
、
兄
が
妹
に
恋
慕
す
る
こ

と
が
﹁
つ
つ
ま
し
き
﹂
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
当
然
わ
か
る
は
ず
な
の
に
、
﹁
院
﹂
と
﹁
斎
宮
﹂
は
離
れ
て
育
っ
た
の
で
、
妹
に
対
す
る
恋
慕
が
﹁
つ
つ
ま
し
き
﹂
こ
と
で
あ
る
と

い
う
﹁
御
思
ひ
﹂
も
薄
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
作
者
︵
語
り
手
︶
が
推
量
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
﹁
つ
つ
ま
し
き
御
思
ひ
﹂
を
、
﹁
院
と
久
し
ぶ
り
に
対

面
し
て
、
気
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
い
る
斎
宮
の
気
持
ち
﹂
と
説
明
し
て
い
る
1

は
正
し
く
な
い
。

2

1

で
見
た
よ
う
に
、
﹁
け
む
﹂
は
過
去
推
量
の
助
動
詞
で
は
あ
る
が
、
﹁
つ
つ
ま
し
き
御
思
ひ
も
薄
く
や
あ
り
け
む
﹂
は
﹁
遠
慮
さ
れ
る
御
気
持
ち
も
薄
く
な
っ
た
の
だ

ろ
う
か
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
作
者
︵
語
り
手
︶
が
当
時
の
﹁
院
﹂
の
状
態
を
推
量
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
2

の
﹁
対
面
し
た
と
き
の
斎
宮
の
心
中
を
院
が
想
像
し
て

い
る
﹂
と
い
う
説
明
は
正
し
く
な
い
。

3

﹁
い
ぶ
せ
く
﹂
は
、
﹁
気
が
晴
れ
な
い
・
う
っ
と
う
し
い
・
不
快
だ
﹂
な
ど
と
訳
す
形
容
詞
﹁
い
ぶ
せ
し
﹂
の
連
用
形
。
﹁
や
み
﹂
は
、
﹁
そ
れ
き
り
に
な
る
・
終
わ
る
﹂

な
ど
と
訳
す
動
詞
﹁
や
む
︵
止
む
︶
﹂
の
連
用
形
。
﹁
な
む
﹂
は
、
連
用
形
に
接
続
し
て
い
る
の
で
、
完
了
︵
＝
～
て
し
ま
う
︶
・
強
意
︵
＝
き
っ
と
・
必
ず
︶
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
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の
未
然
形
﹁
な
﹂
に
、
婉
曲
︵
～
よ
う
な
︶
・
仮
定
︵
＝
～
な
ら
ば
︶
の
助
動
詞
﹁
む
﹂
が
接
続
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
﹁
な
ほ
ひ
た
ぶ
る
に
い
ぶ
せ
く
て
や
み
な
む
は
﹂
は

﹁
や
は
り
ひ
た
す
ら
気
が
晴
れ
な
く
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
﹂
と
直
訳
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
要
は
、
﹁
斎
宮
へ
の
思
い
を
と
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
悶
々
と
し
た

気
持
ち
の
ま
ま
気
が
晴
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
3

の
説
明
は
正
し
い
こ
と
に
な
る
。

4

3

で
見
た
よ
う
に
、
﹁
や
み
な
む
﹂
の
﹁
む
﹂
は
婉
曲
︵
～
よ
う
な
︶
・
仮
定
︵
＝
～
な
ら
ば
︶
の
助
動
詞
で
あ
る
。
助
動
詞
﹁
む
﹂
は
、
推
量
︵
＝
～
だ
ろ
う
︶
・
意
志

︵
＝
～
し
よ
う
︶
等
の
意
味
を
示
す
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
の
よ
う
に
連
体
形
で
あ
る
場
合
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
婉
曲
・
仮
定
で
あ
る
。
助
動
詞
﹁
む
﹂
は
、
終
止
形
も
連
体

形
も
﹁
む
﹂
で
あ
る
が
、
﹁
や
み
な
む
﹂
の
﹁
む
﹂
は
文
末
で
は
な
い
か
ら
、
終
止
形
で
は
な
く
、
連
体
形
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
﹁
む
﹂
は
婉
曲
・
仮
定
で
あ
り
、
4

の

﹁
意
志
の
意
味
﹂
と
い
う
説
明
は
正
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
﹁
や
み
な
む
﹂
は
﹁
斎
宮
へ
の
思
い
を
と
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
悶
々
と
し
た
気
持
ち
の
ま
ま
終
わ
っ
て
し

ま
う
よ
う
な
﹂
と
い
う
意
味
で
、
﹁
院
﹂
の
気
持
ち
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
4

の
﹁
院
が
言
い
寄
っ
て
く
る
の
を
か
わ
そ
う
と
い
う
斎
宮
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
﹂

と
い
う
説
明
も
誤
り
で
あ
る
。

5

﹁
あ
か
ず
︵
飽
か
ず
︶
﹂
は
﹁
も
の
足
り
な
い
・
名
残
惜
し
い
・
満
足
で
き
な
い
﹂
な
ど
と
訳
す
表
現
で
あ
り
、
﹁
口
惜
し
﹂
は
﹁
残
念
だ
﹂
と
訳
す
形
容
詞
で
あ
る
か
ら
、

5

の
﹁
不
満
で
残
念
だ
と
い
う
意
味
﹂
と
い
う
説
明
は
正
し
い
が
、
3

で
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
﹁
い
ぶ
せ
く
て
や
み
な
む
︵
＝
斎
宮
へ
の
思
い
を
と
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
に

悶
々
と
し
た
気
持
ち
の
ま
ま
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
︶
﹂
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
と
い
う
仮
定
の
も
と
で
の
気
持
ち
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
5

が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
時

点
で
の
﹁
斎
宮
の
態
度
を
物
足
り
な
く
思
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

よ
っ
て
、
正
解
は
3

で
あ
る
。

正
解

3

︵
"
点
︶

23

問
�

内
容
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ｂ
﹁
せ
ち
に
ま
め
だ
ち
て
の
た
ま
へ
ば
﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
院
の
言
動
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

傍
線
部
は
﹁
せ
ち
に
／
ま
め
だ
ち
／
て
／
の
た
ま
へ
／
ば
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、
﹁
し
き
り
に
本
気
で
お
っ
し
ゃ
る
の
で
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

﹁
せ
ち
に
﹂
は
、
形
容
動
詞
﹁
せ
ち
な
り
﹂
の
連
用
形
。
﹁
せ
ち
﹂
に
は
﹁
切
﹂
の
字
が
当
た
り
、
﹁
切 

実
な
状
態
・
切 

迫
し
た
状
態
﹂
を
示
し
、
﹁
ひ
た
す
ら
だ
・
し
き
り
だ
・

切
実
だ
﹂
な
ど
と
訳
す
語
で
あ
る
。
﹁
ま
め
だ
ち
﹂
は
、
﹁
ま
じ
め
に
ふ
る
ま
う
・
本
気
に
な
る
﹂
の
意
の
動
詞
﹁
ま
め
だ
つ
﹂
の
連
用
形
。
﹁
ま
じ
め
だ
・
誠
実
だ
﹂
の
意
の
形
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容
動
詞
﹁
ま 

め 

な
り
﹂
﹁
ま 

め 

や
か
な
り
﹂
、
同
意
の
形
容
詞
﹁
ま 

め 

ま 

め 

し
﹂
な
ど
を
知
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
動
詞
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
﹁
の
た
ま
へ
﹂
は
、

﹁
お
っ
し
ゃ
る
﹂
と
訳
す
動
詞
﹁
の
た
ま
ふ
﹂
の
已
然
形
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
﹁
院
﹂
は
﹁
な
れ
な
れ
し
き
ま
で
…
﹂
︵
傍
線
部
Ｂ
の
直
前
︶
と
い
う
言
葉
を
、
﹁
せ
ち
に
︵
＝
し
き
り
に
・
切
実
に
・
切
迫
し
た
状
態
で
︶
﹂
、
ま
た
、
﹁
ま

め
だ
ち
て
︵
＝
本
気
で
・
大
ま
じ
め
に
︶
﹂
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
選
択
肢
の
中
で
こ
の
﹁
院
﹂
の
態
度
を
正
し
く
説
明
し
て
い
る
の
は
、
﹁
せ
ち
に
﹂
に
関
し
て
は
、
1

の

﹁
必
死
さ
﹂
、
4

の
﹁
一
気
に
事
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
・
性
急
さ
﹂
、
ま
た
、
﹁
ま
め
だ
ち
て
﹂
に
関
し
て
は
、
3

の
﹁
誠
実
さ
﹂
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
そ
の
﹁
院
﹂
の
言
葉
﹁
な
れ
な
れ
し
き
ま
で
は
思
ひ
寄
ら
ず
。
た
だ
少
し
け
近
き
程
に
て
、
思
ふ
心
の
片
端
を
聞
こ
え
む
。
か
く
折
よ
き
事
も
い
と
難
か
る
べ
し
﹂
は
、

﹁
︵
斎
宮
と
は
︶
深
い
関
係
を
結
ぼ
う
と
ま
で
は
思
っ
て
い
な
い
。
た
だ
少
し
︵
斎
宮
に
︶
近
い
場
所
で
、
思
い
の
た
け
の
片
端
で
も
申
し
上
げ
た
い
。
︵
斎
宮
に
近
づ
く
に
は
︶

こ
の
よ
う
に
よ
い
機
会
も
本
当
に
得
が
た
い
こ
と
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
﹁
恋
心
を
手
紙
で
伝
え
る
こ
と
を
は
ば
か
る
言
葉
﹂
︵
2

︶
で
は
な
く
、
﹁
自
分
と
親
密
な
関

係
に
な
る
こ
と
が
斎
宮
の
利
益
に
も
な
る
﹂
︵
5

︶
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
﹁
な
れ
な
れ
し
き
ま
で
は
思
ひ
寄
ら
ず
︵
＝
深
い
関
係
を
結
ぼ
う
と
ま
で
は
思
っ
て
い
な

い
︶
﹂
と
は
言
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
こ
の
後
﹁
二
条
﹂
に
手
引
き
を
さ
せ
て
﹁
斎
宮
﹂
の
も
と
へ
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
う
わ
べ
だ
け
の
言
い
方
で
あ
り
、
こ

こ
に
3

が
言
う
よ
う
な
﹁
斎
宮
に
対
す
る
院
の
誠
実
さ
﹂
が
表
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
一
方
、
﹁
か
く
折
よ
き
事
も
い
と
難
か
る
べ
し
︵
＝
こ
の
よ
う
に
よ
い
機
会
も
本

当
に
得
が
た
い
こ
と
だ
ろ
う
︶
﹂
は
、
4

が
言
う
よ
う
に
﹁
こ
の
機
会
を
逃
し
て
は
な
る
ま
い
﹂
と
い
う
﹁
院
﹂
の
気
持
ち
の
表
れ
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
、
4

の
説
明
に
は
誤

り
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
﹁
二
条
﹂
は
も
と
も
と
﹁
か
の
斎
宮
に
も
、
さ
る
べ
き
ゆ
か
り
あ
り
て
睦
ま
し
く
参
り
な
る
る
︵
＝
例
の
斎
宮
に
も
、
し
か
る
べ
き
縁
が
あ
っ

て
、
親
し
く
参
上
し
慣
れ
て
い
る
者
︶
﹂
︵
︻
文
章
Ⅰ
︼
�
行
目
︶
で
あ
る
。
1

が
言
う
よ
う
に
、
﹁
院
﹂
が
こ
の
場
面
で
﹁
二
条
と
斎
宮
を
親
し
く
さ
せ
﹂
よ
う
と
し
て
い
る
事

実
は
な
い
。

よ
っ
て
、
正
解
は
4

で
あ
る
。

正
解

4

︵
"
点
︶

24

問
�

二
つ
の
文
章
を
踏
ま
え
た
教
師
・
生
徒
の
発
言
に
関
す
る
空
欄
補
充
問
題

次
に
示
す
の
は
、
授
業
で
︻
文
章
Ⅰ
︼
︻
文
章
Ⅱ
︼
を
読
ん
だ
後
の
、
話
し
合
い
の
様
子
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
み
、
後
の
#
～
$
の
問
い
に
答
え
よ
。

同
じ
事
柄
を
描
い
て
い
る
二
つ
の
文
章
の
、
描
き
方
の
相
違
点
を
考
え
さ
せ
る
問
題
は
新
傾
向
の
問
題
。
ま
た
、
複
数
の
人
物
︵
教
師
・
生
徒
な
ど
︶
の
会
話
に
関
す
る
問
題
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は
、
試
行
調
査
等
で
出
題
が
あ
っ
た
が
、
本
番
の
﹁
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
﹂
の
古
文
の
問
題
で
は
初
め
て
の
出
題
で
あ
る
。

#

空
欄

Ｘ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

標
準

空
欄
の
前
に
﹁
院
の
様
子
な
ん
か
そ
う
か
も
。
︻
文
章
Ⅱ
︼
で
は
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
、

Ｘ

で
は
、
︻
文
章
Ⅱ
︼
で
の
﹁
院
の
様
子
﹂
の
描
か
れ
方
が
説
明
さ
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

1

﹁
発
言
中
で
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
し
て
い
る
﹂
と
説
明
し
て
い
る
の
は
、
"
行
目
﹁
い
か
が
す
べ
き
、
い
か
が
す
べ
き
﹂
や
、

行
目
﹁
導
け
、
導
け
﹂
の
こ
と
で
あ
り
、

19

前
者
は
﹁
︵
斎
宮
へ
の
思
い
を
遂
げ
る
に
は
︶
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
﹂
、
後
者
は
﹁
︵
斎
宮
が
寝
て
い
る
所
へ
︶
案
内
せ
よ
、
案
内
せ
よ
﹂
と
い
う
意
味
で

あ
る
か
ら
、
1

が
言
う
よ
う
に
﹁
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
院
の
様
子
﹂
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。
よ
っ
て
、
説
明
に
誤
り
は
な
い
。

2

ま
ず
は
﹁
 
藤
﹂
が
誤
り
。
﹁
 
藤
﹂
と
は
﹁
相
反
す
る
感
情
の
い
ず
れ
を
と
る
か
で
思
い
悩
む
﹂
こ
と
だ
が
、
﹁
院
﹂
の
﹁
斎
宮
﹂
に
対
す
る
思
い
は
、
一
心
不
乱
と

も
言
え
る
恋
心
で
あ
り
、
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
か
、
﹁
斎
宮
﹂
の
気
持
ち
を
思
い
や
ろ
う
と
か
い
う
、
﹁
恋
心
﹂
と
相
反
す
る
感
情
と
の
 
藤
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
﹁
二
条
と

の
会
話
﹂
は
、
"
行
目
、
%
行
目
、

行
目
に
あ
る
が
、
そ
れ
ら
か
ら
は
、
﹁
斎
宮
﹂
へ
の
思
い
を
ど
う
す
れ
ば
か
な
え
ら
れ
る
か
、
ま
た
、
な
ん
と
し
て
も
か
な
え
た
い
と
い

19

う
、
熱
心
な
﹁
院
﹂
の
思
い
が
読
み
取
れ
る
が
、
こ
の
﹁
恋
心
﹂
は
、
初
め
か
ら
非
常
に
熱
心
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
﹁
次
第
に
﹂
深
ま
っ
て
い
っ
て
い
る
様
子
は
な

い
。3

2

で
見
た
よ
う
に
、
﹁
院
﹂
に
は
﹁
斎
宮
の
気
持
ち
を
繰
り
返
し
思
い
や
っ
て
い
る
﹂
様
子
は
な
い
。

4

﹁
斎
宮
か
ら
期
待
通
り
の
返
事
を
も
ら
っ
た
﹂
と
い
う
事
実
が
な
い
。

～

行
目
に
よ
れ
ば
、
﹁
斎
宮
﹂
は
﹁
院
﹂
の
手
紙
を
見
る
こ
と
も
な
く
、
返
事
も
し
な
か
っ

14

18

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

・

行
目
に
よ
れ
ば
﹁
院
﹂
は
、
﹁
甘
の
御
衣
﹂
で
は
﹁
こ
と
ご
と
し
け
れ
︵
＝
大
げ
さ
だ
︶
﹂
と
い
う
こ
と
で
、
簡
素
な
﹁
御
大
口
﹂
姿
で
﹁
斎
宮
﹂

20

21

の
も
と
へ
出
か
け
た
の
で
あ
る
。
簡
素
な
服
装
で
出
か
け
た
こ
と
に
﹁
心
躍
る
様
子
﹂
が
表
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

よ
っ
て
、
正
解
は
1

で
あ
る
。

正
解

1

︵
"
点
︶

25

&

空
欄

Ｙ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

標
準
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空
欄
の
直
前
に
﹁
二
条
の
コ
メ
ン
ト
が
多
い
と
こ
ろ
も
特
徴
的
だ
よ
ね
。
︻
文
章
Ⅱ
︼
の
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

Ｙ

に
は
、
︻
文
章
Ⅱ
︼
で
の
﹁
二
条
の
コ
メ
ン

ト
﹂
に
関
す
る
説
明
が
入
る
こ
と
に
な
る
。

1

'
・
!
行
目
で
は
、
﹁
斎
宮
﹂
が
い
か
に
美
し
く
素
晴
ら
し
い
女
性
で
あ
る
か
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
て
い
る
!
・
(
行
目
﹁
ま
し
て
く
ま
な
き
御
心
の
内

は
、
い
つ
し
か
い
か
な
る
御
物
思
ひ
の
種
に
か
﹂
は
、
﹁
ま
し
て
あ
ま
ね
く
女
性
を
求
め
る
︵
院
の
︶
好
色
な
御
心
の
内
で
は
、
早
く
も
︵
斎
宮
が
︶
ど
の
よ
う
な
︵
恋
の
︶
物

思
い
の
種
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
﹁
く
ま
な
き
御
心
の
内
︵
＝
あ
ま
ね
く
女
性
を
求
め
る
院
の
好
色
な
御
心
の
内
︶
﹂
と
い
う
言
い
方
は
、
﹁
院
の
性
格

を
知
り
尽
く
し
て
い
る
﹂
と
言
え
、
ま
た
、
﹁
い
つ
し
か
い
か
な
る
御
物
思
ひ
の
種
に
か
︵
＝
早
く
も
斎
宮
が
ど
の
よ
う
な
恋
の
物
思
い
の
種
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
︶
﹂
は
、

﹁
早
く
も
好
色
の
虫
が
起
こ
り
始
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
感
づ
い
て
い
る
﹂
か
ら
こ
そ
の
発
言
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
1

の
説
明
に
誤
り
は
な
い
。

2

)
行
目
﹁
思
ひ
つ
る
こ
と
よ
と
、
を
か
し
く
て
あ
れ
ば
﹂
は
、
﹁
︵
や
は
り
︶
思
っ
た
と
お
り
だ
よ
と
、
︵
私
が
︶
お
も
し
ろ
く
思
っ
て
い
る
と
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

作
者
︵
二
条
︶
が
﹁
を
か
し
く
﹂
思
っ
て
い
る
の
は
、
1

で
見
た
﹁
ま
し
て
く
ま
な
き
御
心
の
内
は
、
い
つ
し
か
い
か
な
る
御
物
思
ひ
の
種
に
か
︵
＝
あ
ま
ね
く
女
性
を
求
め

る
院
の
好
色
な
御
心
の
内
で
は
、
早
く
も
斎
宮
が
ど
の
よ
う
な
恋
の
物
思
い
の
種
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
︶
﹂
と
い
う
予
測
が
当
た
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
﹁
院
が
あ
の
手
こ
の
手

で
斎
宮
を
口
説
こ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
世
間
離
れ
し
た
斎
宮
に
は
全
く
通
じ
て
い
な
い
﹂
こ
と
で
は
な
い
。

3

%
行
目
に
あ
る
﹁
院
﹂
の
言
葉
﹁
幼
く
よ
り
参
り
し
し
る
し
に
、
こ
の
こ
と
申
し
か
な
へ
た
ら
む
、
ま
め
や
か
に
心
ざ
し
あ
り
と
思
は
む
﹂
は
、
﹁
幼
い
頃
か
ら
︵
私
の

側
近
く
に
︶
仕
え
て
き
た
こ
と
の
︵
誠
実
さ
の
︶
証
明
に
、
こ
の
こ
と
﹇
＝
斎
宮
に
恋
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
﹈
を
︵
斎
宮
に
︶
申
し
上
げ
て
︵
私
の
望
み
を
︶
か
な
え
て
く
れ

た
ら
、
︵
お
ま
え
に
︶
本
当
に
︵
私
に
対
す
る
︶
愛
情
が
あ
る
と
信
じ
よ
う
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
作
者
︵
二
条
︶
は
、
こ
の
言
葉
を
受
け
て
、

行
目
﹁
寝
給
ひ
ぬ
る
も

18

心
や
ま
し
け
れ
ば
︵
＝
お
休
み
に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
の
も
気
が
と
が
め
る
の
で
︶
﹂
の
箇
所
で
は
、
﹁
院
﹂
の
使
者
と
し
て
、
﹁
院
﹂
の
恋
心
を
伝
え
る
た
め
に
、
﹁
斎
宮
﹂
の
も

と
へ
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
﹁
院
が
強
引
な
行
動
に
出
か
ね
な
い
こ
と
に
対
す
る
注
意
を
促
す
﹂
た
め
に
、
寝
か
け
て
い
る
﹁
斎
宮
﹂
に
話
し
か
け
た
わ
け
で
は
な
い
。

4

行
目
﹁
責
め
さ
せ
給
ふ
も
む
つ
か
し
け
れ
ば
﹂
は
、
﹁
︵
院
が
︶
お
責
め
に
な
る
の
も
︵
私
と
し
て
は
︶
面
倒
な
の
で
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
﹁
院
﹂
が
﹁
寝
た
ま
ふ

20

ら
む
所
へ
導
け
、
導
け
︵
＝
斎
宮
が
お
休
み
に
な
っ
て
い
る
所
へ
案
内
せ
よ
、
案
内
せ
よ
︶
﹂
と
う
る
さ
く
言
う
こ
と
に
対
す
る
気
持
ち
を
作
者
︵
二
条
︶
が
言
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
﹁
む
つ
か
し
け
れ
﹂
は
、
﹁
わ
ず
ら
わ
し
い
・
面
倒
だ
﹂
の
意
の
形
容
詞
﹁
む
つ
か
し
﹂
の
已
然
形
で
、
﹁
難
し
い
﹂
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
﹁
院
﹂
と
﹁
斎

宮
﹂
の
﹁
*
瀬
の
手
引
き
﹂
が
﹁
難
し
い
﹂
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
4

の
﹁
導
く
手
立
て
が
見
つ
か
ら
ず
に
困
惑
し
て
い
る
﹂
と
い
う
説
明
は
正
し
く
な
い
。

﹁
院
﹂
を
﹁
斎
宮
﹂
の
も
と
へ
連
れ
て
行
く
こ
と
が
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
、
直
後
に
﹁
御
供
に
参
ら
む
こ
と
は
や
す
く
こ
そ
、
し
る
べ
し
て
参
る
︵
＝
御
供
を
し
て
斎

宮
の
も
と
へ
参
る
よ
う
な
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
な
の
で
、
院
を
案
内
を
し
て
斎
宮
の
も
と
へ
参
上
す
る
︶
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
作
者
︵
二
条
︶
は
、

﹁
院
﹂
を
﹁
斎
宮
﹂
の
も
と
へ
導
い
て
は
い
る
が
、
﹁
斎 

宮 

を 

院 

の 

も 

と 

に 

導
く
﹂
こ
と
は
し
よ
う
と
も
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
言
う
と
、
﹁
*
瀬
の
手
引
き
を
す
る
こ
と
に
慣
れ

て
い
る
は
ず
の
二
条
﹂
も
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
。
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よ
っ
て
、
正
解
は
1

で
あ
る
。

正
解

1

︵
"
点
︶

26

$

空
欄

Ｚ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

応
用

空
欄
の
直
前
の
﹁
︻
文
章
Ⅰ
︼
で
﹂
や
、
次
の
﹁
生
徒
Ｃ
﹂
の
発
言
﹁
あ
え
て
そ
う
い
う
ふ
う
に
書
き
換
え
た
の
か
﹂
か
ら
考
え
て
、

Ｚ

に
は
、
︻
文
章
Ⅱ
︼
と
は
違
う

︻
文
章
Ⅰ
︼
で
の
描
か
れ
方
の
特
徴
に
関
す
る
説
明
が
入
る
こ
と
に
な
る
。

1

︻
文
章
Ⅰ
︼
に
、
傍
線
部
Ａ
﹁
つ
つ
ま
し
き
御
思
ひ
も
薄
く
や
あ
り
け
む
、
な
ほ
ひ
た
ぶ
る
に
い
ぶ
せ
く
て
や
み
な
む
は
、
あ
か
ず
口
惜
し
と
思
す
︵
＝
妹
に
対
す
る
恋

心
を
遠
慮
さ
れ
る
御
気
持
ち
も
薄
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
や
は
り
た
だ
た
だ
悶
々
と
し
た
気
持
ち
の
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
、
不
満
で
残
念
だ
と
お
思
い
に
な

る
︶
﹂
や
、
﹁
二
条
﹂
を
呼
び
寄
せ
て
、
﹁
斎
宮
﹂
の
近
く
へ
行
き
た
い
と
﹁
せ
ち
に
ま
め
だ
ち
て
の
た
ま
へ
︵
＝
し
き
り
に
本
気
で
お
っ
し
ゃ
る
︶
﹂
︵
傍
線
部
Ｂ
︶
と
い
う
記
述

が
あ
る
こ
と
は
、
﹁
権
威
主
義
的
で
高
圧
的
な
一
面
を
削
っ
て
い
る
﹂
と
は
言
い
が
た
い
。
ま
た
、
傍
線
部
Ａ
の
後
に
﹁
け
し
か
ら
ぬ
御
本
性
な
り
や
︵
＝
よ
ろ
し
く
な
い
御
性

質
で
あ
る
よ
︶
﹂
と
い
う
、
作
者
︵
語
り
手
︶
に
よ
る
、
﹁
院
﹂
に
対
す
る
非
難
め
い
た
評
価
が
あ
る
こ
と
を
見
る
と
、
﹁
院
を
理
想
的
な
人
物
と
し
て
印
象
づ
け
て
、
朝
廷
の
権

威
を
保
つ
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
﹂
も
正
し
い
説
明
と
は
言
い
が
た
い
。

2

︻
文
章
Ⅰ
︼
で
は
、
﹁
二
条
﹂
の
こ
と
は
﹁
な
に
が
し
の
大
納
言
の
女
、
御
身
近
く
召
し
使
ふ
人
、
か
の
斎
宮
に
も
、
さ
る
べ
き
ゆ
か
り
あ
り
て
睦
ま
し
く
参
り
な
る
る

︵
＝
某
大
納
言
の
娘
で
、
︵
院
の
︶
御
身
辺
近
く
に
仕
え
る
者
で
あ
り
、
例
の
斎
宮
に
も
、
し
か
る
べ
き
縁
が
あ
っ
て
、
親
し
く
参
上
し
慣
れ
て
い
る
者
︶
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
か
ら
、
﹁
三
者
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
﹂
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
﹁
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
三
人
の
恋
心
を
整
理
し
て
い
る
﹂
と
も
言
え
な
い
。

3

︻
文
章
Ⅱ
︼
に
書
か
れ
て
い
る
﹁
院
﹂
の
﹁
知
ら
れ
じ
な
…
﹂
の
歌
は
﹁
︵
あ
な
た
は
︶
ご
存
じ
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
た
っ
た
今
拝
見
し
た
︵
あ
な
た
の
︶
姿
が
そ
の
ま

ま
気
に
か
か
っ
て
︵
私
の
︶
心
か
ら
離
れ
な
く
な
っ
た
と
は
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
で
、
3

は
ま
ず
こ
の
歌
意
を
﹁
い
つ
か
は
私
に
な
び
く
こ
と
に
な
る
﹂
と
説
明
し
て
い

る
こ
と
が
正
し
く
な
い
。
ま
た
、
︻
文
章
Ⅰ
︼
の
﹁
つ
つ
ま
し
き
御
思
ひ
も
薄
く
や
あ
り
け
む
︵
＝
遠
慮
さ
れ
る
御
気
持
ち
も
薄
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︶
﹂
︵
傍
線
部
Ａ
︶
は
、

そ
の
前
に
﹁
御
は
ら
か
ら
と
い
へ
ど
︵
＝
御
兄
妹
と
は
い
っ
て
も
︶
﹂
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
に
、
妹
に
恋
慕
す
る
こ
と
が
遠
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
ら
言
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
︵
問
�

1

の
解
説
参
照
︶
。
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
兄
が
妹
に
恋
慕
す
る
こ
と
で
あ
る
。
﹁
神
に
仕
え
た
相
手
と
の
密
通
﹂
に
事
件
性
が
あ
り
問
題

で
あ
る
と
は
、
︻
文
章
Ⅰ
︼
に
も
︻
文
章
Ⅱ
︼
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。

4

︻
文
章
Ⅱ
︼
に
比
べ
る
と
、
︻
文
章
Ⅰ
︼
で
は
、
﹁
院
の
発
言
を
簡
略
化
し
た
り
、
二
条
の
心
情
を
省
略
し
た
り
﹂
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
4

が
言
っ
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て
い
る
﹁
斎
宮
の
心
情
﹂
と
は
、
︻
文
章
Ⅰ
︼
の
最
後
の
﹁
い
と
心
憂
し
と
思
せ
ど
、
あ
え
か
に
消
え
ま
ど
ひ
な
ど
は
し
給
は
ず
︵
＝
た
い
そ
う
つ
ら
い
と
お
思
い
に
は
な
っ
た

け
れ
ど
、
弱
々
し
く
死
に
そ
う
な
ほ
ど
に
あ
わ
て
な
さ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
も
な
い
︶
﹂
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
﹁
斎
宮
﹂
の
心
情
を
描
く
こ
と
で
、
﹁
院
﹂
の
側
か
ら
の

一
方
的
な
見
方
に
偏
る
こ
と
が
薄
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
4

が
こ
れ
を
﹁
当
事
者
全
員
を
俯
瞰
す
る
立
場
か
ら
出
来
事
の
経
緯
を
叙
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
﹂
と
説
明
し
て
い

る
こ
と
も
誤
っ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
正
解
は
4

で
あ
る
。

正
解

4

︵
"
点
︶

27
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第
�

問

漢
文

阮げ
ん

元げ
ん

﹃
赫け

ん

経け
い

室し
つ

集
し
ゆ
う

﹄

﹇
出

典
﹈

阮
元
︵
一
七
六
四
～
一
八
四
九
年
︶
は
、
中
国
清し

ん

代
の
政
治
家
、
考
証
学
者
。
一
七
八
九
年
に
科
挙
に
合
格
し
、
地
方
官
と
し
て
数
々
の
功
績
を
残
す
と
と
も
に
、
学
者
と
し
て
も

著
名
で
、
多
く
の
後
進
も
育
て
た
。

﹇
書
き
下
し
文
﹈

︻
序
文
︼

余よ

旧も
と

董と
う

思し

翁を
う

の

自
み
づ
か

ら
詩し

を
書し

よ

せ
し

扇
あ
ふ
ぎ

を
蔵ざ

う

す
る
に
、
﹁
名め

い

園ゑ
ん

﹂
﹁
蝶て

ふ

夢む

﹂
の
句く

有あ

り
。
辛し

ん

未び

の
秋あ

き

、
異い

蝶て
ふ

の
園ゑ

ん

中
ち
ゆ
う

に
来き

た
る
有あ

り
。
識し

き

者し
や

知し

り
て
太た

い

常
じ
や
う

仙せ
ん

蝶て
ふ

と
為な

し
、
之こ

れ

を
呼よ

べ

ば

扇
あ
ふ
ぎ

に
落お

つ
。
継つ

い
で
復ま

た
之こ

れ

を
瓜く

わ

爾じ

佳か

氏し

の
園ゑ

ん

中
ち
ゆ
う

に
見み

る
。
客か

く

に
之こ

れ

を
呼よ

び
て
匣は

こ

に
入い

れ
奉ほ

う

じ
て
余よ

の
園ゑ

ん

に
帰か

へ

さ
ん
と
す
る
者も

の

有あ

り
。
園ゑ

ん

に
至い

た

り
て
之こ

れ

を
啓ひ

ら

く
に
及お

よ

べ
ば
、

則
す
な
は

ち
空く

う

匣か
ふ

な
り
。
壬じ

ん

申し
ん

の
春は

る

、
蝶て

ふ

復ま

た
余よ

の
園ゑ

ん

の
台だ

い

上
じ
や
う

に

見
あ
ら
は

る
。
画ぐ

わ

者し
や

祝い
の

り
て
曰い

は
く
、
﹁
苟い

や

し
く
も
我わ

れ

に
近ち

か

づ
か
ば
、
我わ

れ

当ま
さ

に
之こ

れ

を
図ゑ

が

く
べ
し
﹂
と
。
蝶て

ふ

其そ

の
袖そ

で

に
落お

ち
、

審
つ
ま
び

ら
か

に
視み

る
こ
と
良や

や

久ひ
さ

し
く
し
て
、
其そ

の
形け

い

色
し
よ
く

を
得う

れ
ば
、

乃
す
な
は

ち

従
し
よ
う

容よ
う

と
し
て
翅は

ね

を
鼓う

ち
て
去さ

る
。
園ゑ

ん

故も
と

名な

無な

し
。
是こ

こ

に
於お

い
て
始は

じ

め
て
思し

翁を
う

の
詩し

及お
よ

び
蝶て

ふ

の
意い

を
以も

つ

て
之こ

れ

に
名な

づ
く
。

秋あ
き

半な
か

ば
に
し
て
、
余よ

使つ
か

ひ
を
奉ほ

う

じ
て

都
み
や
こ

を
出い

で
、
是こ

の
園ゑ

ん

も
又ま

た
他た

人に
ん

に
属ぞ

く

す
。
芳は

う

叢そ
う

を

回
く
わ
い

憶お
く

す
れ
ば
、

真
ま
こ
と

に
夢ゆ

め

の
ご
と
し
。

︻
詩
︼

春
し
ゆ
ん

城
じ
や
う

の
花く

わ

事じ

小せ
う

園ゑ
ん

多お
ほ

く

幾い
く

度た
び

か
花は

な

を
看み

て
幾い

く

度た
び

か
歌う

た

ふ

花は
な

は
我わ

が
為た

め

に
開ひ

ら

き
て
我わ

れ

を
留と

ど

め
住と

ど

め

人ひ
と

は
春は

る

に

随
し
た
が

ひ
て
去さ

り
春は

る

を
奈
何

い

か

ん

せ
ん

思し

翁を
う

夢ゆ
め

は
好よ

く
し
て
書し

よ

扇せ
ん

を
遺の

こ

し

仙せ
ん

蝶て
ふ

図ず

成な

り
て
袖し

う

羅ら

を
染そ

む

他た

日じ
つ

誰た

が
家い

へ

か
還ま

た
竹た

け

を
種う

ゑ

輿こ
し

に
坐ざ

し
て
子し

®い
う

の
過よ

ぎ

る
を
許ゆ

る

す
べ
き

﹇
通

釈
﹈

︻
序
文
︼

私
は
以
前
董
思
翁
が
自
ら
︵
自
作
の
︶
詩
を
書
い
た
扇
を
持
っ
て
い
た
が
、
︵
そ
の
中
に
︶
﹁
名
園
﹂
﹁
蝶
夢
﹂
と
い
う
句
が
あ
っ
た
。
辛
未
の
年
︵
一
八
一
一
年
︶
の
秋
、
不
思
議

な
蝶
が
︵
私
の
屋
敷
の
︶
庭
園
に
あ
ら
わ
れ
た
。
︵
そ
の
蝶
に
つ
い
て
︶
知
識
の
あ
る
人
が
見
て
太
常
仙
蝶
だ
と
言
い
、
呼
ぶ
と
扇
に
と
ま
っ
た
。
続
い
て
再
び
そ
の
蝶
を
瓜
爾
佳
氏
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の
庭
園
で
見
か
け
た
。
そ
れ
を
呼
び
寄
せ
て
︵
捕
ま
え
て
︶
箱
に
入
れ
捧
げ
持
っ
て
私
の
庭
園
に
戻
そ
う
と
し
た
人
が
い
た
。
私
の
庭
園
に
や
っ
て
き
て
そ
の
箱
を
あ
け
て
み
る
と
、

箱
は
か
ら
っ
ぽ
で
、
蝶
は
い
な
か
っ
た
。
壬
申
の
年
︵
一
八
一
二
年
︶
の
春
、
蝶
は
再
び
私
の
庭
園
の
高
殿
の
あ
た
り
に
あ
ら
わ
れ
た
。
画
家
が
祈
る
よ
う
に
し
て
言
っ
た
、
﹁
も
し

私
に
近
づ
い
て
く
れ
た
な
ら
ば
、
必
ず
お
ま
え
を
絵
に
描
い
て
や
ろ
う
﹂
と
。
蝶
は
画
家
の
袖
に
と
ま
り
、
し
ば
ら
く
の
間
詳
し
く
観
察
し
て
、
そ
の
形
や
色
を
把
握
す
る
と
、
︵
蝶

は
︶
ゆ
っ
た
り
と
羽
を
は
ば
た
か
せ
て
去
っ
て
行
っ
た
。
︵
私
の
︶
庭
園
に
は
も
と
も
と
名
前
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
思
翁
の
︵
扇
面
の
︶
詩
と
︵
庭
園
に
あ
ら
わ
れ
た
︶

蝶
に
ち
な
ん
で
、
庭
園
に
名
を
つ
け
た
。
︵
そ
の
年
の
︶
秋
の
半
ば
、
私
は
使
者
の
任
を
う
け
た
ま
わ
っ
て
都
を
離
れ
、
こ
の
庭
園
も
ま
た
人
の
手
に
渡
っ
た
。
か
ぐ
わ
し
く
花
木
の

生
い
茂
る
そ
の
庭
園
を
思
い
出
す
と
、
ま
こ
と
に
夢
の
よ
う
で
あ
る
。

︻
詩
︼

春
の
都
城
に
は
花
を
愛
で
な
が
ら
め
ぐ
っ
た
り
で
き
る
小
さ
な
庭
園
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
い
く
た
び
も
花
を
見
て
は
い
く
た
び
も
歌
っ
た
も
の
だ
。

花
は
私
の
た
め
に
咲
い
て
、
た
び
た
び
私
の
足
を
と
ど
め
る
が
、
人
は
春
と
と
も
に
去
り
、
過
ぎ
行
く
春
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

思
翁
は
よ
く
蝶
の
夢
を
見
て
、
そ
の
詩
を
書
い
た
扇
を
残
し
、
仙
蝶
は
絵
に
な
っ
て
あ
や
絹
の
衣
の
袖
を
彩
っ
て
い
る
。

い
つ
の
日
か
︵
こ
の
庭
園
の
持
ち
主
に
な
っ
た
︶
誰
か
が
ま
た
竹
を
植
え
、
輿
に
乗
っ
た
ま
ま
の
王
子
®
︵
の
よ
う
な
人
物
︶
に
そ
の
竹
を
愛
で
さ
せ
て
通
り
す
ぎ
さ
せ
る
の
だ
ろ

う
か
。

﹇
解

説
﹈

問
�

語
の
意
味
の
問
題

�

基
礎

�

標
準

�

応
用

波
線
部
�
﹁
復
﹂
・
�
﹁
審
﹂
・
�
﹁
得
﹂
の
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

�
﹁
復
﹂
は
、
﹁
ま
タ
﹂
で
、
ズ
バ
リ
、
4

﹁
ふ
た
た
び
﹂
で
あ
る
。
﹁
ま
タ
﹂
と
読
め
れ
ば
問
題
な
い
が
、
文
脈
か
ら
見
て
も
、
ふ
し
ぎ
な
蝶
を
、
自
分
の
﹁
園
中
﹂
で
見
、

ふ
た
た
び
﹁
瓜
爾
佳
氏
の
園
中
﹂
で
も
見
た
と
い
う
流
れ
を
つ
か
み
た
い
。

�
﹁
審
﹂
は
、
﹁
つ
ま
び
ラ
カ
ニ
﹂
と
読
め
る
か
ど
う
か
が
分
か
れ
め
で
あ
る
。
形
容
動
詞
な
ら
﹁
つ
ま
び
ラ
カ
ナ
リ
﹂
、
﹁
つ
ま
び
ラ
カ
ニ
ス
﹂
と
読
め
ば
サ
変
動
詞
に
な
る
。

﹁
つ
ま
び
ラ
カ
ニ
﹂
は
﹁
く
わ
し
く
﹂
の
意
で
、
﹁
詳
﹂
も
﹁
つ
ま
び
ラ
カ
ニ
﹂
で
あ
る
。
﹁
審
議
︵
く
わ
し
く
討
議
す
る
︶
﹂
﹁
審
査
︵
く
わ
し
く
調
べ
て
適
否
を
決
め
る
︶
﹂
な
ど

の
熟
語
の
﹁
審
﹂
が
相
当
す
る
。

�
﹁
得
﹂
は
、
﹁
う
﹂
︵
ア
・
下
二
段
︶
で
、
﹁
手
に
入
れ
る
。
自
分
の
も
の
に
す
る
﹂
﹁
知
る
。
さ
と
る
。
理
解
す
る
﹂
﹁
か
な
う
。
合
う
﹂
﹁
満
足
す
る
。
得
意
に
な
る
﹂
な
ど
、
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辞
書
的
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
袖
に
と
ま
っ
た
蝶
を
じ
っ
く
り
観
察
し
て
、
そ
の
﹁
形
色
を
得 

﹂
で
あ
る
か
ら
、
4

の
﹁
把
握
す
る
﹂
が
適
当
で
あ
る
。

正
解

�

4

�

2

�

4

︵
各
K
点
︶

28

29

30

問
�

返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
と
の
組
合
せ
問
題

標
準

傍
線
部
Ａ
﹁
客

有

呼

之

入

匣

奉

帰

余

園

者
﹂
に
つ
い
て
、
返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
と
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

こ
の
形
式
の
問
題
は
、
﹁
セ
ン
タ
ー
試
験
﹂
時
代
か
ら
頻
出
す
る
形
式
な
の
で
あ
る
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
、
傍
線
部
の
中
に
、
再
読
文
字
や
、
疑
問
・
反
語
・
否
定
・
使
役
・
受

身
な
ど
の
何
ら
か
の
句
法
上
の
読
み
方
の
特
徴
が
な
い
か
と
い
う
こ
と
と
、
書
き
下
し
文
の
よ
う
に
読
ん
だ
と
き
の
文
意
が
通
る
か
、
ま
た
、
そ
の
文
意
が
前
後
の
文
脈
に
あ
て

は
ま
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
返
り
点
は
、
本
当
は
そ
の
よ
う
な
返
り
方
︵
付
け
方
︶
が
文
の
構
成
上
ア
リ
な
の
か
？

と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
読
み
方

ど
お
り
返
っ
て
い
る
よ
う
に
つ
い
て
い
る
ケ
ー
ス
が
ふ
つ
う
な
の
で
、
返
り
点
の
付
け
方
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
は
時
間
の
無
駄
で
あ
る
。

﹁
客
に
﹂
は
す
べ
て
の
選
択
肢
が
共
通
し
て
い
る
。

ま
た
、
漢
文
に
は
非
常
に
多
い
形
で
、
﹁
有
…
者
﹂
は
、
﹁
…
者
有
り
︵
…
者
が
い
た
︶
﹂
と
読
む
。
こ
の
点
、
1

・
2

・
3

・
4

は
、
文
末
が
﹁
者
有
り
﹂
で
あ
る
が
、
5

だ
け
は
違
和
感
が
あ
る
。

﹁
之こ

れ

﹂
は
、
蝶
で
あ
り
、
﹁
匣
﹂
は
あ
と
に
﹁
空
匣
﹂
が
あ
り
、
︵
注
K
＝
空
の
箱
︶
と
あ
る
か
ら
、
蝶
を
入
れ
た
箱
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

呼

之

入

匣

は
、
﹁
呼
㆑

之

入
㆑

匣
﹂
で
、
﹁
之
を
呼
び
て
匣
に
入
れ
﹂
と
読
ん
で
下
へ
行
く
。

そ
の
下
の
﹁
奉
﹂
も
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
1

の
よ
う
に
、
﹁
入
㆓

匣

奉
㆒

(
匣
に
奉 

じ 

入 

る 

る 

︶
﹂
な
ど
と
い
う
返
り
方
は
あ
り
得
な
い
。
同
じ
理
由
で
、
3

の
よ
う
に
、
﹁
呼
㆓

之

入
㆒㆑

匣

奉
︵
匣
に
入 

れ 

呼 

び 

奉
じ
て
︶
﹂
と
返
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。

特
に
目
立
っ
た
句
法
の
ポ
イ
ン
ト
が
な
い
の
で
、
右
の
よ
う
に
少
し
ず
つ
絞
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
書
き
下
し
文
の
文
意
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
て
絞
る
こ
と
も
で
き
る
。

1

は
、
﹁
客
で
、
蝶
を
呼
び
よ
せ
て
は
こ
に
う
や
う
や
し
く
持
っ
て
入
れ
る
こ 

と 

が 

あ 

っ 

て 

、
私 

の 

庭 

園 

に 

帰 

る 

者 

が
い
た
﹂
。

2

は
、
﹁
客 

で 

、
蝶
を
呼
び
よ
せ
て
は
こ
に
入
れ
て
持
参
し
て
返
そ
う
と
す
る
私 

の 

庭 

園 

の 

者 

が
い
た
﹂
。

3

は
、
﹁
客 

で 

、
蝶
を
は 

こ 

に 

入 

れ 

て 

呼 

び 

よ 

せ 

て
持
参
し
、
私 

の 

庭 

園 

に 

帰 

る 

者
が
い
た
﹂
。
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4

は
、
﹁
客
で
、
蝶
を
呼
び
よ
せ
て
は
こ
に
入
れ
持
参
し
て
私
の
庭
園
に
返
そ
う
と
す
る
者
が
い
た
﹂
。

5

は
、
﹁
客
で
、
蝶
を
呼 

び 

よ 

せ 

る 

こ 

と 

が 

あ 

っ 

て 

は
こ
に
入
れ
、
私 

の 

庭 

園 

の 

者 

に 

返 

す 

こ 

と 

を
奉
じ
る
﹂
。

1

・
2

・
3

・
5

は
 

 

 

︵
傍
点
︶
の
部
分
の
文
意
が
お
か
し
い
。

2

は
、
﹁
客
﹂
イ
コ
ー
ル
﹁
私
の
庭
園
の
者
﹂
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
し
、
3

は
、
﹁
客
﹂
が
﹁
私
の
庭
園
に
帰 

る 

者
﹂
で
あ
る
の
が
変
で
あ
る
。
5

は
、
支
離
滅
裂
で
あ

る
。正

解

4

︵
"
点
︶

31

問
�

傍
線
部
の
解
釈
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｂ
﹁
苟

近
㆑

我
、
我

当
㆑

図
㆑

之
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

傍
線
部
﹁
苟

近
㆑

我
、
我

当
㆑

図
㆑

之
﹂
に
は
、
ポ
イ
ン
ト
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
文
頭
の
﹁
苟
﹂
で
、
こ
れ
は
、
﹁
い
や
シ
ク
モ
…
バ
﹂
と
読
み
、
﹁
か
り
に
も
…
︵
な
ら
︶
ば
﹂
と
訳
す
、
仮
定
形
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
後
半
の
﹁
当
﹂
で
、
こ
れ
は
、
﹁
ま
さ
ニ
…
︵
ス
︶
ベ
シ
﹂
と
読
み
、
基
本
的
に
は
、
﹁
当
然
…
す
べ
き
だ
。
…
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
、
あ
る
い
は
、
同
じ

読
み
方
を
す
る
﹁
応
﹂
と
同
じ
よ
う
に
、
﹁
き
っ
と
…
だ
ろ
う
﹂
と
訳
す
、
再
読
文
字
で
あ
る
。

﹁
苟
﹂
の
ポ
イ
ン
ト
か
ら
は
、
ズ
バ
リ
5

の
﹁
も
し
も
…
な
ら
ば
﹂
が
よ
い
。
4

の
﹁
も
し
…
﹂
も
よ
い
が
、
﹁
…
と
し
て
も
﹂
と
の
呼
応
で
は
意
味
が
ズ
レ
る
。

﹁
当
﹂
の
ポ
イ
ン
ト
か
ら
は
、
2

の
後
半
が
合
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
2

は
前
半
部
が
間
違
っ
て
い
る
。

読
み
方
は
、
﹁
苟い

や

し
く
も
我
に
近
づ
か
ば
、
我
当ま

さ

に
之こ

れ

を
図ゑ

が

く
べ
し
﹂
。

後
半
は
、
直
訳
す
れ
ば
、
﹁
私
は
当
然
お
ま
え
を
絵
に
描
く
べ
き
だ
﹂
か
、
﹁
私
は
き
っ
と
お
ま
え
を
絵
に
描
く
で
あ
ろ
う
﹂
で
あ
る
が
、
5

の
後
半
の
よ
う
に
訳
し
て
も
許

容
範
囲
で
あ
ろ
う
。

1

・
2

・
3

・
4

の
前
半
が
す
べ
て
×
で
、
1

・
3

・
4

の
後
半
は
×
で
あ
る
か
ら
、
5

し
か
な
い
。

正
解

5

︵
"
点
︶

32
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問
�

漢
詩
の
き
ま
り
︵
押
韻
・
形
式
名
︶
の
問
題

基
礎

空
欄

Ｘ

に
入
る
漢
字
と
︻
詩
︼
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

漢
詩
の
偶
数
句
末
の
空
欄
補
入
問
題
は
、
﹁
押お

う

韻い
ん

﹂
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
、
す
ぐ
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
う
一
つ
、
こ
の
詩
が
、
一
句
が
七
文
字
、
全
部
で
八
句
の
﹁
七し

ち

言ご
ん

律り
つ

詩し

﹂
で
あ
る
こ
と
も
、
漢
文
学
習
上
の
常
識
で
あ
る
。
﹁
絶
句
﹂
は
四
句
の
詩
。
﹁
古
詩
﹂
は
、
短
い

ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
教
科
書
で
見
か
け
る
も
の
と
し
て
は
、
白
居
易
の
﹁

長
ち
よ
う

恨ご
ん

歌か

﹂
﹁
売ば

い

炭た
ん

翁お
う

﹂
や
、
杜
甫
の
﹁
石せ

き

壕ご
う

吏の
り

﹂
の
よ
う
な
、
長
い
詩
で
あ
る
。

五
言
の
詩
…
…
偶
数
句
末
で
押
韻
す
る
。



七
言
の
詩
…
…
第
一
句
末
と
偶
数
句
末
で
押
韻
す
る
。

﹁
押
韻
﹂
と
は
、
決
め
ら
れ
た
位
置
の
字
の
ひ
び
き
を
そ
ろ
え
る
こ
と
を
い
う
。

Ｘ

は
、
第
二
句
め
の
末
尾
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
他
の
位
置
の
字
を
音
よ
み
し
て
み
る
。

第
一
句
末
﹁
多
﹂
︵
タ
・
ta
︶

第
四
句
末
﹁
何
﹂
︵
カ
・
k
a
︶

第
六
句
末
﹁
羅
﹂
︵
ラ
・
ra
︶

第
八
句
末
﹁
過
﹂
︵
カ
・
k
a
︶

次
に
、
選
択
肢
に
並
ん
で
い
る
字
を
音
よ
み
し
て
み
る
。

1

﹁
座
﹂
︵
ザ
・
z
a
︶

2

﹁
舞
﹂
︵
ブ
・
b
u
︶

3

﹁
歌
﹂
︵
カ
・
k
a
︶

4

﹁
少
﹂
︵
シ
ョ
ウ
・
sh
o
u
︶

5

﹁
香
﹂
︵
コ
ウ
・
k
o
u
︶

﹁
ア
︵
ａ
︶
﹂
と
い
う
ひ
び
き
で
合
っ
て
い
る
の
は
、
1

﹁
座
﹂
か
、
3

﹁
歌
﹂
で
あ
る
が
、
1

は
﹁
七
言
絶
句
﹂
が
間
違
っ
て
い
る
。

﹁
七
言
律
詩
﹂
が
合
っ
て
い
る
の
は
、
3

か
5

で
あ
る
が
、
5

は
﹁
香
﹂
が
﹁
コ
ウ
﹂
で
間
違
っ
て
い
る
。
﹁
香
﹂
を
﹁
か
﹂
と
読
む
の
は
訓
よ
み
で
あ
る
。

正
解

3

︵
�
点
︶

33
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問
�

傍
線
部
の
読
み
方
の
問
題

基
礎

傍
線
部
Ｃ
﹁
奈
㆑

春

何
﹂
の
読
み
方
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

明
ら
か
に
、
﹁
型
に
は
ま
っ
た
﹂
句
法
の
問
題
で
あ
る
。

﹁
奈
何
﹂
は
﹁
如
何
﹂
と
同
じ
で
、
﹁
い
か
ん
セ
ン
﹂
と
読
む
が
、
目
的
語
を
と
る
場
合
は
、

如
㆑

Ａ
ヲ

何セ
ン

読

Ａ
ヲ
い
か
ん
セ
ン

訳

Ａ
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
︹
疑
問
︺

Ａ
を
ど
う
し
た
ら
よ
か
ろ
う
か
︵
ど
う
し
よ
う
も
な
い
︶
︹
反
語
︺

︵
奈
︶

と
い
う
形
に
な
り
、
方
法
・
手
段
を
問
う
。

よ
っ
て
、
﹁
奈
㆑

春

何
﹂
は
、
﹁
は
る
を
い
か
ん
せ
ん
﹂
で
、
5

で
あ
る
。

正
解

5

︵
�
点
︶

34

問
�

文
脈
の
と
ら
え
方
の
問
題

応
用

︻
詩
︼
と
︻
序
文
︼
に
描
か
れ
た
一
連
の
出
来
事
の
な
か
で
、
二
重
傍
線
部
Ⅰ
﹁
太

常

仙

蝶
﹂
・
Ⅱ
﹁
仙

蝶
﹂
が
現
れ
た
り
、
と
ま
っ
た
り
し
た
場
所
は
ど
こ
か
。
そ

れ
ら
の
う
ち
の
三
箇
所
を
、
現
れ
た
り
と
ま
っ
た
り
し
た
順
に
挙
げ
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

﹁
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
﹂
に
切
り
か
わ
っ
て
の
新
傾
向
と
言
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
珍
し
い
形
の
問
題
で
あ
る
。

﹁
太
常
仙
蝶
﹂
﹁
仙
蝶
﹂
が
、
現
れ
た
り
、
と
ま
っ
た
り
し
た
場
面
を
、
順
を
た
ど
っ
て
見
て
い
く
。

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

ａ
．
﹁
辛
未
の
秋
、
異 

蝶 

の
園 

中 

に
来
た
る
有
り
﹂
…
…
阮
元
の
家
の
庭
園

．
﹁
之
を
呼
べ
ば
扇
に
落
つ
﹂
…
…
﹁
扇
﹂
に
と
ま
る

ｂ
．
﹁
復
た
之
を
瓜
爾
佳
氏
の
園
中
に
見
る
﹂
…
…
瓜
爾
佳
氏
の
庭
園

ｃ
．
﹁
壬
申
の
春
、
蝶
復
た
余
の
園
の
台
上
に
見
る
﹂
…
…
阮
元
の
庭
園
の
台

．
﹁
蝶
其
の
袖
に
落
ち
﹂
…
…
﹁
袖
﹂
に
と
ま
る

ａ̓ｃ̓
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時
制
的
に
は
、
ａ
と

、
ｃ
と

は
同
じ
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
﹁
現
れ
た
﹂
点
で
は
、
ａ
↓
ｂ
↓
ｃ
、
﹁
と
ま
っ
た
﹂
の
は
、

↓

で
あ
る
。

ａ̓

ｃ̓

ａ̓

ｃ̓

1

・
2

の
よ
う
に
、
詩
の
中
の
﹁
春
の
城
﹂
は
関
係
な
い
。
1

は
右
の

と
ｂ
の
順
も
違
っ
て
お
り
、
2

は
﹁
画
家
の
家
﹂
も
間
違
っ
て
い
る
。

ｃ̓

3

は
、
﹁
董
思
翁
の
家
﹂
も
﹁
画
家
の
家
﹂
も
間
違
い
。

4

は
、

と
ｂ
の
順
が
間
違
っ
て
い
る
。

ａ̓

正
解

5

︵
Z
点
︶

35

問
�

本
文
全
体
か
ら
読
み
取
れ
る
筆
者
の
心
情
説
明
の
問
題

応
用

︻
詩
︼
と
︻
序
文
︼
か
ら
読
み
取
れ
る
筆
者
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

︻
序
文
︼
で
は
、
ふ
し
ぎ
な
﹁
蝶
﹂
の
出
来
事
の
あ
と
、
﹁
芳
叢
を
回
憶
す
れ
ば
、
真
に
夢
の
ご
と
し
﹂
と
言
っ
て
い
る
点
に
心
情
が
表
れ
て
い
る
。

︻
詩
︼
の
ほ
う
は
、
な
か
な
か
正
確
な
解
釈
が
難
し
い
。

し
か
し
、
要
は
、
与
え
ら
れ
た
問
題
文
と
選
択
肢
と
の
内
容
合
致
問
題
で
あ
り
、
選
択
肢
の
中
の
キ
ズ
を
見
つ
け
て
消
去
し
て
い
く
。

1

毎
年
花
が
散
り
季
節
が
過
ぎ
ゆ
く
こ
と
に
は
か
な
さ
を
感
じ
、
×
董
思
翁
の
家
や
瓜
爾
佳
氏
の
園
に
現
れ
た
×
美
し
い

蝶
ち
よ
う

が
扇
や
絵
と
と
も
に
他
人
の
も
の
と
な
っ
た

こ
と
を
む
な
し
く
思
っ
て
い
る
。

2

×
扇
か
ら
抜
け
出
し
庭
園
に
現
れ
た
不
思
議
な
蝶
の
美
し
さ
に
感
動
し
、
×
い
ず
れ
は
箱
の
な
か
に
と
ら
え
て
絵
に
描
き
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
も
か
な
わ
ぬ
夢
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
い
る
。

3

春
の
庭
園
の
美
し
さ
を
×
詩
に
で
き
た
こ
と
に
満
足
す
る
と
と
も
に
、
×
董
思
翁
の
夢
を
扇
に
描
き
、
×
珍
し
い
蝶
の
模
様
を
あ
し
ら
っ
た
服
が
で
き
あ
が
っ
た
こ
と
を
喜

ん
で
い
る
。

4

不
思
議
な
蝶
の
い
る
△
夢
の
よ
う
に
美
し
い
庭
園
に
住
ん
で
い
た
が
、
×
都
を
離
れ
て
い
る
あ
い
だ
に
人
に
奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
×
厳
し
い
現
実
と
美
し
い
夢
の
よ
う
な
世

界
と
の
違
い
を
嘆
い
て
い
る
。

5

時
と
し
て
庭
園
に
現
れ
る
珍
し
い
蝶
は
、
○
捕
ま
え
よ
う
と
し
て
も
捕
ま
え
ら
れ
な
い
不
思
議
な
蝶
で
あ
っ
た
が
、
○
そ
の
蝶
が
現
れ
た
庭
園
で
過
ご
し
た
こ
と
を
懐
か
し

く
思
い
出
し
て
い
る
。

1

～
4

に
は
、
明
ら
か
に
大
き
な
キ
ズ
が
あ
る
。
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