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宮
河
歌
合
は
御
裳
灌
河
歌
合
と
と
も
に
西
行
の
自
歌
自
撰
の
歌
合
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
三
十
六
番
七
十
二
首
か
ら
成
り
、
宮
河
は
定
家
に
、
御
裳
濯
河

は
俊
成
に
そ
れ
ト
ー
判
を
受
け
て
い
る
。
西
行
の
時
代
は
歌
合
の
最
盛
期
で
、

そ
の
催
し
が
す
で
に
遊
裳
の
意
を
失
い
、
歌
人
た
ち
が
純
粋
に
歌
の
優
劣
を
競

い
、
判
者
た
ち
の
歌
学
歌
論
の
論
壇
と
な
っ
て
い
た
。
歌
合
史
の
ピ
ー
ク
と
考

え
ら
れ
る
千
五
百
番
歌
合
の
行
わ
れ
た
建
仁
元
年
二
二
○
ご
は
西
行
の
残

後
十
一
年
目
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
そ
の
生
涯
を
送
っ
た
歌
人
西
行

で
あ
る
が
、
ど
う
し
た
こ
と
か
そ
れ
ら
の
歌
合
の
席
に
は
出
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
西
行
が
晩
年
に
な
っ
て
こ
の
二
つ
の
自
歌
自
撰
の
歌
合
を
試
み
て

い
る
。
自
歌
合
と
い
う
形
式
は
こ
の
作
品
あ
た
り
が
そ
の
噴
矢
ら
し
く
、
以
後

こ
れ
を
契
機
と
し
て
諸
家
の
自
歌
合
が
急
に
頻
繁
に
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

新
し
い
様
式
の
創
立
と
い
う
点
か
ら
も
こ
の
二
つ
の
作
品
は
歌
合
史
上
の
意

味
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
歌
合
の
興
味
の
中
心
は
、
作
者
西
行

と
判
者
の
俊
成
・
定
家
と
の
出
会
い
に
あ
る
。
平
安
末
期
の
代
表
的
歌
人
西
行

が
、
日
ご
ろ
尊
崇
し
て
い
た
伊
勢
大
神
宮
に
法
楽
を
捧
げ
、
祈
願
を
こ
め
る
た

め
に
、
生
涯
の
作
品
の
中
か
ら
自
撰
し
、
こ
れ
を
番
え
た
も
の
に
、
こ
れ
ま
た

時
代
の
代
表
的
歌
人
で
あ
り
、
歌
論
の
大
家
で
あ
っ
た
俊
成
。
定
家
が
判
を
加

え
、
判
詞
を
記
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

宮
河
歌
合
三
十
二
番
に
つ
い
て

こ
の
二
つ
の
歌
合
の
成
立
の
時
期
と
、
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
そ
の
詳

細
な
考
察
は
他
日
に
譲
り
、
簡
単
に
述
ぺ
て
み
る
。
文
治
三
年
、
第
二
回
の
奥

羽
旅
行
を
了
え
て
帰
京
し
た
直
後
、
即
ち
五
月
か
ら
七
月
の
間
に
、
西
行
は
先

ず
御
裳
濯
河
を
組
み
、
俊
成
の
も
と
へ
送
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
俊
成
は
既
に

判
者
と
し
て
の
長
い
経
歴
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
判
の
筆

を
断
っ
て
い
た
空
白
期
の
最
中
に
あ
た
り
、
こ
の
歌
合
に
判
を
加
え
る
こ
と
を

し
ば
人
Ｉ
辞
し
て
い
る
。
し
か
し
さ
す
が
に
「
上
人
円
位
、
壯
年
の
昔
よ
り
互

に
己
を
知
れ
る
に
よ
り
て
、
世
の
契
り
を
結
び
了
り
き
」
と
判
詞
の
中
に
も
述

寺
へ
て
い
る
よ
う
に
古
い
馴
染
だ
け
に
、
い
な
み
き
れ
ず
に
判
を
つ
け
て
送
り
返

し
て
い
る
。
次
い
で
「
円
位
ひ
じ
り
、
歌
ど
も
を
伊
勢
の
内
宮
の
歌
合
と
て
判

う
け
侍
り
し
後
、
叉
外
宮
の
歌
合
に
も
思
う
心
あ
り
。
新
少
將
に
必
ず
判
し
て

と
て
か
き
け
れ
ば
云
々
」
（
長
秋
詠
藻
）
と
あ
る
よ
う
に
、
西
行
は
更
に
宮
河

三
十
六
番
を
番
え
て
定
家
の
も
と
に
送
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
定
家

は
時
に
二
十
六
才
、
さ
す
が
に
老
大
家
の
歌
の
判
は
つ
け
難
か
っ
た
も
の
と
み

え
、
度
々
辞
退
し
、
「
神
風
宮
河
の
歌
合
の
勝
負
、
記
し
附
く
べ
き
由
侍
り
し
こ

と
は
、
玉
く
し
げ
二
年
あ
ま
り
に
も
な
り
ぬ
。
」
と
践
文
に
記
し
て
い
る
よ
う

に
、
二
年
余
を
経
過
し
、
そ
の
書
写
の
出
来
上
っ
た
の
は
、
奥
書
に
よ
れ
ば
文

治
五
年
八
月
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
文
治
三
年
、
七
十
才
の
西
行
が
両
歌
合
を
組

み
、
七
十
四
才
の
俊
成
が
御
裳
濯
河
の
判
を
し
、
二
十
六
才
か
ら
二
年
間
熟
慮
を

宮
田
て

一
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重
ね
た
定
家
が
二
十
八
才
で
宮
河
の
判
を
記
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

西
行
の
歌
数
は
現
存
の
も
の
一
九
八
六
首
で
あ
る
。
（
日
本
古
典
全
書
「
山

家
集
」
解
説
）
こ
の
歌
数
は
歌
合
自
撰
後
、
建
久
元
年
死
に
至
る
ま
で
三
年
足

ら
ず
の
期
間
の
作
を
も
妄
」
の
中
に
含
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
竹
柏
園
藏
の

古
抄
本
山
家
集
の
奥
書
に
は
「
三
千
百
十
二
首
也
」
と
あ
る
由
で
、
現
存
の
も

の
以
外
に
、
そ
の
後
散
伏
し
た
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
す

る
と
文
治
三
年
の
自
撰
当
時
に
は
二
千
首
或
い
は
そ
れ
に
近
い
数
は
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
・
そ
の
中
か
ら
、
七
十
才
に
至
っ
た
西
行
自
身
が
価
値
あ
る
も
の
と
し

て
撰
ん
だ
一
四
四
首
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
や
は
り
珠
玉
の
作
品
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
番
え
ら
れ
た
二
首
は
、
西
行
に
と
っ
て
何
か
の
点
で
比
較
し
て
み

た
い
二
首
で
あ
り
、
そ
の
優
劣
を
自
分
で
は
決
め
か
ね
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
番
い
の
中
に
は
、
西
行
の
代
表
作
と
し
て
多
く
の
人
々
に
長
く
記
憶
さ
れ

た
歌
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
組
み
合
わ
せ
も
あ
り
、
現
代
の
批
評
眼
か
ら

す
れ
ぼ
、
そ
の
優
劣
は
一
見
し
て
明
ら
か
と
思
え
る
も
の
が
あ
る
・
そ
れ
を
も

西
行
が
番
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
見
落
せ
な
い
。
《
」
う
し
た
西
行
自
撰
の
番

い
に
歌
壇
の
大
御
所
俊
成
と
、
新
進
気
鋭
の
定
家
が
、
ど
ん
な
判
を
加
え
る
か
と

い
う
の
が
興
味
の
一
つ
の
焦
点
で
あ
る
。
西
行
が
所
謂
歌
壇
的
宮
廷
歌
人
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
わ
く
に
は
ま
ら
ぬ
自
由
な
放
浪
詩
人
で
あ
っ
た
だ
け

に
、
判
者
と
の
対
照
が
際
立
っ
て
い
る
。
ま
た
定
家
に
つ
い
て
は
こ
の
前
年
、

西
行
が
百
首
歌
を
勧
進
し
て
お
り
、
次
い
で
↑
」
の
判
を
依
頼
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
俊
成
の
子
と
い
う
歌
の
家
柄
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
ろ
う

が
、
や
は
り
定
家
の
素
質
と
天
分
と
を
洞
察
し
、
そ
の
將
来
を
嘱
目
し
て
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
。
定
家
も
そ
の
期
待
に
よ
く
応
え
、
後
の
歌
論
の
基
礎
を
こ
こ

に
踏
み
か
た
め
て
い
る
。
三
十
六
番
の
二
つ
の
歌
合
と
そ
の
判
と
い
う
さ
さ
や

か
な
作
品
で
あ
る
が
、
規
摸
の
大
き
い
こ
と
よ
り
も
確
実
な
資
料
と
し
て
、
こ

の
中
に
西
行
・
俊
成
・
定
家
の
人
と
文
学
と
そ
の
時
代
を
探
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
宮
河
歌
合
三
十
二
番
を

と
り
上
げ
た
い
。

宮
河
歌
合
三
十
二
番

左

道
か
は
る
み
ゆ
き
悲
し
き
今
夜
か
な
か
ぎ
り
の
旅
と
見
る
に
つ
け
て
も

右

松
山
の
浪
に
流
れ
て
来
し
船
の
や
が
て
空
し
く
な
り
に
け
る
か
な

左
右
と
も
に
旧
き
軍
事
と
な
す
。
故
に
判
を
加
へ
ず
。

歌
の
分
類
か
ら
す
れ
ば
哀
傷
の
部
に
入
る
べ
き
一
組
で
あ
る
が
．
①
こ
の
二

首
が
と
も
に
保
元
の
乱
に
か
ら
む
悲
劇
的
な
二
つ
の
死
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
、

、
定
家
が
判
を
加
え
て
い
な
い
↑
」
と
。
こ
の
二
つ
の
点
に
注
意
し
た
い
。

ま
ず
↑
」
の
二
首
の
作
ら
れ
た
事
情
を
探
っ
て
み
る
と
、
左
は
山
家
集
の
詞
書

「
に
を
さ
め
ま
ゐ
ら
せ
け
る
所
へ
わ
た
し
ま
ゐ
ら
せ
け
る
に
」
と
あ
り
、
こ
の

す
ぐ
前
に
同
じ
時
の
作
「
こ
よ
ひ
こ
そ
お
も
ひ
し
ら
る
れ
あ
さ
か
ら
ぬ
君
に
ち

ぎ
り
の
あ
る
み
な
り
け
り
」
が
あ
っ
て
、
詞
書
が
く
わ
し
い
。

一
院
か
く
れ
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
、
や
が
て
の
御
所
へ
わ
た
り
ま
ゐ
ら
せ
け

る
夜
、
高
野
よ
り
い
で
あ
ひ
て
ま
ゐ
り
あ
ひ
た
り
け
る
、
い
と
か
な
し
か
り

け
り
。
こ
の
の
ち
お
は
し
ま
す
ぺ
き
所
御
覧
じ
は
じ
め
け
る
そ
の
か
み
の
御

と
も
に
、
右
大
臣
さ
ね
よ
し
大
納
言
と
申
し
け
る
候
は
れ
け
り
。
し
の
ぱ
せ

お
は
し
ま
す
こ
と
に
て
、
又
人
さ
ぶ
ら
は
ざ
り
け
り
。
そ
の
御
と
も
に
さ
ぷ

ら
ひ
け
る
こ
と
の
お
も
ひ
い
で
ら
れ
て
、
を
り
し
も
こ
よ
ひ
に
ま
ゐ
り
あ
ひ

一
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た
る
、
む
か
し
い
ま
の
事
お
も
ひ
つ
づ
け
ら
れ
て
よ
み
け
る
。

コ
院
」
は
鳥
羽
院
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
崩
御
の
折
、
即
ち
保
元
元
年
七

月
、
西
行
三
十
九
才
の
作
で
あ
る
。
西
行
は
曽
っ
て
在
俗
の
青
年
時
代
を
、
こ
の

鳥
羽
院
の
仙
洞
に
下
北
面
の
武
士
と
し
て
奉
仕
し
た
。
「
こ
の
の
ち
お
は
し
ま

す
べ
き
所
云
々
」
は
鳥
羽
院
が
御
基
所
を
安
楽
寿
院
に
定
め
ら
れ
、
保
延
五
年

そ
の
竣
功
の
下
検
分
に
お
し
の
び
で
御
幸
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
西
行
も
警
護
の

一
員
と
し
て
加
わ
っ
た
こ
と
を
追
懐
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
十
七
年
前
の
御
幸

を
回
想
す
る
に
つ
け
て
も
、
↑
」
の
度
は
「
み
ち
か
は
る
み
ゆ
き
」
で
あ
り
、
そ

れ
は
二
度
と
還
御
の
な
い
御
幸
で
あ
る
。
そ
れ
に
ま
い
り
あ
わ
せ
た
の
は
「
浅

か
ら
ぬ
ち
ぎ
り
あ
る
身
」
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
「
か
な
し
き
今
夜
」
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
葬
送
の
悲
し
み
は
悲
劇
の
前
奏
曲
に
過
ぎ
な
い
。
↑
」
の
七
月
二

日
の
鳥
羽
院
崩
御
は
事
態
の
急
変
を
呼
び
、
同
月
十
一
百
、
崇
徳
院
は
鳥
羽
の

田
中
殿
を
出
て
、
白
河
の
前
齋
院
統
子
内
親
王
の
御
所
へ
お
入
り
に
な
り
、
藤
原

頼
長
を
主
謀
と
す
る
挙
兵
の
御
企
て
が
あ
っ
た
。
事
は
失
敗
に
終
り
翌
夜
仁
和

寺
に
移
ら
れ
御
剃
髪
に
な
っ
た
。

世
の
中
に
大
事
い
で
き
て
新
院
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
な
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
、

御
ぐ
し
お
ろ
し
て
仁
和
寺
の
北
院
に
お
は
し
ま
し
け
る
に
ま
ゐ
り
て
、
乗

賢
阿
闇
梨
い
で
あ
ひ
た
り
。
月
の
あ
か
く
て
よ
み
け
る

か
か
る
よ
に
か
げ
も
か
は
ら
ず
す
む
月
を
み
る
わ
が
み
さ
へ
う
ら
め
し
き

か
な

と
山
家
集
は
伝
え
て
い
る
。
烏
羽
院
の
御
大
葬
に
会
し
て
か
ら
旬
日
ば
か
り

に
し
て
崇
徳
院
の
も
と
に
参
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
崇
徳
院
へ
の
つ
な
が
り
は
、

主
家
徳
大
寺
家
出
身
の
待
賢
門
院
が
、
染
徳
院
の
御
母
君
に
あ
た
る
こ
と
に
よ

る
よ
う
で
あ
る
。
年
令
的
に
も
院
が
西
行
よ
り
一
才
年
下
で
、
西
行
は
和
歌
の
お

相
手
も
つ
と
あ
た
こ
と
の
あ
る
近
し
さ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
か
く
て
崇
徳
院
は

二
四

七
月
二
十
三
日
に
讃
岐
へ
渡
ら
れ
、
長
寛
二
年
八
月
、
か
の
地
で
崩
御
に
な

る
。
こ
の
間
八
年
、
讃
岐
の
女
房
と
西
行
と
の
間
に
は
し
ば
し
ば
便
り
が
交
わ
さ

れ
た
こ
と
が
山
家
集
に
見
え
て
い
る
。
崩
御
の
の
ち
三
年
を
経
た
仁
安
二
年
、

五
十
才
の
西
行
は
西
国
行
脚
に
出
て
、
松
山
を
訪
れ
白
峯
陵
に
詣
で
て
い
る
。

「
讃
岐
に
ま
う
で
て
、
松
山
の
津
と
申
す
所
に
院
お
は
し
ま
し
け
む
御
あ
と
だ

づ
ね
け
れ
ど
、
か
た
も
な
か
り
け
れ
ぱ
」
と
あ
っ
て
二
首
あ
る
。
そ
の
一
つ
が

こ
の
三
十
二
番
右
の
「
松
山
の
波
に
な
が
れ
来
し
船
の
」
で
あ
る
。
三
年
間
心

に
持
ち
続
け
ら
れ
、
純
化
さ
れ
た
哀
悼
の
気
持
は
、
激
情
に
身
を
滅
ぼ
す
態
の

も
の
で
は
な
く
、
静
か
な
口
吻
の
中
に
凝
結
し
た
強
さ
を
た
た
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
の
三
十
二
番
は
特
異
な
番
い
で
あ
る
。
権
力

争
奪
に
対
立
し
た
両
陣
営
の
二
人
の
上
皇
の
死
に
か
ら
ん
で
い
る
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
作
者
西
行
は
、
い
ず
れ
の
院
に
も
限
り
な
い
恩
遇
を
感

じ
、
深
い
敬
慕
の
情
を
抱
き
、
そ
の
死
を
悼
ん
で
い
る
。
し
か
し
彼
の
属
し
た

佐
藤
氏
や
、
主
家
に
あ
た
る
徳
大
寺
家
は
、
こ
の
対
立
に
関
し
て
利
害
錯
綜
し
た

複
雑
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
《
」
の
二
首
の
背
後
に
は
出
所
進
退
の
難
し
い
事

情
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
西
行
は
こ
の
二
首
を
一
組
に
番
え
て
判
を
請
う

て
い
る
。

一
方
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
定
家
は
「
左
右
と
も
に
衝
き
重
事
と
な
す
。
故
に

判
を
加
へ
ず
」
と
記
し
て
い
る
。
「
判
を
加
へ
ず
」
と
い
う
の
は
歌
の
価
値
が

伯
仲
し
て
い
て
、
そ
の
優
劣
が
認
め
難
い
と
い
う
「
持
」
の
判
を
つ
け
た
場
合

と
は
全
く
趣
き
を
異
に
す
る
・
宮
河
三
‐
’
１
六
番
中
に
も
こ
の
他
に
は
な
く
、
御
裳

濯
河
に
も
そ
の
例
を
見
な
い
。
ま
た
座
く
歌
合
史
上
に
も
数
少
い
例
で
は
な
か

ろ
う
か
。
優
劣
を
競
い
、
勝
負
を
判
定
す
る
こ
と
を
そ
の
本
来
の
目
的
と
す
る

歌
合
に
あ
っ
て
、
判
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
判
者
と
し
て
の
任
務
の
放
棄

｜｜’



で
あ
る
。
勿
論
、
左
右
の
作
者
が
互
い
に
勝
負
を
競
い
、
衆
議
判
ま
で
し
て
鎬

を
削
る
と
い
っ
た
世
の
歌
合
と
、
こ
の
自
歌
合
の
場
合
と
を
同
様
に
見
な
す
こ

と
は
適
当
で
な
い
。
し
か
し
和
歌
の
評
論
と
し
て
の
厳
粛
さ
に
お
い
て
相
違
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
歌
合
が
判
者
と
し
て
の
最
初
の
経
験
で
あ
る
二
十
八

才
の
定
家
に
、
判
者
の
自
覚
が
ま
だ
十
分
に
成
熟
し
き
っ
て
い
な
か
っ
た
と
も

見
ら
れ
よ
う
。
定
家
の
意
識
を
探
っ
て
み
る
と
、
こ
の
三
十
二
番
の
判
を
差
し

控
え
た
の
は
、
「
左
右
と
も
に
醤
き
重
事
と
な
す
。
故
に
」
で
あ
っ
て
、
歌
を

そ
の
文
学
的
価
値
に
於
い
て
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
以
前
の
問
題

に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
二
首
が
世
間
的
に
差
し
障

り
の
な
い
哀
傷
、
無
情
で
は
な
く
、
歴
史
的
事
件
と
い
う
「
重
事
」
の
中
に
そ
の

素
材
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
へ
の
配
慮
か
ら
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

左
の
「
道
か
は
る
」
は
西
行
三
十
九
才
の
作
で
、
↑
」
の
判
詞
の
書
か
れ
た
文
治
五

年
を
遡
る
こ
と
三
十
一
年
前
、
右
の
「
松
山
の
」
は
五
十
才
、
二
十
年
前
の
作

で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
「
菖
き
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
十
年
、
三
十
年
の
経

過
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
の
重
大
さ
を
慮
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
芸
術

の
世
界
に
遊
ぶ
「
歌
人
定
家
」
で
は
な
く
「
正
五
位
下
藤
原
定
家
」
が
感
ぜ
ら

れ
る
。
定
家
が
こ
う
し
た
二
つ
の
面
を
持
ち
、
宮
廷
人
と
し
て
の
定
家
が
、
時

に
和
歌
の
世
界
へ
入
り
こ
ん
で
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
芸
術
を
考
え
る
上

で
見
逃
せ
な
い
。
定
家
の
態
度
を
示
す
も
の
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
も
の
に

「
世
上
乱
逆
追
討
雌
満
耳
不
庄
之
、
紅
旗
征
戎
非
吾
事
」
と
い
う
明
月
記
の
一

節
が
あ
る
。
こ
れ
は
↑
」
の
判
よ
り
九
年
前
、
定
家
十
九
才
の
日
記
で
あ
る
。
世

上
の
争
乱
の
現
実
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
専
ら
詩
に
対
す
る
憧
慌
を
「
吾
事
」
と

し
て
芸
術
至
上
を
生
涯
の
生
き
方
と
し
た
証
左
と
さ
れ
て
い
る
。

、
し
か
し
こ
の
明
月
記
の
一
節
は
、
定
家
の
青
年
期
の
日
記
と
い
う
面
と
、
生

涯
の
生
き
方
の
姿
勢
と
い
う
面
と
の
二
つ
の
交
差
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
る
雲
へ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
一
」
に
は
、
一
途
に
己
が
心
中
の
問
題
に
集
中
し
て
い
る
文
学

青
年
ら
し
い
潔
癖
さ
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
反
面
「
世
上
乱
逆
」
「
紅
慎
征
戎
」

を
「
吾
事
‐
一
の
外
に
お
く
と
い
う
だ
け
で
、
そ
の
現
実
と
如
何
に
対
決
し
て
い

く
か
と
い
う
点
で
は
、
弱
さ
を
も
包
瓶
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
保
元
の
乱

と
い
う
争
乱
の
現
実
に
生
き
て
、
そ
の
能
活
の
中
の
哀
歓
を
歌
い
あ
げ
る
こ
と

を
も
「
吾
事
」
と
し
た
西
行
の
作
品
に
対
し
て
、
そ
の
芸
術
的
評
価
を
差
し
控

え
る
と
い
う
態
度
の
素
因
を
、
九
年
前
の
《
‐
一
の
日
記
は
奥
深
く
に
も
っ
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
｛
」
の
九
年
間
に
は
「
紅
庇
征
戎
非
吾
事
」
と
道
破

し
た
堀
爽
と
し
た
青
年
ら
し
さ
か
ら
、
悩
俗
へ
の
配
慮
を
考
え
る
と
と
い
う
態

度
へ
一
つ
の
屈
折
を
み
せ
て
い
る
。
こ
の
三
十
二
番
の
と
り
上
げ
方
は
、
こ
の

歌
合
の
践
文
に
「
位
な
ほ
五
品
に
沈
み
て
、
未
だ
三
笠
の
山
の
雲
の
ほ
か
一
人

拾
遺
の
名
を
恥
ぢ
、
九
重
の
月
の
も
と
に
久
し
く
漉
渚
の
愁
へ
に
く
だ
る
」

と
、
．
し
き
り
に
官
位
を
気
に
し
て
い
る
こ
と
に
も
通
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

み
て
く
る
と
、
彼
が
生
活
の
一
切
を
芸
術
に
従
属
さ
せ
て
芸
術
至
上
を
生
涯
の

生
き
方
と
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
時
に
彼
の
芸
術
が
世
俗
的
な
も
の
に

従
属
さ
せ
ら
れ
た
事
実
の
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
き

わ
め
て
世
俗
的
な
一
面
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
｛
」
と
は
、
軍
に
定
家
の
個
性
だ

け
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
定
家
の
属
し
た
宮
廷
人
の
数
多
く
が
持
っ
て
い
た

宿
命
的
な
一
面
で
も
あ
る
。
譲
位
さ
れ
た
高
倉
院
の
御
仏
名
に
参
じ
よ
う
と
し

て
、
父
俊
成
に
制
止
さ
れ
た
記
事
が
、
や
は
り
明
月
記
に
み
え
る
。
定
家
の
人

間
形
成
の
一
つ
の
過
程
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

定
家
が
三
十
二
番
を
芸
術
的
価
値
以
前
の
と
↑
」
ろ
呑
把
え
た
の
に
対
し
て
、

↑
」
の
二
首
を
番
え
て
判
を
請
う
た
西
行
は
異
っ
た
次
元
に
立
っ
て
い
る
。
烏

二
五

’



“
羽
・
崇
徳
両
院
の
恩
遇
を
思
い
、
そ
の
崩
御
を
悼
ん
で
い
る
が
、
そ
の
悲
痛
な

感
情
は
、
そ
の
た
め
に
憤
激
の
行
動
に
訴
え
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な

い
。
人
間
生
活
或
る
日
は
歓
喜
に
、
叉
或
る
日
は
悲
歎
に
と
動
い
て
や
ま
な
い

が
、
こ
の
哀
歓
が
行
動
を
離
れ
て
無
関
心
の
鑑
賞
に
な
ご
む
と
こ
ろ
に
和
歌
が

成
立
す
る
。
こ
の
二
首
も
悲
痛
な
感
情
が
関
心
事
を
は
な
れ
、
悲
劇
的
杼
情
と

し
て
心
の
内
面
に
奥
深
く
凝
結
し
、
そ
こ
に
人
間
の
精
神
を
純
化
さ
せ
、
人
間

価
値
の
強
靱
性
を
創
造
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
二
首
の
芸
術
的

価
値
の
優
劣
を
定
家
に
問
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
じ
歌
を
と
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
、
一
方
は
世
俗
的
関
心
事
を
慮
っ
て
批

評
の
口
を
つ
ぐ
み
、
ま
た
一
方
は
人
事
蔦
藤
の
現
実
の
中
か
ら
取
材
し
た
詠
歎

を
、
そ
の
純
粋
性
に
お
い
て
問
題
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
対
脈
的
な
二

つ
の
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
定
家
を
束
縛
し
、
他
方
西
行
を
解
放
し
た
も

の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
‐
し
か
し
そ
れ
は
簡
単
に
解
明

で
き
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
西
行
が
出
家
の
身
で
あ
り
、
隠
者

と
よ
ば
れ
る
生
活
様
式
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

３

保
元
の
争
乱
の
渦
と
西
行
と
の
関
わ
り
合
い
に
つ
い
て
、
尾
山
篤
二
郎
氏
は

「
西
行
の
生
涯
」
（
「
西
行
法
師
全
歌
集
」
付
録
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
令
へ
て
お
ら
れ
る
。

若
し
西
行
に
し
て
尚
十
六
年
男
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
宣
旨
の
御
使
を
畏
み

お
受
け
し
た
か
、
院
宣
を
申
承
っ
た
か
、
兎
に
角
攻
守
何
れ
か
の
一
軍
を
指

揮
し
て
合
戦
の
庭
に
加
つ
た
ろ
う
と
想
像
す
る
こ
と
、
↑
」
れ
は
自
由
で
あ

る
。
だ
が
佐
藤
氏
は
、
前
九
年
後
三
年
の
役
以
来
関
東
東
北
の
地
盤
を
源
氏

一
一
一
ハ

に
荒
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
源
氏
と
は
善
い
筈
が
な
い
。
崇
徳
院
に
は
特
別
な

御
関
係
は
あ
っ
た
が
、
若
し
為
義
一
党
が
白
河
の
上
西
門
院
御
所
へ
参
殿
し

、
た
と
聞
い
た
な
ら
ば
果
し
て
ど
う
進
退
し
た
で
あ
ら
う
か
。
一
方
官
軍
方
で

は
公
家
上
席
に
西
行
の
主
家
内
大
臣
実
能
が
あ
っ
て
見
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
む

げ
に
否
む
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
若
し
尚
十
六
年
男
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
」
と
い
う
仮
定
に
立
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
裏
が
え
せ
ぱ
、
当
時
既
に
「
男
」
で
な
か
っ
た
か

ら
、
合
戦
の
い
ず
れ
の
陣
営
に
も
属
さ
な
か
っ
た
か
わ
り
に
、
こ
の
進
退
の
難

し
さ
を
超
え
て
両
院
の
も
と
へ
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

鳥
羽
院
の
御
葬
送
を
悼
ん
だ
左
の
「
み
ち
か
は
る
」
に
続
く
山
家
集
の
一
首
に

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

を
さ
め
ま
ゐ
ら
せ
て
の
ち
、
御
と
も
に
さ
ぶ
ら
は
れ
け
る
人
々
、
た
と

へ
む
か
た
な
く
か
な
し
な
が
ら
、
か
ぎ
り
あ
る
事
な
れ
ば
帰
ら
れ
に
け

り
。
は
し
め
た
る
事
あ
り
て
、
あ
く
る
ま
で
さ
ぶ
ら
ひ
て
よ
め
る

と
は
ば
や
と
お
も
ひ
よ
ら
で
ぞ
な
げ
か
ま
し
む
か
し
な
が
ら
の
我
が
身
な

り
せ
ぱ

す
で
に
「
昔
な
が
ら
の
身
」
で
な
か
っ
た
こ
と
が
「
と
は
ぱ
や
と
思
ひ
よ
ら

で
な
げ
く
」
と
い
う
こ
と
か
ら
行
動
を
自
由
に
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
こ

の
｛
」
と
は
同
様
に
崇
徳
院
へ
参
上
す
る
自
由
を
も
保
証
し
能
よ
う
で
あ
る
。
ゞ

次
に
、
自
由
に
解
き
放
た
れ
た
行
動
の
結
果
が
、
単
に
葬
送
に
会
し
、
通
夜

読
経
し
て
供
養
し
た
（
」
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
心
情
を
「
道
か
は
る
」
の
詠

に
結
晶
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
仁
和
寺
に
参
じ
た
時
も
同
様
で
前

述
の
よ
う
に
「
か
か
る
よ
に
か
げ
，
も
か
は
ら
ず
す
む
月
を
見
る
わ
が
み
さ
へ
う

ら
め
し
き
か
な
」
の
一
首
を
残
し
て
い
た
。
行
動
の
自
由
が
、
不
幸
な
御
境
涯



に
同
情
し
て
息
せ
き
馳
せ
参
ず
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
》
」

と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
激
動
期
の
現
実
の
中
に
生
き
る
一
人
の
人
間
の
哀
歓
を
歌

う
自
由
を
そ
こ
に
獲
得
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宮
河
歌
合
三
十
二
番

を
番
え
て
、
文
学
的
価
値
を
問
題
に
し
得
た
自
由
も
こ
の
こ
と
と
関
わ
っ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
諺
フ
か
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
三
十
二
番
に
お
い
て
、
定
家
と
対
脈
的
と
思
わ

れ
る
態
度
を
西
行
に
と
ら
せ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
詞
や
は
り
西
行
が
出
家
の

牙
で
あ
り
、
隠
遁
の
生
活
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
十
二
番
は
定
家
が
世
俗
的
関
心
事
と
し
て
の
現
実
に
と
ら
わ
れ
て
、
芸
術
の

中
に
お
い
て
現
実
を
受
け
と
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
弱
さ
を
見
せ
た
の
に
対
し

て
、
西
行
は
関
心
事
と
し
て
の
現
実
か
ら
離
れ
た
所
に
立
つ
こ
と
に
上
っ
て
、

作
品
の
中
で
現
実
の
哀
歓
を
歌
い
得
、
そ
の
芸
術
的
価
値
を
問
題
に
し
得
た
と

い
う
対
照
で
あ
っ
た
。
関
心
事
と
し
て
の
現
実
を
離
れ
る
の
に
出
家
、
隠
遁
と

い
う
生
活
態
度
が
役
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
隠
遁
生
活
は
逃
避
で

あ
り
、
逃
避
に
か
ら
む
諦
め
は
奮
斗
性
の
な
い
卑
屈
の
悪
徳
と
し
て
時
に
指
弾

さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
一
応
の
道
理
が
あ
っ
て
、
積
極
的
に
除
去
し
克
服
す
る
↑
」

と
の
可
能
性
が
明
ら
か
な
場
合
に
、
努
力
を
逃
避
し
、
諦
観
す
る
こ
と
は
も
と

よ
り
指
弾
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
歴
史
の
激
変
期
の
悲
劇
的
葛
藤
は
、

そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
い
つ
も
客
観
的
に
克
服
さ
れ
る
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。
西

行
は
平
安
末
期
の
現
実
の
中
に
生
き
て
、
杼
情
詩
の
方
法
に
お
い
て
真
実
を
歌

い
え
た
数
少
い
歌
人
の
一
人
で
あ
る
が
、
川
家
の
鏥
活
、
山
林
の
自
由
が
そ
こ

で
果
し
た
役
割
は
大
き
く
、
こ
の
時
代
と
し
て
の
穂
極
的
な
意
味
を
認
め
ね
ば

な
ら
な
い
。
隠
者
文
学
が
現
世
の
生
の
無
意
味
さ
を
説
く
精
神
で
あ
る
と
い
う

見
か
た
も
あ
ろ
う
が
、
世
捨
人
西
行
が
現
世
の
人
間
の
哀
歓
を
純
化
し
、
生
の

意
味
を
深
め
得
て
い
る
一
」
と
を
上
来
見
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
隠
者
文
学
と
呼

ば
れ
る
系
列
の
評
価
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
更
に
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。

へ
山
家
集
は
日
本
古
典
全
書
本
、
宮
河
歌
一

重
ロ
の
本
文
は
同
上
「
歌
合
集
」
に
よ
る
、

二
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