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朝
顔
斎
院
は
、
源
氏
と
交
渉
を
も
ち
な
が
ら
、
源
氏
の
求
婚
に
応
じ
な
か
っ

た
珍
ら
し
い
女
性
で
あ
っ
た
が
、
源
氏
は
こ
の
朝
顔
斎
院
の
人
間
的
短
所
を
一

度
も
口
に
し
た
こ
と
な
く
、
最
後
ま
で
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
点
で
も
珍
ら

し
い
女
性
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
源
氏
と
の
出
会
い
の
早
々
か
ら
、
源

氏
の
尊
敬
を
集
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

源
氏
が
そ
の
初
期
、
「
は
か
な
し
ご
と
」
の
相
手
と
し
て
待
遇
し
て
い
た
頃

か
ら
出
発
し
て
、
遂
に
尊
敬
の
念
を
も
つ
に
い
た
る
過
程
は
、
そ
の
問
に
一
つ

の
断
層
が
あ
っ
て
構
想
的
・
素
材
的
に
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
源

氏
を
し
て
そ
こ
に
至
ら
し
め
た
の
は
、
朝
顔
斎
院
と
い
う
女
が
、
選
子
内
親
王

を
準
拠
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
原
困
が
あ
っ
た
と
思
う
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
次
に
述
べ
て
ゑ
た
い
・

朝
顔
斎
院
が
源
氏
物
語
に
初
め
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
帝
木
の
巻
で
あ
る
。

源
氏
が
方
違
え
で
紀
伊
守
の
家
に
行
く
と
、
女
房
た
ち
が
、
ひ
そ
ひ
そ
と
源
氏

の
噂
話
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

「
い
と
い
た
う
ま
め
だ
ち
て
、
ま
だ
き
に
、
や
む
ご
と
な
き
よ
す
が
、
定

ま
り
給
へ
る
こ
そ
、
さ
う
ざ
う
し
か
ん
め
れ
。
さ
れ
ど
、
さ
る
べ
き
隈
に

朝
顔
斎
院

朝

顔
斎
院

“
■
▼
ｑ
Ｏ
ｐ

は
、
よ
く
こ
そ
隠
れ
あ
り
き
絵
ふ
な
れ
」
な
ど
い
ふ
に
も
、
恩
す
こ
と
の

み
心
に
か
か
り
給
へ
ぱ
、
ま
づ
胸
つ
ぶ
れ
て
、
か
や
う
の
つ
い
で
に
も
、

人
の
言
ひ
も
ら
さ
む
を
、
聞
き
つ
け
た
ら
む
時
、
な
ど
覚
え
給
ふ
。
異
な

る
》
」
と
な
け
れ
ば
、
聞
き
さ
し
給
ひ
つ
・
式
祁
卿
の
宮
の
姫
君
（
朝
顔
斎

院
）
に
、
朝
顔
奉
り
給
ひ
し
歌
な
ど
を
、
す
こ
し
ほ
ほ
ゆ
が
め
て
語
る
も

間
ゆ
。
（
日
本
古
典
全
書
本
、
以
下
同
じ
）

源
氏
が
式
部
卿
の
宮
の
姫
君
に
朝
顔
を
奉
っ
た
歌
が
、
女
房
た
ち
に
間
違
っ

て
話
し
合
わ
れ
て
い
て
も
、
源
氏
に
と
っ
て
そ
ん
な
こ
と
は
、
別
段
変
っ
た
こ

と
で
も
な
く
、
「
聞
き
さ
し
」
て
よ
い
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
よ
り
も
、
こ

の
時
の
源
氏
に
は
、
「
藤
壷
と
の
川
の
秘
密
が
噂
さ
れ
て
い
な
い
か
」
と
い
う
こ

と
だ
け
が
、
気
が
か
り
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
秘
密
は
話
し
合
わ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
源
氏
は
、
「
さ
る
べ
き
隈
に
は
、
よ
く
こ
そ
隠
れ
あ
り
き
」

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
さ
る
べ
き
隈
」
の
中
に
、
式
祁
卿
の
宮
の
姫
君
を

ふ
く
ん
で
い
る
と
考
え
て
も
不
脚
然
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
文
か
ら

も
首
肯
さ
れ
る
。

大
殿
に
は
、
か
く
の
み
定
め
な
き
御
心
を
、
心
づ
き
な
し
と
思
せ
ど
、
あ

ま
り
つ
つ
ま
ぬ
御
気
色
の
い
ふ
か
ひ
な
げ
れ
ぱ
に
や
あ
ら
む
、
深
う
し
も

怨
じ
聞
え
給
は
ず
。
（
葵
）

森
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朝
顔
斎
院
と
の
恋
は
大
つ
び
ら
で
、
洲
氏
は
隠
す
気
持
な
ど
な
い
の
で
、
典
の

葵
上
は
恨
む
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
あ
る
。

昔
に
変
る
御
有
様
な
ど
を
ば
、
こ
と
に
何
と
も
思
し
た
ら
ず
、
か
や
う
の

は
か
な
し
ご
と
ど
も
を
、
紛
る
る
こ
と
な
き
ま
ま
に
、
こ
な
た
か
な
た
と

恩
し
悩
め
り
。
（
擬
木
）

朝
顔
が
斎
院
に
な
っ
て
か
ら
も
「
か
や
う
の
は
か
な
し
ご
と
」
、
つ
ま
り
朝
顔

や
朧
月
夜
た
ち
へ
の
し
の
び
歩
き
を
、
よ
く
つ
と
め
て
い
る
。

要
す
る
に
、
源
氏
は
帝
木
の
巻
以
前
か
ら
、
朝
顔
斎
院
の
も
と
に
し
の
び
通
っ

て
い
た
。
そ
し
て
、
大
し
て
源
氏
の
心
に
と
ど
ま
っ
て
も
い
な
い
女
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
「
式
部
卿
の
宮
の
姫
君
に
、
朝
顔
奉
り
給
ひ
し
歌
な
ど
を
、

す
こ
こ
ほ
ほ
ゆ
が
め
て
語
る
も
剛
ゆ
』
の
文
で
、
式
部
卿
の
宮
の
加
君
の
登
場

●

の
し
か
た
が
、
余
り
に
唐
突
で
あ
る
か
ら
、
不
脚
然
で
あ
り
、
桐
壺
の
巻
の
汰

に
輝
く
日
の
宮
の
巻
を
想
定
し
、
そ
こ
で
源
氏
と
藤
壺
の
恋
、
源
氏
と
朝
顔
の

恋
が
、
主
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
の
が
、
何
か
の
事
情
で
脱
落
し
た
」
と
す
る

説
が
あ
る
。
今
こ
こ
で
「
輝
く
日
の
宮
」
の
巻
の
存
非
を
論
じ
よ
う
と
思
わ
な

い
が
、
朝
顔
斎
院
に
関
し
て
だ
け
に
つ
い
て
い
え
ば
、
源
氏
の
刺
激
斎
院
に
対

す
る
待
遇
・
印
象
の
軽
さ
か
ら
み
て
、
右
の
前
文
「
さ
る
べ
き
隈
に
は
、
よ
く

こ
そ
隠
れ
あ
り
き
給
ふ
な
れ
」
で
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
っ
て
、
朝
顔
斎
院
と
の

交
渉
が
、
「
輝
く
日
の
宮
」
の
巻
で
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
重
要
で
は
な

か
っ
た
と
思
う
。

さ
て
、
斎
院
と
か
斎
宮
と
か
、
神
に
仕
え
る
方
に
男
が
通
う
と
い
う
構
想
は
、

当
時
斎
王
を
め
ぐ
る
歴
史
的
事
実
や
、
ま
た
そ
れ
が
物
語
化
さ
れ
た
も
の
か
ら

の
影
響
に
も
負
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
当
時
、
斎
宮
や
斎
院
が

一
一
種
の
社
交
場
と
な
り
、
殿
上
人
た
ち
の
訪
問
も
し
き
り
で
、
敬
会
・
管
絃
の

占
壱
Ｂ
ｙ
ｌ
ｌ
ｑ
も

遊
び
な
ど
も
行
わ
れ
た
。
逸
子
内
親
王
の
大
斎
院
御
集
の
訓
書
の
中
に
、

殿
上
人
あ
ま
た
参
り
た
る
に
、
み
門
を
さ
し
た
れ
ば
、
内
へ
も
え
参
ら

で
、
御
消
息
を
聞
え
て

と
か
、
ま
た

し
も
〃
廿
Ⅱ
あ
ま
り
の
夜
中
ば
か
り
、
術
門
督
、
宰
州
中
将
、
椎
中
将
、

蔵
人
の
少
将
、
山
の
井
な
ど
、
か
む
た
ち
め
七
八
人
ば
か
り
つ
れ
て
参
り

た
ま
へ
り
・

と
か
承
え
る
し
、
栄
華
物
語
に
も
、

今
年
も
十
月
に
斎
院
に
行
啓
あ
り
。
こ
の
度
は
五
六
日
ば
か
り
お
は
し
ま

す
。
十
月
廿
余
日
庚
申
な
る
に
、
上
達
部
殿
上
人
ま
ゐ
り
、
あ
そ
び
の
方

の
人
も
、
ふ
象
の
通
の
人
有
も
召
し
あ
つ
め
、
残
る
な
く
ま
ゐ
り
て
、
歌

よ
み
あ
そ
び
な
ど
あ
り
。
（
殿
上
の
花
見
・
下
）

と
あ
る
。
こ
う
い
う
外
来
者
は
、
多
く
の
場
合
、
斎
王
づ
き
の
女
房
に
通
う
こ

と
が
多
か
っ
た
が
、
伊
勢
物
語
六
十
九
段
で
は
斎
王
に
通
う
話
が
み
え
る
。
六

十
九
段
の
あ
ら
ま
し
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

昔
、
男
が
伊
勢
の
岡
に
狩
の
使
と
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
斎
宮
の
親
が
「
こ

の
使
の
人
を
特
に
厚
過
せ
よ
」
と
斎
宮
に
言
っ
た
の
で
、
斎
宮
は
自
分
の

邸
に
例
を
迎
え
世
話
を
し
た
。
二
日
日
の
夜
、
人
日
を
し
の
ん
で
斎
宮
が

男
の
部
屋
に
行
き
、
二
人
は
二
・
三
時
間
会
っ
た
。
翌
朝
、
歌
の
贈
答
を

し
た
。
次
の
夜
は
、
男
は
国
守
の
招
待
を
受
け
酒
宴
に
列
席
し
た
た
め
、

斎
宮
と
会
え
ず
、
翌
朝
後
髪
を
引
か
れ
る
思
い
で
都
へ
と
立
っ
た
。

最
後
に
後
人
の
補
注
か
と
思
わ
れ
る
が
、
斎
宮
は
文
徳
天
皇
の
女
で
、
惟
喬
親

王
の
妹
の
恰
子
内
親
王
で
あ
る
、
と
記
し
て
あ
る
。
六
十
九
段
は
小
式
部
内
侍

本
で
は
冒
頭
に
置
か
れ
、
「
狩
使
本
」
の
初
段
を
飾
る
が
、
一
説
に
は
こ
の
点

b



か
ら
「
伊
勢
物
誘
」
の
名
が
生
じ
た
と
い
わ
れ
る
。
伊
勢
物
語
は
、
「
狩
使
本
」

と
「
初
冠
本
」
と
二
系
統
が
あ
り
、
そ
の
成
立
、
構
成
に
つ
い
て
は
諸
説
か
あ

り
、
軽
灸
し
く
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
「
狩
使
本
」
の
冒
頭

に
あ
る
伊
勢
斎
宮
の
段
か
ら
は
、
紫
式
部
も
鮮
や
か
な
印
象
を
受
け
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。

結
局
、
現
実
の
斎
王
を
め
ぐ
る
事
件
と
か
、
物
語
な
ど
に
刺
激
さ
れ
て
、
源

氏
物
語
で
六
条
御
息
所
が
娘
の
斎
宮
に
添
っ
て
野
宮
に
い
る
の
を
抓
氏
が
訪
れ

る
段
（
擾
木
）
と
か
、
朝
顔
斎
院
に
源
氏
が
通
う
こ
と
と
か
の
蒲
想
が
得
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。

一
一
口

朝
顔
斎
院
に
関
す
る
記
述
は
、
賢
木
の
巻
の
次
は
朝
顔
の
巻
に
な
る
。

斎
院
は
、
御
服
に
て
下
り
居
給
ひ
に
き
か
し
。
大
臣
、
例
の
思
し
そ
め
つ

る
こ
と
絶
え
ぬ
御
く
せ
に
て
、
御
と
ぶ
ら
ひ
な
ど
い
と
蕊
う
Ⅲ
え
給
ふ
。

宮
、
わ
づ
ら
は
し
か
り
し
こ
と
を
恩
せ
ぱ
、
御
返
も
う
ち
と
け
て
聞
え
給

は
ず
。
い
と
ｎ
憎
し
、
と
思
し
わ
た
る
。

朝
顔
は
、
父
桃
園
式
部
卿
宮
が
他
界
し
た
為
、
そ
の
喪
に
服
す
る
の
で
斎
院

を
退
い
た
の
で
あ
っ
た
。
「
宮
、
わ
づ
ら
は
し
か
り
し
こ
と
を
思
せ
ぱ
」
の
文

か
ら
、
ま
た
前
述
の
巻
の
文
な
ど
か
ら
察
す
る
と
、
朝
顔
の
斎
院
時
代
に
源
氏

は
、
何
回
か
通
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
・
し
か
る
に
、
そ
う
い
う
源
氏
の
具
体

的
な
行
動
は
少
し
も
描
か
な
い
で
、
「
わ
づ
ら
は
し
か
り
し
こ
と
」
で
終
っ
て

い
る
の
は
、
作
者
が
、
そ
う
い
う
描
写
を
し
て
象
て
も
意
味
が
な
い
、
と
考
え

た
に
違
い
な
い
。
作
者
が
時
々
用
い
る
「
く
だ
く
だ
し
き
こ
と
」
の
中
に
入
る

の
で
あ
る
。
源
氏
の
共
体
的
行
動
が
な
い
と
こ
ろ
に
、
作
者
の
解
釈
が
あ
る
。

朝
顔
斎
院

』
■
０
７
１

思
う
に
、
朝
顔
が
斎
院
を
退
く
ま
で
の
巻
（
朝
顔
の
巻
以
前
）
は
、
源
氏
の

行
動
に
主
を
お
き
、
源
氏
の
側
か
ら
描
写
し
て
い
く
傾
向
が
強
い
。
従
っ
て
、

前
に
の
べ
た
よ
う
に
、
源
氏
か
ら
み
て
朝
顔
の
よ
う
に
待
遇
・
印
象
の
軽
い
女

と
の
話
は
、
さ
し
て
意
味
を
持
た
ず
、
省
略
に
従
う
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
（
例
え
、
斎
院
と
い
う
特
異
な
立
場
の
女
で
も
、
源
氏
か
ら
す
れ
ば
俗

界
の
女
と
変
ら
な
か
っ
た
。
）
と
こ
ろ
が
、
朝
顔
の
巻
以
後
（
と
い
っ
て
も
、
朝
顔

の
巻
が
大
分
を
占
め
、
後
は
殆
ん
ど
登
場
し
な
い
）
で
は
、
主
体
は
朝
顔
に
あ

り
、
源
氏
は
従
偶
し
て
い
る
伽
向
に
あ
る
。
前
に
「
樅
想
上
、
一
応
の
断
岬
が

あ
る
」
と
述
べ
た
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
一
巻
ず
つ
の
物
語

絵
中
心
に
展
開
し
て
い
っ
た
面
か
ら
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
或
い
は
当
然
の
こ
と

と
受
け
取
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
源
氏
と
朝
顔
の
交
渉
を
、
内
面

的
に
、
精
神
的
に
、
よ
り
主
体
的
に
と
ら
え
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
や
は
り
こ

れ
は
、
作
者
の
姿
勢
の
転
換
で
あ
り
、
作
者
の
創
作
意
識
の
曲
り
角
と
し
て
注

Ⅱ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
特
に
、
朝
顔
の
巻
を
た
て
て
、
こ
こ
に
新

し
く
朝
顔
の
生
き
方
と
結
婚
観
を
ま
と
め
上
げ
た
こ
と
は
、
重
要
な
点
で
あ
る
。

さ
て
、
朝
顔
は
既
に
斎
院
に
た
つ
前
か
ら
、
源
氏
と
の
交
渉
は
極
め
て
値
重

で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
の
朝
顔
に
つ
い
て
、
殆
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
わ

ず
か
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
文
か
ら
推
察
は
で
き
る
。

か
か
る
こ
と
を
聞
き
給
ふ
に
も
、
朝
顔
の
姫
君
は
、
い
か
で
人
に
似
じ
、

と
深
う
思
せ
ぱ
、
は
か
な
き
さ
ま
な
り
し
御
返
な
ど
も
、
を
さ
を
さ
な

し
。
（
葵
）

「
か
か
る
こ
と
」
つ
ま
り
、
六
条
御
思
所
が
源
氏
の
愛
情
の
薄
い
こ
と
を
嘆

い
て
い
る
、
そ
う
い
う
よ
う
な
憂
き
目
に
な
る
ま
い
と
心
づ
も
り
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
朝
敵
の
巻
に
な
る
と
、
朝
顔
の
こ
う
い
う
姿
勢
が
固
ま
っ
て
、
源
氏

心
■
唾
■
■
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の
求
婚
に
も
応
じ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
拠
所
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
経
過
を
ふ
み
な
が
ら
理
由
を
探
っ
て
み
る
。

朝
顔
の
父
、
故
桃
園
式
部
卿
宮
の
妹
に
、
女
五
の
宮
が
い
る
。
こ
の
人
は
、

桐
壷
帝
や
大
宮
の
妹
で
、
源
氏
と
朝
顔
の
叔
母
に
当
る
人
だ
が
、
こ
の
人
が
父

亡
き
後
の
朝
顔
の
お
世
話
を
し
て
い
る
。
源
氏
が
こ
の
方
の
も
と
・
を
訪
れ
る
と
、

女
五
の
宮
は
、

三
の
宮
（
大
宮
）
う
ら
や
ま
し
く
、
さ
る
べ
き
御
ゆ
か
り
添
ひ
て
、
親
し

く
兄
奉
り
給
ふ
を
う
ら
や
み
侍
る
。
こ
の
亡
せ
給
ひ
ぬ
る
も
、
さ
や
う
に

こ
そ
悔
い
給
ふ
折
々
あ
り
し
か
。
（
削
顔
）

と
の
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
朝
顔
を
脈
氏
に
嫁
が
せ
る
こ
と
は
，
故
父
宮
の
希
望

で
も
あ
っ
た
し
、
女
五
の
宮
の
希
望
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
れ
を
聞
い
て
、
源
氏
は
、

さ
も
侍
ひ
馴
れ
な
ま
し
か
ぱ
、
い
か
に
思
ふ
さ
ま
に
侍
ら
ま
し
。
（
朝
顔
）

と
述
べ
て
、
そ
う
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
ま
た
、
女
五
の
宮
は
朝
顔
に
向

か
っ
て
、
同
様
に
故
父
宮
の
希
望
を
伝
え
、
次
に

今
は
そ
の
、
や
む
ご
と
な
く
え
さ
ら
ぬ
筋
に
て
も
の
せ
ら
れ
し
人
（
葵

上
）
さ
へ
亡
く
な
ら
れ
に
し
か
ぱ
、
げ
に
な
ど
て
か
は
、
さ
や
う
に
て
お

は
せ
ま
し
も
あ
し
か
る
ま
じ
、
と
う
ち
覚
え
侍
る
に
も
、
さ
ら
が
へ
り
て

か
く
ね
ん
ご
ろ
に
聞
え
給
ふ
も
、
さ
る
べ
き
に
も
あ
ら
む
、
と
な
む
思
ひ

侍
る
。
（
少
女
）

と
の
べ
て
い
る
。
ま
た
、
世
人
も
、

似
げ
な
か
ら
ぬ
御
あ
は
ひ
な
ら
む
（
如
顔
）

と
評
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
源
氏
も
、
故
父
宮
も
、
女
五
の
宮
も
、
世
人
も
、
周
囲
の
皆

が
、
二
人
の
結
ば
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
そ
の
上
、
二
人
の
結
婚
を
邪
魔

4

す
る
勢
力
と
て
な
い
の
で
あ
る
。
朝
顔
を
し
て
求
婚
に
応
じ
う
る
客
観
的
条
件

は
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
整
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
朝
顔
は
、
求
婚
に
応
じ
よ
う

と
し
な
い
。
そ
の
一
応
の
理
由
は
少
女
の
巻
に
承
え
る
。

故
宮
に
も
、
し
か
心
ご
は
き
も
の
に
思
は
れ
奉
り
て
、
過
ぎ
侍
り
に
し

を
、
今
更
に
ま
た
世
に
な
び
き
侍
ら
む
も
、
い
と
つ
き
な
き
こ
と
、
に
な

む
。
（
少
女
）

つ
ま
り
、
故
父
宮
に
も
以
曲
洲
氏
の
求
婚
を
こ
ば
ん
だ
た
め
に
「
強
情
者
」
と

思
わ
れ
続
け
て
き
た
。
そ
れ
が
、
葵
上
が
な
く
な
っ
て
、
条
件
が
よ
く
な
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
、
今
更
に
そ
の
強
情
を
ま
げ
る
の
は
「
い
と
つ
き
な
き
こ
と
」

な
の
だ
。
一
応
朝
顔
の
理
由
は
通
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、
朝
顔
が
な
ぜ
こ

ば
ん
だ
の
か
、
肝
心
の
と
こ
ろ
に
触
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
の
解
明

に
進
む
と
、
朝
顔
の
巻
に

昔
わ
れ
も
人
も
若
や
か
に
罪
ゆ
る
さ
れ
た
り
し
世
に
だ
に
、
故
宮
な
ど
の

心
よ
せ
恩
し
た
り
し
を
、
な
ほ
あ
る
ま
じ
く
は
づ
か
し
と
思
ひ
聞
え
て
や

み
に
し
を
（
朝
顔
）

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
な
ほ
あ
る
ま
じ
く
は
づ
か
し
」
が
理
由
の
よ
う

だ
が
、
こ
れ
で
も
な
お
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
の
点
を
一
層
具
体
的
に
説
明
し

て
い
る
の
が
汰
の
段
で
あ
る
。

げ
に
、
人
の
ほ
ど
の
を
か
し
ぎ
に
も
、
あ
は
れ
に
も
恩
し
知
ら
ぬ
に
は
あ

ら
ね
ど
、
も
の
恩
ひ
知
る
さ
ま
に
見
え
奉
る
と
て
、
お
し
な
べ
て
の
世
の

人
の
、
め
で
Ⅲ
ゆ
ら
む
列
に
や
恩
ひ
な
さ
れ
む
、
か
つ
は
、
軽
友
し
き
心

の
ほ
ど
も
見
知
り
紬
ひ
ぬ
く
く
、
は
づ
か
し
げ
な
め
る
御
有
様
を
、
と
恩

せ
ぱ
、
な
つ
か
し
か
ら
む
情
も
、
い
と
あ
い
な
し
。
（
朝
顔
）

要
点
は
「
ｎ
分
が
、
源
氏
の
御
情
を
あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
る
こ
と
を
、
源
氏

《
毎
画
■
■
画
、
。
＄
■
ワ
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に
知
っ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
、
普
通
の
女
た
ち
が
、
源
氏
を
め
で
奉
る
の

と
同
じ
に
見
ら
れ
る
だ
け
の
こ
と
、
そ
の
上
、
他
の
女
が
容
易
に
源
氏
に
な
び

く
よ
う
に
、
ｎ
分
も
な
び
い
た
の
で
は
、
こ
う
い
う
軽
卒
な
心
の
状
態
を
源
氏

に
知
ら
れ
る
に
決
っ
て
い
る
あ
の
素
附
し
い
源
氏
の
御
有
様
。
だ
か
ら
、
慕
わ

し
げ
な
心
を
象
せ
る
の
は
具
合
が
わ
る
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

我
々
は
、
も
つ
と
こ
れ
と
い
う
確
固
と
し
た
拒
定
の
理
由
を
望
み
た
い
の
で

あ
る
が
、
結
局
そ
う
い
う
も
の
は
見
出
せ
な
い
。
源
氏
の
素
晴
し
さ
の
前
に
、
／

自
分
の
身
を
固
く
と
ざ
し
て
い
る
。
こ
ん
な
場
合
、
我
煮
は
、
や
や
も
す
る
と

「
理
性
的
な
女
性
」
な
ど
と
い
っ
て
、
積
極
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
評
価
し
が

ち
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
に
強
い
意
志
的
な
姿
勢
で
は
な
い
。
い
つ
か
日
が
た
て

ば
崩
れ
る
か
も
し
れ
な
い
姿
勢
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
儀
礼
的
な
返
事
し
か

よ
こ
さ
な
い
朝
顔
を
、
源
氏
は
次
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。

わ
が
心
を
つ
く
し
、
あ
は
れ
を
見
え
聞
え
て
、
人
の
御
気
色
の
、
う
ち
も

ゆ
る
ぱ
む
程
を
こ
そ
待
ち
わ
た
り
給
へ
、
さ
や
う
に
あ
な
が
ち
な
る
さ
ま

に
、
御
心
破
り
川
え
む
な
ど
は
恩
さ
ざ
る
く
し
。
（
少
女
）

朝
顔
の
姿
勢
は
、
崩
れ
る
可
能
性
を
も
は
ら
ん
だ
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
右

の
源
氏
の
言
葉
か
ら
も
分
か
る
が
、
事
実
は
終
り
ま
で
崩
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。

私
は
先
に
「
そ
ん
な
に
強
い
意
志
的
な
姿
勢
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
が
、
そ

れ
で
い
て
崩
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た

ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
作
者
は
、
ど
ん
な
所
以
が
あ
っ
て
、
朝
顔
を
し
て
そ
の

よ
う
な
生
き
方
を
な
さ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
恥
先
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
朝
顔
が
斎
王
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
が
、
「
斎
王
」
と
い
う
聖
職
か
ら
く
る
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
、
じ
ゆ

朝
顔
斎
院

a

う
ぶ
ん
な
根
拠
に
な
り
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
思
う
に
、
朝
顔
と
い
う

女
の
創
造
に
、
作
者
は
、
実
存
の
斎
院
に
有
力
な
準
拠
を
求
め
て
い
て
、
そ
の

人
の
上
に
虚
椛
を
施
し
て
、
仮
に
も
源
氏
の
求
婚
に
応
じ
さ
せ
る
に
は
忍
び
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

朝
顔
の
巻
以
前
の
朝
顔
は
、
前
に
み
た
よ
う
に
、
源
氏
の
「
は
か
な
し
ご
と
」

の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
以
後
の
朝
顔
は
源
氏
の
尊
敬
を
集
め
て
い
る
。
例
え
ば
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。

前
斎
院
の
御
心
ぱ
へ
は
、
ま
た
さ
ま
災
に
ぞ
見
ゆ
る
。
さ
う
ざ
う
し
き
に
、

何
と
は
な
く
と
も
聞
え
合
せ
、
わ
れ
も
心
づ
か
ひ
せ
ら
る
べ
き
御
あ
た
り
、

た
だ
こ
の
一
所
や
、
世
に
残
り
給
へ
ら
む
。
（
朝
顔
）

な
く
て
の
世
の
こ
と
に
て
も
、
は
か
な
く
も
の
を
言
ひ
交
し
、
時
友
に
よ

せ
て
、
あ
は
れ
を
も
知
り
、
故
を
も
過
さ
ず
、
余
な
が
ら
の
睦
か
は
し
つ

、
へ
き
人
は
、
斎
院
と
こ
の
君
（
朧
月
夜
）
と
こ
そ
は
残
あ
り
つ
る
を
、
…

な
ほ
こ
こ
ら
の
人
の
有
様
を
聞
き
見
る
小
に
、
深
く
恩
ふ
さ
ま
に
、
さ
す

が
に
な
つ
か
し
き
こ
と
の
、
か
の
人
（
朝
顔
）
の
御
な
づ
ら
ひ
に
だ
に
も

あ
ら
ざ
り
け
る
か
な
。
（
若
菜
下
）

帆
顔
の
巻
以
後
で
は
、
こ
の
よ
う
な
描
写
に
魂
ら
れ
る
通
り
、
朝
顔
は
非
常
に

高
く
評
価
さ
れ
、
待
遇
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
大
き
く
主
題
の
展
州
が

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
朝
顔
の
創
造
に
あ
ず
か
っ
た
実
存
の
斎
院
に
つ
い
て
、
次
に
考
え

て
み
た
い
。

結
論
か
ら
言
う
と
、
朝
顔
の
準
拠
は
、
大
斎
院
選
子
内
親
王
で
あ
ろ
う
と
考

一
血
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I

え
る
。
次
に
四
点
に
わ
た
っ
て
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。

⑩
紫
式
部
日
記
に
染
ら
れ
る
斎
院
観

紫
式
部
日
記
を
ぷ
る
と
、

斎
院
に
、
中
将
の
沿
と
い
ふ
人
侍
る
な
り
。

と
い
う
書
出
し
に
続
い
て
、
か
な
り
長
い
文
が
あ
り
、
こ
の
中
将
の
君
の
こ
と
、

斎
院
方
の
女
房
と
、
彰
子
中
宮
方
の
女
房
と
の
比
較
を
試
み
て
い
る
。

中
将
の
君
は
、
斎
院
長
官
源
為
理
の
女
で
、
和
泉
式
部
の
姪
に
当
り
、
紫
式

部
の
兄
惟
規
の
恋
人
で
あ
っ
た
と
い
う
人
で
あ
る
。
》
」
の
君
が
あ
る
人
と
や
り

交
わ
し
た
手
紙
を
、
偶
然
の
機
会
に
象
る
と
、
な
ん
と
ひ
ど
く
思
わ
せ
ぶ
り
で
、

自
分
だ
け
が
思
慮
が
深
い
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
そ
れ
が
、
作
者
に
と
っ
て
非

常
に
不
愉
快
で
あ
っ
た
。
斎
院
方
の
女
房
と
中
宮
方
の
女
房
と
く
ら
べ
て
、

さ
ぶ
ら
ふ
人
を
く
ら
べ
て
い
ど
ま
む
に
は
、
こ
の
見
給
ふ
る
わ
た
り
の
人

に
、
か
な
ら
ず
し
も
か
れ
は
ま
さ
ら
じ
を
（
紫
式
部
日
記
）

と
述
べ
て
、
結
励
「
ｎ
分
こ
そ
賢
い
と
い
う
態
度
で
、
人
や
世
間
を
悪
く
言
う

の
は
、
か
え
っ
て
心
の
浅
さ
だ
け
が
見
透
か
さ
れ
る
こ
と
で
、
惜
し
む
べ
き
こ

と
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

彰
子
中
宮
の
女
房
集
川
に
属
す
る
作
者
が
、
選
子
内
親
王
の
女
房
集
団
に
対

し
て
、
意
識
的
に
対
立
感
情
を
示
し
て
い
て
、
興
味
あ
る
簡
所
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
斎
院
に
対
し
て
、
作
者
の
思
わ
く
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
と

象
る
と
、
次
の
文
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
斎
院
方
は
）
た
だ
・
い
と
を
か
し
う
、
よ
し
よ
し
し
う
は
お
は
す
べ
か
め

る
所
の
や
う
な
り
。
（
日
記
）

を
か
し
ぎ
夕
月
夜
、
ゆ
ゑ
あ
る
有
明
、
花
の
た
よ
り
、
時
烏
の
た
づ
ね
ど

こ
ろ
に
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
院
は
い
と
御
心
の
ゆ
ゑ
お
は
し
て
、
所
の
さ
ま

凸

一
〈

は
い
と
世
は
な
れ
か
ん
さ
び
た
り
。
ま
た
ま
ぎ
る
る
こ
と
も
な
し
。
（
日

・
記
）か

う
い
と
埋
れ
木
を
折
り
入
れ
た
る
心
ば
せ
に
て
、
か
の
院
に
ま
じ
ら
ひ

侍
ら
ぱ
、
そ
こ
に
は
知
ら
ぬ
男
に
川
で
あ
ひ
、
も
の
い
ふ
と
も
、
人
の
あ

う
な
き
名
を
い
ひ
お
ほ
す
べ
き
な
ら
ず
な
ど
、
心
ゆ
る
が
し
て
、
お
の
づ

か
ら
な
ま
め
き
な
ら
ひ
侍
り
な
む
や
。
ま
し
て
、
わ
か
き
人
の
、
か
た
ち

に
つ
け
て
、
年
の
よ
は
ひ
に
、
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
き
が
、
お
の
が
心
に

入
れ
て
懸
想
だ
ち
、
物
を
も
い
は
む
と
こ
の
み
た
ち
た
ら
む
は
、
こ
ょ
な

う
人
に
お
と
る
も
侍
る
ま
じ
。
（
日
記
）

右
の
文
で
は
、
斎
院
を
と
り
ま
く
自
然
的
情
趣
と
か
、
一
般
的
ふ
ん
い
き
は
、

好
ま
し
く
感
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
斎
院
そ
の
方
に
は
言
及
し
て
い
な
い

が
、
斎
院
に
対
し
て
は
、
女
房
に
対
す
る
感
情
と
は
全
然
別
に
、
好
ま
し
い
印

象
を
も
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
推
察
で
き
る
。

進
子
内
親
王
は
、
村
上
天
皇
の
第
十
皇
女
で
、
母
は
藤
原
師
輔
の
女
安
子
。

天
延
三
年
（
九
七
五
）
六
月
に
、
十
五
才
で
斎
院
に
卜
定
さ
れ
、
円
融
・
花

山
・
一
条
・
三
条
・
後
一
条
の
五
代
に
わ
た
っ
て
、
五
十
七
年
斎
院
に
立
ち
、

病
い
の
為
辞
し
て
い
る
。
大
斎
院
と
号
し
、
発
心
和
歌
集
一
巻
を
著
わ
し
て
い

る
。

②
斎
院
時
代
か
ら
仏
教
に
帰
依

選
子
内
親
王
は
、
他
の
斎
王
と
異
り
、
斎
院
時
代
か
ら
仏
教
に
帰
依
し
て
い

た
の
で
、
こ
の
点
が
紫
式
部
の
心
を
強
く
と
ら
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

む
か
し
の
斎
宮
・
斎
院
は
仏
教
な
ど
の
こ
と
は
い
ま
せ
給
け
れ
ど
、
こ
の

宮
（
選
子
）
に
は
仏
法
を
さ
へ
あ
が
め
給
ひ
て
、
あ
さ
ご
と
の
御
念
調
か

か
せ
給
は
ず
。
近
く
は
、
こ
の
御
寺
の
け
ふ
の
講
に
は
、
さ
だ
ま
り
て
布

あ
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施
を
こ
そ
ば
を
く
ら
せ
給
ふ
め
れ
・
（
大
鏡
）

源
氏
物
語
が
、
因
果
応
報
思
想
に
よ
っ
て
貰
れ
て
い
る
こ
‐
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
若
菜
下
の
巻
で
、
故
六
条
御
息
所
の
死
霊
が
現
わ
れ
て
、
娘
の
秋
好

中
宮
（
前
斎
院
）
に
あ
て
た
伝
言
の
中
に

斎
宮
に
お
ば
し
ま
し
し
頃
ほ
ひ
の
、
御
罪
軽
む
く
か
ら
む
功
徳
の
こ
と
を
、

必
ず
せ
さ
せ
給
へ
。
（
斎
宮
に
な
っ
た
こ
と
は
）
い
と
悔
し
き
事
に
な
む

あ
る
。
（
若
菜
下
）

と
述
べ
て
い
る
。
作
者
は
へ
当
時
の
通
念
の
ま
室
に
、
斎
宮
は
仏
と
関
係
を
断

つ
と
い
う
は
、
罪
深
い
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
そ
の
罪
の
解
消

の
為
に
、
作
者
の
心
を
述
べ
る
に
死
霊
の
口
を
か
り
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
選
子
は
大
鏡
の
文
で
も
分
る
よ
う
に
、
斎
院
時
代
か
ら
仏
に
帰

依
し
て
い
た
し
、
斎
院
中
の
寛
弘
九
年
（
一
○
一
二
）
に
書
い
た
発
心
和
歌
集

序
文
に
は
、
仏
法
の
功
徳
の
こ
と
を
よ
く
書
い
て
い
る
。
こ
う
い
う
逸
子
の
態

度
を
、
今
昔
物
語
巻
十
九
「
村
上
天
皇
御
子
大
斎
院
出
家
語
」
の
条
で
、

現
世
に
い
み
じ
く
を
か
し
く
て
過
ぐ
さ
せ
給
ひ
に
し
か
ぱ
、
後
世
は
罪
深

く
や
お
は
し
ま
さ
む
ず
ら
む
と
人
皆
思
ひ
け
る
に
、
御
行
ひ
た
ゆ
む
こ
と

な
く
貴
く
し
て
、
現
に
極
楽
に
往
生
し
給
ひ
ぬ
ら
む
と
も
、
入
近
の
中
将

も
般
後
に
参
り
会
ひ
て
見
て
、
喜
び
澁
ば
れ
け
る
と
な
む
語
り
伝
へ
た
る

と
や
。
（
今
昔
物
語
）

と
賞
讃
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
態
度
は
、
当
時
の
世
人
の
理
想
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
と
同
時
に
紫
式
郁
の
願
う
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

⑥
選
子
内
親
王
に
寄
せ
る
同
情

注
ｌ

東
郷
富
規
子
氏
は
「
斎
王
考
」
の
中
で
、
斎
王
は
人
間
性
に
反
し
て
い
る
と

朝
顔
斎
院

’

＆

｜
’

い
う
理
由
か
ら
、
斎
王
の
肉
親
た
ち
は
娘
を
斎
王
に
す
る
こ
と
を
忌
避
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
、
栄
華
物
語
の
馨
子
・
俊
子
の
場
合
（
斎
宮
）
、
源
氏
物
語

の
弘
徽
殿
女
御
腹
の
女
三
の
宮
（
斎
院
）
、
狭
衣
物
語
の
源
氏
の
宮
の
場
合
（
斎

院
）
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
、
斎
王
自
ら
も
忌
避
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
を
、
栄
華
物
語
の
選
子
内
親
王
の
歌
、
馨
子
内
親
王
の
場
合
な
ど
に
つ

い
て
詳
述
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
斎
院
の
卜
定
は
、
斎
宮
の
よ
う
に
場
所
が

遠
く
な
い
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
に
も
忌
避
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
「
そ
の
斎

院
に
し
て
も
、
必
ず
し
も
好
ん
で
卜
定
さ
れ
る
が
如
き
性
質
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
」
と
し
て
、
「
背
最
の
な
い
皇
女
が
斎
院
に
卜
定
」
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
こ
と
を
、
栄
華
物
語
の
馨
子
斎
院
・
祐
子
内
親
王
の
場
合
、
大
和
物
語
の

君
子
斎
院
の
場
合
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら
れ
、
本
稿
の
朝
顔
斎
院
の
準
拠
と
考

え
る
選
子
内
親
王
に
つ
い
て
み
る
時
に
、
非
常
に
参
考
に
な
る
。

、

選
子
が
斎
院
に
ト
定
さ
れ
る
場
合
、
村
上
天
皇
の
他
の
皇
女
の
中
に
適
格
者

は
な
か
っ
た
も
の
か
。
達
子
が
斎
院
に
卜
定
さ
れ
た
天
延
三
年
六
月
塊
在
で
、

他
の
内
親
王
の
関
係
を
表
に
ま
と
め
て
み
た
。

’
１
１
承
子
（
母
安
子
）
…
死

１
２
理
子
（
母
計
子
）
…
死

ｌ
３
保
子
（
母
按
察
の
御
思
所
）
…
鈍
才

ｌ
４
規
子
（
母
徽
子
）
…
現
斎
宮

１
５
盛
子
（
母
計
子
）
：
顕
光
室

村
上
’
’

１
６
楽
子
（
母
荘
子
）
…
前
斎
宮

ｌ
７
輔
子
（
母
安
子
）
…
前
斎
宮

１
８
輯
子
（
母
元
子
）
…
死
↑

七
。

弾

伊



’
１
９
資
子
（
母
安
子
）
…
塑
才

－
１
ｍ
進
子
（
母
安
子
）
…
咽
才

東
郷
氏
が
斎
院
卜
定
の
年
令
を
洲
交
し
て
お
ら
れ
る
が
、
二
十
一
例
の
内
、

十
才
以
下
九
例
、
二
十
才
以
下
九
例
、
二
十
才
以
上
三
例
で
句
平
均
年
令
は
十

一
才
強
に
な
っ
て
い
る
。
す
る
と
、
右
表
で
み
る
と
選
子
が
最
も
適
格
者
で
あ

っ
た
訳
だ
が
、
仮
に
資
子
も
候
補
に
上
り
う
る
年
令
で
は
あ
る
。
実
際
に
候
補

に
上
っ
た
と
考
え
て
も
不
自
然
で
な
い
。
そ
こ
で
、
候
補
を
費
子
・
選
子
の
二

人
と
考
え
て
み
る
。

と
こ
ろ
が
、
資
子
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
文
が
み
え
る
。

内
に
は
ひ
と
つ
御
胆
の
女
九
の
宮
（
資
子
）
、
先
帝
（
村
上
）
い
み
じ
う

思
ひ
聞
え
給
へ
り
し
を
、
こ
の
今
の
上
（
円
融
）
も
い
ゑ
じ
う
思
ひ
か
は

し
間
え
さ
せ
紬
ひ
て
、
一
砧
に
な
し
奉
り
給
へ
り
。
（
栄
華
物
語
、
月
の

宴
、
上
）

そ
れ
に
対
し
て
選
子
に
は
こ
う
い
う
意
味
の
文
は
な
い
・
資
子
は
父
に
も
兄
円

融
に
も
愛
さ
れ
た
人
で
、
逸
子
が
ト
定
さ
れ
た
当
時
の
門
融
天
皇
の
思
わ
く
が

こ
う
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
「
必
ず
し
も
好
ん
で
卜
定
さ
れ
る
が
如
き
性
質
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
」
斎
院
に
、
資
子
を
は
ず
し
て
選
子
を
当
て
る
こ
と
は
、

じ
ゆ
う
ぷ
ん
に
考
え
ら
れ
る
。
選
子
が
年
令
的
に
ず
っ
と
若
か
っ
た
こ
と
は
、

卜
定
さ
れ
る
大
き
な
条
件
で
あ
っ
た
が
、
資
子
と
の
兼
ね
合
い
が
あ
っ
た
と
み

て
も
、
右
の
よ
う
な
訳
で
、
選
子
が
卜
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。ま

た
、
選
子
は
生
れ
て
五
日
目
に
母
安
子
と
死
別
し
て
い
る
。
紫
式
部
は
、

日
記
に
も
歌
集
に
も
母
の
こ
と
を
一
記
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
上
、
源
氏
物
語
で

は
、
光
脈
氏
や
夕
霧
を
初
め
、
多
く
の
人
が
幼
少
の
時
に
母
を
失
っ
て
い
る
。

心

八

だ
か
ら
、
紫
式
部
も
幼
少
の
時
、
そ
れ
も
記
憶
に
残
ら
な
い
ず
っ
と
幼
い
時
に

母
を
失
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
進
子
の
境
遇
に
同
情
の
思
い
を
寄
せ
て
い
た
ろ

う
と
推
測
さ
れ
る
。

選
子
の
義
姉
規
子
が
、
天
延
三
年
三
月
（
選
子
卜
定
の
三
ヶ
月
前
）
斎
宮
に

卜
定
さ
れ
た
時
、
母
徽
子
が
伊
勢
ま
で
一
緒
に
下
っ
て
い
る
し
、
源
氏
物
語
で

秋
好
斎
宮
に
母
六
条
御
息
所
が
つ
い
て
、
や
は
り
伊
勢
ま
で
下
っ
て
い
る
。
斎

宮
と
斎
院
と
で
は
、
地
理
的
に
遠
近
の
差
は
あ
る
と
し
て
も
、
選
子
の
場
合
、

精
神
的
な
面
の
承
で
も
こ
う
い
う
保
護
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

紫
式
部
の
同
情
は
こ
こ
に
も
そ
そ
が
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

仙
人
柚
が
す
ぐ
れ
て
い
た
。

大
鏡
に
、
選
子
の
人
柄
に
つ
い
て

御
樮
よ
り
は
じ
め
三
箇
ｎ
の
作
法
、
出
車
な
ど
の
め
で
た
さ
、
．
お
ほ
か
た

御
さ
ま
の
い
と
優
に
、
ら
う
ノ
ー
‐
じ
く
お
は
し
ま
し
た
る
ぞ
。

と
あ
る
。
賀
茂
祭
の
日
、
中
宮
の
生
ん
だ
幼
い
皇
子
（
後
一
条
・
後
朱
雀
）
を

外
机
父
に
当
る
道
長
が
抱
い
て
、
院
の
行
列
を
み
て
い
て
、
い
よ
い
よ
行
列
が

前
を
通
る
時
「
こ
の
承
や
た
ち
、
み
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
‐
｜
と
言
う
と
、
院

は
御
輿
の
雌
の
中
か
ら
赤
い
拍
扇
を
出
し
て
答
え
た
。

殿
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
「
な
を
心
ば
せ
め
で
た
く
お
は
す
る
院
な

り
や
。
か
か
る
し
る
し
を
み
せ
た
ま
は
ず
ぱ
、
い
か
で
か
、
象
た
て
ま
つ

り
た
ま
ふ
ら
ん
と
も
し
ら
ま
し
」
と
こ
そ
、
感
じ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ

け
れ
。
院
よ
り
太
宮
（
上
東
門
院
）
に
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
け
る
、

ひ
か
り
い
づ
る
あ
ふ
ひ
の
か
げ
を
み
て
し
よ
り
、
と
し
つ
み
け
る
も
う

れ
し
か
り
け
り

御
か
へ
し

”

尋



一 ．-

も
る
か
づ
ら
ふ
た
ぱ
な
が
ら
も
き
黒
に
か
く
あ
ふ
ひ
や
か
桑
の
ゆ
る
し

な
る
ら
ん

こ
の
よ
う
に
、
斎
院
と
し
て
御
立
派
で
あ
っ
た
有
様
が
し
の
ば
れ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
選
子
は
天
延
三
年
（
九
七
五
）
か
ら
、
五
十
七
年
間
斎

院
を
つ
と
め
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
川
に
源
氏
物
語
も
紫
式
部
日
記
も
書
か
れ
た

こ
と
を
思
う
と
、
い
く
ら
物
語
に
虚
構
を
用
い
る
と
は
言
え
、
選
子
の
よ
う
な

す
ぐ
れ
た
斎
院
か
ら
、
ま
つ
た
く
械
端
に
離
れ
た
書
き
様
を
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
宮
廷
人
の
感
情
を
思
い
承
て
も
、
極
端
な
虚
樅
は
許

さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
物
語
は
聞
手
（
読
者
）
を
意
識
し
て
書
く
も
の

だ
か
ら
、
聞
手
の
感
情
・
通
念
に
反
し
て
は
成
功
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

孜
証
今
昔
物
語
の
賀
茂
斎
院
記
の
選
子
内
親
王
の
条
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

選
子
善
詠
一
一
倭
歌
一
、
営
造
一
一
人
干
上
東
門
院
一
請
一
一
見
新
奇
之
草
子
一
、
於
レ

是
上
東
門
院
命
一
一
紫
式
部
一
新
一
一
撰
源
氏
物
語
一
以
遣
之
。

事
の
真
偽
は
別
と
し
て
も
、
こ
の
文
と
い
い
、
大
鏡
の
前
記
の
、
選
子
と
上

東
門
院
の
贈
答
と
い
い
、
選
子
Ｉ
上
東
門
院
Ｉ
紫
式
部
と
連
な
っ
て
い
て

紫
式
部
が
進
子
を
尊
敬
し
て
い
た
こ
と
は
Ⅲ
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ｑ凹

泓
２

秋
山
度
氏
は
「
文
学
に
あ
ら
わ
れ
た
好
色
生
活
」
（
中
古
）
の
中
で
、

光
源
氏
の
上
に
傾
注
さ
れ
あ
紫
式
部
の
全
力
は
、
昔
男
的
好
色
者
を
拡
大

さ
せ
た
が
同
時
に
好
色
者
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
現
実
世
怖
の
道
徳
や

心
情
や
を
し
気
ね
く
纒
絡
さ
せ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
光
源
氏
は
、
重
畳

す
る
現
実
の
徒
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
し
ば
ら
れ
、
圧
迫
さ
れ
な
が
ら
、
そ

の
こ
と
ゆ
え
に
好
色
者
の
伝
統
を
切
実
に
受
け
継
ぎ
抗
う
独
自
の
魅
力
あ

朝
顔
斎
院

ウ

る
性
格
を
賦
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
・

源
氏
物
語
本
篇
の
主
だ
っ
た
女
性
を
源
氏
中
心
に
み
る
と
、
藤
壺
・
葵
上
・

朝
顔
・
空
蝉
・
夕
顔
・
六
条
御
息
所
・
紫
上
・
花
散
里
・
未
摘
花
・
明
石
上
・

女
三
の
宮
た
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
、
藤
壺
初
め
大
部
分
の
女
性
は
、
機
縁

は
ど
う
あ
ろ
う
と
、
源
氏
の
自
由
に
な
っ
た
女
性
で
あ
っ
た
が
、
朝
顔
と
空
岬

だ
け
は
別
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
空
蝉
に
は
伊
予
介
と
い
う
夫
が
い
て
、
人
妻

で
あ
る
と
い
う
気
兼
ね
か
ら
諭
さ
し
め
た
の
で
、
も
し
空
蝉
が
、
由
な
身
で
あ

っ
た
な
ら
、
こ
の
事
情
は
異
っ
て
い
よ
う
。
朝
顔
だ
け
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
条

件
が
整
っ
て
い
な
が
ら
、
遂
に
求
婚
を
拒
否
し
通
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
い

う
生
き
方
は
、
宇
治
十
帖
の
大
君
の
生
き
方
に
連
り
、
浮
舟
の
自
覚
に
通
ず
る

も
の
が
あ
る
。

秋
山
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
歴
史
的
過
程
か
ら
み
た
中
の
源
氏
像
、
紫
式
部

の
男
性
観
は
、
本
篇
の
中
で
は
源
氏
の
対
朝
顔
観
と
、
朝
顔
の
生
き
方
と
の
間

の
ず
れ
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。

斎
院
と
い
う
特
殊
な
環
境
に
あ
っ
た
選
子
、
作
者
も
世
人
も
尊
敬
し
て
い
た

進
子
を
当
代
目
の
前
に
得
て
、
作
者
は
、
初
め
て
男
性
の
自
由
に
な
ら
な
い
女

性
の
生
き
方
を
示
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
源
氏
の
恋
愛
観
は

他
の
女
性
に
対
す
る
と
変
ら
ず
、
何
ら
、
覚
的
な
面
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
両
人
の
考
え
方
、
生
き
方
の
ず
れ
の
中
に
、
次
の
時
代
の
道
徳
観
の
進
む

道
筋
は
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
が
進
み
、
ず
れ
が
意
識
的
に

拡
大
さ
れ
て
滑
稽
化
さ
れ
て
い
く
と
、
や
が
て
平
中
の
よ
う
に
、
世
間
の
物
笑

い
の
材
と
し
て
脚
色
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
昭
和
三
十
六
年
五
月
三
十
一
日
稿
）

注
１
、
関
西
大
学
一
文
学
諭
集
」
第
四
巻
二
号

注
２
、
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
三
十
六
年
六
月
号

9

ザ

九


