
主
　
家
賛
美
　
と
　
憂
愁
叙
述

－
『
紫
式
部
日
記
』
　
行
事
記
録
の
方
法
－

一
、
『
紫
式
部
日
記
」
冒
頭
部
の
構
図

（1）

r
紫
式
部
日
記
」
冒
頭
部
は
、
中
宮
彰
子
の
お
産
と
親
王
誕
生
の
祝
儀
の
舞

台
と
な
る
土
御
門
殿
の
秋
色
の
美
景
に
筆
を
起
こ
し
た
後
、
室
内
に
眼
を
転
じ

て
、
妊
娠
九
カ
月
の
身
重
の
身
の
大
儀
さ
を
さ
り
げ
な
く
隠
し
て
平
静
を
装
っ

て
い
る
中
宮
の
立
派
さ
に
、
憂
き
世
の
慰
め
に
は
こ
の
よ
う
な
ご
主
人
を
尋
ね

て
お
仕
え
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
、
日
頃
の
も
の
憂
い
気
分
と
は
う
っ
て
変
わ

っ
て
、
忘
我
の
境
地
に
い
る
我
が
身
の
矛
盾
を
鋭
く
凝
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

本
題
の
お
産
と
祝
儀
の
記
録
に
入
っ
て
ゆ
く
。

憂
き
世
の
な
ぐ
さ
め
に
は
、
か
か
る
御
前
を
こ
そ
た
づ
ね
ま
ゐ
る
べ
か
り

け
れ
と
、
う
つ
し
心
を
ば
ひ
き
た
が
へ
、
た
と
し
へ
な
く
よ
ろ
づ
忘
ら
る

（2）

る
も
、
か
つ
は
あ
や
し
。

こ
こ
で
主
家
賛
美
、
主
人
賛
美
か
ら
「
か
つ
は
あ
や
し
」
と
切
り
返
す
筆
は
、

筆
者
内
心
の
矛
盾
を
え
ぐ
り
出
す
と
と
も
に
、
賛
美
の
対
象
か
ら
一
瞬
身
を
引

原

　

田

　

敦

　

子

い
た
筆
者
の
対
象
と
の
心
理
的
距
離
感
を
も
表
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
心
理
的
距
離
感
は
、
こ
の
「
日
記
J
中
の
栄
華
の
記
録
に
相
接
し
て

し
ば
し
ば
現
れ
る
憂
愁
叙
述
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
主
人
道
長
か
ら

（3）

要
請
さ
れ
た
「
主
家
栄
華
の
記
録
」
と
し
て
の
始
発
を
有
す
る
r
H
記
」
が
、

そ
の
冒
頭
部
か
ら
抱
え
込
む
、
と
言
う
よ
り
も
顕
示
す
る
こ
の
反
賛
美
と
も
言

え
る
姿
勢
は
、
一
体
何
を
意
味
し
、
記
録
す
る
姿
勢
と
如
何
に
か
か
わ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

平
素
の
憂
き
世
の
意
識
も
ど
こ
へ
や
ら
、
忘
我
の
境
地
に
浸
ろ
う
と
す
る
自

身
を
危
う
く
立
て
直
し
、
そ
う
し
た
自
己
に
「
か
つ
は
あ
や
し
」
と
冷
徹
な
目

を
注
ぎ
な
が
ら
、
日
常
的
な
時
間
の
経
過
と
日
常
的
な
事
柄
の
継
起
の
な
か
で

は
、
対
象
と
の
間
の
心
理
的
距
離
感
も
や
が
て
薄
れ
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
の

か
、
自
身
を
と
り
ま
く
四
囲
の
華
麗
な
世
界
に
馴
化
し
、
巻
き
込
ま
れ
て
ゆ
く

か
の
よ
う
に
、
式
部
は
中
宮
お
産
蘭
の
土
御
門
殿
の
描
写
に
筆
を
走
ら
せ
た
。

そ
こ
に
は
、
「
栄
華
の
記
録
」
の
作
者
と
し
て
の
紫
式
部
の
姿
が
あ
る
。



ま
だ
夜
ふ
か
き
ほ
ど
の
月
さ
し
く
も
り
、
木
の
下
を
ぐ
ら
き
に
、
「
御

格
子
ま
ゐ
り
な
ぼ
や
」
「
女
官
は
い
ま
ま
で
さ
ぷ
ら
は
じ
」
「
蔵
人
、
ま
ゐ

れ
」
な
ど
、
い
ひ
し
ろ
ふ
ほ
ど
に
、
後
夜
の
鉦
う
ち
お
ど
ろ
か
し
て
、
五

壇
の
御
修
法
の
時
は
じ
め
つ
。
わ
れ
も
わ
れ
も
と
う
ち
あ
げ
た
る
伴
僧
の

声
々
、
遠
く
近
く
聞
き
わ
た
さ
れ
た
る
ほ
ど
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
、
た

ふ
と
し
。

観
音
院
の
僧
正
、
東
の
対
よ
り
、
二
十
人
の
伴
僧
を
ひ
き
ゐ
て
、
御
加

持
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
足
音
、
渡
殿
の
橋
の
、
と
ど
ろ
と
ど
ろ
と
踏
み
鳴
ら
さ

る
る
さ
へ
ぞ
、
こ
と
ご
と
の
け
は
ひ
に
は
似
ぬ
。
法
住
寺
の
座
主
は
馬
場

の
御
殿
、
浄
土
寺
の
僧
都
は
文
殿
な
ど
に
、
う
ち
つ
れ
た
る
浄
衣
姿
に

て
、
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
き
唐
橋
ど
も
を
渡
り
つ
つ
、
木
の
間
を
分
け
て
か
へ
り

入
る
ほ
ど
も
、
は
る
か
に
見
や
ら
る
る
心
地
し
て
、
あ
は
れ
な
り
。
さ
い

さ
阿
閣
梨
も
、
大
威
徳
を
う
や
ま
ひ
て
、
腰
を
か
が
め
た
り
。

中
宮
お
産
前
の
土
御
門
殿
の
高
揚
し
た
雰
囲
気
が
女
房
た
ち
の
会
話
か
ら
生

き
生
き
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
土
御
門
殿
を
地
鳴
り
の
よ
う
に
包
む
僧
た

ち
の
読
経
の
声
も
た
だ
な
ら
ざ
る
尊
さ
で
あ
る
が
、
次
に
記
さ
れ
る
加
持
に
向

か
う
高
僧
た
ち
の
姿
は
、
目
前
に
迫
っ
た
お
産
が
国
家
的
一
大
事
で
あ
る
こ
と

を
如
実
に
物
語
っ
て
、
緊
張
感
を
い
や
が
上
に
も
盛
り
上
げ
る
。
中
宮
お
産
に

奉
仕
す
る
僧
た
ち
の
姿
は
随
処
で
描
か
れ
る
が
、
「
観
音
院
の
僧
正
」
「
法
住
寺

の
座
主
」
「
浄
土
寺
の
僧
都
」
と
、
実
名
で
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
記
さ
れ
る
こ
こ

冒
頭
部
の
叙
述
は
、
異
様
な
吸
引
力
で
注
意
を
ひ
き
つ
け
ず
に
は
お
か
な
い
。

こ
の
後
に
は
、
道
長
、
頼
通
親
子
の
風
趣
あ
る
姿
・
態
度
と
、
播
磨
の
守
の

碁
の
負
態
と
い
う
行
事
に
よ
っ
て
、
主
家
の
人
々
の
素
晴
ら
し
さ
と
土
御
門
殿

の
美
的
生
活
を
叙
し
、
今
ま
さ
に
天
下
の
耳
目
を
集
め
る
中
宮
お
産
の
舞
台
装

置
を
整
え
た
う
え
で
、
初
め
て
日
付
を
し
て
、
上
達
部
・
殿
上
人
の
奉
仕
と
里

居
の
女
房
た
ち
の
参
集
を
記
し
、
い
よ
い
よ
待
機
の
態
勢
に
入
っ
た
邸
内
の
あ

わ
た
だ
し
さ
を
描
き
上
げ
て
い
く
。

八
月
二
十
余
日
の
ほ
ど
よ
り
は
、
上
達
部
、
殿
上
人
ど
も
、
さ
る
べ
き

は
、
み
な
宿
直
が
ち
に
て
、
橋
の
上
、
対
の
貴
子
な
ど
に
、
み
な
う
た
た

寝
を
し
つ
つ
、
は
か
な
う
あ
そ
び
明
か
す
。
（
中
略
）

年
ご
ろ
里
居
し
た
る
人
々
の
、
中
絶
え
を
忠
ひ
お
こ
し
つ
つ
、
ま
ゐ
り
つ

ど
ふ
け
は
ひ
、
さ
わ
が
し
う
て
、
そ
の
こ
ろ
は
し
め
や
か
な
る
こ
と
な
し
。

多
く
時
系
列
に
よ
っ
て
事
実
を
列
挙
し
て
い
く
記
録
的
日
記
と
は
異
な
り
、

見
事
に
引
き
締
ま
っ
た
、
そ
れ
で
い
て
躍
動
感
溢
れ
る
叙
述
の
方
法
は
、
ま
さ

に
紫
式
部
の
独
壇
場
で
、
r
源
氏
物
語
－
作
者
の
手
に
な
る
「
紫
式
部
日
記
」

の
存
在
価
値
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
、
誰
し
も
納
得
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
私
は
こ
こ
ま
で
読
み
進
む
と
き
、
ま
こ
と
に
唐
突
で
は
あ
る

が
柿
本
人
麻
呂
の
「
吉
野
讃
歌
」
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

二
、
宮
廷
讃
歌
の
流
れ

吉
野
宮
に
幸
せ
る
時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌

や
す
み
L
L
　
我
が
大
君
の
　
間
こ
し
食
す
　
天
の
下
に
　
国
は
し
も



さ
は
に
あ
れ
ど
も
　
山
川
の
　
活
き
河
内
と
　
御
心
を
　
吉
野
の
国
の

花
散
ら
ふ
　
秋
津
の
野
辺
に
　
宮
柱
　
太
敷
き
ま
せ
ば
　
も
も
し
き
の

大
宮
人
は
　
船
並
め
て
　
朝
川
渡
り
　
船
競
ひ
　
夕
川
渡
る
　
こ
の
川
の

絶
ゆ
る
こ
と
な
く
　
こ
の
山
の
　
い
や
高
し
ら
す
　
み
な
そ
そ
く
　
滝
の

み
や
こ
は
　
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

反
歌

見
れ
ど
飽
か
ぬ
　
吉
野
の
川
の
　
常
滑
の

へ
り
見
む

（
－
）

（
万
葉
集
巻
一
二
二
六
）

絶
ゆ
る
こ
と
な
く
　
ま
た
か

（
同
二
二
七
）

や
す
み
L
L
　
我
が
大
君
　
神
な
が
ら

つ
河
内
に
　
高
殿
を
　
高
知
り
ま
し
て

た
た
な
は
る
　
青
垣
山
　
や
ま
つ
み
の

神
さ
び
せ
す
と
　
曽
野
川
　
激

登
り
立
ち
　
国
見
を
せ
せ
ば

奉
る
御
調
と
　
春
へ
に
は
　
花

か
ざ
し
持
ち
　
秋
立
て
ば
　
黄
葉
か
ざ
せ
り
（
一
に
云
ふ
、
「
も
み
ち
葉

か
ざ
し
」
）
　
行
き
沿
ふ
　
川
の
神
も
　
大
御
食
に
　
仕
へ
奉
る
と
　
上

つ
瀬
に
　
鵜
川
を
立
ち
　
下
つ
瀬
に
　
小
網
刺
し
渡
す
　
山
川
も
　
依
り

て
仕
ふ
る
　
神
の
御
代
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
三
八
）

反
歌

山
川
も
　
依
り
て
仕
ふ
る
　
神
な
が
ら
　
激
つ
河
内
に
　
船
出
せ
す
か
も

（
同
・
三
九
）

三
六
番
歌
で
は
、
吉
野
宮
の
「
宮
讃
め
」
と
供
奉
す
る
大
宮
人
の
天
皇
へ
の

奉
仕
を
生
き
生
き
と
描
き
、
三
八
番
歌
で
は
山
川
の
神
の
天
皇
へ
の
奉
仕
を
述

ベ
て
、
あ
わ
せ
て
帝
徳
の
広
大
さ
、
勢
威
の
高
さ
を
う
た
い
上
げ
る
。
宮
廷
讃

歌
の
典
型
と
も
い
え
る
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
「
紫
式
部
日
記
」
冒
頭
部
の
主
家

賛
美
の
構
図
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
吉
野
離
宮
讃
美
に
通
う
土
御
門

殿
秋
色
の
美
景
の
描
写
、
上
達
部
・
殿
上
人
と
女
房
た
ち
の
奉
仕
、
そ
し
て
、

山
川
の
神
々
に
か
わ
っ
て
は
、
加
持
の
僧
た
ち
の
姿
が
あ
る
。
神
な
ら
ぬ
仏
ま

で
も
が
、
中
宮
の
安
産
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
道
長
家
の
繁
栄
に
奉

仕
す
る
と
で
も
言
わ
ん
ば
か
り
の
描
か
れ
よ
う
で
あ
る
。
身
崎
寿
氏
は
、
大
宮

人
の
奉
仕
の
さ
ま
を
描
く
こ
と
が
讃
美
表
現
の
基
本
的
な
類
型
の
ひ
と
つ
だ
っ

（5）

た
と
す
る
森
朝
男
氏
の
指
摘
に
対
し
、
そ
の
大
宮
人
の
行
動
が
、

御
心
を
　
書
野
の
国
の
　
花
散
ら
ふ
　
秋
津
の
野
辺
に
　
宮
柱
　
太
敷
き

ま
せ
ば

と
い
う
、
天
皇
自
身
の
も
の
と
し
て
え
が
か
れ
る
行
動
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う

に
、
対
比
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
い
わ
ゆ
る
　
「
君
臣
和

（6）

楽
」
　
の
構
図
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
た
が
、
r
紫
式
部
日

記
」
　
に
お
い
て
、
近
侍
の
女
房
た
ち
の
「
は
か
な
き
物
語
」
を
聞
き
な
が
ら
身

重
の
身
の
大
儀
さ
を
隠
し
て
平
静
を
装
う
中
宮
彰
子
の
姿
や
、
庭
の
女
郎
花
を

一
枝
折
り
取
っ
て
式
部
に
差
し
出
し
、
歌
を
詠
ま
せ
よ
う
と
す
る
道
長
と
、
そ

れ
に
答
え
て
歌
を
詠
む
式
部
の
姿
に
君
臣
和
楽
の
景
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

宮
廷
讃
歌
の
型
に
は
、
官
人
の
奉
仕
と
と
も
に
人
民
の
奉
仕
を
う
た
う
も
の

（7）

が
多
く
あ
っ
た
。
阿
蘇
瑞
枝
氏
は
、
「
藤
原
宮
の
役
民
が
作
る
歌
」
を
宮
廷
讃

歌
と
し
て
と
ら
え
、
こ
こ
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
の
は
、
「
天
皇
の
現
神
思



想
と
そ
の
現
神
天
皇
に
人
も
天
地
も
競
っ
て
奉
仕
し
て
い
る
と
い
う
王
化
思
想
」

（8）

で
あ
る
と
言
わ
れ
た
が
、
藤
原
宮
造
営
の
た
め
に
い
そ
し
み
働
く
役
民
の
姿

は
、

…
…
　
石
走
る
　
近
江
の
国
の
　
衣
手
の
　
田
上
山
の
　
真
木
さ
く

槍
の
つ
ま
で
を
　
も
の
の
ふ
の
　
八
十
宇
治
川
に
　
玉
藻
な
す
　
浮
か
べ

流
せ
れ
　
そ
を
取
る
と
　
騒
く
御
民
も
　
家
忘
れ
　
身
も
た
な
知
ら
ず

鴨
じ
も
の
　
水
に
浮
き
居
て
　
…
…
　
　
　
　
　
（
万
葉
集
巻
一
・
五
〇
）

と
う
た
わ
れ
る
。
民
衆
が
私
事
を
顧
み
ず
、
労
苦
を
厭
わ
ず
に
労
働
に
奉
仕
す

る
さ
ま
を
通
し
て
天
皇
が
讃
美
さ
れ
る
と
い
う
構
図
は
、
憂
愁
を
抱
え
た
女
房

や
身
分
の
低
い
下
衆
の
男
た
ち
ま
で
も
が
、
皇
子
誕
生
と
道
長
家
の
繁
栄
を
寿

い
で
い
る
と
い
う
構
図
と
、
そ
っ
く
り
相
似
形
を
な
す
も
の
で
は
な
い
か
。
こ

の
点
で
r
紫
式
部
日
記
」
　
の
中
宮
お
産
の
記
は
、
ま
さ
に
宮
廷
讃
歌
の
流
れ
を

汲
む
も
の
と
言
え
よ
う
。
作
者
や
同
僚
女
房
の
憂
愁
の
叙
述
が
栄
華
の
賛
美
に

つ
な
が
る
と
の
見
解
が
生
じ
る
所
以
で
も
あ
る
。

「
万
葉
集
」
「
藤
原
宮
の
役
民
が
作
る
歌
」
が
、
そ
の
発
想
や
修
辞
の
方
法
か

ら
し
て
役
民
の
作
で
は
な
く
、
宮
廷
歌
人
の
作
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
を
い
れ

な
い
。
た
だ
し
か
し
、
こ
こ
で
う
た
わ
れ
る
人
民
の
労
苦
は
、
「
紫
式
部
日
記
」

の
場
合
と
異
な
り
、
作
者
の
内
面
と
あ
い
わ
た
み
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
主
家

栄
華
の
記
録
の
先
腱
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
枕
草
子
」
の
日
記
的
章
段
も
、
中

宮
定
子
や
中
開
自
家
の
人
々
、
あ
る
い
は
定
子
後
宮
文
化
へ
の
あ
く
こ
と
な
き

讃
歓
を
う
た
い
あ
げ
つ
つ
、
作
者
の
憂
愁
を
描
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
、
r
日
記
j
　
の
紫
式
部
の
場
合
は
、
眼
前
の
栄
華
の
世
界
が
華
麓
な
も
の

で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
自
身
の
中
に
し
か
と
抱
か
れ
て
あ
る
憂
悶
に
固
執
し
、

幾
度
と
な
く
そ
こ
に
回
帰
し
て
ゆ
く
。
労
苦
や
憂
愁
は
他
な
ら
ぬ
作
者
自
身
の

も
の
で
あ
り
、
主
家
栄
華
の
記
録
を
な
す
こ
と
が
、
栄
華
か
ら
疎
外
さ
れ
つ
つ

栄
華
の
記
録
を
な
す
自
身
の
矛
盾
を
顕
在
化
し
、
平
素
か
ら
心
底
に
わ
だ
か
ま

る
憂
悶
を
意
識
の
底
か
ら
呼
び
起
こ
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
柿
本
人
麻
呂
以
下
の
宮
廷
歌
人
と
清
少
納
言
、
紫
式
部
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人

的
資
質
に
の
み
帰
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
く
、
人
麻
呂
に
あ
っ
て
は
前
途
に

さ
ま
ざ
ま
な
困
杜
が
予
想
さ
れ
る
持
続
朝
の
前
途
を
最
大
限
に
祝
福
す
る
讃
歌

を
詠
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
「
現
実
」
か
ら
の
要
請
が
あ
り
、
清
少
納
言

に
あ
っ
て
は
、
中
開
自
家
の
凋
落
と
中
宮
定
子
の
悲
運
が
、
清
少
納
言
の
筆
を

全
的
な
主
家
賛
美
一
辺
倒
の
も
の
に
規
定
し
、
主
人
と
主
家
の
も
っ
と
も
光
輝

あ
る
姿
の
み
を
描
か
せ
た
と
い
う
、
事
情
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
比
し
て
、
中
宮
彰
子
の
敦
成
親
王
出
産
に
よ
っ
て
政
権
を
磐
石
な
も

の
と
し
た
道
長
家
に
は
、
将
来
に
何
ら
不
安
材
料
は
な
い
。
中
宮
に
仕
え
る
一

女
房
の
憂
愁
の
吐
露
が
、
道
長
家
の
栄
華
の
光
を
翳
ら
せ
る
な
ど
と
い
う
こ
と

は
全
く
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
し
、
人
生
を
深
く
思
い
染
め
た
紫
式
部
の
よ

う
な
女
房
の
存
在
を
許
容
し
、
包
合
し
て
い
る
こ
と
が
、
主
人
道
長
の
度
量
で

あ
り
、
明
る
く
機
智
に
富
ん
だ
中
開
自
家
の
文
化
と
は
異
な
る
、
道
長
家
の
文

化
の
奥
深
さ
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
て
み
れ
ば
、
道
長
家
の
栄
華
の

記
録
た
る
r
紫
式
部
日
記
」
に
一
女
房
の
憂
愁
叙
述
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
、



道
長
家
栄
華
の
最
大
の
証
し
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
式
部
は
主
家
栄
華
の
記
録
を
な
す
に
あ
た

っ
て
、
r
枕
草
子
」
を
強
く
意
識
し
、
対
抗
心
を
燃
や
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

こ
こ
に
式
部
は
、
歌
合
日
記
以
来
の
略
儀
の
記
録
の
系
譜
の
正
統
を
継
い
で
、

（9）

記
録
性
を
強
く
志
向
し
つ
つ
、
一
方
で
r
万
葉
集
」
以
来
の
宮
廷
讃
歌
の
形
式

を
踏
み
、
大
宮
人
や
人
民
の
奉
仕
に
人
民
の
労
苦
を
寄
り
添
わ
せ
る
と
同
じ
体

で
、
主
家
へ
の
奉
仕
と
主
家
栄
華
の
賛
美
に
添
え
て
、
自
己
の
憂
愁
を
叙
述
す

る
と
い
う
方
法
を
編
み
出
し
、
r
枕
草
子
」
と
は
明
ら
か
に
別
趣
の
、
主
家
賛

美
の
記
録
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
こ
と
は
、
「
R
記
」
　
の
憂
愁
叙

述
が
た
だ
ち
に
主
家
賛
美
の
た
め
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

主
家
賛
美
と
憂
愁
叙
述
と
　
－
　
こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
憂
愁
の
叙

述
が
見
識
あ
る
女
房
と
し
て
の
謙
迫
を
示
し
、
あ
る
い
は
賛
美
の
表
現
に
奥
行

き
を
増
し
て
、
主
家
慶
祝
の
記
を
よ
り
高
め
る
も
の
だ
な
ど
と
す
る
論
も
存
す

、‖、

る
が
、
や
は
り
そ
れ
は
逆
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
憂
愁
叙
述
が
「
作
品
」
と
し

て
の
　
r
紫
式
部
日
記
」
　
に
奥
行
き
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
し
、
憂
愁

叙
述
が
主
家
賛
美
の
記
録
の
中
に
許
容
さ
れ
て
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ

こ
で
問
題
は
、
そ
う
し
た
叙
述
が
紫
式
部
に
課
せ
ら
れ
た
は
ず
の
「
栄
華
の
記

録
」
を
よ
り
一
層
高
め
る
も
の
と
し
て
、
作
者
に
意
識
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う

こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
紫
式
部
に
は
、
自
身
を
主
家
の
栄
華
の
光
の
中

に
立
た
せ
な
い
覚
悟
が
あ
り
、
自
己
の
中
に
核
と
し
て
抱
か
れ
て
あ
る
憂
悶

が
、
い
か
な
る
も
の
に
よ
っ
て
も
溶
解
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
醒
め
た
認
識

l〓、

が
あ
っ
た
。
r
日
記
」
　
の
叙
述
が
常
に
外
界
の
栄
華
か
ら
内
心
の
憂
悶
に
回
帰

す
る
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返
す
こ
と
や
、
次
節
に
述
べ
る
栄
華
か
ら
の
疎
外
感
に

よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
如
く
、
こ
の
場
合
は
、
影
が
光
の
輝
き
を
引
き
立
て
る
の

で
は
な
く
、
光
が
影
の
深
さ
を
増
す
の
で
あ
る
。
紫
式
部
は
、
む
し
ろ
、
憂
愁

叙
述
が
主
家
賛
美
の
大
義
名
分
を
決
し
て
冒
す
も
の
で
は
な
い
と
の
ひ
そ
や
か

な
自
信
に
支
え
ら
れ
て
、
主
家
栄
華
の
記
録
の
中
で
自
身
の
鬱
情
を
解
き
放
つ

と
い
う
企
み
を
や
っ
て
の
け
た
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

三
、
対
象
と
の
距
離
感

r
紫
式
部
日
記
」
　
の
中
に
は
、
作
者
紫
式
部
の
孤
愁
や
内
面
の
憂
悶
の
み
な

ら
ず
、
眼
前
の
栄
華
の
世
界
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
不
満
の
口

吻
の
如
き
も
の
も
記
さ
れ
て
い
る
。

中
務
の
宮
わ
た
り
の
御
こ
と
を
、
御
心
に
入
れ
て
、
そ
な
た
の
心
よ
せ
あ

る
人
と
お
ぼ
し
て
、
か
た
ら
は
せ
た
ま
ふ
も
、
ま
こ
と
に
心
の
う
ち
は
、

思
ひ
ゐ
た
る
こ
と
お
ほ
か
り
。

敦
成
親
王
誕
生
か
ら
一
カ
月
も
過
ぎ
よ
う
と
い
う
頃
、
初
孫
の
尿
に
ぬ
れ
な

が
ら
そ
の
誕
生
を
喜
ぶ
道
長
の
好
々
爺
ぶ
り
を
措
い
た
後
、
式
部
の
筆
は
突
如

と
し
て
、
長
男
頼
通
と
中
務
宮
具
平
親
王
の
娘
隆
姫
と
の
結
婚
を
切
望
し
て
い

た
道
長
に
親
王
家
と
い
さ
さ
か
の
縁
あ
る
者
と
み
な
さ
れ
、
相
談
を
持
ち
か
け

ら
れ
て
抱
い
た
複
雑
な
思
い
を
、
投
げ
出
す
よ
う
に
記
し
と
ど
め
る
。
人
間
藤

原
道
長
に
寄
せ
る
共
感
を
、
政
治
家
藤
原
道
長
の
権
力
志
向
へ
の
不
信
に
よ
っ



て
振
り
払
お
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
筆
致
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
す
ぐ
後
の
記
事
で
、
一
条
天
皇
の
行
幸
を
前
に
善
美
を
尽
く

し
て
磨
き
立
て
ら
れ
る
土
御
門
殿
を
、
「
げ
に
老
も
退
ぞ
き
ぬ
べ
き
心
地
す
る
」

と
全
的
に
賛
美
し
な
が
ら
、
「
な
ぞ
や
」
で
反
転
し
、
「
め
で
た
き
こ
と
、
お
も

し
ろ
き
こ
と
を
、
見
開
く
に
つ
け
て
も
」
、
そ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
に
溶
け
込

ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
預
を
も
た
げ
て
く
る
日
頃
の
憂
悶
に
深
く
苦
し
む

我
が
身
を
、
水
の
上
に
浮
く
水
鳥
に
思
い
よ
そ
え
、
低
迷
す
る
思
い
を
水
鳥
に

収
赦
し
て
い
く
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。

水
鳥
を
水
の
上
と
や
よ
そ
に
見
む
わ
れ
も
浮
き
た
る
世
を
す
ぐ
し
一
つ
つ

思
え
ば
、
こ
う
し
た
自
己
反
照
は
、
冒
頭
部
で
、
中
宮
彰
子
の
心
ざ
ま
の
素

晴
ら
し
さ
に
平
素
の
憂
鬱
な
気
分
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
、
忘
我
の
境
地
に
浸

ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
立
ち
返
り
、
そ
う
し
た
自
分
を
「
あ
や
し
」
と
凝
視

す
る
精
神
構
造
の
あ
り
よ
う
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
具
平
親
王
家

に
か
か
わ
る
こ
の
道
長
と
の
一
件
は
、
「
日
記
」
中
で
幾
度
か
繰
り
返
さ
れ
る

外
的
栄
華
の
世
界
と
内
的
憂
悶
と
の
問
の
往
還
が
、
眼
前
の
栄
華
か
ら
の
疎
外

感
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
水
鳥
に
託
さ
れ
た
憂
愁
は
、
同
僚
女
房
小
少
将
の
君
と
物
思
い
の
絶
え

間
な
い
こ
と
を
嘆
き
合
っ
て
交
わ
し
た
時
雨
の
贈
答
に
自
然
に
つ
な
が
っ
て

ゆ
く
。

雲
間
な
く
な
が
む
る
空
も
か
き
く
ら
し
い
か
に
し
の
ぶ
る
時
雨
な
る
ら
む

（
小
少
将
の
君
）

こ
と
わ
り
の
時
雨
の
空
は
雲
間
あ
れ
ど
な
が
む
る
袖
ぞ
か
わ
く
ま
も
な
き

（
紫
式
部
）

こ
の
前
に
は
、

小
少
将
の
君
の
、
文
お
こ
せ
た
る
返
り
ご
と
苗
く
に
、
時
雨
の
さ
と
か
き

く
ら
せ
ば
、
使
ひ
も
い
そ
ぐ
。
「
ま
た
、
空
の
け
し
き
も
、
う
ち
さ
わ
ざ

て
な
む
」
と
て
、
腰
折
れ
た
る
こ
と
や
書
き
ま
ぜ
た
り
け
む
。
暗
う
な
り

に
た
る
に
、
た
ち
帰
り
、
い
た
う
か
す
め
た
る
漉
染
紙
に
、

と
あ
っ
て
、
小
少
将
の
君
か
ら
贈
ら
れ
た
文
に
対
す
る
式
部
の
返
事
に
重
ね
て

「
雲
間
な
く
」
の
歌
が
贈
ら
れ
て
き
て
、
時
雨
の
贈
答
が
交
わ
さ
れ
た
こ
と
が

分
か
る
。
小
少
将
の
君
は
、
彰
子
後
宮
の
中
で
式
部
が
も
っ
と
も
親
し
く
し
て

い
た
友
で
あ
る
が
、
道
長
室
倫
子
の
姪
と
い
う
高
い
家
格
を
誇
る
上
席
女
房
で

あ
っ
た
。
こ
こ
は
、
そ
の
よ
う
な
小
少
将
の
君
の
ほ
う
か
ら
使
い
を
よ
こ
し

て
、
憂
き
世
の
物
思
い
に
式
部
の
慰
薄
を
期
待
し
、
式
部
が
そ
れ
に
答
え
る
体

に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
す
る
べ
き
で
、
道
長
家
最
高
の
栄
誉
と
言
う
べ

き
十
月
十
六
日
一
条
天
皇
土
御
門
殿
行
幸
を
叙
す
記
事
の
直
前
に
置
か
れ
た
、

こ
う
し
た
憂
愁
を
含
ん
だ
記
事
が
、
絢
爛
た
る
一
条
天
皇
行
幸
絵
巻
の
縁
取
り

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
縁
取
り
は
行

幸
絵
巻
の
中
の
暗
部
に
も
照
応
し
て
い
る
。

御
輿
む
か
へ
た
て
ま
つ
る
船
楽
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。
寄
す
る
を
見
れ

ば
、
駕
輿
丁
の
、
さ
る
身
の
は
ど
な
が
ら
、
階
よ
り
の
ぼ
り
て
、
い
と
苦

し
げ
に
う
つ
ぶ
し
ふ
せ
る
、
な
に
の
こ
と
ご
と
な
る
、
高
き
ま
じ
ら
ひ



も
、
身
の
ほ
ど
か
ぎ
り
あ
る
に
、
い
と
や
す
げ
な
し
か
し
と
見
る
。

あ
た
ら
し
き
宮
の
御
よ
ろ
こ
び
に
、
氏
の
上
達
部
ひ
き
つ
れ
て
拝
し
た

て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
藤
原
な
が
ら
門
分
か
れ
た
る
は
、
列
に
も
立
ち
た
ま

は
ざ
り
け
り
。

駕
輿
丁
の
苦
し
み
は
、
藤
原
宮
役
民
の
歌
に
う
た
わ
れ
る
民
衆
の
苦
し
み
に

通
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
異
な
る
の
は
、
「
な
に
の
こ
と
ご
と
な
る
」
と
記
さ

れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
作
者
自
身
の
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
式

部
の
家
が
、
親
王
宣
下
の
慶
枕
の
列
に
立
た
な
い
「
藤
原
な
が
ら
門
分
か
れ
た

る
」
人
々
の
側
に
属
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
翌
十
月
十
七
日
の
敬
司

定
め
に
あ
た
っ
て
、
「
か
ね
て
も
聞
か
で
、
ね
た
き
こ
と
多
か
り
」
と
記
す
の

も
同
断
で
あ
る
。
要
す
る
に
式
部
は
、
道
長
家
栄
華
の
記
録
を
期
待
さ
れ
つ

つ
、
栄
華
の
内
実
に
立
ち
入
る
こ
と
を
一
切
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
発
条
と

し
て
、
栄
華
の
光
に
寄
り
添
う
影
を
見
据
え
、
そ
れ
を
筆
に
し
た
。
こ
う
し
た

影
の
部
分
が
、
一
瞬
栄
華
の
光
を
さ
ら
に
ま
ば
ゆ
い
も
の
に
見
せ
た
こ
と
は
否

め
な
い
。

栄
華
の
記
事
の
絵
巻
を
縁
取
る
憂
愁
の
叙
述
は
、
十
一
月
十
七
日
の
中
宮
内

裏
還
啓
の
記
事
に
も
立
ち
現
れ
て
く
る
。
十
七
日
の
還
啓
を
前
に
「
あ
か
ら
さ

ま
に
」
里
下
が
り
し
た
式
部
は
、
「
見
ど
こ
ろ
も
な
き
古
里
の
木
立
」
を
見
る

に
つ
け
、
は
か
な
い
な
が
ら
も
心
安
ら
か
で
あ
っ
た
夫
没
後
の
生
活
が
、
宮
仕

え
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
っ
か
り
様
変
わ
り
し
て
、
物
語
に
も
感
興
が
わ
か

ず
、
親
し
か
っ
た
友
と
も
疎
遠
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
思
い
、
索
漠
た
る

孤
独
感
に
と
ら
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
う
し
た
里
居
の
物
思
い
の
中
で
式
部
が
少

し
懐
か
し
く
思
い
出
す
の
は
、
皮
肉
に
も
宮
中
で
交
じ
り
合
う
同
僚
た
ち
で
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
心
境
の
変
化
を
「
も
の
は
か
な
き
や
」
と
と
ら
え
、

大
納
言
の
君
の
、
夜
々
は
、
御
前
に
い
と
近
う
臥
し
た
ま
ひ
つ
つ
、
物
語

し
た
ま
ひ
し
け
は
ひ
の
恋
し
き
も
、
な
は
世
に
し
た
が
ひ
ぬ
る
心
か
。

と
、
宮
仕
え
に
馴
れ
る
こ
と
を
拒
み
つ
つ
、
い
つ
し
か
順
応
し
て
し
ま
っ
た
己

が
心
の
矛
盾
を
鋭
く
捉
え
返
す
眼
は
、
げ
に
冒
頭
部
に
あ
ら
わ
れ
た
反
転
す
る

眼
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
大
納
言
の
君
も
ま
た
小
少
将
の
君

と
同
株
、
倫
子
の
姪
と
い
う
家
格
を
誇
る
彰
子
後
宮
の
上
摘
女
房
で
あ
っ
た
。

こ
の
後
に
大
納
言
の
君
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
、

浮
き
寝
せ
し
水
の
上
の
み
恋
し
く
て
鴨
の
上
毛
に
さ
へ
ぞ
お
と
ら
ぬ

（
紫
式
部
）

う
ち
は
ら
ふ
友
な
き
こ
ろ
の
ね
ぎ
め
に
は
つ
が
ひ
し
鴛
驚
ぞ
夜
半
に
恋
し
き

（
大
納
言
の
君
）

と
の
贈
答
が
、
「
浮
き
寝
」
と
「
憂
き
寝
」
を
掛
け
、
宮
仕
え
生
活
の
憂
さ
を

共
通
の
心
情
と
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
中

富
彰
子
の
宮
中
へ
の
凱
旋
と
道
長
家
の
圧
倒
的
勝
利
を
誇
る
は
ず
の
中
宮
内
裏

還
啓
の
記
事
が
、
ま
た
し
て
も
宮
仕
え
の
憂
さ
を
に
じ
ま
せ
た
贈
答
に
よ
っ
て

縁
取
ら
れ
、
記
事
中
の
暗
部
と
照
応
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
還
啓
後
、
小
少
将
の
君
と
宮
仕
え
生
活
の
つ
ら
さ
を
語
り
合
っ
た
り
、



局
を
訪
れ
る
上
達
部
を
煩
わ
し
く
感
じ
る
な
ど
、
式
部
の
意
識
は
ま
た
し
て
も

慶
事
の
外
側
に
出
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

細
殿
の
三
の
口
に
入
り
て
臥
し
た
れ
ば
、
小
少
将
の
君
も
お
は
し
て
、
な

ほ
、
か
か
る
有
様
の
憂
き
こ
と
を
語
ら
ひ
つ
つ
、
す
く
み
た
る
衣
ど
も
お

し
や
り
、
厚
ご
え
た
る
着
か
さ
ね
て
、
火
取
に
火
を
か
き
入
れ
て
、
身
も

冷
え
に
け
る
も
の
の
、
は
し
た
な
さ
を
い
ふ
に
、
侍
従
の
宰
相
、
左
の
宰

相
の
中
将
、
公
信
の
中
将
な
ど
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
寄
り
来
つ
つ
と
ぶ
ら
ふ

も
、
い
と
な
か
な
か
な
り
。

皇
子
誕
生
後
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
盛
大
か
つ
善
美
を
尽
く
し
た

祝
賀
の
諸
行
事
の
中
で
も
、
一
条
天
皇
の
土
御
門
殿
行
幸
と
中
宮
の
内
裏
還
啓

は
、
教
遺
親
王
誕
生
に
よ
っ
て
強
固
な
も
の
と
な
り
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
故
に

道
長
政
権
の
磐
石
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
道
長
家
と
皇
室
の
強
い
絆
を

内
外
に
告
示
す
る
最
高
か
つ
最
大
の
視
儀
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た

祝
儀
を
描
く
式
部
の
筆
が
と
も
す
れ
ば
重
い
も
の
と
な
り
、
自
身
の
憂
愁
の
叙

述
へ
と
伸
び
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
や
は
り
式
部
の
憂
愁
が
宮
仕
え
生

活
と
分
か
ち
が
た
く
結
ば
れ
て
お
り
、
主
家
栄
華
の
記
録
を
な
す
こ
と
が
何
よ

り
も
そ
の
事
実
を
紫
式
部
自
身
に
つ
き
つ
け
る
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
主
人
道

長
の
要
請
に
よ
っ
て
皇
子
誕
生
記
を
主
家
栄
華
の
記
録
と
し
て
執
筆
す
る
こ
と

へ
の
心
理
的
抵
抗
感
が
、
祝
賀
絵
巻
に
憂
愁
の
緑
取
り
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
描
か
れ
た
栄
華
か
ら
一
定
の
距
離
を
保
つ
と
い
う
姿
勢
を
式
部
に
と
ら
せ

た
の
で
あ
る
。

四
、
「
絵
に
か
き
た
る
」
行
事

御
五
十
日
は
霜
月
の
朔
日
の
H
。
例
の
、
人
々
の
し
た
て
て
ま
う
の
ぼ
り

つ
ど
ひ
た
る
御
前
の
有
様
、
桧
に
か
き
た
る
物
合
の
所
に
ぞ
、
い
と
よ
う

似
て
は
べ
り
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寛
弘
五
年
十
一
月
一
日
）

若
宮
御
五
十
日
の
祝
儀
に
女
房
た
ち
が
着
飾
っ
て
参
集
す
る
光
景
を
、
紫
式

部
は
「
絵
に
か
き
た
る
物
合
の
所
」
　
に
よ
く
似
て
い
た
と
言
う
。
川
名
淳
子
氏

も
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
一
条
朝
は
歌
合
お
よ
び
物
合
が
衰
微
し
た
時
代
で
、
紫

式
部
は
宮
仕
え
中
に
こ
う
し
た
催
し
を
実
際
に
体
験
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

（12）

思
わ
れ
る
。
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
彼
女
は
絵
に
措
か
れ
た
往
時
の
物
合
の
様
に

細
部
ま
で
符
合
す
る
眼
前
の
光
景
に
、
あ
る
種
の
興
奮
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
の（13）

で
は
な
い
か
。
式
部
自
身
の
絵
画
的
視
点
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
捉
え
方
は
、
今
ま
さ
に
眼
前
で
展
開
さ
れ
る
盛
儀
を
式
部
が

い
か
に
筆
を
ふ
る
っ
て
詳
細
に
描
き
出
そ
う
と
、
行
事
の
全
体
を
行
事
絵
の
中

に
押
し
や
っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
た
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
第
三
節
で
は
し
な
く
も
「
行
事
絵
巻
」
な
る
語
を
用
い
た
が
、
「
絵
に

か
き
た
る
物
合
の
所
」
が
現
実
の
若
宮
御
五
十
日
の
行
事
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、

生
き
生
き
と
し
た
行
事
描
写
を
現
出
す
る
の
で
は
な
く
、
若
宮
御
五
十
日
の
行

事
の
ほ
う
が
式
部
の
見
た
と
い
う
物
合
絵
の
枠
の
中
に
は
め
こ
ま
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
現
実
感
を
失
い
、
距
離
感
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と

は
、
絵
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
他
の
場
面
に
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。



よ
ろ
づ
の
も
の
の
く
も
り
な
く
白
き
御
前
に
、
人
の
様
態
、
色
あ
ひ
な
ど

さ
へ
、
け
ち
え
ん
に
あ
ら
は
れ
た
る
を
見
わ
た
す
に
、
よ
き
墨
絵
に
、
髪

ど
も
を
お
は
し
た
る
や
う
に
見
ゆ
。
　
（
寛
弘
五
年
九
月
十
二
、
三
日
）

そ
の
口
U
の
髪
上
げ
う
る
は
し
き
姿
、
唐
絵
を
を
か
し
げ
に
か
き
た
る
や
う

な
り
。（

寛
弘
五
年
十
月
十
六
日
天
皇
土
御
門
殿
行
幸
の
日
の
内
侍
二
人
の
姿
）

う
ち
と
け
た
る
を
り
こ
そ
、
ま
ほ
な
ら
ぬ
か
た
ち
も
う
ち
ま
じ
り
て
見
え

わ
か
れ
け
れ
、
心
を
つ
く
し
て
つ
く
ろ
ひ
け
さ
う
じ
、
劣
ら
じ
と
し
た
て

た
る
、
女
給
の
を
か
し
き
に
い
と
よ
う
似
て
、
…
…

（
同
日
の
女
房
た
ち
の
姿
）

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
や
描
く
対
象
に
よ
っ
て
、
「
墨
絵
」
「
唐
絵
」
・
「
女
給
」
と

巧
み
に
使
い
分
け
る
の
は
、
式
部
の
絵
画
に
対
す
る
関
心
の
深
さ
の
な
せ
る
技

で
も
あ
ろ
う
が
、
絵
画
的
な
場
面
を
表
現
す
る
の
に
、
絵
そ
の
も
の
を
引
き
合

い
に
出
す
こ
と
に
よ
り
、
盛
大
な
行
事
を
あ
た
か
も
絵
画
の
l
場
面
で
あ
る
か

の
よ
う
に
、
絵
の
枠
内
に
後
退
さ
せ
て
し
ま
っ
た
感
が
な
く
も
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
上
卿
や
主
家
筋
の
人
々
へ
の
飽
く
こ
と
な
き
讃
嘆
の
こ
と
ば
を
、
「
絵

に
か
い
た
よ
う
な
」
で
し
め
く
く
つ
た
r
枕
草
子
」
の
場
合
と
比
較
し
て
み
る

と
、
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

桜
の
綾
の
直
衣
の
、
い
み
じ
う
花
♪
し
・
と
、
裏
の
つ
や
な
ど
え
も
い
は
ず

き
よ
ら
な
る
に
、
葡
萄
染
の
い
と
こ
き
指
貫
、
藤
の
折
枝
お
ど
ろ
く
し
〈

綴
り
み
だ
り
て
、
紅
の
色
う
ち
め
な
ど
、
か
、
や
く
ば
か
り
ぞ
見
ゆ
る
。

白
き
、
う
す
色
な
ど
下
に
あ
ま
た
か
さ
な
り
た
り
。
せ
ば
き
緑
に
、
か
た

つ
か
た
は
下
な
が
ら
、
す
こ
し
膝
の
も
と
ち
か
う
よ
り
ゐ
給
へ
る
ぞ
、
ま

こ
と
に
絵
に
か
き
物
語
の
め
で
た
き
事
に
い
ひ
た
る
、
こ
れ
に
こ
そ
は
、

と
ぞ
見
え
た
る
。
（
藤
原
斉
信
の
描
写
）

（14）

（
返
と
し
の
二
月
廿
余
R
T
の
段
）

淑
景
合
は
、
北
に
す
こ
し
よ
り
て
南
む
き
に
お
は
す
。
紅
梅
い
と
あ
ま

た
、
濃
く
薄
く
て
、
上
に
濃
き
按
の
御
衣
、
す
こ
し
あ
か
き
小
社
、
蘇
坊

の
織
物
、
萌
黄
の
わ
か
や
か
な
る
、
国
枝
の
御
衣
奉
り
て
、
扇
を
つ
と
さ

し
か
く
し
給
へ
る
、
い
み
じ
う
、
げ
に
め
で
た
く
う
つ
く
し
と
見
え
給
。

（
中
略
）

淑
景
合
の
、
い
と
う
つ
く
し
げ
に
、
絵
に
か
い
た
る
や
う
に
て
居
さ
せ
給

へ
る
に
、
…
…
（
淑
景
舎
原
子
の
描
写
）

（
淑
景
合
、
春
宮
に
ま
ゐ
り
給
ふ
程
の
事
な
ど
、
…
の
段
）

宮
は
し
ろ
き
御
衣
ど
も
に
、
紅
の
唐
綾
を
ぞ
上
に
た
て
ま
つ
り
た
る
。
御

髪
の
か
、
ら
せ
給
へ
る
な
ど
、
絵
に
か
き
た
る
を
こ
そ
か
、
る
こ
と
は
見

L
に
、
う
つ
、
に
は
ま
だ
し
ら
ぬ
を
、
夢
の
心
ち
ぞ
す
る
。

（
中
宮
定
子
の
描
写
）
（
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
、
…
の
段
）

定
子
、
原
子
、
藤
原
斉
信
、
い
ず
れ
の
場
合
も
詳
細
か
つ
具
体
的
に
そ
の
装
束

や
姿
態
を
賛
美
し
た
上
で
、
ま
さ
し
く
駄
目
押
し
の
賛
辞
と
し
て
登
場
し
て
く

る
の
が
、
「
ま
る
で
絵
に
か
い
た
よ
う
な
」
で
あ
っ
て
、
場
面
描
写
の
一
部
を

墨
絵
や
唐
絵
、
女
給
に
押
し
込
め
て
し
ま
っ
た
r
紫
式
部
日
記
」
の
場
合
と



は
、
大
き
く
そ
の
姿
勢
を
異
に
す
る
。

じ
っ
は
、
r
紫
式
部
日
記
」
に
も
、
特
定
の
人
物
を
画
中
の
人
物
と
見
た
例

が
、
一
例
だ
け
あ
っ
た
。

上
よ
り
お
る
る
途
に
、
弁
の
宰
相
の
君
の
戸
口
を
さ
し
の
ぞ
き
た
れ
ば
、

昼
寝
し
た
ま
へ
る
ほ
ど
な
り
け
り
。
萩
、
紫
苑
、
い
ろ
い
ろ
の
衣
に
、
漉

き
が
う
ち
め
心
こ
と
な
る
を
上
に
着
て
、
顔
は
ひ
き
入
れ
て
、
硯
の
告
に

ま
く
ら
し
て
、
臥
し
た
ま
へ
る
額
つ
き
、
い
と
ら
う
た
け
に
な
ま
め
か

し
。
絵
に
か
き
た
る
も
の
の
姫
君
の
心
地
す
れ
ば
、
口
お
ほ
ひ
を
引
き
や

り
て
、
「
物
語
の
女
の
心
地
も
し
た
ま
へ
る
か
な
」
と
い
ふ
に
、
見
あ
け

て
、
「
も
の
狂
ほ
し
の
御
さ
ま
や
。
寝
た
る
人
を
心
な
く
お
ど
ろ
か
す
も

の
か
」
と
て
、
す
こ
し
起
き
あ
が
り
た
ま
へ
る
顔
の
、
う
ち
赤
み
た
ま
へ

る
な
ど
、
こ
ま
か
に
を
か
し
う
こ
そ
は
べ
り
し
か
。

（
寛
弘
五
年
八
月
二
十
六
日
）

こ
こ
で
、
宰
相
の
君
の
畳
寝
姿
に
物
語
の
姫
君
を
見
出
し
て
感
動
し
、
思
わ

ず
荒
ら
か
に
「
口
お
ほ
ひ
」
を
引
き
の
け
て
声
を
か
け
る
と
い
う
式
部
の
物
狂

お
し
い
所
作
は
、
物
語
絵
の
中
に
入
り
込
ん
だ
よ
う
な
宰
相
の
君
を
、
現
実
の

中
の
同
僚
女
房
と
し
て
我
が
手
に
回
復
す
る
た
め
の
わ
ざ
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
言
葉
を
変
え
れ
ば
、
式
部
に
と
っ
て
の
物
語
絵
や
行
事
絵
は
、
そ
れ
ほ
ど

に
現
実
か
ら
距
離
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

主
家
栄
華
の
記
録
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
故
に
、
眼
前
の
事
実
を
く

い
い
る
よ
う
に
見
据
え
、
主
家
の
栄
華
を
証
し
た
て
る
事
項
を
一
つ
一
つ
拾
い

上
げ
た
上
で
、
「
見
ず
」
「
見
え
ず
」
の
断
り
書
き
を
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ

た
式
部
で
は
あ
る
が
、
栄
華
を
賛
美
す
る
心
の
隙
間
に
入
り
込
ん
で
く
る
対
象

と
の
距
離
感
が
、
時
に
行
事
を
克
明
に
措
写
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
既
成
の
知

識
の
中
の
絵
に
寄
り
か
か
っ
た
叙
述
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

五
、
憂
愁
叙
述
の
意
味

前
述
の
如
く
道
長
家
の
栄
華
を
措
く
こ
と
は
、
同
時
に
栄
華
か
ら
疎
外
さ
れ

た
自
身
と
、
自
身
が
日
頃
心
底
に
か
か
え
も
つ
孤
独
感
や
憂
愁
を
改
め
て
意
識

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
思
い
は
、
彰
子

後
宮
に
お
い
て
紫
式
部
一
人
に
抱
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
中
宮
の
母
倫
千
一

の
姪
で
あ
り
な
が
ら
　
ー
　
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
き
ず
彰
子
の
従
姉
妹
　
1
0

で
あ
り
な
が
ら
－
宮
仕
え
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
小
少
将
の
君
や
大
納
言
－

の
君
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
「
紫
式
部
集
」
に
よ
れ
ば
、
他
の
同

僚
女
房
に
も
理
解
者
を
持
つ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

弥
生
ば
か
り
に
、
宮
の
弁
の
お
も
と
、
「
い
つ
か
ま
ゐ
り

給
ふ
」
な
ど
、
昏
き
て

憂
き
こ
と
を
思
ひ
乱
れ
て
青
柳
の
い
と
ひ
さ
し
く
も
な
り
に
け
る
か
な

返
し

（15）

つ
れ
づ
れ
と
な
が
め
ふ
る
日
は
青
柳
の
い
と
ど
憂
き
世
に
乱
れ
て
ぞ
ふ
る

寛
弘
三
年
十
二
月
末
の
初
出
仕
後
、
里
下
が
り
し
て
翌
年
三
月
に
ま
で
至
っ

た
式
部
の
心
中
を
察
し
な
が
ら
、
出
仕
を
促
し
て
き
た
中
宮
女
房
に
、
憂
き
世



の
思
い
を
訴
え
た
贈
答
で
あ
る
。
宮
の
弁
の
お
も
と
に
よ
る
出
仕
の
す
す
め

は
、
中
宮
彰
子
の
意
を
体
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
式
部
も
十
分
心
得

た
上
で
の
返
歌
で
あ
ろ
う
。
宮
仕
え
の
憂
さ
に
発
す
る
式
部
の
憂
き
世
の
思
い

は
、
同
僚
女
房
に
も
、
ま
た
主
人
の
中
宮
彰
子
に
も
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

薬
玉
お
こ
す
と
て
、

忍
び
つ
る
ね
ぞ
あ
ら
は
る
る
あ
や
め
尊
い
は
ぬ
に
朽
ち
て
や
み
ぬ
ぺ
け
れ
ば

返
し

今
日
は
か
く
引
き
け
る
も
の
を
あ
や
め
革
わ
が
み
が
く
れ
に
ぬ
れ
わ
た
り

つ
る

お
そ
ら
く
は
右
の
贈
答
と
同
じ
年
の
五
月
五
日
、
薬
玉
を
贈
っ
て
出
仕
を
促

し
て
き
た
人
も
、
「
忍
び
つ
る
ね
ぞ
あ
ら
は
る
る
」
と
、
式
部
に
ひ
そ
か
に
寄

せ
て
き
た
思
い
を
吐
露
し
て
い
る
。
宮
仕
え
の
憂
さ
や
憂
き
世
の
思
い
は
、
こ

れ
ら
の
同
僚
女
房
に
も
確
か
に
共
有
さ
れ
て
あ
っ
た
が
、
小
少
将
の
君
や
大
納

言
の
君
の
場
合
と
は
異
な
り
、
そ
の
表
出
の
仕
方
は
あ
く
ま
で
も
控
え
目
で
あ

っ
た
。
寛
弘
五
年
五
月
五
日
、
土
御
門
殿
で
中
宮
彰
子
の
安
産
を
祈
願
し
て
行

わ
れ
た
法
華
三
十
講
五
巻
の
日
の
夜
か
ら
翌
晩
に
か
け
て
、
小
少
将
の
君
や
大

納
言
の
君
と
交
わ
し
た
贈
答
に
、
「
ま
ば
ゆ
き
ま
で
も
う
き
わ
が
身
か
な
」
　
（
大

納
言
の
君
）
　
「
な
べ
て
世
の
う
き
に
な
か
る
る
」
　
（
小
少
将
の
君
）
な
ど
と
あ
か

ら
さ
ま
に
詠
ま
れ
て
い
た
の
と
は
、
明
ら
か
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
こ
れ
に

は
、
や
は
り
中
宮
彰
子
の
後
宮
に
お
け
る
地
位
や
待
遇
が
大
い
に
関
係
し
て
い

た
と
み
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

小
少
将
の
君
や
大
納
言
の
君
の
憂
愁
の
吐
露
は
、
二
人
と
も
倫
子
の
姪
で
、

前
者
は
椎
左
少
弁
源
時
通
女
、
後
者
は
左
大
弁
源
扶
養
女
と
い
う
家
格
を
誇
る

上
脂
女
房
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
可
能
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
憂
世
意
識
を
持
つ
こ
と
が
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
著
の
証
左
で
あ

り
、
宮
仕
え
を
憂
L
と
す
る
認
識
も
当
代
の
女
房
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
あ
っ
た

と
は
言
え
、
そ
う
し
た
意
識
は
主
家
の
慶
事
や
主
人
の
立
派
さ
、
素
晴
ら
し
さ

の
前
に
霧
消
す
る
と
い
う
の
が
、
宮
仕
え
人
と
し
て
の
あ
る
べ
き
心
組
み
と
い

う
も
の
で
あ
ろ
う
。
r
日
記
」
冒
頭
部
に
記
さ
れ
る
紫
式
部
の
意
識
が
、
ひ
と

ま
ず
は
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
た
だ
、
式
部
に
は
、
主
家
賛
美
・
主
人
賛
美

の
姿
勢
か
ら
切
り
返
し
、
自
身
の
中
に
抱
か
れ
て
あ
る
憂
悶
へ
と
回
帰
す
る
自

己
凝
視
の
眼
差
し
が
あ
っ
た
し
、
前
掲
小
少
将
の
君
の
場
合
も
、
大
納
言
の
君

の
場
合
も
、
法
華
三
十
講
五
巻
の
日
と
い
う
道
長
家
の
一
大
盛
儀
の
場
で
、
「
憂

き
身
」
「
憂
き
世
」
を
慨
嘆
す
る
姿
勢
を
失
わ
な
か
っ
た
。

寛
弘
五
年
十
一
月
十
七
日
、
め
で
た
か
る
べ
き
中
宮
内
裏
還
啓
に
も
、
小
少

将
の
君
と
紫
式
部
の
気
持
ち
は
冷
え
因
ま
っ
て
い
た
。
第
三
節
に
引
い
た
文
の

後
に
続
け
て
、
式
部
は

お
の
が
じ
し
家
路
と
急
ぐ
も
、
何
ば
か
り
の
里
人
ぞ
は
と
思
ひ
お
く
ら

る
。
わ
が
身
に
よ
せ
て
は
は
べ
ら
ず
、
お
ほ
か
た
の
世
の
有
様
、
小
少
将

の
君
の
、
い
と
あ
て
に
を
か
し
げ
に
て
、
世
を
憂
L
と
思
ひ
し
み
て
ゐ
た

ま
へ
る
を
、
兄
は
べ
る
な
り
。
父
君
よ
り
こ
と
は
じ
ま
り
て
、
人
の
ほ
ど

11



よ
り
は
、
幸
ひ
の
こ
よ
な
く
お
く
れ
た
ま
へ
る
な
め
り
か
し
。

と
、
小
少
将
の
君
の
憂
世
意
識
の
原
因
を
父
親
が
早
く
に
出
家
し
た
不
幸
に
よ

る
も
の
と
推
測
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
物
言
い
自
体
、
並
の
女
房
の
よ
く
す
る

と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
憂
世
意
識
を
共
有
す
る
心
の
友

で
あ
り
、
中
宮
女
房
の
中
で
そ
の
出
自
や
身
分
差
を
越
え
て
対
等
に
付
き
合
え

る
相
手
と
自
他
と
も
に
認
め
る
間
柄
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
の
言
辞
で
あ
り
、
中

宮
女
房
の
中
で
も
そ
の
身
分
に
比
し
て
別
格
祝
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
紫
式
部
の
、

中
宮
後
宮
に
お
け
る
自
身
の
位
取
り
を
十
二
分
に
意
識
し
た
文
辞
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

主
家
や
主
人
の
素
晴
ら
し
さ
を
詳
仰
す
る
よ
り
他
の
こ
と
を
な
し
え
な
か
っ

た
清
少
納
言
と
の
、
歴
然
た
る
差
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
つ
い
に
主
人
中

宮
定
子
の
掌
か
ら
出
ら
れ
ず
、
否
、
掌
中
に
あ
る
こ
と
に
随
喜
し
た
清
少
納
言

と
の
対
主
家
に
お
け
る
位
取
り
の
差
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
を
擁
し
た
そ
れ
ぞ
れ

の
後
宮
の
文
化
の
差
で
も
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
「
紫
式
部
日
記
」
　
の
憂
愁
叙

述
自
体
が
、
「
主
家
栄
華
の
記
録
」
と
し
て
の
r
紫
式
部
日
記
」
と
「
枕
草
子
」

の
、
ひ
い
て
は
御
堂
関
自
家
と
中
開
自
家
の
勢
威
の
、
位
取
り
の
差
を
表
わ
す

も
の
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
紫
式
部
は
、

自
身
の
憂
愁
叙
述
が
主
家
賛
美
の
大
義
名
分
を
決
し
て
冒
す
も
の
で
は
な
い
と

の
ひ
そ
や
か
な
自
信
に
支
え
ら
れ
て
、
主
家
栄
華
の
記
録
の
中
で
自
身
の
鬱
情

を
解
き
放
つ
と
い
う
企
み
を
や
っ
て
の
け
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
た
め
に

は
、
道
長
か
ら
要
請
さ
れ
た
主
家
栄
華
の
記
録
を
忠
実
に
な
し
と
け
る
こ
と
、

な
ら
び
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
主
人
お
よ
び
主
家
の
全
的
賛
美
が
是
非
と
も

必
要
で
あ
っ
た
し
、
栄
華
の
全
的
賛
美
は
r
日
記
」
の
し
め
く
く
り
に
も
必
須

で
あ
っ
た
。
冒
頭
部
、
土
御
門
殿
の
秋
色
の
美
景
に
始
ま
り
、
中
宮
彰
子
、
中

宮
の
父
道
長
、
道
長
の
長
男
頼
通
へ
と
続
く
主
家
の
人
々
の
賛
美
の
記
事
が
そ

の
前
提
に
当
た
る
し
、
日
記
的
部
分
第
二
部
と
い
わ
れ
る
寛
弘
七
年
正
月
の
記

事
が
、
若
宮
御
戴
餅
の
儀
に
始
ま
り
、
中
宮
臨
時
の
客
・
初
子
の
日
の
遊
び
、

二
宮
御
五
十
日
と
、
す
べ
て
主
家
栄
華
の
記
に
終
始
、
式
部
の
憂
愁
の
叙
述
を

一
切
排
除
し
て
　
「
日
記
」
を
閉
じ
る
の
も
、
一
に
か
か
っ
て
こ
の
た
め
で

あ
る
。冒

頭
部
の
主
家
の
人
々
の
賛
美
の
記
事
に
続
い
て
は
、
　
　
　
　
一

か
ば
か
り
な
る
こ
と
の
、
う
ち
思
ひ
い
で
ら
る
る
も
あ
り
、
そ
の
を
り
は
　
1
2

を
か
し
き
こ
と
の
、
過
ぎ
ぬ
れ
ば
忘
る
る
も
あ
る
は
、
い
か
な
る
ぞ
。
－

と
、
自
己
積
晦
め
い
た
つ
ぶ
や
き
が
記
さ
れ
、
寛
弘
七
年
正
月
十
五
日
、
主
上

の
臨
席
を
仰
い
で
の
二
宮
御
五
十
日
の
記
事
の
最
後
に
、
右
大
臣
の
失
策
を
記

し
て
、

い
み
じ
き
あ
や
ま
ち
の
い
と
は
し
き
こ
そ
、
見
る
人
の
身
さ
へ
ひ
え
は
べ

り
し
か
。

と
、
い
さ
さ
か
感
興
を
そ
ぐ
よ
う
な
感
想
を
述
べ
る
の
も
、
全
的
賛
美
と
も
と

れ
る
己
が
文
辞
に
対
す
る
羞
恥
心
の
表
れ
と
解
す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

か
く
考
え
れ
ば
、
主
家
栄
華
の
記
に
己
が
憂
愁
を
記
す
こ
と
は
、
表
面
は
な

や
か
さ
と
積
極
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
る
、
世
間
の
彰
子
後
宮
文
化



に
対
す
る
評
価
と
、
そ
の
中
で
「
源
氏
物
語
」
作
者
と
し
て
果
た
す
べ
き
自
身

の
役
割
を
十
二
分
に
わ
き
ま
え
た
上
で
、
作
者
が
自
覚
的
に
選
び
取
っ
た
行
事

記
録
の
方
法
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
世
の
栄
華
の
頂
点
を

前
に
、
覚
醒
し
た
眼
を
持
ち
続
け
る
人
物
が
い
る
こ
と
こ
そ
、
何
よ
り
彰
子
後

宮
文
化
の
奥
深
さ
と
定
子
後
宮
文
化
に
対
す
る
優
位
性
を
証
し
た
て
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
紫
式
部
を
お
い
て
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
祝
賀
行
事
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、
略
儀
の
記
録
の
系
譜
を
継
ぎ
つ
つ
、
宮

腰
讃
歌
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
主
家
へ
の
奉
仕
と
主
家
賛
美
に
寄
り
添
わ
せ
る
体

で
、
一
女
房
と
し
て
の
自
己
の
憂
愁
を
叙
述
す
る
　
ー
　
そ
れ
は
、
裏
返
し
て
言

え
ば
、
主
家
に
さ
ま
ざ
ま
な
担
保
を
与
え
た
上
で
の
し
た
た
か
な
自
己
表
出
の

営
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）
以
下
、
r
日
記
」
と
略
称
す
る
。

（
2
）
以
下
、
r
紫
式
部
日
記
」
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（
3
）
拙
者
「
紫
式
部
日
記
の
始
発
－
遺
長
家
栄
華
の
記
録
－
」
「
国
文
学
放
し
第
5
6
号
、

昭
和
4
6
・
6
。

（
4
）
以
下
、
r
万
葉
集
」
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（
5
）
「
黄
と
し
て
の
大
宮
人
」
r
古
代
和
歌
と
祝
祭
二
昭
和
輿
有
精
堂
）
所
収
。

（
6
）
「
吉
野
讃
歌
」
神
野
志
隆
光
・
坂
本
信
幸
稲
r
セ
ミ
ナ
ー
　
万
葉
の
歌
人
と
作
品
」

第
二
巻
（
平
成
1
1
、
和
泉
書
院
）
所
収
。

（
7
）
土
橋
寛
r
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
し
（
昭
和
4
0
、
岩
波
書
店
）
三
四
八
～
三
四
九
頁
。

（
8
）
「
藤
原
宮
役
民
の
歌
」
r
万
葉
和
歌
史
論
考
」
（
平
成
4
、
笠
間
昏
院
）
所
収
。

（
9
）
拙
稿
「
略
儀
の
記
録
の
系
譜
と
紫
式
部
日
記
」
r
平
安
文
学
研
究
」
第
4
9
頼
、
昭
和

4
7
・
1
2
0

（
1
0
）
山
本
利
達
r
紫
式
部
日
記
　
紫
式
部
無
し
（
昭
和
5
5
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
解
説
。

福
家
利
幸
「
r
紫
式
部
日
記
」
の
憂
愁
の
叙
述
に
つ
い
て
－
女
房
日
記
の
生
成
－
」

r
国
文
学
研
究
し
第
一
〇
二
号
、
平
成
2
・
1
0
。
な
お
、
佐
藤
和
書
氏
は
、
苦
悩
を
語

る
こ
と
が
、
場
の
中
に
存
在
す
る
自
己
の
位
置
か
ら
主
家
を
賞
賛
す
る
こ
と
に
な
る
、

と
説
い
て
お
ら
れ
る
（
「
紫
式
部
日
記
の
表
現
」
r
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要
」
第

3
9
号
、
平
成
1
・
2
）
。

（
1
1
）
拙
稿
「
晴
俵
の
記
録
の
方
法
－
紫
式
部
日
記
の
若
宮
誕
生
記
－
」
r
講
座
　
平
安

文
学
論
究
」
第
1
1
輯
（
平
成
8
、
風
間
昏
房
）
　
所
収
。

（
1
2
）
　
（
1
3
）
　
「
r
紫
式
部
日
記
」
の
絵
画
的
視
点
　
－
　
行
事
記
録
に
お
け
る
怖
腋
的
観
察
の

表
現
　
－
　
」
r
日
本
文
学
」
第
3
6
巻
第
1
1
号
、
昭
和
6
2
・
1
1
。

（
1
4
）
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

（
1
5
）
引
用
は
、
南
被
浩
r
紫
式
部
集
全
評
釈
」
　
（
昭
和
5
8
、
笠
間
書
院
）
　
に
よ
る
。

－
は
ら
だ
・
あ
つ
こ
、
大
阪
成
撰
大
学
教
授
－
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