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落
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起

t
　
姫
君
の
御
ふ
み
重
石
の
解
釈

古
典
の
文
章
を
平
素
何
気
な
く
読
み
過
ご
し
て
来
た
の
に
'
突
然
あ
る
一
語

･
一
句
の
解
釈
な
ど
の
上
に
疑
問
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
そ
こ
で
立
ち
ど
ま
る
こ

と
が
あ
る
｡
私
は
あ
ま
-
注
釈
書
に
た
よ
る
丁
寧
な
読
み
方
を
し
な
い
｡
頭
注

･
脚
注
･
訳
文
等
を
飛
ば
し
て
､
大
体
が
納
得
さ
れ
る
と
'
ど
ん
ど
ん
先
を
急

い
で
し
ま
う
｡
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
習
慣
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
｡
そ

の
何
と
な
く
自
分
流
に
了
解
し
て
い
た
も
の
が
､
注
釈
寮
の
述
べ
て
い
る
と
こ

ろ
と
'
衝
突
す
る
場
合
が
あ
る
｡
そ
こ
で
攻
め
て
そ
の
文
章
を
読
み
直
す
こ
と

に
な
る
｡
勿
論
自
分
の
漠
然
と
措
い
て
い
た
印
象
に
誤
-
が
あ
っ
た
こ
と
に
気

づ
く
場
合
も
少
な
く
な
い
が
､
た
ま
に
は
'
注
釈
の
類
を
疑
っ
て
み
る
こ
と
も

あ
る
｡

『
落
窪
物
語
』
の
巻
之
四
㌧
　
ヒ
ロ
イ
ン
落
窪
の
君
は
今
は
時
め
く
左
大
臣
殿

の
北
の
方
と
な
っ
て
い
る
｡
苛
つ
ら
い
目
を
見
せ
た
継
母
の
実
の
娘
の
四
の
君

が
'
太
宰
の
純
の
妻
と
な
っ
て
筑
紫
に
下
る
の
を
'
こ
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
こ
ま
か

に
後
見
を
L
t
数
々
の
贈
-
物
を
し
て
出
で
立
た
せ
る
｡
こ
こ
の
く
だ
-
の
物

語
に
'
｢
姫
君
の
御
ふ
み
に
は
｣
と
い
う
表
現
が
あ
る
｡
す
な
お
に
読
め
ば
'

｢
姫
君
か
ら
の
御
手
紙
に
は
｣
と
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
｡
そ
の
｢
姫
君
｣
と
は
誰

を
さ
す
の
か
｡
こ
の
御
ふ
み
と
い
う
の
は
'
誰
か
ら
誰
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
の
か
'
後
世
の
読
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
は
､
b
f
わ
か
に
判
断
が
つ
き
に
く

い
の
も
も
っ
と
も
で
あ
ろ
う
｡
は
た
し
て
二
様
の
解
釈
が
あ
っ
て
対
立
し
て
い

る
｡
現
在
一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
る
注
釈
で
は
､
落
窪
の
女
君
つ
ま
り
左
大
臣

の
北
の
方
か
ら
'
異
母
妹
四
の
君
の
娘
に
与
え
た
歌
と
し
て
い
る
｡
近
代
の
注

釈
類
を
念
の
た
め
に
当
た
っ
て
み
た
が
へ
ま
ず
例
外
な
く
こ
の
解
釈
を
採
っ
て

い
る
｡
中
村
秋
香
『
落
寝
物
語
大
成
』
あ
た
-
に
こ
の
解
釈
の
源
流
が
求
め
ら
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れ
る
か
と
思
う
｡
す
く
な
く
と
も
現
在
の
枚
注
･
注
釈
の
類
に
'
最
も
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
'
こ
の
中
村
秋
番
説
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡

-
-
-
姫
君
(
へ
)
の
御
文
に
は
'
-
-

を
し
め
ど
も
し
ひ
て
行
-
だ
に
う
き
も
の
を
我
心
さ
へ
な
ど
か
お
く
れ

ぬ

落
へ
ノ

-
-
-
む
す
め
の
　
智
の
衛
か
へ
-
'
-
-

身
を
分
け
て
君
に
し
添
ふ
る
も
の
な
ら
ば
ゆ
-
も
と
ま
る
も
恩
は
ざ
ら

ま
し

(
落
窪
物
語
大
成
)

こ
の
｢
姫
君
｣
の
下
に
片
か
な
の
｢
へ
｣
を
括
弧
に
入
れ
て
補
記
し
て
い
る

の
は
､
解
釈
を
示
し
た
も
の
で
あ
の
｡
｢
姫
君
の
御
文
｣
は
｢
姫
君
へ
の
御
文
｣

と
い
う
意
味
で
あ
り
'
格
助
詞
｢
へ
｣
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

｢
む
す
め
の
君
の
｣
の
右
傍
に
｢
落
へ
ノ
｣
と
あ
る
の
も
へ
次
の
返
欲
が
四
の

君
の
娘
か
ら
左
大
臣
の
北
の
御
子
へ
の
返
歌
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
注
記
し
た

も
の
で
あ
る
｡
こ
の
解
釈
に
は
､
後
に
説
-
よ
う
に
'
不
審
な
点
が
い
く
つ
か

含
ま
れ
て
い
る
｡
第
二
四
の
君
の
娘
を
'
こ
の
物
語
が
｢
姫
君
｣
と
呼
ぶ
と

い
う
こ
と
は
､
極
め
て
不
自
然
で
あ
-
'
納
得
し
が
た
い
こ
と
で
は
な
い
か
,

第
二
'
四
の
君
の
返
歌
の
内
容
が
'
北
の
方
に
宛
て
た
も
の
と
し
て
は
,
こ
れ

も
か
な
り
不
自
然
に
思
わ
れ
る
､
な
ど
の
諸
点
が
そ
れ
で
あ
る
｡
だ
が
､
こ
れ

が
1
見
こ
ぎ
れ
い
に
調
理
さ
れ
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
提
供
さ
れ
る
と
へ
端
末
的

な
部
分
で
あ
る
た
め
に
へ
格
別
の
注
意
を
も
払
う
こ
と
な
く
'
軽
く
読
み
過
ぎ

て
し
ま
う
の
も
､
致
し
方
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
､
単
に
数
行
の
詞
章

の
解
釈
如
何
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
､
物
語
の
文
章
に
於
け
る
人
物
の
称
呼
と
い

ぅ
問
題
､
そ
の
解
釈
的
処
理
の
上
で
生
ず
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
呼
ぶ
も
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
'
敢
え
て
こ
だ
わ
っ
て
み
よ
う
と
す
る
次
第
で
あ
る
｡

右
の
よ
う
な
近
代
の
諸
注
釈
と
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
解
釈
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
｡
ま
ず
､
最
も
古
い
所
見
は
､
『
風
葉
和
歌
集
』
で
あ
る
｡

っ
く
し
に
下
る
人
に
の
た
ま
ひ
け
る
　
　
　
お
ち
く
ぼ
の
中
宮

惜
し
め
ど
も
し
ひ
て
行
-
だ
に
う
き
物
を
わ
が
心
さ
へ
な
ど
か
お
く
れ
ぬ

か

へ

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

大

納

言

た

ゞ

よ

-

の

四

君

身
を
か
へ
て
君
に
し
添
ふ
る
も
の
な
ら
ば
行
く
も
と
ま
る
も
愚
は
ざ
ら
ま

し

(
風
葉
･
九
･
離
別
)
　
(
枚
注
日
本
文
学
大
系
)

こ
れ
に
｢
中
宮
｣
と
あ
る
の
は
う
道
頼
と
そ
の
北
の
方
(
落
窪
)
と
の
間
に

生
ま
れ
た
長
女
で
あ
-
､
物
語
に
｢
大
君
｣
と
呼
ば
れ
'
後
に
｢
女
御
｣
と
呼

ば
れ
｢
き
き
き
に
ゐ
給
ひ
ぬ
｣
と
語
ら
れ
た
そ
の
人
を
さ
す
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
｡
こ
の
『
風
薬
集
』
の
読
み
は
正
し
い
と
私
は
考
え
る
｡
た
だ
し
へ
返
し

に
つ
い
て
｢
四
君
｣
と
あ
る
の
は
､
勿
論
誤
っ
て
い
る
｡
｢
四
の
君
の
娘
の
君
｣

と
す
べ
き
も
の
を
､
書
き
落
と
し
た
の
か
へ
四
の
君
が
わ
が
娘
の
代
作
を
し
た

と
解
し
た
の
か
'
い
ず
れ
に
し
て
も
正
し
-
な
い
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ

は
そ
れ
と
し
て
'
物
語
本
文
に
｢
珊
君
の
御
ふ
み
｣
と
あ
る
の
を
､
左
大
臣
道

東
の
息
女
の
御
ふ
み
と
読
ん
だ
の
は
､
ま
ち
が
っ
て
は
い
な
い
と
認
め
て
よ
か

ら
う
｡
論
証
は
後
節
に
述
べ
る
｡

『
風
葉
』
の
読
み
と
1
致
す
る
解
釈
を
示
し
た
も
の
に
は
'
『
落
窪
物
語
証
解
』

が
あ
る
｡
国
文
註
釈
全
書
に
収
め
て
あ
る
の
で
誰
で
も
簡
単
に
利
用
出
来
る
｡

国
分
註
釈
全
書
の
解
題
に
甫
蕃
山
景
雄
の
著
と
あ
る
｡
こ
の
著
者
が
'
日
尾
置

Osaka Shoin Women's University Repository



-　3　-

麿
で
あ
る
由
､
山
岸
徳
平
博
士
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
｡
こ

の
『
証
解
』
で
は
､
｢
姫
君
の
御
ふ
み
云
云
｣
の
右
肩
に
｢
左
大
臣
殿
の
｣
と

い
う
注
記
が
あ
る
｡
こ
の
方
が
､
諸
注
釈
の
'

姫
君
(
へ
)
の
御
文
-
(
落
選
物
語
大
成
･
中
村
秋
香
)

姫
君
へ
の
御
文
-
(
落
窪
物
語
新
釈
･
吉
村
重
徳
)

四
の
君
の
娘
へ
の
御
文
-
(
日
本
古
典
全
書
･
所
弘
)

四
の
君
の
姫
君
へ
の
北
の
方
(
落
窪
姫
)
　
の
御
手
紙
｡
(
日
本
古
典
文
学

大
系
･
松
尾
聡
)

女
君
か
ら
四
の
君
の
姫
君
へ
の
御
手
紙
-
(
日
本
古
典
文
学
全
集
)

等
々
よ
-
も
'
『
落
窪
物
語
』
　
の
文
章
表
現
か
ら
帰
納
し
て
妥
当
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
｡
そ
の
詳
論
は
後
節
に
詳
述
す
る
｡

二
'
中
富
の
物
語
に
於
け
る
｢
姫
君
｣
等
の
称
呼
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
と
､
四
の
君
の
娘
を
｢
ひ
め
君
｣
と
書
-
こ
と
と
は
､
物
語
の

文
章
と
し
て
は
､
ま
ず
あ
-
そ
う
に
も
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
落
窪
の
女
君
の
父

中
納
言
(
後
に
大
納
言
)
　
の
'
北
の
方
腹
の
娘
た
ち
に
も
'
｢
大
い
君
｣
｢
中
の

君
｣
｢
三
･
四
の
君
｣
と
記
し
て
い
る
が
'
勿
論
1
度
も
｢
姫
君
｣
と
記
し
た

箇
所
は
な
い
｡
ヒ
ロ
イ
ン
の
落
窪
の
女
君
に
対
し
て
も
､
そ
の
出
自
を
語
る
く

ど
-
に
｢
わ
か
う
ど
ぼ
り
ば
ら
の
君
｣
と
呼
ん
で
い
る
が
'
物
語
の
始
終
を
通

じ
て
1
度
も
｢
姫
君
｣
と
記
し
た
こ
と
は
な
い
o
｢
こ
の
君
｣
｢
君
｣
と
は
記
し

て
も
､
｢
姫
君
｣
と
は
記
し
て
い
な
い
｡
継
母
北
の
方
は
'
家
の
女
房
た
ち
に

も
こ
の
君
を
｢
落
窪
の
君
｣
と
呼
ば
せ
､
物
語
の
地
の
文
で
も
'

帯
刀
､
落
窪
の
君
の
う
へ
を
語
り
き
こ
え
け
れ
ば
､
少
将
耳
と
ま
-
て
-

(
巻
〓

落
窪
の
君
'
か
ぞ
へ
の
う
ち
に
だ
に
人
ら
ざ
れ
ば
･
･
･
(
巻
一
)

と
い
う
よ
う
に
､
屈
辱
的
な
中
納
言
邸
内
で
の
習
慣
的
称
呼
を
そ
の
ま
ま
用
い

て
い
る
｡
こ
の
女
君
に
つ
い
て
は
､
少
将
道
頼
が
夫
と
し
て
通
う
よ
う
に
な
っ

た
あ
た
-
か
ら
｢
女
君
｣
と
い
う
称
呼
が
用
い
ら
れ
､
そ
の
行
動
や
所
作
を
叙

述
す
る
に
も
尊
敬
表
現
を
加
え
る
よ
う
に
な
る
が
､
そ
れ
以
前
は
ほ
と
ん
ど
敬

語
を
用
い
て
い
な
い
｡
場
面
の
考
慮
が
人
物
称
呼
や
待
遇
表
現
を
強
-
支
配
し

て
い
る
｡こ

の
君
の
か
た
ち
は
､
か
-
か
し
つ
き
給
ふ
御
む
す
め
ど
も
よ
り
も
お
と

る
ま
じ
け
れ
ど
へ
出
で
ま
じ
ら
ふ
こ
と
な
く
て
-
(
巻
一
)

う
ち
歎
き
て
'
い
か
で
な
は
消
え
う
せ
ぬ
る
わ
ざ
も
が
な
と
､
う
ち
な
げ

-
0
(
巻
〓

と
い
う
よ
う
な
待
遇
表
現
が
多
く
て
'
所
々
に
｢
お
ぼ
さ
れ
け
れ
ば
｣
　
｢
弾
き

給
ひ
け
れ
ば
｣
｢
ひ
ね
巧
縫
い
給
ひ
け
れ
ば
｣
　
な
ど
の
尊
敬
表
現
が
ま
じ
っ
て

い
る
の
が
い
か
に
も
不
調
和
に
感
じ
ら
れ
る
｡

こ
れ
が
'
落
窪
に
物
縫
わ
き
れ
て
住
む
女
か
ら
'
権
門
の
若
君
右
近
少
将
を

夫
に
持
っ
て
｢
女
君
｣
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
と
'
尊
敬
表
現
が
主
調
を
な

し
て
来
る
O
殊
に
夫
の
道
東
の
官
職
が
累
進
し
て
時
め
い
て
来
る
に
つ
け
､
そ

の
正
室
と
し
て
の
女
君
に
対
す
る
物
語
叙
述
も
丁
重
を
極
め
て
来
る
｡

女
君
の
､
御
服
の
い
と
濃
き
に
精
進
の
け
に
す
こ
し
育
み
給
へ
る
が
､
あ

わ
れ
に
見
え
給
へ
ば
､
男
君
う
ち
な
げ
き
て
､

涙
川
わ
が
涙
さ
へ
落
ち
添
ひ
て
君
が
裸
ぞ
淵
と
見
え
け
る
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と
の
た
ま
え
ば
､
女
'

袖
-
た
す
涙
の
川
の
深
け
れ
ば
ふ
ぢ
の
こ
ろ
も
と
い
ふ
に
ぞ
あ
り
け
る

な
ど
き
こ
え
給
ひ
っ
ゝ
　
(
中
略
)
　
｢
い
ま
い
く
ぱ
く
に
も
あ
ら
ず
p
　
御
四

十
九
日
果
て
～
渡
ら
む
｣
と
の
た
ま
へ
ば
'
こ
ゝ
に
な
む
夜
は
お
は
し
け

る
｡
(
巻
四
)

事
果
て
～
p
大
将
殿
｢
今
は
い
ざ
給
へ
｡
へ
や
に
も
ぞ
こ
む
る
｡
｣
と
の

た
ま
へ
ば
'
｢
け
し
か
ら
ず
､
か
～
る
事
な
の
た
ま
ひ
そ
｡
(
中
略
)
　
な
き

人
の
衝
か
は
-
に
は
へ
よ
ろ
し
う
お
ぼ
さ
れ
に
し
が
な
と
こ
そ
巌
は
め
｣

と
の
た
ま
へ
ば
'
｢
さ
ら
な
る
こ
と
｡
女
君
だ
ち
に
も
'
君
こ
そ
は
間
ひ

給
は
め
｣
と
の
た
ま
ゑ
｡
(
巻
四
)

男
君
と
対
す
る
と
同
等
の
尊
敬
表
現
を
以
っ
て
女
君
の
行
動
を
も
叙
し
て
い

る
｡
物
語
に
お
け
る
人
物
の
呼
び
方
や
､
そ
の
叙
述
の
待
遇
表
現
に
は
､
あ
る

程
度
の
慣
行
的
な
規
準
が
あ
っ
て
､
作
者
の
そ
の
場
で
の
気
分
に
ま
か
せ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
､
『
落
窪
』
で
あ
れ
､
『
字
津
保
』
　
で
あ
れ
､
『
蘇

氏
で
あ
れ
､
そ
れ
程
ば
ら
ば
ら
な
無
法
則
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

ヒ
ロ
イ
ン
の
か
わ
か
ん
ど
ほ
-
腹
の
君
″
は
'
室
町
期
の
擬
古
物
語
な
ど
で

あ
っ
た
ら
｢
ひ
め
君
｣
と
語
ら
れ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
､
そ
う
は
書
い
て

い
な
い
｡
恐
ら
く
'
そ
の
中
納
言
家
の
人
々
が
そ
う
呼
ん
で
い
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
-
'
物
語
が
｢
姫
君
｣
と
か
｢
姫
宮
｣
と
か
の
称
呼
を
用
い

る
の
は
､
作
者
や
読
者
の
が
わ
か
ら
の
尊
敬
の
念
の
表
象
と
し
て
で
は
な
-
'

物
語
の
場
で
そ
う
呼
ば
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
伝
え
る
の
で
あ
っ
た

と
解
さ
れ
る
0

そ
の
点
で
､
現
存
す
る
『
住
吉
物
語
』
そ
の
ヒ
ロ
イ
ン
を
始
め
か
ら
終
-
ま

で
｢
姫
君
｣
と
い
う
呼
び
方
で
通
し
て
い
る
の
は
'
今
日
の
読
者
に
は
む
し
ろ

わ
か
り
易
い
衰
現
で
あ
る
が
'
『
字
韓
保
』
　
『
落
窪
』
『
源
氏
』
　
等
と
異
質
的
だ

と
言
え
る
｡
後
健
の
読
者
に
理
解
し
易
い
形
に
改
作
さ
れ
た
も
の
と
見
て
よ
か

ろ
う
と
思
う
｡

『
落
寝
物
語
』
　
で
は
'
ヒ
ロ
イ
ン
の
落
窪
の
君
を
7
度
も
　
｢
姫
君
｣
　
と
ち

｢
姫
｣
と
も
書
い
て
い
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
が
'
そ
れ
で
は
ど
う
い
う
人
を

ど
う
い
う
場
面
で
｢
姫
君
｣
と
か
｢
姫
宮
｣
と
か
呼
ん
で
い
る
か
｡

巻
二
､
道
東
の
中
将
の
母
君
の
誘
い
で
'
女
君
は
賀
茂
の
祭
見
物
に
一
条
大

路
に
出
か
け
て
､
母
君
た
ち
に
対
面
す
る
.
そ
の
桟
敷
に
い
た
左
大
将
家
の
君

た
ち
は
'
左
大
将
殿
の
北
の
方
､
そ
の
第
二
女
の
中
の
君
へ
そ
の
孫
の
姫
営
な
ど

で
あ
る
｡
物
見
で
あ
る
か
ら
女
性
だ
け
と
見
て
よ
い
｡
姫
宮
と
呼
ば
れ
て
い
る

の
は
へ
太
い
君
の
腹
に
生
れ
た
皇
女
で
､
里
邸
左
大
将
家
で
育
て
ら
れ
て
い
た

わ
け
で
あ
る
0
姫
宮
と
い
う
呼
び
名
は
左
大
将
家
と
い
う
1
つ
の
世
界
の
中
で

の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
｡
も
し
も
左
大
将
家
の
中
に
'
幼
い
皇
女
が
二

人
あ
っ
た
と
し
た
ら
､
そ
の
中
の
1
人
だ
け
が
姫
宵
と
呼
ば
れ
､
他
は
別
の
呼

び
方
を
き
れ
た
と
見
ら
れ
る
o
た
と
え
ば
一
の
宮
と
か
､
二
の
営
と
か
呼
ぶ
こ

と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
対
面
の
条
の
文
章
を
少
々
引
用
す
る
｡

女
君
は
､
(
中
略
)
　
上
や
中
の
君
な
ど
お
は
す
る
所
に
入
れ
奉
-
給
ふ
｡

見
給
ふ
に
わ
が
む
す
め
･
姫
宵
に
も
お
と
ら
ず
を
か
し
げ
に
て
見
ゆ
｡

(
中
略
)
姫
宮
は
げ
に
た
ゞ
の
人
な
ら
ず
あ
て
に
け
だ
か
く
て
､
十
二
ば

か
り
に
お
は
し
ま
せ
ば
､
ま
だ
い
と
わ
か
う
'
い
は
げ
な
う
を
か
し
げ
な

-
0
(
巻
二
)

巻
四
で
は
主
人
公
道
東
は
昇
進
し
て
左
大
臣
に
な
っ
て
い
る
｡
男
の
子
が
三

'
女
の
子
が
二
人
と
'
繁
昌
し
て
い
る
O
　
そ
の
1

I
,
I

に
考
え
る
べ
き
こ
と
は
'

と
い
^
フ
坪
薙
ノ
銘
H
は
､
許
サ
7
9

′
　
t
]
一
ヽ
ヽ
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珪
捌

ヒ
　
ロ
イ
,

か
ら
以
解
れ
ノ

l
H
r
'
J
二
　
ノ
ノ
1
)

儒
Ⅷ
i
Z
>

人
､
女
の
子
が
二
人
と
'
繁
昌
し
て
い
る
｡
そ
の
二
人
の
女
子
の
内
で
､
｢
姫

君
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
'
そ
の
長
女
の
方
で
あ
る
｡

ま
ず
'
左
大
臣
殿
の
北
の
方
即
ち
落
産
の
君
が
'
継
母
方
の
四
の
君
と
そ
の

姫
に
衣
裳
を
贈
与
す
る
く
だ
り
に
､

ぞ

左
の
太
い
殿
'
渡
り
給
ふ
と
聞
き
て
'
御
衣
な
ど
は
あ
ざ
や
か
に
も
あ
ら

ひ

′

ぐ

じ
と
思
し
よ
り
て
､
い
と
き
よ
げ
に
し
お
き
た
る
御
衣
一
兵
へ
ま
た
姫
君

の
御
料
な
る
一
く
だ
-
う
ち
ひ
き
き
人
に
着
せ
奉
-
給
へ
と
て
奉
り
給
ふ
.

(
巻
四
)

と
あ
る
｡
｢
姫
君
｣
は
左
大
臣
の
長
女
を
き
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
｡

こ
れ
を
継
母
方
の
四
の
君
の
娘
を
さ
す
と
解
す
る
の
は
､
ど
う
考
え
て
も
妥
当

で
な
い
｡
四
の
君
に
贈
っ
た
衣
裳
も
'
｢
い
と
き
よ
げ
に
し
お
き
た
る
｣
　
と
あ

る
の
だ
か
ら
'
も
と
も
と
仕
立
て
て
あ
っ
た
も
の
を
'
四
の
君
が
太
宰
の
権
の

師
の
邸
に
行
-
と
聞
い
て
'
急
場
の
間
に
合
わ
せ
た
の
で
あ
る
｡
こ
ち
ら
も
わ

が
子
な
る
姫
君
の
料
と
し
て
仕
立
て
て
あ
っ
た
も
の
を
､
｢
小
さ
き
人
に
｣
と

言
っ
て
贈
っ
た
の
で
あ
る
｡

四
の
君
の
娘
(
面
白
の
駒
を
父
と
す
る
)
　
の
こ
と
は
､
｢
御
む
す
め
｣
｢
幼
き

人
｣
｢
小
さ
き
人
｣
｢
む
す
め
の
君
｣
｢
む
す
め
｣
　
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
〇
　
四
の

君
が
そ
の
娘
を
連
れ
て
､
帥
と
共
に
筑
紫
に
旅
立
つ
の
は
'
万
事
左
大
臣
家
の

配
慮
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
中
で
の
人
物
の
呼
び
方
に
は
'
統
一
的

な
秩
序
が
あ
る
の
が
当
然
で
あ
る
｡
と
い
う
よ
り
も
'
巻
の
四
の
物
語
進
行
も
､

左
大
臣
道
東
と
そ
の
北
の
方
を
中
心
と
L
t
軸
と
し
て
い
る
｡
｢
姫
君
｣
と
い

う
呼
び
名
を
四
の
君
の
娘
'
し
か
も
面
白
の
駒
と
噸
笑
き
れ
た
人
物
を
父
と
す

る
女
の
子
に
ま
で
へ
そ
う
軽
々
と
及
ぼ
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡

更
に
考
え
る
べ
き
こ
と
は
'
｢
姫
君
｣
と
い
う
呼
び
名
は
､
母
7
1
る
人
の
素

姓
よ
-
も
'
父
た
る
人
の
素
姓
･
地
位
の
方
に
関
連
が
深
い
と
見
ら
れ
る
点
で

あ
る
｡
｢
姫
君
の
御
料
｣
と
い
う
表
現
は
'
当
時
の
読
者
に
は
容
易
に
左
大
臣

殿
の
姫
君
の
御
召
し
料
の
意
に
了
解
し
得
た
で
あ
ろ
う
｡

四
の
君
が
帥
と
共
に
旅
立
つ
時
'
意
外
に
も
面
白
の
駒
か
ら
の
贈
-
物
が
届

け
ら
れ
る
｡
母
北
の
方
は
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
と
言
う
が
､
三
郎
少
将
は
'

｢
こ
れ
を
左
の
大
い
殿
の
姫
君
に
奉
-
給
へ
｣
(
巻
四
)

と
勧
め
る
.
一
つ
に
は
左
大
臣
夫
人
の
恩
情
に
報
い
る
べ
き
で
あ
-
､
1
つ
に

は
今
更
前
夫
兵
部
少
輔
か
ら
の
贈
-
物
を
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
気
持

を
含
ん
で
い
る
｡
四
の
君
も
こ
れ
に
同
意
す
る
｡

右
の
文
を
見
て
も
'
｢
姫
君
｣
　
と
い
う
呼
び
名
の
さ
す
所
が
忘
員
し
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

こ
の
姫
君
の
そ
の
後
の
物
語
展
開
を
見
る
と
､

姫
君
十
三
に
て
御
裳
着
せ
奉
-
給
ふ
｡
(
巻
四
)

う

ち

年
返
-
て
は
､
姫
君
内
裏
に
参
-
給
は
む
と
て
'
限
り
な
-
か
し
つ
き
給

ふ
ほ
ど
に
'
(
巻
四
)

御
む
す
め
の
女
御
､
后
に
ゐ
給
ひ
ぬ
｡
(
巻
四
)

と
あ
っ
て
'
入
内
ま
で
は
｢
姫
君
｣
と
呼
ば
れ
'
入
内
後
は
｢
女
御
｣
に
任
ぜ

ら
れ
､
や
が
て
｢
后
｣
に
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
物
語
の
人
物
称
呼
の
秩
序
の
中
で
､
前
節
の
｢
姫
君
の
御
ふ
み
｣

と
い
う
表
現
が
如
何
に
解
釈
さ
る
べ
き
か
は
へ
お
の
ず
か
ら
絞
ら
れ
て
来
る
で

あ
ろ
う
.

『
落
窪
物
語
』
に
つ
い
て
見
て
釆
た
が
'
こ
の
こ
と
は
『
字
津
保
物
語
』
で
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示
す
0

も
同
様
な
秩
序
･
条
理
が
存
在
す
る
｡

『
字
韓
保
』
の
前
半
'
｢
藤
原
の
君
｣
の
あ
た
-
か
ら
｢
内
侍
の
か
み
(
初

秋
)
あ
た
り
ま
で
で
'
｢
姫
君
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
,
少
数
の
例
を
除
い

て
は
左
大
将
家
の
第
九
女
あ
て
宮
で
あ
る
｡
別
の
構
想
圏
と
見
な
さ
れ
る
｢
忠

こ
そ
｣
の
巻
で
'
忠
こ
そ
の
母
を
｢
ひ
め
君
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡

母
君
お
ぼ
す
事
ま
た
｣
ち
な
L
t
忠
こ
そ
の
上
を
お
ぼ
す
｡
(
中
略
)
姫

君
も
き
こ
え
給
ふ
'
｢
た
れ
も
た
れ
も
親
に
は
も
の
し
顎
ヘ
ビ
,
ち
ひ
き

め

き
時
は
女
親
の
ご
と
は
あ
ら
ぬ
も
の
な
-
0
(
中
略
)
お
の
れ
に
か
は
り

て
腹
ぎ
た
な
き
人
に
つ
き
て
'
あ
し
き
目
見
せ
給
ふ
な
｡
(
中
略
)
と
き

こ
え
お
き
て
か
-
れ
給
ひ
ぬ
｡
(
忠
こ
そ
)

こ
の
母
君
は
壷
の
源
氏
で
あ
る
か
ら
'
み
か
ど
の
御
む
す
め
で
あ
る
.
杏

来
は
姫
宮
と
呼
ぼ
る
べ
き
人
で
あ
た
っ
の
で
,
『
源
氏
物
語
』
の
光
軒
氏
の
如

き
位
置
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
こ
の
母
君
が
そ
の
母
女
御
の
里
邸
で
育
て
ら

れ
た
と
い
う
よ
う
な
情
況
も
想
定
さ
れ
る
｡
だ
か
ら
周
囲
か
ら
｢
姫
君
｣
と
呼

ば
れ
て
来
た
人
と
し
て
､
物
語
の
叙
述
で
も
右
の
よ
う
な
表
現
を
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
｡

右
大
将
家
の
九
の
君
あ
て
宮
が
､
十
四
人
の
息
女
の
中
で
完
だ
け
特
に

｢
姫
君
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
｡
物
語
作
者
の
が
わ
に
も
,
九

の
君
の
置
か
れ
た
位
置
に
も
'
そ
の
原
因
と
な
る
条
件
を
見
出
し
に
く
い
｡
む

し
ろ
'
左
大
将
家
及
び
そ
の
周
辺
で
'
極
め
て
自
然
に
九
の
君
あ
て
宮
を
｢
姫

君
｣
と
呼
ぶ
習
慣
が
生
じ
た
の
で
'
そ
れ
以
上
の
具
体
的
な
理
由
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
｡
そ
う
思
わ
せ
る
の
は
'
比
較
的
多
数
の
文
例
が
,
九
の
君
を
め
ぐ

る
親
近
な
人
々
の
口
か
ら
出
る
対
話
文
の
中
で
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
｡

ゆ
き
ま
き
'
(
中
略
)
宮
あ
こ
君
に
'
｢
こ
れ
な
か
の
お
と
ゞ
の
ひ
め
君
に

た
て
ま
つ
り
給
ひ
て
'
御
返
り
ご
と
取
-
て
も
て
お
は
し
ま
せ
｡
(
下
略
)
｣

(
藤
原
の
君
)

ぁ
る
じ
の
お
と
ゞ
(
兼
雅
)
｢
(
上
略
)
'
ま
め
や
か
に
は
,
中
の
お
と
ゞ

の
ひ
め
君
を
な
ん
'
ち
び
き
く
聞
え
給
ひ
し
と
き
よ
-
う
け
た
ま
は
り
お

き
た
る
を
'
か
く
な
ん
と
だ
に
き
こ
え
で
は
や
み
な
む
や
｡
(
下
略
)
｣

(
藤
原
の
君
)

少
将
｢
た
だ
御
空
っ
ぽ
か
-
な
-
｡
中
の
お
と
ど
の
ひ
め
君
の
,
『
面

白
か
る
べ
き
こ
と
な
-
'
見
給
は
む
』
と
き
こ
え
給
へ
ば
ぞ
｣
と
い
へ
ば
,

(
藤
原
の
君
)

(
三
春
高
基
)
｢
か
し
こ
き
こ
と
な
れ
ど
'
中
の
お
と
ど
の
ひ
め
君
に
,

と
し
月
き
こ
え
さ
せ
む
と
思
ふ
を
､
か
し
こ
ま
-
て
な
む
,
え
か
く
と
も

き
こ
え
ぬ
｡
(
下
略
)
　
(
藤
原
の
君
)

長
門
'
茜
び
て
参
り
ぬ
｡
む
ま
ご
の
た
て
さ
と
い
ふ
を
呼
び
て
,

君
は
い
づ
-
に
か
お
は
し
ま
す
｡
｣
(
藤
原
の
君
)

｢
ひ
め

以
上
は
｢
藤
原
の
君
｣
の
巻
の
全
用
例
で
'
す
べ
て
が
対
話
の
中
に
現
れ
て

い
る
｡｢

あ
て
宮
｣
の
巻
で
は
'
伸
濃
が

｢
(
上
略
)
あ
ま
た
お
は
し
ま
せ
ど
も
'
中
の
お
と
ゞ
の
ひ
め
君
に
な
む
,

い
か
で
つ
か
う
ま
つ
ら
む
と
愚
ひ
給
へ
つ
る
｡
御
宮
づ
か
へ
の
ほ
ど
な
ど

ぎ
ふ
や
く

に
は
雑
役
を
だ
に
と
思
ひ
給
ふ
る
時
し
ま
れ
'
い
た
づ
ら
人
に
な
り
ぬ
る

こ
と
｣
　
(
あ
て
宮
)

と
言
っ
て
泣
く
所
が
あ
る
｡
あ
て
宵
を
特
に
｢
姫
君
｣
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
を

0
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る
親
近
な
人
々
の
口
か
ら
出
る
対
話
文
の
中
で
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
｡

と
言
っ
て
泣
-
所
が
あ
る
｡
あ
て
宵
を
特
に
｢
姫
君
｣
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
を

示
す
｡入

内
後
の
あ
て
宮
を
､
仲
忠
は
､
あ
て
宮
の
父
左
大
将
に
対
し
て
'

｢
伸
忠
こ
く
は
-
の
撃
の
御
琴
な
ど
物
に
か
き
合
は
せ
て
て
つ
か
う
ま
つ

ひ
と
ひ

る
中
に
'
1
日
藤
壷
に
て
つ
か
う
ま
つ
り
し
ば
か
り
面
白
さ
な
む
侍
ら
ぬ
｡

か
の
姫
君
琵
琶
合
は
せ
て
遊
ば
し
ゝ
､
承
り
し
に
'
世
間
の
事
こ
そ
思
は

え
ざ
り
し
か
｡
(
下
略
)
｣
(
内
侍
の
か
み
)

と
い
う
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡
｢
姫
君
｣
と
い
う
呼
び
名
が
､
特
定
の
人
物
の

上
に
習
慣
的
に
定
着
し
て
､
幼
少
時
に
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
た
称
呼
が
､
成
人
後

に
も
及
ぶ
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
点
'
注
意
す
べ
き
で
あ
る
｡

｢
姫
君
｣
と
い
う
呼
び
名
が
'
あ
て
宮
を
さ
す
よ
う
に
固
定
し
て
ェ
る
の
は
､

左
大
将
正
額
の
家
を
め
ぐ
る
世
界
に
於
い
て
で
あ
ろ
う
｡

次
の
一
例
を
除
-
と
へ
あ
て
宵
を
｢
姫
君
｣
と
い
う
呼
び
名
で
さ
し
表
わ
し

た
の
は
､
全
部
が
対
話
文
で
あ
っ
た
｡
た
だ
へ
解
釈
に
多
少
の
明
瞭
さ
を
欠
-

が
'
次
の
1
例
だ
け
が
､
物
語
叙
述
の
中
に
於
い
て
で
あ
る
0
｢
内
侍
の
か
み
｣

の
巻
の
絵
詞
(
絵
解
と
も
言
わ
れ
る
)
の
中
に
見
え
る
｢
姫
君
｣
と
い
う
の
が
'

私
は
あ
て
宮
を
き
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
｡

〔
絵
解
〕
こ
～
に
ふ
ぢ
つ
ぼ
･
な
か
た
ゞ
･
す
ゞ
し
･
ひ
め
君
･
ご
た
ち
､

か
ず
し
ら
ず
お
ぼ
か
-
｡
大
将
'
な
か
た
ゞ
め
す
｡
(
古
興
文
庫
の
句
読

に
従
っ
て
引
用
)

こ
の
句
読
で
は
'
藤
壷
･
仲
忠
･
涼
･
姫
君
･
ご
達
の
五
者
が
並
べ
ら
れ
た

形
に
取
ら
れ
る
｡
絵
の
説
明
と
し
て
は
､
私
に
は
脈
に
落
ち
な
い
o

｢
こ
ゝ
に
｣
は
他
の
例
か
ら
推
し
て
｢
こ
ゝ
は
｣
の
誤
写
か
と
思
う
が
､
そ

れ
は
と
も
か
く
と
し
て
'
｢
こ
～
は
藤
東
｣
ま
た
は
　
｢
こ
ゝ
に
藤
壷
｣
で
一
応

切
れ
る
構
文
で
あ
る
｡
｢
か
ず
知
ら
ず
多
か
り
｣
は
｢
ご
達
｣
だ
け
を
主
格
と

し
て
承
け
る
と
解
し
な
い
と
自
然
で
な
い
｡

こ
ゝ
は
藤
壷
｡
伸
忠
'
涼
'
姫
君
｡
ご
た
ち
数
知
ら
ず
多
か
り
｡

と
い
う
構
文
と
考
え
た
方
が
よ
い
｡
(
拙
著
･
角
川
文
庫
字
津
保
物
語
中
巻
一

三
三
貢
の
句
読
も
す
こ
し
-
変
更
し
た
い
｡
)
　
文
意
は
｢
こ
こ
は
藤
東
の
御
局

で
あ
る
｡
伸
忠
･
涼
が
お
-
､
あ
て
宮
が
お
ら
れ
る
｡
女
房
た
ち
が
数
知
ら
ず

多
く
侯
う
て
い
る
｡
｣
と
な
る
の
で
あ
る
｡
｢
姫
君
｣
は
物
語
の
人
物
称
呼
か
ら

考
え
て
､
こ
こ
て
は
あ
で
宮
し
か
な
い
｡
他
に
｢
姫
君
｣
と
呼
べ
そ
う
な
女
性

は
こ
の
場
面
に
い
な
い
の
で
あ
る
o
右
の
よ
う
な
場
面
に
右
大
将
兼
雅
が
姿
を

見
せ
て
い
る
｡
勅
飴
で
伸
忠
を
召
し
に
釆
た
の
で
あ
る
｡
(
ち
な
み
に
､
右
と

1
達
の
詞
に
な
っ
て
い
る
絵
詞
の
本
文
も
誤
字
が
多
-
解
釈
が
困
難
で
あ
る
が
､

私
見
は
あ
る
が
こ
こ
に
は
省
く
｡
)

同
じ
巻
で
も
､
仲
忠
が
院
の
女
三
の
宵
に
面
談
し
て
い
る
く
だ
-
で
は
､
宵

の
腹
に
生
ま
れ
た
右
大
将
兼
雅
の
長
女
梨
責
の
御
方
を
｢
姫
君
｣
と
呼
ん
で
い

る
｡
当
然
の
呼
び
方
で
あ
る
｡

｢
か
し
こ
け
れ
ど
'
ひ
め
君
な
ど
宮
に
き
ぶ
ら
ひ
給
へ
ば
､
か
ず
な
ら
ず

お
ぼ
さ
る
と
も
'
よ
の
人
の
し
た
し
-
さ
ぶ
ら
ん
よ
り
は
'
心
こ
と
に
お

も
ほ
き
ん
な
ん
へ
　
い
と
う
れ
く
侍
べ
き
.
｣
　
(
E
侍
の
か
み
･
古
典
文
庫

の
句
読
に
よ
る
)

梨
東
の
御
方
は
､
伸
忠
の
異
母
妹
で
あ
る
｡
三
の
宮
と
伸
忠
と
の
間
に
は
1

家
の
内
と
い
う
人
間
関
係
が
あ
る
｡
こ
こ
で
梨
壷
を
姫
君
と
呼
ぶ
の
は
極
め
て

自
然
で
あ
る
｡
伸
忠
が
も
し
も
左
大
将
正
額
に
つ
な
が
る
人
間
関
係
の
世
界
で

発
言
す
る
時
は
､
あ
て
宮
を
｢
姫
君
｣
と
呼
ぶ
｡
物
語
の
地
の
文
で
も
'
そ
の
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話
線
が
そ
の
称
呼
の
あ
-
方
を
支
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

｢
姫
宮
｣
と
い
う
称
呼
も
'
｢
姫
君
｣
の
場
合
と
同
じ
で
あ
っ
た
｡
｢
嵯
峨
の

院
｣
の
巻
の
例
で
'

八
の
君
･
い
ま
宮
･
ひ
め
宮
み
す
ま
き
あ
げ
て
い
で
お
は
し
ま
し
て
'

(
古
典
文
庫
に
よ
る
)

と
あ
る
｢
い
ま
宮
｣
　
は
今
上
の
み
か
ど
の
女
一
の
宮
で
あ
り
､
｢
ひ
め
宮
｣
は

女
二
の
宮
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
.
女
1
の
宮
に
は
｢
今
宵
｣
と
い
う
呼
び

名
が
定
着
し
て
い
る
か
ら
'
こ
の
時
点
で
は
女
二
の
宮
が
｢
姫
宮
｣
と
呼
び
な

ら
わ
き
れ
て
い
た
と
推
定
し
て
誤
-
は
あ
る
ま
い
｡
い
ず
れ
も
仁
寿
殿
の
女
御

の
腹
で
あ
る
｡
だ
か
ら
左
大
将
家
で
生
い
立
っ
て
い
た
の
で
'
場
面
に
適
合
す

る
o

｢
国
議
の
上
｣
巻
に
'

か
た
ち
風
を
ば
ふ
ぢ
つ
ぼ
'
や
ま
も
-
は
一
宮
へ
　
さ
う
の
こ
と
は
二
宮
､

ぴ
は
ひ
め
宮
'
や
と
ま
ご
と
は
あ
な
た
の
そ
ん
わ
う
の
'
(
同
上
)

は
､
藤
東
の
御
属
に
於
け
る
情
景
描
写
で
あ
る
の
で
､
裳
着
を
す
ま
せ
て
い
る

女
一
の
宮
･
女
二
の
宮
に
対
し
て
は
　
二
の
宮
｣
｢
二
の
宮
｣
　
の
呼
び
名
が
定

着
L
t
別
人
が
｢
姫
宵
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
'
そ
れ
が
后
腹
の

三
の
宵
か
'
仁
寿
殿
の
四
の
宮
か
'
場
面
か
ら
考
え
る
と
後
者
で
あ
ろ
う
｡

右
の
粂
の
す
こ
し
前
に
'
あ
て
宮
･
女
一
の
宮
･
女
二
の
宵
･
ひ
め
宵
の
容

貌
･
御
髪
を
品
評
す
る
文
が
あ
る
｡

(
御
髪
を
叫
の
宮
と
比
べ
る
と
)
　
ふ
ぢ
つ
ぼ
の
は
い
ま
三
寸
ば
か
-
ま
き

り
た
り
云
々
｡
二
宮
の
を
み
給
へ
ば
'
う
ち
き
の
す
そ
と
ひ
と
し
云
云
｡

(
姓
)

船
宮
は
'
ま
だ
ら
い
さ
-
お
は
す
る
が
､
あ
て
に
そ
び
や
か
な
る
衡
か
た

ち
の
'
御
ぐ
し
た
け
に
す
こ
し
あ
た
り
た
-
0
(
同
上
)

と
あ
る
の
は
'
こ
れ
は
明
ら
か
に
女
四
の
宵
を
姫
宮
と
呼
ん
で
い
る
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡
｢
船
｣
は
｢
姫
｣
を
誤
写
し
た
も
の
｡

｢
国
譲
の
申
｣
の
巻
は
'
周
知
の
如
く
'
錯
簡
が
あ
る
の
で
'
引
用
の
噸
序

を
正
さ
れ
た
も
の
に
従
い
､
本
文
は
古
典
文
庫
の
用
字
面
･
句
読
に
従
い
'
特

に
そ
の
責
付
け
と
'
角
川
文
庫
の
貢
付
け
と
を
付
記
す
る
｡

(
二
の
宮
)

か
く
て
こ
の
宵
､
ひ
め
宮
は
へ
　
こ
の
お
と
ゞ
の
に
し
の
か
た
に
お
は
し
ま

す
｡
(
文
典
文
庫
1
四
五
七
'
角
川
㊦
二
一
〇
)

右
大
将
伸
忠
･
女
1
の
宮
の
縁
で
女
二
の
営
･
女
四
の
宵
が
来
て
い
る
O
仲

忠
が
庇
護
の
役
を
頼
ま
れ
て
い
る
と
い
う
情
況
設
定
で
あ
る
o
今
上
の
み
か
ど

の
女
み
こ
た
ち
は
'
一
の
宮
･
二
の
宮
･
四
の
宮
が
仁
寿
殿
の
女
御
腹
で
'
三

の
宮
は
中
宮
の
腹
で
あ
る
こ
と
が
へ
　
こ
の
前
後
の
物
語
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
0

｢
姫
宮
｣
が
誰
で
あ
る
か
'
諸
注
い
ず
れ
も
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
､
物
語

の
理
解
の
上
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
｡

し
ん
殿
の
南
お
も
て
を
'
御
方
に
し
っ
ら
ひ
'
に
し
お
も
て
に
か
ん
の
お

と
ゞ
'
中
に
は
一
宮
へ
ひ
ん
が
し
に
二
宮
･
ひ
め
宮
へ
し
っ
ら
ひ
た
る
ま

ゝ
に
お
り
給
ぬ
｡
(
古
典
文
庫
1
四
六
二
角
川
㊦
二
一
三
)

右
大
臣
兼
雅
の
桂
の
別
邸
'
避
暑
に
招
か
れ
た
客
人
た
ち
'
尚
侍
(
仲
忠
母
)

と
今
上
の
み
か
ど
の
女
み
こ
た
ち
と
で
あ
る
｡
｢
姫
宮
｣
　
が
仁
寿
殿
女
御
腹
の

女
四
の
宵
で
あ
る
こ
と
は
前
条
同
様
｡

(
こ
う
ち
き
)

〓
1
営
T
か
ら
あ
や
の
か
い
ね
-
一
か
さ
ね
'
ひ
め
宮
衛
か
う
ち
き
'
か

ん
の
お
と
ゞ
し
ろ
き
そ
う
の
ひ
と
へ
が
さ
ね
云
々
'
(
古
典
文
庫
7
四
七

四
へ
角
川
㊦
一
三
〇
)

人
物
は
前
条
に
同
じ
｡
｢
し
ろ
き
そ
う
｣
は
｢
白
き
簡
｣
で
あ
ろ
う
｡
『
玉

こ
の
語
録
の
中
で
も
他
の
皇
女
を
｢
姫
宮
｣
と
呼
ん
だ
所
が
全
く
な
い
わ
け
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(
姫
)

船
宵
は
'
ま
だ
ら
い
さ
-
お
は
す
る
が
'
あ
て
に
そ
び
や
か
な
る
御
か
た

四
､
角
川
㊦
1
三
〇
)

人
物
は
前
条
に
同
じ
｡
｢
し
ろ
き
そ
う
｣
は
｢
白
き
縛
｣
で
あ
ろ
う
｡
『
玉

琴
』
系
の
枚
本
で
｢
ろ
う
｣
と
し
て
い
る
が
解
釈
し
ょ
う
も
な
い
｡
古
典
全
書

7
1
,
つ

で
は
｢
緑
｣
と
し
て
い
る
が
'
例
の
な
い
形
で
あ
る
｡
｢
終
｣
な
ら
ば
'
『
和

名
抄
』
に
｢
椅
'
似
｣
錦
薄
者
也
｣
と
あ
-
､
そ
の
注
に
｢
説
文
縛
､
文
蔚
也
｣

と
あ
る
｡
給
は
筒
の
こ
と
で
'
そ
の
文
様
に
よ
る
名
で
あ
ろ
う
｡

右
の
人
々
に
よ
る
月
を
詠
ず
る
歌
が
あ
る
｡

ひ
め
宵

月
ま
つ
と
か
つ
ら
わ
た
-
に
き
よ
ふ
け
て
ひ
-
こ
と
の
ね
は
神
も
き
-
ら

ん
　
(
古
典
文
庫
一
四
七
六
㌧
角
川
㊦
一
三
二

人
物
構
成
も
前
条
と
全
く
同
様
の
中
で
､
｢
姫
営
｣
　
が
女
四
の
宮
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
｡
本
文
の
疑
う
べ
き
点
は
全
-
な
い
｡
日
本
古
典
全
書
･
日

本
古
典
文
学
大
系
等
の
本
文
が
｢
姫
君
｣
と
し
て
い
る
の
は
'
『
玉
琴
』
等
の
改

訂
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
場
面
に
姫
君
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
物
は

見
あ
た
ら
な
い
｡

(
-
凡
脹
)

二
宮
は
'
衝
き
了
の
の
か
た
び
ら
は
'
ご
た
ち
う
ち
か
け
て
ま
だ
お
ろ
さ

ず
'
(
中
略
)
　
ひ
め
宵
も
､
お
き
あ
が
り
給
へ
る
を
､
こ
れ
は
ま
だ
ら
い

さ
く
か
た
な
-
に
て
あ
て
な
る
､
よ
-
も
う
み
あ
つ
め
給
へ
る
み
こ
た
ち

か
な
と
､
見
て
ゐ
給
ぬ
.
(
古
典
文
庫
1
四
三
四
､
角
川
㊦
1
三
五
)

｢
よ
く
も
う
み
あ
つ
め
給
へ
る
｣
の
主
格
は
母
女
御
で
あ
る
｡
二
の
宮
も
ひ

め
官
も
仁
寿
殿
の
女
御
の
腹
の
内
親
王
で
あ
る
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
｡
中

宮
の
腹
の
み
こ
た
ち
は
'
東
宮
･
女
三
の
営
･
男
玉
の
宮
の
三
人
が
物
語
に
出

て
い
る
｡
｢
姫
宮
｣
が
女
四
の
宮
で
あ
る
こ
と
は
､
物
語
に
見
え
る
限
-
で
は

動
か
せ
な
い
｡
拙
著
角
川
文
庫
宇
津
物
語
上
巻
付
載
系
譜
参
照
｡

こ
の
話
線
の
中
で
も
他
の
皇
女
を
｢
姫
宮
｣
と
呼
ん
だ
所
が
全
く
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
､
そ
れ
は
そ
れ
と
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
る
｡

｢
こ
の
ご
ろ
は
'
所
-
-
-
に
か
く
な
ん
｡
后
宮
の
ひ
め
宮
も
'
か
-
な
や

ま
せ
給
て
､
お
ぼ
せ
侍
つ
れ
ど
､
ま
づ
殿
に
を
と
て
な
ん
｡
｣
(
国
譲
の
中
へ

古
典
文
庫
一
四
二
四
㌧
角
川
㊦
二
六
)

こ
れ
は
嵯
峨
の
院
の
太
后
の
腹
の
皇
女
で
'
東
宮
に
参
っ
て
い
る
｡
愛
称

｢
小
宮
｣
と
呼
ば
れ
る
人
で
あ
る
｡
こ
の
時
妊
娠
し
て
い
る
｡
{
后
の
宮
の
｣

を
冠
す
る
こ
と
で
物
語
話
線
の
混
乱
を
防
い
で
い
る
の
で
あ
る
｡

｢
国
譲
の
下
｣
の
巻
に
な
る
と
､
物
語
の
局
面
は
藤
氏
出
身
の
中
宮
を
軸
に

し
て
展
開
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
｢
姫
宮
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
､
中
宮
の
腹
の

女
三
の
宮
で
あ
る
｡

大
宮
｢
い
さ
や
､
い
と
あ
や
し
き
こ
と
を
ぞ
人
い
ひ
つ
る
や
｡
ま
こ
と
に

や
あ
ら
む
､
お
と
ゞ
を
へ
あ
る
や
む
事
な
き
所
に
と
-
こ
め
ら
べ
し
と
や
｡

(
中
略
)
北
方
｢
い
づ
こ
に
'
い
か
ゞ
き
こ
し
め
し
つ
る
ぞ
や
｡
｣
｢
き
さ

い
の
宮
の
ひ
め
宮
に
と
か
や
.
｣
(
古
興
文
庫
7
五
1
八
㌧
　
角
川
㊦
一
七

〇
)

(
言
)

き
さ
い
の
宮
は
､
こ
の
事
を
い
か
で
と
お
ぼ
し
て
'
ひ
め
君
を
た
ま
の
ご

と
く
つ
く
ろ
ひ
み
が
き
給
べ
し
｡
(
古
典
文
庫
｣
五
二
六
､
角
川
㊦
一
七

四)

古
典
文
庫
一
五
二
六
百
の
例
文
の
｢
ひ
め
君
｣
は
､
｢
ひ
め
宮
｣
の
誤
写
と

見
る
べ
き
で
あ
る
｡
右
の
二
例
と
も
､
情
況
報
告
の
対
話
文
体
の
中
の
も
の
で

あ
る
る
｡

｢
国
譲
の
申
｣
に
｢
ひ
め
君
｣
と
い
う
呼
び
名
が
見
え
る
の
は
'
新
中
納
言
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芙
忠
の
消
息
文
そ
で
君
を
さ
し
て
い
る
｡
参
議
中
納
言
の
息
女
と
し
て
だ
け
で

な
-
'
故
太
政
大
臣
源
季
明
の
養
女
と
い
う
身
分
で
や
が
て
入
内
を
予
定
さ
れ

て
い
る
の
で
'
1
家
の
中
で
特
は
重
要
な
地
位
を
占
め
て
来
た
こ
と
を
重
視
し

た
物
語
手
段
で
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
｡

ひ
め
君
う
す
に
ぴ
の
1
か
き
ね
の
御
こ
う
ち
ぎ
､
か
い
ね
-
の
う
ち
き
1

か
さ
ぬ
き
給
へ
-
0
.
御
と
し
十
七
さ
い
ば
か
-
に
て
云
云
'
(
古
典
文
庫

1
三
八
〇
'
角
川
㊦
九
〇
)

志
賀
の
山
里
に
'
実
忠
の
妻
子
を
実
忠
の
兄
実
正
が
訪
う
た
く
だ
-
で
あ
る
｡

場
面
に
は
芙
忠
の
妻
と
そ
の
娘
そ
で
君
と
実
正
と
が
い
る
｡
そ
で
君
を
物
語
で

｢
姫
君
｣
と
呼
ん
だ
の
は
'
こ
こ
が
初
め
て
で
あ
る
｡
故
太
政
大
臣
の
遺
言
で

そ
の
息
女
と
な
っ
た
と
い
う
含
み
が
あ
る
｡

ひ
め
君
は
T
と
ま
れ
か
う
ま
れ
､
わ
が
お
や
に
見
え
た
て
ま
つ
ら
ん
'
お

(

杏

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

街

カ

)

や
の
御
か
は
み
ん
と
お
も
は
し
て
'
お
ぢ
お
と
ゞ
見
給
を
も
も
の
～
に
も

お
も
ほ
し
た
ら
で
'
さ
し
む
か
ひ
ゐ
給
へ
-
0
(
古
典
文
庫
一
四
四
二

角
川
㊦
一
三
九
)

ひ
め
君
'
ち
ゝ
君
の
え
み
し
り
給
は
ぬ
を
い
と
か
な
し
と
お
も
は
し
て
'

え
ね
ん
じ
給
で
'
つ
ぶ
-
1
と
な
き
給
を
､
民
部
細
い
と
あ
は
れ
と
見
給

て
､
(
古
典
文
庫
一
四
四
二
'
角
川
㊦
一
四
〇
)

(
給
は
ず
カ
)

二
三
日
へ
給
へ
ど
'
北
方
に
も
ひ
め
ざ
み
に
も
'
ま
だ
も
の
き
こ
え
給
｡

(
古
典
文
庫
一
四
四
五
'
角
川
㊦
一
四
二
)

中
納
言
､
(
中
略
)
　
こ
な
た
に
わ
た
り
給
て
'
ひ
め
君
に
き
こ
え
給
｡
(
下

略
)
　
(
古
典
文
庫
7
四
四
六
､
角
川
㊦
1
四
二
)

ひ
め
君
'
と
も
か
-
-
の
も
の
給
は
で
､
た
ゞ
つ
く
ぐ
と
な
き
給
へ
ば
'

(
古
典
文
庫
山
四
四
七
､
角
川
㊦
1
四
三
)

女
君
悦
て
､
北
お
も
て
に
お
は
す
る
所
に
ま
う
で
給
へ
ば
'
(
古
典
文
庫

一
四
四
八
､
角
川
㊦
一
四
三
)
　
(
注
女
君
は
姫
君
の
誤
写
)

右
大
将
も
'
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
す
ゞ
し
げ
な
る
に
も
の
し
給
て
云
云
｡
(
中

略
)
北
方
･
ひ
め
君
な
ど
は
み
給
て
'
か
の
山
里
に
も
の
し
給
し
人
に
こ

そ
は
あ
め
れ
､
(
中
略
)
　
た
れ
な
ら
ん
と
見
給
｡
(
古
典
文
庫
一
四
五
二
㌧

角
川
㊦
一
四
六
)

ひ
ん
が
し
の
か
た
に
は
北
方
'
に
し
に
は
中
納
言
と
､
い
と
こ
と
-
1
し

う
て
'
女
も
め
し
っ
か
ひ
給
は
ず
｡
(
中
略
)
時
-
-
-
､
ひ
め
君
の
み
よ

ぴ
わ
た
し
給
つ
～
､
物
語
し
給
｡
(
古
典
文
庫
1
四
八
三
､
角
川
㊦
1
五

〇)ひ
る
つ
か
た
､
御
文
か
き
て
'
な
か
ど
の
も
と
に
ひ
め
君
を
ま
ね
き
よ
せ

て
'
｢
こ
れ
'
は
ゝ
君
に
た
て
ま
つ
れ
給
て
'
御
速
と
-
て
を
｣
と
の
給

へ
ば
､
(
古
典
文
庫
1
四
八
五
､
角
川
㊦
一
五
1
)

民
部
卿
｢
あ
な
た
の
か
た
ざ
ま
み
ん
｣
の
給
へ
ば
'
ひ
め
君
｢
か
し
こ
に

た
ち
給
へ
-
｡
『
人
に
み
す
な
』
と
の
給
つ
る
を
｡
｣
(
注
'
民
部
卿
実
正

の
詞
は
'
｢
あ
な
た
の
か
｡
た
ま
へ
｡
み
ん
｡
｣
で
あ
ろ
う
｡
)
　
(
古
典
文

庫
1
四
八
六
㌧
角
川
㊦
1
五
二

左
大
殿
よ
-
～
(
中
略
)
北
方
の
御
も
と
に
御
文
あ
-
0
(
中
略
)
　
と
-
よ

せ
て
み
給
へ
ば
'
(
中
略
)
　
お
は
き
な
る
ほ
と
ぎ
に
　
｢
お
ひ
め
君
御
ら
ん

ぜ
よ
｣
と
か
き
つ
け
た
り
.
(
古
典
文
庫
一
四
八
八
'
角
川
㊦
1
五
二
)

(
注
'
｢
こ
れ
ひ
め
君
御
ら
ん
ぜ
よ
｣
か
)

ひ
め
君
に
､
｢
い
ま
は
御
ぶ
-
ぬ
ぎ
給
て
よ
｡
あ
す
な
ん
よ
き
日
｣
　
と
申

給
へ
ば
'
(
古
典
文
庫
7
四
八
九
㌧
角
川
㊦
1
五
三
)

が
ね
と
し
て
､
今
か
う
目
立
た
せ
て
お
こ
う
と
す
る
意
図
も
あ
ろ
う
｡
涼
と
仲
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ひ
め
君
'
と
も
か
-
も
の
も
の
給
は
で
､
た
ゞ
つ
く
否
1
と
な
き
給
へ
ば
'

ひ
め
君
に
'
｢
い
ま
は
御
ぶ
-
ぬ
ぎ
給
て
よ
｡
あ
す
な
ん
よ
き
日
｣
　
と
申

給
へ
ば
､
(
古
典
文
庫
1
四
八
九
㌧
角
川
㊦
一
五
三
)

芙
忠
の
妻
と
娘
と
'
故
太
政
大
臣
の
遺
産
と
し
て
相
続
し
た
三
条
の
家
に
来

を

て
い
る
｡
忠
納
言
は
実
忠
右
大
将
は
仲
忠
'
叔
父
お
と
ど
は
実
正
で
あ
る
｡
こ

こ
の
｢
姫
君
｣
と
い
う
称
呼
は
'
そ
こ
で
君
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
物
語
手

法
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
｡

｢
国
語
の
下
｣
で
は
'
こ
の
そ
で
君
の
こ
と
は
物
語
の
表
面
に
あ
ま
り
出
て

釆
な
い
が
'
絵
詞
に
三
条
の
邸
で
の
新
中
納
言
の
北
の
方
と
へ
そ
で
君
と
の
こ

と
が
出
て
､
｢
姫
君
｣
と
い
う
称
呼
が
三
回
見
え
て
い
る
｡
(
古
典
文
庫
一
六
〇

五
貢
参
照
)

そ
の
他
に
太
政
大
臣
忠
雅
の
息
女
を
｢
姫
君
｣
と
呼
ん
だ
所
が
1
箇
所
あ
る
｡

忠
雅
が
夫
人
の
不
機
嫌
を
買
っ
て
'
里
帰
り
さ
れ
て
困
惑
す
る
場
面
で
あ
る
｡

こ
の
夫
妻
に
は
女
の
子
は
一
人
だ
け
で
あ
る
｡

ひ
め
君
を
ば
北
の
方
の
い
と
か
な
し
う
し
給
ひ
し
か
ば
う
　
こ
れ
み
に
は
き

-
と
も
わ
た
-
給
な
ん
と
お
ぼ
し
つ
ゝ
'
め
を
ほ
な
ら
給
は
ず
ま
も
ら
へ

て
お
は
す
る
｡
(
古
典
文
庫
一
五
三
七
)

こ
れ
は
太
政
大
臣
忠
雅
と
そ
の
北
の
方
の
ト
ラ
ブ
ル
と
い
う
'
物
語
的
な
1

つ
の
世
界
を
形
成
す
る
中
で
の
こ
と
で
あ
る
｡
故
太
政
大
臣
季
明
の
養
女
そ
で

君
の
そ
れ
と
混
線
す
る
恐
れ
は
な
い
｡

｢
楼
の
上
｣
の
両
帖
で
｢
姫
君
｣
と
い
う
称
呼
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
'
一

世
の
源
氏
の
君
涼
と
そ
の
北
の
方
さ
ま
宮
と
の
間
の
息
女
で
あ
る
｡
三
例
見
え

る
す
べ
て
が
こ
の
人
で
'
仲
忠
の
愛
子
い
ぬ
宵
を
そ
う
呼
ん
だ
所
は
な
い
｡
い

ぬ
宮
は
誰
も
が
｢
い
ぬ
宮
｣
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
｡
混
線
を
避

け
る
物
語
手
法
と
も
関
連
し
ょ
う
｡
い
ぬ
官
と
と
も
に
未
来
の
后
が
ね
･
女
御

が
ね
と
し
て
､
今
か
う
目
立
た
せ
て
お
こ
う
と
す
る
意
図
も
あ
ろ
う
｡
涼
と
仲

忠
と
が
､
相
手
の
息
女
を
｢
い
ぬ
宮
｣
｢
ひ
め
君
｣
　
と
呼
び
あ
っ
て
い
る
だ
け

で
な
く
､
涼
白
身
も
妻
の
さ
ま
宮
に
対
し
て
わ
が
子
を
｢
姫
君
｣
と
呼
ん
で
い

る
｡
こ
う
し
た
呼
び
名
の
定
着
は
'
当
時
の
社
会
の
習
俗
を
示
し
て
い
よ
う
｡

｢
(
上
略
)
　
(
い
ぬ
宮
は
)
　
こ
と
し
は
'
き
む
な
ら
は
さ
む
と
て
､
な
い

し
の
か
み
も
ろ
と
も
､
京
ご
く
に
う
つ
る
べ
き
な
め
-
｡
こ
の
ひ
め
君
､

か
た
ち
は
い
と
う
は
お
と
-
給
ほ
じ
を
､
な
に
ご
と
も
す
ぐ
れ
た
る
上
ず

(

マ

　

　

　

マ

)

の
こ
ゝ
の
ち
に
て
'
い
ま
よ
-
な
に
ご
と
も
'
よ
の
中
を
ひ
び
か
す
こ
そ

い
と
ね
け
れ
｡
(
下
略
)
｣
(
楼
の
上
の
上
､
古
典
文
庫
一
七
五
二
)

涼
･
さ
ま
宮
の
対
話
で
あ
る
｡
わ
が
子
を
｢
姫
君
｣
と
呼
ぶ
の
は
'
今
日
の

語
感
で
は
奇
妙
で
あ
る
が
'
当
時
の
事
と
し
て
は
理
解
で
き
る
｡

他
の
二
例
は
涼
･
仲
忠
の
対
話
｡
仲
忠
が
涼
に
語
-
か
け
る
詞
で
あ
る
｡

｢
さ
て
は
御
ひ
め
ざ
み
に
は
な
に
を
か
は
を
し
ふ
る
｣
　
(
倭
の
上
の
下
'

古
典
文
庫
一
八
一
五
)

｢
内
侍
の
す
け
の
き
こ
え
し
は
'
み
ぐ
る
し
う
ま
だ
あ
や
め
も
み
え
ざ
り

し
を
だ
に
､
『
か
の
い
ぬ
宮
み
て
は
'
こ
の
ひ
め
君
ゆ
か
し
く
'
こ
れ
に

た
て
ま
つ
り
て
は
ま
た
い
ぬ
宮
な
ら
べ
て
ゆ
か
し
う
な
ん
あ
る
｡
ゆ
-
す

ゑ
の
人
も
､
い
ま
き
に
ぞ
き
こ
え
ん
』
　
と
い
ひ
し
.
(
同
上
一
七
二
ハ
)

｢
こ
れ
に
た
て
ま
つ
-
て
｣
は
｢
こ
れ
み
た
て
ま
つ
-
て
｣
の
誤
写
で
あ
ろ

[
つ
0

思
う
に
､
一
般
的
に
｢
姫
君
｣
と
か
｢
姫
宮
｣
か
言
う
の
と
う
或
る
特
定
の

人
物
の
呼
び
名
と
し
て
そ
う
言
う
の
と
に
は
'
異
な
る
所
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

後
者
は
人
物
称
呼
に
関
す
る
事
実
で
あ
る
｡
こ
の
類
の
特
殊
の
名
詞
に
は
'
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｢
大
宮
｣
｢
小
宮
｣
｢
今
宮
｣
｢
大
姫
君
｣
　
｢
若
君
｣
｢
小
君
｣
　
な
ど
が
あ
っ
た
｡

一
般
的
な
呼
び
方
で
'
｢
姫
君
た
ち
｣
な
ど
言
う
時
は
､
或
る
人
物
を
特
定

に
含
む
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
へ

大
宮
よ
-
は
じ
め
た
て
ま
つ
-
て
､
ひ
め
ざ
み
た
ち
の
お
ま
へ
へ
'
す
わ

う
の
≠
づ
ゝ
'
(
菊
の
宴
､
古
典
文
庫
六
〇
五
)

二
御
か
た
の
お
と
こ
き
だ
ち
､
ひ
め
ざ
み
た
ち
御
-
る
ま
な
が
ら
'
(
倭

の
上
の
下
､
古
典
文
庫
山
八
六
〇
)

と
い
う
'
『
字
津
物
語
』
の
こ
例
が
そ
う
で
あ
る
｡

あ
て
宮
を
さ
し
て
　
｢
中
の
お
と
ど
の
姫
君
｣
と
呼
ん
だ
例
は
'
｢
中
の
御
殿

の
｣
と
い
う
限
定
が
他
の
姫
君
と
の
混
線
を
防
ぐ
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
-
'

限
定
語
な
し
に
｢
姫
君
｣
と
い
う
称
呼
を
或
る
特
定
の
息
女
を
さ
す
の
に
用
い

ら
れ
た
場
合
は
'
物
語
の
場
面
が
は
っ
き
-
し
て
い
て
､
誤
解
の
恐
れ
が
全
-

な
か
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡

三
'
落
窪
物
語
巻
四
の
話
線
か
ら
の
考
察

本
稿
の
論
の
帰
結
は
も
は
や
明
ら
か
に
予
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
'
『
準
.
雅
に

物
語
』
巻
四
の
話
線
を
念
の
た
め
に
辿
っ
て
み
よ
う
｡

主
人
公
の
道
額
は
'
こ
の
時
点
で
は
左
大
臣
､
ヒ
ロ
イ
ン
落
窪
の
君
は
｢
左

の
お
ほ
い
殿
の
北
の
方
｣
と
し
て
語
ら
れ
る
｡
男
の
子
三
人
'
女
の
子
二
人
｡

長
女
は
八
歳
'
次
女
は
六
歳
で
あ
る
こ
と
が
､
物
語
で
明
ら
か
で
あ
る
｡
こ
の

左
大
臣
の
北
の
方
た
る
落
韓
の
君
は
二
十
八
歳
'
継
母
北
の
方
の
腹
の
四
の
君

は
落
窪
の
君
よ
り
三
つ
年
下
で
あ
る
｡
四
の
君
と
面
白
の
駒
と
の
間
の
娘
は
十

一
に
な
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
｡

四
の
君
が
師
の
殿
と
と
も
筑
紫
に
旅
立
つ
準
備
も
万
端
落
窪
の
君
の
檀
話
に

な
っ
て
い
る
｡
継
母
に
も
四
の
君
に
-
そ
の
心
ば
せ
は
欠
け
て
い
た
｡
帥
か
ら

継
母
北
の
方
の
許
に
幼
き
人
も
と
も
に
渡
り
飴
え
と
消
息
さ
せ
た
の
も
､
勿
論

落
窪
の
君
の
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
す
べ
て
は
左
大
臣
殿
の
奥
方
を
軸

に
し
て
展
開
し
て
い
る
｡

･
r
t
j

左
の
大
い
殿
､
渡
-
給
ふ
と
開
さ
て
へ
御
衣
な
ど
は
あ
ざ
や
か
に
も
あ
ら

ひ
と
ぐ

じ
と
思
し
よ
-
て
'
い
と
清
げ
に
し
お
き
た
る
御
衣
一
兵
､
ま
た
姫
君
の

ひ
L
㌧
＼
だ
り

御
料
な
る
山
嶺
へ
　
｢
ち
ひ
さ
き
人
に
着
せ
た
て
ま
つ
-
胎
へ
.
旅
に
は
あ

ら
は
な
る
事
も
あ
る
も
の
ぞ
｣
と
て
た
て
ま
つ
-
給
ふ
｡
北
の
方
よ
ろ
こ

ぶ
事
､
さ
す
が
限
り
な
し
｡
｢
人
は
生
み
た
る
子
よ
-
も
､
ま
ま
子
の
穂

を
こ
そ
見
け
れ
｡
わ
が
子
七
人
あ
れ
ど
'
か
-
こ
ま
か
に
心
し
ら
ひ
顧
み

な

る
や
は
あ
る
｡
物
の
始
め
に
､
こ
の
子
の
な
-
の
萎
え
た
-
つ
る
を
愚
ひ

つ
る
に
'
限
-
な
-
も
う
れ
し
-
も
あ
る
か
な
｣
と
例
よ
-
も
心
ゆ
き
告

ヽ
一

_
.
)

ぷ
も
､
帥
殿
へ
行
け
と
計
ら
ひ
た
る
が
限
-
な
く
う
れ
し
き
な
-
け
り
.

｢
左
の
太
い
殿
｣
と
あ
る
の
は
､
｢
左
の
大
い
殿
の
御
方
｣
　
と
い
う
の
を
省

い
た
表
現
'
そ
の
下
の
】
渡
-
給
ふ
｣
は
｢
北
の
方
殿
へ
｣
と
い
う
べ
き
を
省

略
し
て
､
こ
れ
も
文
脈
に
あ
ず
け
て
い
る
｡
｢
左
大
臣
殿
の
御
方
は
､
継
母
北

の
方
が
帥
殿
へ
御
渡
-
に
な
る
と
聞
い
て
'
御
衣
裳
な
ど
は
新
し
く
-
つ
ば
に

も
調
え
ら
れ
ま
い
と
思
い
や
-
遊
ば
し
て
へ
　
い
と
も
き
れ
い
に
仕
立
て
て
置
い

た
衡
衣
裳
1
そ
ろ
い
､
そ
れ
に
ま
た
わ
が
子
の
姫
君
の
御
召
し
料
の
衣
裳
上
下

山
そ
ろ
い
を
､
｢
こ
ち
ら
は
幼
い
娘
の
君
に
御
着
せ
申
し
な
さ
い
.
筑
紫
へ
の

旅
と
な
れ
ば
'
人
目
に
つ
-
事
も
あ
る
も
の
で
す
よ
｣
と
い
っ
て
奉
ら
れ
た
｡

北
の
方
が
害
ふ
こ
と
は
､
さ
す
が
に
こ
の
上
も
な
か
っ
た
｡
云
云
｣
と
い
う
よ

は
る
声
1
と
峰
の
白
雲
立
ち
の
き
て
ま
た
帰
り
逢
は
む
程
の
は
る
け
さ
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一

ノ

は
落
窪
あ
君
よ
旦
二
つ
年
下
で
あ
る
.
西
の
君
と
面
白
の
駒
と
の
間
の
娘
は
十

旅
と
な
れ
ば
､
人
目
に
つ
-
事
も
あ
る
も
の
で
す
よ
｣
と
い
っ
て
奉
ら
れ
た
｡

北
の
方
が
善
ふ
こ
と
は
､
さ
す
が
に
こ
の
上
も
な
か
っ
た
｡
云
云
｣
と
い
う
よ

う
な
文
意
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
姫
君
の
御
料
云
々
｣
　
は
物
語
の
地
の

文
で
あ
る
｡
こ
れ
が
左
大
臣
殿
の
姫
君
を
さ
す
こ
と
に
疑
い
は
な
い
｡
前
後
の

物
語
の
地
の
文
で
四
の
君
の
娘
に
触
れ
る
叙
述
で
は
'

御
む
す
め
は
十
1
に
て
云
々
'

む
す
め
は
'
こ
の
ご
ろ
の
ほ
ど
に
い
と
大
き
に
'
を
か
し
う
さ
う
ず
き
て

を
れ
ば
云
云
'

む
す
め
の
君
の
御
返
-
云
云
､

な
ど
の
よ
う
に
､
敬
意
が
軽
い
か
､
全
く
無
い
表
現
を
用
い
て
い
る
｡
勿
論
身

分
の
高
下
は
相
対
的
な
も
の
で
'
四
の
君
の
父
も
極
官
は
大
納
言
､
決
し
て
低

い
方
で
は
な
い
｡
中
納
言
時
代
も
､
物
語
の
叙
述
は
1
応
の
敬
語
を
用
い
て
い

る
し
､
そ
の
北
の
方
'
そ
の
息
女
た
ち
に
も
敬
語
を
用
い
て
は
い
る
が
'
こ
れ

を
省
い
た
言
い
方
が
多
い
.
『
落
鐸
物
語
』
の
世
界
が
､
左
大
臣
p
　
太
政
大
臣

と
最
高
位
を
極
め
た
人
と
そ
の
奥
方
を
ヒ
ー
ロ
ー
･
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
た
も
の
で

あ
る
の
で
'
作
中
の
人
物
の
呼
び
方
に
も
お
の
ず
か
ら
尊
卑
高
下
の
秩
序
を
保

た
せ
よ
う
と
す
る
｡
そ
れ
に
加
え
て
､
継
母
北
の
方
は
'
物
語
の
悪
役
･
憎
ま

れ
役
で
あ
る
｡
そ
れ
に
つ
な
が
る
子
女
達
に
も
侮
蔑
の
要
素
が
加
わ
り
易
い
｡

さ
て
問
題
の
左
大
臣
殿
の
北
の
方
か
ら
四
の
君
た
ち
の
旅
立
ち
へ
の
贈
り
物

と
消
息
文
の
こ
と
を
記
し
た
一
節
で
あ
る
が
'
や
や
長
く
始
終
を
抄
出
し
て
考

え
た
い
｡つ

と
め
て
御
文
あ
-
｡
｢
よ
べ
は
､
程
成
む
年
の
つ
も
り
に
取
り
添
え
て

き
こ
え
む
と
愚
ひ
給
へ
し
を
'
夜
短
き
こ
ゝ
ち
し
て
｡
は
か
な
さ
身
を
知

ら
ぬ
こ
そ
あ
は
れ
に
思
ひ
給
ふ
れ
｡

は
る
声
1
と
峰
の
白
雲
立
ち
の
さ
て
ま
た
帰
り
逢
は
む
程
の
は
る
け
さ

(

や

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

み

そ

ひ

つ

ま
こ
と
の
'
道
の
程
見
給
へ
｣
と
て
'
蒔
絵
の
御
衣
植
一
よ
ろ
ひ
に
'
片

っ
方
に
は
か
づ
け
物
'
一
か
さ
ね
に
袴
具
し
っ
ゝ
､
い
ま
片
っ
方
に
は

さ

う

じ

み

そ

う

ぞ

く

迂
身
の
御
装
束
三
く
だ
-
'
色
々
の
織
物
の
う
ち
き
か
き
な
り
た
り
｡
上

か

ら

う

づ

ぬ

さ

ぶ

く

ろ

に
は
唐
橋
の
大
き
さ
に
満
ち
た
る
幣
袋
'
中
に
扇
百
入
れ
て
､
う
ち
覆
ひ

こ
ろ
も
I
:
T
^
P
こ

給
へ
-
｡
衣
箱
二
よ
ろ
ひ
あ
-
､
こ
の
御
む
め
に
お
こ
せ
給
へ
る
な
る
ベ

ハ
､

し
､
片
っ
方
に
は
御
装
束
1
具
､
片
っ
方
に
は
こ
が
ね
の
箱
に
白
い
物
入

み
ぐ
し

れ
て
す
ゑ
､
ち
ひ
さ
き
御
櫛
の
箱
入
た
-
0
-
は
し
-
書
く
べ
け
れ
ど
も

む
つ
か
し
｡
ひ
め
君
の
御
ふ
み
に
は
､
｢
け
ふ
の
み
と
聞
き
侍
れ
ば
'
何

心
地
せ
ん
と
な
ん
｡

を
し
め
ど
も
強
ひ
て
行
-
だ
に
う
き
物
を
わ
が
心
さ
へ
な
ど
か
お
く
れ

ぬ｣

と
あ
り
｡

帥
見
て
'
｢
い
と
多
-
の
物
ど
も
な
-
や
｡
い
と
か
く
し
も
た
ま
は
で
あ

-
な
ん
物
｣
な
ど
い
ふ
｡
御
使
ど
も
に
物
か
づ
-
0

四
の
君
｢
さ
ら
に
き
こ
え
さ
せ
ん
か
た
な
く
て
'

白
雲
の
立
つ
そ
ら
も
な
く
か
な
し
く
て
わ
か
れ
行
く
べ
き
か
た
も
お
ぼ

え
ず

給
は
ぜ
た
る
物
ど
も
を
'
人
々
見
る
も
う
れ
し
く
､
物
さ
は
が
し
う
て
｣

と
な
ん
あ
る
｡

む
す
め
の
君
の
御
返
-
'
｢
こ
れ
よ
-
も
'
近
き
程
に
だ
に
き
こ
え
さ
せ

ん
と
思
ひ
給
ふ
る
程
に
な
ん
お
-
れ
ぬ
物
は
､
こ
ゝ
に
も
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身
を
わ
け
て
君
に
し
添
ふ
る
物
な
ら
は
ゆ
-
も
と
ま
る
も
愚
は
ざ
ら
ま

し
と
な
ん
あ
り
け
る
｡

落
鍔
の
君
(
左
大
臣
夫
人
)
　
か
ら
の
手
紙
は
四
の
君
に
宛
て
た
も
の
で
､
鰻

げ
の
贈
り
物
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
贈
-
物
の
主
体
は
､
衣
堰
一
双
で

あ
り
'
手
紙
は
こ
ち
ら
の
方
に
付
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
句
読
に
つ
い

て
だ
が
'
｢
片
っ
方
に
は
被
け
物
1
か
き
ね
袴
具
し
っ
～
｣
　
と
切
ら
ず
に
続
け

る
の
が
普
通
の
処
理
の
よ
う
だ
が
､
衣
梶
と
い
え
ば
小
さ
-
は
な
い
｡
被
け
物

1
か
さ
ね
だ
け
が
申
実
で
は
あ
-
得
な
い
｡
｢
片
っ
方
に
は
被
け
物
｣
　
で
読
点

を
施
し
て
読
み
切
-
'
〓
か
さ
ね
に
袴
具
し
っ
つ
｣
で
'
一
か
さ
ね
毎
に
袴
を

具
し
て
と
い
う
意
味
で
あ
る
.
こ
の
衣
構
1
双
の
外
に
'
衣
箱
一
双
が
あ
っ
た

の
は
､
四
の
君
の
娘
の
た
め
に
贈
っ
た
も
の
｡
こ
れ
に
ふ
み
が
添
え
て
あ
っ
た

の
で
あ
る
｡
｢
姫
君
の
御
ふ
み
｣
と
あ
る
｡
こ
れ
を
四
の
君
の
娘
へ
の
女
君
か

ら
の
御
ふ
み
と
解
釈
す
る
の
は
'
｢
姫
君
｣
と
い
う
呼
び
名
か
ら
も
､
文
法
上

か
ら
も
､
納
得
し
が
た
い
こ
と
は
'
始
め
に
も
述
べ
た
｡
巻
の
四
の
物
語
世
界

の
中
で
｢
姫
君
｣
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
'
左
大
臣
殿
の
大
い
君
だ

ご
ろ
ト
ば
こ

け
で
あ
る
｡
可
能
で
あ
-
'
自
然
で
も
あ
る
解
釈
は
､
こ
の
二
さ
い
衣
箱
一
双

を
左
大
臣
殿
の
大
姫
君
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
る
と
い
う
含
み
で
､
今
年
八
つ
に

な
る
姫
を
母
君
が
指
導
し
て
書
か
せ
た
ふ
み
を
付
け
て
置
い
た
と
す
る
こ
と
で

あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
あ
と
の
四
の
君
か
ら
の
返
事
の
内
容
か
ら
も
確
か
め
ら

れ
る
｡
｢
こ
れ
よ
り
も
'
近
き
程
に
だ
に
き
こ
え
さ
せ
ん
と
思
ひ
給
ふ
る
程
に

な
ん
｣
と
い
う
言
い
方
は
'
十
1
歳
の
子
ど
も
か
ら
'
右
大
臣
殿
の
北
の
方
に
語

り
か
け
る
も
の
と
し
て
は
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
-
な
い
｡
贈
ら
れ
た
ふ
み
が
､

同
年
輩
の
子
ど
も
の
筆
蹟
で
あ
-
､
歌
が
ら
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
幼
稚
で

も
子
ど
も
の
歌
が
ら
子
ど
も
筆
蹟
で
返
し
を
す
べ
き
で
あ
る
｡
も
し
贈
ら
れ
た

ふ
み
が
左
大
臣
殿
の
北
の
方
の
筆
蹟
･
歌
が
ら
で
あ
っ
た
ら
､
四
の
君
の
返
し

の
中
に
含
め
て
謝
意
を
述
べ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
｡
｢
近
さ
程
に
だ
に
き
こ
え

さ
せ
ん
と
思
ひ
給
ふ
る
｣
と
は
'
こ
の
娘
君
が
'
縁
に
つ
な
が
る
姫
君
と
'
む

つ
ま
じ
-
交
際
も
し
た
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
お
-
れ
ぬ
も
の

は
'
こ
ゝ
に
も
｣
と
返
し
の
歌
の
詞
を
導
-
手
法
も
､
法
に
か
な
っ
て
い
る
の

は
'
四
の
君
が
指
導
し
た
の
か
'
周
辺
の
女
房
の
誰
か
が
教
え
て
書
か
せ
た
の

か
'
多
分
後
者
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
'
贈
ら
れ
た
ふ
み
の
筆
も
歌

も
'
左
大
臣
殿
の
姫
君
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
こ
の
返
事
が
十
分
に
裏
書

き
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

右
大
臣
殿
の
北
の
方
の
御
ふ
み
¶
ル
四
の
君
の
御
返
-

姫
君
の
御
ふ
み
¶
ル
む
す
め
の
君
の
御
返
-

の
対
応
関
係
は
､
解
釈
上
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
､
改
め
て
指
摘
し

て
､
1
応
こ
の
論
を
結
び
た
い
.

四
､
余
説

前
節
の
､
左
大
臣
殿
北
の
方
と
四
の
君
と
の
間
の
贈
答
の
描
写
の
直
後
に
､

本
文
に
も
解
釈
に
も
混
乱
を
極
め
て
い
る
1
文
が
あ
る
｡
本
論
の
筋
か
ら
い
さ

さ
か
外
れ
る
が
'
物
語
に
於
け
る
人
物
の
呼
び
方
の
や
や
こ
し
さ
が
生
ん
だ
問

題
の
一
つ
だ
と
思
う
の
で
検
討
を
試
み
る
?

本
文
が
乱
れ
て
い
て
'
処
理
が
分
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の

で
､
左
に
は
古
典
文
庫
影
印
の
尊
経
閣
文
庫
本
を
そ
の
ま
ま
翻
字
し
て
掲
げ
る
｡

の
方
の
今
宵
の
返
り
を
見
て
母
北
の
方
云
云
｣
と
一
致
を
見
せ
て
い
る
点
か
ら

【ヽ

ゝ

r
u
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､
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本
文
が
乱
れ
て
い
て
'
処
理
が
分
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の

で
､
左
に
は
古
典
文
庫
影
印
の
尊
経
閣
文
庫
本
を
そ
の
ま
ま
翻
字
し
て
掲
げ
る
｡

北
の
か
た
こ
よ
ひ
な
ん
か
へ
-
給
な
ん
と
す
る
い
て
給
け
る
を
み
て
母
北

の
か
た
な
く
と
は
を
ろ
か
な
り
か
な
し
う
す
る
む
す
め
に
な
ん
有
け
る

こ
の
あ
た
-
の
物
語
文
で
､
文
脈
に
よ
っ
て
は
左
大
臣
殿
の
北
の
方
を
も
単

に
｢
北
の
か
た
｣
と
書
き
'
継
母
北
の
方
を
も
単
に
｢
北
の
方
｣
と
書
く
｡
後

者
の
方
が
数
の
上
で
は
多
い
｡
こ
こ
に
引
い
た
文
章
の
中
の
｢
北
の
か
た
｣
は
､

い
さ
さ
か
紛
ら
わ
し
い
書
き
方
で
あ
る
｡
殊
に
す
ぐ
下
に
｢
母
北
の
方
｣
と
言

い
わ
け
た
表
現
に
も
取
れ
る
｡
し
か
し
､
落
窪
の
君
は
'
｢
こ
よ
ひ
な
ん
帰
-

給
ひ
な
ん
と
す
る
｣
な
ど
書
か
れ
る
よ
う
な
情
況
に
な
い
｡
や
は
-
継
母
北
の

方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

で
は
'
｢
北
の
方
'
今
宵
な
ん
帰
-
給
ひ
な
ん
と
す
る
｣
は
､
下
文
と
ど
う

読
-
の
か
'
そ
の
か
か
-
が
は
っ
き
り
し
な
い
｡
こ
の
文
脈
が
紛
ら
わ
し
か
っ

た
た
め
に
誤
写
も
生
じ
異
文
も
生
じ
た
も
の
か
と
臆
測
さ
れ
る
｡

日
本
古
典
文
学
大
系
の
枚
訂
は
底
本
を
寛
政
六
年
刊
記
の
木
活
字
本
に
取
っ

て
'
諸
本
を
参
考
に
し
た
由
で
あ
る
が
'

北
の
方
の
こ
よ
ひ
の
返
-
を
見
て
云
云

と
な
っ
て
い
て
'
頭
注
に
は

北
の
方
(
落
窪
姫
)
　
に
送
る
今
宵
の
　
(
四
の
君
の
)
返
事
を
見
て
｡

と
あ
る
が
'
こ
の
意
味
づ
け
も
無
理
だ
し
､
本
文
も
あ
や
し
い
｡
底
本
(
木
活

字
本
)
　
に
は
､

き
た
の
か
た
の
こ
よ
い
の
か
へ
-
給
な
ん
を
み
て

と
あ
る
由
'
大
系
の
補
注
に
見
え
る
｡
私
は
ま
だ
諸
本
の
本
文
を
広
く
調
べ

て
見
た
こ
と
は
な
い
が
､
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
多
く
の
校
注
の
書
物
が
｢
北

の
方
の
今
宵
の
返
-
を
見
て
母
北
の
方
云
云
｣
と
一
致
を
見
せ
て
い
る
点
か
ら

考
え
る
と
､
そ
れ
を
流
布
本
系
と
見
な
し
て
'
そ
の
源
流
は
右
の
寛
政
六
年
木

活
字
本
の
よ
う
な
字
面
を
持
っ
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
'
古
典
文
庫

で
影
印
刊
行
し
た
尊
経
閣
文
庫
本
､
角
川
文
庫
落
鍔
物
語
(
柿
本
奨
氏
枚
注
)

の
底
本
と
な
っ
た
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
の
本
'
小
学
館
日
本
古
典
支
学
全
集
落
窪

物
語
(
三
谷
栄
1
氏
枚
注
)
　
の
底
本
と
な
っ
た
安
田
文
庫
本
な
ど
は
'
右
の
近

世
の
刊
本
類
と
か
な
-
大
き
な
相
違
を
持
つ
と
予
測
さ
れ
る
.
右
の
問
題
の
i

文
に
つ
い
て
観
察
す
る
に
､
両
者
は
後
世
の
書
写
の
間
に
生
じ
た
誤
説
に
よ
っ

て
隔
た
-
を
大
く
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

木
活
字
本
の
　
｢
北
の
か
た
｣
｢
こ
よ
い
｣
　
｢
か
え
-
給
な
ん
｣
｢
を
見
て
｣
は

尊
経
関
本
等
の
本
文
に
も
含
ま
れ
て
い
る
｡
二
つ
の
｢
の
｣
は
解
釈
を
容
易
に

し
ょ
う
と
す
る
心
理
が
動
い
て
補
入
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
｡
｢
と
す
る
｣
｢
い

で
給
ひ
け
る
｣
が
脱
落
し
た
あ
と
で
､
文
を
整
え
よ
う
と
し
て
二
つ
の
｢
の
｣

が
補
入
き
れ
た
｡

『
落
揮
物
語
大
成
』
の

音
へ北

の
方
へ
〔
四
君
ヨ
こ
こ
よ
ひ
の
御
か
へ
-
を
見
て

な
ど
は
､
整
定
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
｡
落
窪
の
君
へ
の
四
の
君
か
ら
の
返
事

と
解
す
る
に
は
'
｢
街
か
-
｣
　
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
ら
補
っ
た
の
で
あ

る
｡

上
下
に
近
接
し
て
現
れ
る
｢
北
の
方
｣
と
｢
母
北
の
方
｣
と
を
別
人
と
解
釈

し
ょ
う
と
す
る
考
え
方
か
ら
本
文
を
整
訂
す
る
と
､

左
大
臣
殿
北
の
方
へ
の
､
四
の
君
か
ら
の
御
返
事
を
見
て
'
母
北
の
方
が

と
い
う
線
に
語
詞
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
も
わ
か
る
｡
だ
が
､
四
の
君
の
返
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事
の
ふ
み
を
母
君
が
見
る
と
い
う
情
況
設
定
は
ど
う
も
不
自
然
で
あ
る
｡
贈
ら

れ
た
歌
へ
の
返
し
は
'
先
方
の
使
に
渡
す
の
だ
か
ら
'
そ
ん
な
に
待
た
せ
る
余

裕
は
あ
る
ま
い
｡
母
君
が
の
ぞ
い
て
見
て
泣
き
悲
し
み
'
親
子
で
愚
痴
を
こ
ぼ

し
合
っ
て
る
ひ
ま
は
な
い
だ
ろ
う
｡

尊
経
閣
文
庫
本
な
ど
の
本
文
に
従
っ
た
方
が
'
ま
だ
合
理
的
な
解
釈
を
加
え

易
い
｡
｢
北
の
方
こ
よ
ひ
な
ん
か
へ
-
給
ひ
な
ん
と
す
る
｣
は
､
｢
継
母
北
の
方

の
事
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
継
母
北
の
方
は
今
宵
あ
た
-
は
御
帰
-
に
な
る
予

定
で
あ
る
｣
と
い
う
意
味
で
'
こ
こ
で
セ
ン
テ
ン
ス
は
1
応
完
結
す
る
.
次
の

｢
い
で
給
ひ
け
る
を
見
て
｣
は
'
帥
と
四
の
君
が
出
て
来
ら
れ
た
の
を
母
君
が

見
て
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
｡
母
北
の
方
は
激
情
型
､
多
分
に
ヒ
ス
テ
-
ツ
タ
な

性
格
で
あ
る
｡
遠
-
に
旅
立
と
う
と
し
て
い
る
娘
の
心
細
そ
う
な
姿
を
見
て
､

急
に
放
し
て
理
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

右
の
解
釈
は
､
小
学
館
の
日
本
古
典
文
学
全
集
の
注
解
の
趣
意
と
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
｡
角
川
文
庫
の
枚
注
で
は
｢
出
で
給
ひ
け
る
を
兄
で
｣
と
苗
定
文
に
し
'

●

●

｢
『
出
で
給
は
む
と
す
る
を
』
の
意
｣
と
注
し
て
あ
る
が
'
｢
出
で
給
ひ
け
る
｣

●

●

●

●

を
｢
出
給
は
む
と
す
る
｣
と
意
味
づ
け
す
る
の
は
無
理
だ
L
T
門
出
は
翌
朝
の

借
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
情
況
の
予
想
と
い
う
の
で
は
｢
い
で
給
ひ
け
る
を
兄
で

母
北
の
方
泣
-
｣
と
い
う
表
現
は
成
立
し
に
-
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

(
昭
和
5
5
年
4
月
)
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