
二
一

後
宮
生
活
秘
録
と
自
己
省
察
と

紫
式
部
目
記
に
お
け
る
消
息
文
の
意
義

原
　
　
田

敦
　
　
子

　
　
　
　
　
　
Ｈ

　
　
　
　
つ
い
で

　
　
こ
の
次
に
、
人
の
か
た
ち
を
語
り
き
こ
え
さ
せ
ば
、
物
い
ひ
さ
が
な
く
や

　
　
侍
る
べ
き
。
た
だ
い
ま
を
や
。
さ
し
あ
た
り
た
る
人
の
こ
と
は
、
わ
づ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
は
し
、
い
か
に
ぞ
や
な
ど
、
す
こ
し
も
か
た
ほ
な
る
は
、
い
ひ
侍
ら
じ
。

　
紫
式
部
目
記
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
日
記
的
部
分
か
ら
消
息
文
的
部
分
へ
と

こ
の
よ
う
に
筆
を
進
め
た
と
き
、
作
者
は
ど
の
よ
う
な
内
的
必
然
性
に
支
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
日
記
に
お
け
る
日
記
的
部
分
と
消
息
文
的
部

分
の
関
係
は
き
わ
め
て
難
解
で
あ
る
が
、
私
は
、
前
者
は
、
中
宮
女
房
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

紫
式
部
が
主
人
道
長
の
要
請
に
よ
っ
て
書
い
た
道
長
家
栄
華
の
記
録
で
あ
り
、

後
者
は
、
こ
の
栄
華
の
記
録
の
借
覧
を
友
人
に
乞
わ
れ
、
そ
の
第
一
部
（
冒
頭

よ
り
寛
弘
六
年
正
月
の
記
事
ま
で
）
を
清
書
し
て
貸
与
す
る
と
き
、
こ
れ
に

　
　
　
　

っ
け
た
添
手
紙
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
両
者
は
明
ら
か
に
そ
の
執
筆
目
的
も
読

者
対
象
も
異
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
日
記
的
部
分
第
一
部
の
末
尾
が
消
息
文
へ

の
移
行
を
準
備
し
、
過
渡
的
段
階
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
き
わ
め
て
滑

ら
か
な
接
続
関
係
を
形
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
寛
弘
六
年
正
月
三
日
の
若
宮
御
戴
餅
の
儀
を
叙
し
き
た
っ
た
紫
式
部
は
、
大

納
言
の
君
、
宰
相
の
君
の
役
割
と
装
東
を
記
し
た
の
ち
、
ふ
と
筆
を
走
ら
せ
て

宰
相
の
君
の
容
姿
を
と
ら
え
た
。

　
　
い
と
を
か
し
げ
に
髪
な
ど
も
っ
ね
よ
り
っ
く
ろ
ひ
ま
し
て
、
や
う
だ
い
も

　
　
て
な
し
、
ら
う
ら
う
し
く
を
か
し
◎

が
、
こ
の
段
階
で
は
、
宰
相
の
君
の
容
姿
の
描
写
は
「
つ
ね
よ
り
」
異
な
っ
た

行
事
の
場
に
お
け
る
様
態
の
描
写
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
り
、
日
記
的
部
分
に
も

こ
の
よ
う
な
例
は
散
見
さ
れ
る
。

　
　
こ
よ
ひ
の
御
ま
か
な
ひ
は
宮
の
内
侍
、
い
と
も
の
も
の
し
く
、
あ
ざ
や
か

　
　
な
る
や
う
だ
い
に
、
元
結
ぱ
え
し
た
る
髪
の
さ
が
り
ぱ
、
つ
ね
よ
り
も
あ



　
　
ら
ま
ほ
し
き
さ
ま
し
て
、
扇
に
は
づ
れ
た
る
か
た
は
ら
め
な
ど
、
い
と
き

　
　
よ
ら
に
侍
り
し
か
な
。
　
　
（
寛
弘
五
年
九
月
十
五
日
）

　
　
色
々
な
る
を
り
よ
り
ポ
、
お
な
じ
さ
ま
に
さ
う
ぞ
き
た
る
、
や
う
だ
い
、

　
　
髪
の
ほ
ど
、
く
も
り
な
く
見
ゆ
。
　
（
同
五
年
九
月
十
六
日
）

右
の
ご
と
き
例
に
お
い
て
は
、
女
房
の
容
姿
美
は
普
段
と
異
な
っ
た
行
事
の
場

に
お
け
る
特
殊
相
と
し
て
述
べ
ら
れ
、
そ
こ
に
行
事
の
華
や
か
さ
を
も
う
た
い

こ
め
て
い
る
。
し
か
し
式
部
は
、
先
の
御
戴
餅
の
儀
の
記
事
に
お
い
て
さ
ら
に

筆
を
の
ば
し
、

　
　
丈
だ
ち
よ
ぎ
ほ
ど
に
、
ふ
く
ら
か
な
る
人
の
、
顔
い
と
こ
ま
か
に
、
に
ほ

　
　
ひ
を
か
し
げ
な
り
。

と
、
行
事
の
場
に
お
け
る
の
で
は
な
い
、
平
常
の
宰
相
の
君
の
容
姿
を
も
描
出

し
た
。
こ
の
逸
脱
が
次
い
で
は
大
納
言
の
君
、
宣
旨
の
哲
の
容
姿
の
描
写
へ
と

進
み
、
さ
ら
に
は
消
息
文
の
女
房
月
旦
へ
と
大
き
な
展
開
を
と
げ
た
の
で
あ

る
。
日
記
の
こ
の
時
点
に
お
け
る
逸
脱
は
、
恐
ら
く
、
日
記
的
部
分
第
一
部
の

終
り
に
位
置
す
る
若
宮
御
戴
餅
の
儀
を
清
書
し
お
え
た
安
心
感
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
行
事
記
録
の
中
で
女
房
の
容
姿
を
と
ら
え
る
と
い
う
営
為
は
、
き
わ

め
て
小
さ
な
逸
脱
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
重

大
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
紫
式
部
日
記
が
継
承
し
た
と
思
わ
れ
る
、
仮
名
の
歌
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

日
記
に
代
表
さ
れ
る
晴
儀
の
記
録
の
系
譜
に
お
い
て
、
儀
式
に
登
場
す
る
女
房

　
　
　
　
　
　
後
宮
生
活
秘
録
と
自
己
省
察
と

の
容
姿
が
名
ざ
し
で
描
出
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
ず
か

に
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
の
仮
名
日
記
甲
に
、

　
　
又
、
童
四
人
、
洲
浜
昇
ぎ
て
参
る
。
装
束
は
、
青
色
に
柳
襲
、
丈
の
ほ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
髪
の
長
さ
よ
く
整
ひ
て
、
か
た
ほ
な
ら
ず
。

と
の
描
与
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
歌
合
の
場
に
お
い
て
童
四
人
の
背
丈
、
髪

の
長
さ
が
よ
く
そ
ろ
っ
て
い
て
見
よ
い
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
容
姿
そ
の
も
の

が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
歌
合
日
記
に
あ
っ
て
は
、
装
東
や
調
度

や
洲
浜
が
美
的
好
尚
の
対
象
と
し
て
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
女

房
や
童
は
行
事
の
一
点
景
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
紫
式
部
日
記
の
行

事
記
録
に
お
い
て
も
、
こ
の
伝
統
を
継
い
で
、
調
度
や
女
房
の
装
東
の
描
写
に

多
く
の
力
が
そ
そ
が
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
女
房
の
容
姿
に
ま
で
筆
が
及
ん
だ

の
は
、
わ
ず
か
数
カ
所
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
そ
の

時
々
に
涜
ら
わ
れ
た
容
姿
の
特
殊
相
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
平
常
の
一

般
相
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
若
宮
御
戴
餅
の
儀
に
お
け
る
宰

相
の
君
の
装
束
か
ら
そ
の
容
姿
へ
、
容
姿
の
特
殊
相
か
ら
一
般
相
へ
と
筆
を
の

ば
し
た
と
き
、
式
部
は
ま
さ
に
晴
儀
の
記
録
の
先
雛
た
る
歌
合
日
記
の
伝
統
を

振
り
切
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
同
時
に
ま
た
、
式
部
が
我
身
に

ま
っ
わ
り
っ
く
道
長
家
栄
華
の
記
録
と
い
う
呪
縛
の
糸
を
断
ち
切
る
こ
と
を
も

意
味
し
た
。
個
人
の
容
姿
そ
の
も
の
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
叙
述
す
る
こ
と
は
、

時
問
空
問
共
に
行
事
儀
式
と
い
う
特
殊
な
場
か
ら
解
き
放
た
れ
る
と
同
時
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ



　
　
　
　
　
　
後
宮
生
活
秘
録
と
自
己
省
察
と

叙
述
態
度
を
準
公
的
、
記
録
的
な
も
の
か
ら
、
私
的
、
随
想
的
な
も
の
に
転
換

す
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
転
換
は
突
如
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
紫
式

部
日
記
の
目
記
的
部
分
の
中
に
は
、
既
に
個
々
の
人
間
に
対
す
る
作
者
の
強
い

関
心
が
随
所
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
没
主
体
的
と
も
見
え
る
装
東
の
描

写
に
し
て
も
、
歌
合
日
記
で
は
、
装
東
は
歌
合
に
お
け
る
役
割
に
付
随
し
て
叙

述
さ
れ
る
の
に
対
し
、
紫
式
部
日
記
で
は
、
個
々
の
女
房
に
っ
い
て
多
く
は
名

ざ
し
で
そ
の
着
て
い
る
装
東
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
そ
の
後
、
殿
上
童
、
銀
・
金
の
藤
の
折
枝
を
執
り
て
、
員
刺
す
べ
ぎ
洲
浜

　
　
を
童
二
人
昇
き
て
続
ぎ
た
り
。
こ
れ
ら
も
赤
色
に
桜
襲
着
た
り
。
右
の
髪

　
　
四
人
、
装
束
は
青
き
白
き
橡
に
、
柳
襲
着
た
り
。
（
天
徳
四
年
内
裏
歌
合

　
　
仮
名
日
記
乙
）

　
　
犬
輔
の
命
婦
は
、
唐
衣
は
手
も
ふ
れ
ず
、
裳
を
白
銀
の
泥
し
て
、
い
と
あ

　
　
ざ
や
か
に
大
海
に
す
り
た
る
こ
そ
、
け
ち
え
ん
な
ら
ぬ
も
の
か
ら
、
め
や

　
　
す
け
れ
。
弁
の
内
侍
の
、
裳
に
白
銀
の
洲
浜
、
鶴
を
た
て
た
る
し
ざ
ま
め

　
　
づ
ら
し
。
ぬ
ひ
も
の
も
、
松
が
枝
の
よ
は
ひ
を
あ
ら
そ
は
せ
た
る
心
ば
へ

　
　
か
ど
か
ど
し
。
（
紫
式
部
日
記
　
寛
弘
五
年
九
月
十
五
日
）

　
歌
合
日
記
の
装
束
の
叙
述
に
お
い
て
は
、
装
東
を
着
て
い
る
人
物
と
作
者
と

の
間
に
内
面
的
な
交
渉
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
紫
式
部
日
記
で
は
、

作
者
の
女
房
の
装
東
に
対
す
る
執
念
い
ま
で
に
強
い
関
心
が
一
単
な
る
行
事
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

録
の
一
翼
を
担
う
も
の
と
し
て
の
役
割
を
超
え
て
、
晴
の
場
で
そ
の
よ
う
な
装

束
を
っ
け
て
い
る
女
房
の
内
面
に
向
け
ら
れ
、
そ
こ
に
一
個
の
女
房
の
人
間
像

を
浮
か
び
上
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
紫
式
部
目
記
の
装
束
描
写

の
、
歌
合
日
記
の
そ
れ
と
の
顕
著
な
差
は
、
人
間
の
内
面
に
相
わ
た
る
か
否
か

と
い
う
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
紫
式
部
日
記
の
行
事
記

録
が
女
房
月
旦
を
胎
生
さ
せ
る
基
盤
は
、
既
に
熟
成
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
紫
式
部
が
女
房
の
容
姿
批
評
を
、
準
公
的
な
道
長
家
栄
華
の
記
録

か
ら
私
的
で
自
由
な
随
想
録
へ
の
転
換
の
突
破
口
と
し
た
の
は
、
き
わ
め
て
自

然
か
つ
必
然
の
所
為
で
あ
っ
た
。

　
か
く
し
て
一
度
手
に
し
た
自
由
な
叙
述
態
度
を
、
記
録
で
は
な
く
、
日
記
を

貸
与
す
る
当
面
の
相
手
へ
の
私
的
な
書
簡
と
し
て
処
理
す
る
決
心
が
つ
い
た
と

き
、
式
部
は
文
勢
を
一
転
し
、
「
こ
の
次
に
：
・
」
で
始
ま
る
、
き
わ
め
て
未
整

理
で
晦
渋
で
は
あ
る
が
、
彼
女
自
身
に
と
っ
て
は
こ
の
上
な
く
自
由
な
文
体
の

中
に
、
己
れ
の
欝
屈
し
た
心
情
を
そ
の
ま
ま
投
入
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

ｏ

か
う
い
ひ
い
ひ
て
、
心
ぱ
せ
ぞ
か
た
う
侍
る
か
し
。
そ
れ
も
、
と
り
ど
り

に
、
い
と
わ
ろ
き
も
な
し
◎
ま
た
す
ぐ
れ
て
を
か
し
う
、
心
お
も
く
、
か

ど
ゆ
ゑ
も
、
よ
し
も
＾
う
し
ろ
や
す
さ
も
、
み
な
具
す
る
こ
と
は
か
た
し
。

さ
ま
ざ
ま
、
い
づ
れ
を
か
と
る
べ
き
と
お
ぼ
ゆ
る
ぞ
お
ほ
く
侍
る
。
さ
も



　
　
け
し
か
ら
ず
も
侍
る
こ
と
ど
も
か
な
。

　
巾
宮
女
房
の
容
姿
批
評
を
一
わ
た
り
終
え
た
式
部
は
、
す
ぐ
「
心
ば
せ
」
に

言
及
し
て
、
全
然
と
る
べ
き
と
こ
ろ
の
な
い
人
も
い
な
い
か
わ
り
に
、
思
慮
、
才

覚
、
風
情
、
趣
、
信
頼
す
べ
て
具
備
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
な
か
な
か

な
い
と
、
冷
静
な
感
想
を
洩
ら
し
て
い
る
。
装
束
か
ら
容
姿
に
発
展
し
た
式
部

の
関
心
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
「
心
ば
せ
」
に
ま
で
進
展
す
る
の
は
、
・
目
然
の
趨

　
　
　
　
＠

勢
で
あ
っ
た
。
式
部
は
既
に
宰
相
の
君
（
遠
度
女
）
の
容
姿
批
評
に
お
い
て
、

　
　
心
ざ
ま
も
い
と
め
や
す
く
、
心
う
つ
く
し
ぎ
も
の
か
ら
、
ま
た
い
と
は
づ

　
　
か
し
ぎ
と
こ
ろ
添
ひ
た
り
◎

ま
た
小
少
将
の
君
の
容
姿
批
評
に
お
い
て
も
、

　
　
心
ば
へ
な
ど
も
、
わ
が
心
と
は
思
ひ
と
る
か
た
も
な
ぎ
や
う
に
物
づ
っ
み

　
　
を
し
、
い
と
世
を
は
ぢ
ら
ひ
、
あ
ま
り
兄
ぐ
る
し
ぎ
ま
で
児
め
い
給
へ
り
。

と
、
そ
の
「
心
ざ
ま
」
「
心
ば
へ
」
を
併
せ
評
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
様
の

批
評
は
宮
の
内
侍
（
「
心
ざ
ま
」
「
人
が
ら
」
）
に
っ
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。

外
面
の
美
に
対
す
る
内
面
の
あ
り
方
、
そ
れ
が
言
わ
れ
な
け
れ
ば
真
の
批
評
は

成
立
し
な
い
。
紫
式
部
は
い
か
な
る
場
合
に
も
、
一
面
的
な
物
の
見
方
に
は
満

足
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
通
常
こ
の
「
か
う
い
ひ
い
ひ
て
…
」
の
一
文
は
、
十
人
の
女
房
の
容
姿
批
評

の
ま
と
め
で
あ
る
と
同
時
に
、
以
下
の
叙
述
の
発
端
と
も
な
っ
て
い
る
と
考
え

　
　
　
　
　

ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
後
宮
生
活
秘
録
と
自
己
省
察
と

　
　
斎
院
に
、
中
将
の
君
と
い
ふ
人
侍
る
な
り
。
聞
き
侍
る
た
よ
り
あ
り
て
、

　
　
人
の
も
と
に
書
き
か
は
し
た
る
文
を
、
み
そ
か
に
人
と
り
て
見
せ
侍
り

　
　
し
。
い
と
こ
そ
艶
に
、
わ
れ
の
み
世
に
は
も
の
の
ゆ
ゑ
知
り
、
心
深
ぎ
、

　
　
た
ぐ
ひ
は
あ
ら
じ
、
す
べ
て
世
の
人
は
心
も
肝
も
な
ぎ
や
う
に
思
ひ
て
侍

　
　
る
べ
か
め
る
。

式
部
は
斎
院
御
所
の
優
位
性
を
吹
垣
し
た
中
将
の
君
の
独
断
に
、

　
　
す
ず
ろ
に
心
や
ま
し
う
、
お
ほ
や
け
ば
ら
と
か
よ
か
ら
ぬ
人
の
い
ふ
や
う

　
　
に
、
に
く
く
こ
そ
思
う
給
へ
ら
れ
し
か
。

と
激
し
く
反
発
し
、
そ
の
「
文
書
き
」
に
あ
ら
わ
れ
た
中
将
の
君
の
「
心
ば

せ
」
の
浅
さ
を
論
証
す
る
た
め
に
、
斎
所
御
所
と
中
宮
御
所
の
比
較
に
入
っ
て

ゆ
く
。

　
こ
こ
の
と
こ
ろ
の
式
部
の
論
旨
は
、
中
将
の
君
の
主
張
に
も
無
理
か
ら
ぬ
と

こ
ろ
が
あ
る
と
一
応
認
め
、
そ
の
た
め
に
中
宮
方
の
気
風
の
性
格
と
、
そ
の
よ

っ
て
来
た
る
所
以
を
委
曲
を
尽
し
て
論
じ
た
上
で
、
そ
れ
に
し
て
も
軽
率
に
他

を
批
評
す
る
こ
と
は
厳
に
戒
め
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
言
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
書
き
進
む
う
ち
、
式
部
の
筆
は
知
ら
ず
知
ら
ず
内
情
を
よ
く
知

っ
た
中
宮
方
に
多
く
向
け
ら
れ
、
そ
の
内
容
も
次
第
に
批
判
的
な
色
彩
を
帯
び

て
、
熱
っ
ぼ
さ
を
加
え
て
ゆ
く
。
式
部
の
筆
は
中
宮
方
弁
護
か
ら
中
宮
方
批
判

へ
、
ま
た
一
般
論
へ
と
例
に
よ
っ
て
曲
折
に
曲
折
を
重
ね
て
い
る
。
が
、
し
か

し
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
　
後
宮
生
活
秘
録
と
自
己
省
察
と

　
。
上
薦
中
繭
の
ほ
ど
ぞ
、
あ
ま
り
ひ
ぎ
入
り
ざ
う
ず
め
ぎ
て
の
み
侍
る
め

　
　
る
。
さ
の
み
し
て
、
宮
の
御
た
め
、
も
の
の
か
ざ
り
に
は
あ
ら
ず
、
見
ぐ

　
　
る
し
と
も
見
侍
り
。

　
。
た
だ
お
ほ
か
た
を
、
い
と
か
く
情
な
か
ら
ず
も
が
な
と
見
侍
る
。

　
。
そ
の
ほ
か
の
上
達
部
、
宮
の
御
か
た
に
ま
ゐ
り
馴
れ
、
物
を
も
啓
せ
さ
せ

　
　
給
ふ
は
、
お
の
お
の
、
心
よ
せ
の
人
、
お
の
づ
か
ら
と
り
ど
り
に
ほ
の
知

　
　
り
つ
っ
、
そ
の
人
な
い
折
は
、
す
さ
ま
じ
げ
に
思
ひ
て
、
た
ち
出
づ
る
人

　
　
人
の
、
こ
と
に
ふ
れ
つ
つ
、
こ
の
宮
わ
た
り
の
こ
と
、
「
埋
れ
た
り
」
な

　
　
ど
い
ふ
べ
か
め
る
も
、
こ
と
わ
り
に
侍
る
。

か
く
繰
返
し
言
わ
れ
る
と
き
、
式
部
の
真
意
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
式

部
の
意
図
は
中
将
の
君
批
判
か
ら
中
宮
方
の
批
判
へ
と
移
行
し
、
そ
れ
が
た
め

に
、
斎
院
方
と
中
宮
方
の
比
較
は
著
し
く
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
た
も
の
に
な
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
既
に
森
一
郎
氏
は
、
こ
の
中
将
の
君
の
書
簡
に
対
す
る
式
部
の
反
論
が
ま
こ

と
に
屈
折
し
た
鯛
晦
的
な
文
体
で
あ
り
、
両
者
に
公
平
な
よ
う
で
い
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

実
、
式
部
の
真
意
は
中
宮
の
後
宮
批
判
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

中
将
の
君
の
書
簡
に
対
す
る
式
部
の
反
駁
が
、
当
初
か
ら
中
宮
後
宮
の
批
判
を

引
き
出
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
が
、
紫
式
部
の
彰
子
後
宮
批

判
が
、
中
宮
方
と
斎
院
方
を
比
較
す
る
う
ち
っ
い
っ
い
洩
ら
し
た
本
音
で
あ
る

こ
と
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
宮
方
は
斎
院
方
に
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

し
て
文
化
的
な
雰
囲
気
に
欠
け
、
仕
え
る
女
房
も
引
込
み
思
案
で
才
気
に
乏
し

い
と
言
う
。
ま
た
女
房
達
を
統
率
す
る
後
宮
の
主
人
公
中
宮
彰
子
に
も
、
か
っ

て
の
皇
后
定
子
の
よ
う
な
器
量
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
と
い
う
こ
と
は
要
す
る

に
、
彰
子
後
宮
に
は
紫
式
部
の
も
っ
と
も
重
視
す
る
「
心
ば
せ
」
が
欠
け
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
式
部
は
、
中
宮
方
の
代
表
的
な
女
房
の
容
姿
を
賞
讃
し
き
た

っ
た
筆
で
、
そ
の
女
房
達
の
気
の
き
か
な
さ
に
不
満
を
向
け
た
。
こ
れ
は
何
と

い
う
皮
肉
で
あ
ろ
う
。
中
宮
方
の
女
房
は
、
一
人
一
人
の
人
格
は
と
も
か
く
と

し
て
、
宮
仕
え
女
房
と
し
て
は
単
に
美
し
い
お
人
形
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
道
長
が
良
家
の
子
女
を
集
め
て
中
宮
付
き
の
女
房
と
し

た
の
は
、
こ
れ
等
の
女
房
達
の
才
気
に
よ
っ
て
彰
子
を
盛
り
立
て
、
そ
の
後
宮

の
権
威
を
高
め
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
女
房
は
そ
の
後
宮
に
と
っ
て
、
あ

る
時
に
は
主
人
以
上
に
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。
中
宮
彰
子
と
そ
の
女
房
に
対

す
る
仮
借
な
い
批
判
は
、
彰
子
後
宮
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
、
ひ
い
て
は
皇
子
誕

生
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
た
道
長
家
の
栄
華
を
も
傷
っ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
一
条
は
、
「
こ
の
次
に
…
」
以
前
の
日
記
的
部
分
と
読
み
合
わ

せ
る
と
き
、
異
常
な
衝
撃
を
読
者
に
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
既
述
の
ご
と

く
、
紫
式
部
日
記
の
日
記
的
部
分
は
紫
式
部
が
道
長
に
要
請
さ
れ
て
書
い
た
道

長
家
栄
率
の
記
録
で
あ
り
、
記
述
内
容
に
よ
っ
て
主
家
の
繁
栄
を
う
た
い
上
げ

る
と
同
時
に
、
そ
の
文
学
的
盛
名
に
よ
っ
て
彰
子
後
宮
の
文
化
の
顕
彰
を
な
す



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

と
い
う
、
二
重
の
役
割
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
式
部
は
こ
こ
に
お
い
て
、
中
宮
、

道
長
へ
の
讃
嘆
と
同
時
に
、
善
美
を
尽
し
た
行
事
儀
式
の
さ
ま
や
女
房
達
の
華

麗
な
装
東
、
さ
ら
に
は
道
長
邸
に
群
れ
集
い
道
長
家
の
栄
華
を
祝
福
す
る
貴
顕

達
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
し
か
る
に
、
式
部
が
口
を
き
わ
め
て
讃
美
し
き
た
っ

た
中
宮
の
御
前
に
展
開
さ
れ
る
美
の
諸
相
、
み
や
び
の
世
界
は
、
こ
の
中
宮
後

宮
批
判
の
一
条
を
読
む
に
及
ん
で
、
も
ろ
く
も
色
あ
せ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
内
面
の
美
が
矢
わ
れ
た
行
事
儀
式
、
そ
こ
に
は
空
疎
な
美
の
形
骸
が
横
た

わ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
紫
式
部
日
記
の
始
発
は
作
者
に
と
っ
て
真
に
主
体
的
か
っ
内
発
的
な
も
の
で

は
な
く
、
式
部
は
そ
の
素
材
の
取
捨
選
択
、
叙
述
態
度
に
大
き
な
制
約
を
受
け

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
日
記
的
部
分
に
あ
っ
て
は
、
中
宮
彰
子
や
彰
子
後
宮

は
、
讃
美
さ
れ
る
こ
と
の
み
が
期
待
さ
れ
た
対
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
的

な
書
簡
で
あ
る
消
息
文
に
は
、
も
は
や
そ
の
制
約
は
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、

式
部
が
常
々
不
満
を
抱
い
て
い
た
彰
子
後
宮
の
批
判
へ
、
内
幕
の
暴
露
へ
と
進

ん
で
い
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
成
行
き
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
式
部
は
自

ら
の
描
き
上
げ
た
道
長
家
栄
華
の
虚
像
に
し
た
た
か
な
一
撃
を
加
え
て
、
ひ
そ

か
に
こ
れ
を
破
壊
し
去
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
紫
式
部
は
、
中
将
の
君
の
書
簡
に
対
す
る
批
判
に
導
き
出
さ
れ

て
、
っ
い
っ
い
中
宮
方
批
判
と
い
う
本
音
を
吐
い
て
し
ま
っ
た
の
ち
、

　
　
斎
院
わ
た
り
の
人
も
、
こ
れ
を
お
と
し
め
思
ふ
な
る
べ
し
。
さ
り
と
て
、

　
　
　
　
　
　
後
宮
生
活
秘
録
と
自
己
省
察
と

　
　
わ
が
か
た
の
、
見
ど
こ
ろ
あ
り
、
ほ
か
の
人
は
目
も
見
し
ら
じ
、
も
の
を

　
　
も
聞
ぎ
と
ど
め
じ
と
、
思
ひ
あ
な
づ
ら
む
ぞ
、
ま
た
わ
り
な
き
。
す
べ
て

　
　
人
を
も
ど
く
か
た
は
や
す
く
、
わ
が
心
を
用
ゐ
む
こ
と
は
難
か
べ
い
わ
ざ

　
　
を
、
さ
は
思
は
で
、
ま
づ
わ
れ
さ
か
し
に
、
人
を
な
き
に
な
し
、
世
を
そ

　
　
し
る
ほ
ど
に
、
心
の
き
は
の
み
こ
そ
見
え
あ
ら
は
る
め
れ
。

と
、
最
初
の
論
点
に
立
ち
帰
り
、
辛
う
じ
て
構
成
上
の
破
綻
を
救
っ
て
い
る
。

式
部
は
少
な
く
と
も
表
面
上
は
、
こ
の
条
を
中
将
の
君
の
書
簡
に
対
す
る
批
判

で
一
貫
さ
せ
つ
つ
、
実
は
そ
の
裏
で
中
宮
方
批
判
を
や
っ
て
の
け
た
の
で
あ
っ

た
。
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
式
部
の
眼
は
「
心
ば
せ
」
に
ひ
た
り
と
向
け

ら
れ
て
微
動
だ
に
せ
ぬ
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
故
に
こ
そ
、
中
将
の
君
批
判
か
ら

転
移
し
た
中
宮
後
宮
批
判
も
「
心
ば
せ
」
の
論
に
収
束
し
、
や
が
て
は
中
将
の

君
批
判
の
論
へ
と
還
元
し
て
ゆ
く
を
得
た
の
で
あ
る
。

目

　
中
将
の
君
の
書
簡
批
判
に
発
す
る
右
の
一
条
は
、
森
氏
も
言
わ
れ
る
ご
と

＠く
、
他
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
て
、
自
己
に
対
す
る
批
判
で
は
な
い
。
従
っ
て

他
に
対
す
る
批
評
と
い
う
点
で
、
次
な
る
和
泉
式
部
・
赤
染
衛
門
・
清
少
納
言

の
三
人
の
批
評
へ
と
な
だ
ら
か
に
続
き
う
る
の
で
あ
る
。
式
部
は
、
中
将
の
君

の
書
簡
に
対
す
る
反
発
か
ら
転
じ
て
、
も
っ
と
も
身
近
な
彰
子
後
宮
を
批
評
し

去
り
、
次
い
で
文
学
上
気
に
な
る
存
在
で
あ
っ
た
三
人
の
才
女
を
そ
の
射
程
内
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後
宮
生
活
秘
録
と
自
己
省
察
と

に
据
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
三
人
に
対
す
る
批
評

が
、
作
晶
の
批
評
か
ら
と
も
す
れ
ぱ
創
作
態
度
の
批
評
へ
、
三
人
の
作
者
の
「
心

ば
せ
」
の
批
評
へ
と
傾
き
が
１
ち
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
和
泉
式
部
に
つ

い
て
は
、
そ
の
作
晶
に
関
し
て
、

　
　
歌
は
、
い
と
を
か
し
ぎ
こ
と
、
も
の
お
ぼ
え
、
う
た
の
こ
と
わ
り
、
ま
こ

　
　
と
の
歌
よ
み
ざ
ま
に
こ
そ
侍
ら
ざ
め
れ
、
口
に
ま
か
せ
た
る
こ
と
ど
も

　
　
に
、
か
な
ら
ず
を
か
し
ぎ
一
ふ
し
の
、
目
に
と
ま
る
よ
み
そ
へ
侍
り
。

と
、
褒
眩
半
ば
す
る
批
評
を
し
な
が
ら
、
そ
の
歌
人
と
し
て
の
見
識
に
筆
が
至

る
と
、

　
　
そ
れ
だ
に
、
人
の
詠
み
た
ら
む
歌
、
難
じ
こ
と
わ
り
ゐ
た
ら
む
は
、
い
で

　
　
や
さ
ま
で
心
は
得
じ
、

と
酷
評
し
、
結
局
そ
の
歌
人
と
し
て
の
伍
値
は
、

　
　
は
づ
か
し
げ
の
歌
よ
み
と
は
お
ぼ
え
侍
ら
ず
。

と
総
括
し
て
い
る
。
紫
式
部
が
和
泉
式
部
の
「
口
に
い
と
歌
の
詠
ま
る
る
」
歌

風
を
或
程
度
評
伍
し
な
が
ら
、
総
合
点
を
低
く
つ
け
た
の
は
、
和
泉
式
部
が
古

歌
の
知
識
や
歌
作
の
理
論
に
通
じ
て
い
な
い
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
っ
ぱ
し
の
歌
人
気
取
り
で
他
人
の
歌
を
非
難
し
た
り
批

評
し
て
い
る
こ
と
を
、
減
点
の
対
象
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
・

　
こ
れ
に
対
し
、
紫
式
部
は
赤
染
衛
門
の
作
歌
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
穏
健
な
賞

讃
に
終
始
し
て
い
る
。
和
泉
式
部
や
赤
染
衛
門
の
歌
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
批

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

評
は
、
紫
式
部
の
和
歌
観
を
あ
ら
わ
す
と
同
時
に
、
当
時
の
世
間
一
般
の
そ
れ

を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
式
部
の
場
合
は
、
決
し
て
そ
れ
の
み
に

終
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
　
や
や
も
せ
ぱ
、
腰
は
な
れ
ぬ
ば
か
り
折
れ
か
か
り
た
る
歌
を
詠
み
い
で
、

　
　
え
も
い
は
ぬ
よ
し
ば
み
ご
と
し
て
も
、
わ
れ
か
し
こ
に
思
ひ
た
る
人
、
に

　
　
く
く
も
い
と
ほ
し
く
も
お
ぼ
え
侍
る
わ
ざ
な
り
。

式
部
は
赤
染
衛
門
の
作
歌
態
度
を
好
ま
し
く
思
う
に
っ
け
、
そ
れ
と
対
蹴
的
な

「
わ
れ
か
し
こ
に
思
ひ
た
る
人
」
の
、
目
に
余
る
作
歌
態
度
に
言
及
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
式
部
の
眼
は
、
人
の
「
心
ば
せ
」
を

ぴ
た
り
と
見
す
え
て
動
か
な
い
。
さ
ら
に
紫
式
部
は
、
「
わ
れ
か
し
こ
に
思
ひ

た
る
人
」
の
代
表
と
い
う
よ
う
な
格
で
清
少
納
言
を
と
り
あ
げ
、

　
　
清
少
納
言
こ
そ
、
し
た
り
顔
に
い
み
じ
う
侍
り
け
る
人
。
さ
ば
か
り
さ
か

　
　
し
だ
ち
真
字
書
き
ち
ら
し
て
侍
る
ほ
ど
も
、
よ
く
見
れ
ぱ
、
ま
だ
い
と
た

　
　
へ
ぬ
こ
と
多
か
り
。

と
、
痛
烈
な
批
判
の
矢
を
射
か
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
作
晶
論
、
作
者
論
以
前

の
、
ま
さ
に
「
そ
の
心
」
「
そ
の
人
と
な
り
」
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
こ
の
日
記
を
書
く
に
当
た
っ
て
、
紫
式
部
が
清
少
納
言
の
枕
草
子
を
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
清
少
納
言
を
意

識
す
る
こ
と
が
強
け
れ
ば
強
い
だ
け
、
生
の
形
で
清
少
納
言
そ
の
人
、
そ
の
人

の
「
心
ば
せ
」
そ
の
も
の
を
問
題
と
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



　
こ
の
三
人
の
才
女
の
批
評
に
見
ら
れ
る
不
遜
な
ま
で
の
辛
辣
さ
に
、
ほ
ぼ
時

代
を
同
じ
う
す
る
文
学
者
へ
の
強
い
ラ
イ
バ
ル
意
識
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
あ

な
が
ち
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
以
上
に
、
常
に
人
間
の
あ
る
が
ま

ま
の
姿
に
迫
り
、
そ
の
真
髄
を
く
い
尽
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
人
間
探
求
に

か
け
た
紫
式
部
の
執
念
を
見
て
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
回

　
か
く
他
を
批
評
し
去
っ
た
式
部
の
筆
は
、
あ
た
か
も
渦
に
吸
い
こ
ま
れ
る
よ

う
に
、
自
己
の
生
活
へ
内
面
へ
と
回
帰
し
て
ゆ
く
。
他
を
辛
辣
に
批
判
す
る
口

さ
が
な
さ
は
、
自
己
省
察
の
苦
渋
に
よ
っ
て
の
み
あ
が
な
わ
れ
る
の
で
あ
っ

た
。

　
　
か
く
、
か
た
が
た
に
つ
け
て
、
　
一
ふ
し
の
、
思
ひ
い
で
ら
る
べ
き
こ
と
な

　
　
く
て
、
過
ぐ
し
侍
り
ぬ
る
人
の
、
こ
と
に
行
く
す
ゑ
の
た
の
み
も
な
き
こ

　
　
そ
、
な
ぐ
さ
め
思
ふ
か
た
だ
に
侍
ら
ね
ど
、
心
す
ご
う
も
て
な
す
身
ぞ
と

　
　
だ
に
思
ひ
侍
ら
じ
。

以
下
の
文
章
に
は
、
自
身
の
「
行
く
す
ゑ
の
た
の
み
も
な
き
」
わ
び
し
い
生
活

が
告
白
さ
れ
る
。
式
部
の
生
活
は
、
里
に
あ
っ
て
は
召
使
い
達
の
目
を
陣
り
、

宮
中
に
あ
っ
て
も
「
ほ
け
し
れ
た
る
人
」
に
な
り
は
て
て
、
「
お
い
ら
け
も
の
」

と
見
お
と
さ
れ
る
こ
と
を
廿
受
す
る
極
度
に
抑
圧
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
日
記
の
中
に
繰
返
し
記
さ
れ
る
式
部
内
面
の
憂
悶
は
、
生
来
の
内
攻
的
懐

　
　
　
　
　
　
後
宮
生
活
秘
録
と
自
己
省
察
と

疑
的
性
格
に
加
え
て
、
夫
宣
孝
と
の
死
別
に
よ
り
世
の
無
常
を
深
く
思
い
知
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
女
だ
け
の
口
う
る
さ
い
後
宮
に
入
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
以
上
に
式
部
を
自
分
の
殻
の
中
に
閉
じ
こ
も
ら
せ
、
自

抑
を
強
い
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
ま
し
て
人
の
な
か
に
ま
じ
は
り
て
は
、
い
は
ま
ほ
し
き
こ
と
も
侍
れ
ど
、

　
　
い
で
や
と
思
ほ
え
、
心
得
ま
じ
き
人
に
は
、
い
ひ
て
や
く
な
か
る
ぺ
し
、

　
　
物
も
ど
ぎ
う
ち
し
、
わ
れ
は
と
思
へ
る
人
の
前
に
て
は
、
う
る
さ
け
れ

　
　
ぱ
、
も
の
い
ふ
こ
と
も
も
の
憂
く
侍
る
。

　
式
部
に
と
っ
て
こ
う
し
た
抑
制
か
ら
解
放
さ
れ
る
道
は
、
書
く
こ
と
以
外
に

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
物
を
書
く
人
間
－
特
に
女
の
１
に
対
す
る
世
間
の
評

価
は
、
昔
も
今
も
本
質
的
に
は
そ
う
変
ら
な
い
。

　
　
い
と
艶
に
恥
づ
か
し
く
、
人
見
え
に
く
げ
に
、
そ
ば
そ
ば
し
き
さ
ま
し

　
　
て
、
物
語
こ
の
み
、
よ
し
め
き
、
歌
が
ち
に
、
人
を
人
と
も
思
は
ず
、
ね

　
　
た
げ
に
見
お
と
さ
む
も
の
と
な
む
、
み
な
人
人
い
ひ
思
ひ
つ
つ
に
く
み
し

　
　
を
、
…
…
・

学
才
を
ふ
り
ま
わ
す
暫
言
い
さ
が
な
い
け
む
た
い
存
在
…
、
式
部
を
迎
え
た
後

宮
の
評
価
は
お
お
む
ね
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
一
致
し
て
い
た
。
式
部
の
源
氏
物
語

が
一
条
天
皇
に
ほ
め
ら
れ
た
こ
と
を
妬
ん
で
、
「
日
本
紀
の
御
局
」
と
あ
だ
名
し

て
宮
中
に
言
い
ふ
．
ら
し
た
左
衛
門
の
内
侍
の
仕
業
は
、
こ
う
し
た
後
宮
の
空
気

を
代
弁
し
顕
在
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
後
宮
に
あ
っ
て
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
　
後
宮
生
活
秘
録
と
白
己
省
察
ど

が
身
を
守
る
た
め
に
、
式
部
は
ま
す
ま
す
自
抑
を
強
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
、
心
よ
り
ほ
か
の
わ
が
面
影
を
ぱ
っ
と
見
れ
ど
、
え
さ
ら
ず
さ
し
向

　
　
か
ひ
ま
じ
り
ゐ
た
る
こ
と
だ
に
あ
り
、
し
か
じ
か
さ
へ
も
ど
か
れ
し
と
、

　
　
恥
づ
か
し
ぎ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
む
っ
か
し
と
思
ひ
て
、
ほ
け
し
れ
た
る
人

　
　
に
い
と
ど
な
り
は
て
て
侍
れ
ば
、
「
か
う
は
推
し
は
か
ら
ざ
り
ぎ
。
…

　
　
（
中
略
）
…
、
見
る
に
は
、
あ
や
し
ぎ
ま
で
お
い
ら
か
に
、
こ
と
人
か
と

　
　
な
む
お
ぼ
ゆ
る
」
と
ぞ
、
み
な
い
ひ
侍
る
に
、
恥
づ
か
し
く
、
人
に
か
う

　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
お
い
ら
け
も
の
と
見
お
と
さ
れ
に
け
る
と
は
思
ひ
侍
れ
ど
、
た
だ
こ
れ
ぞ

　
　
わ
が
心
と
な
ら
ひ
も
て
な
し
侍
る
有
様
、
…
…

「
恥
づ
か
し
く
、
人
に
か
う
お
い
ら
け
も
の
と
見
お
と
さ
れ
に
け
る
」
と
吐
き

出
す
よ
う
に
言
う
と
き
、
式
部
は
激
し
い
恥
辱
に
ま
み
れ
っ
つ
、
「
お
い
ら
け

も
の
」
な
る
自
己
を
ひ
た
と
見
す
え
て
い
る
。

紫
式
部
の
屈
辱
と
自
虐
に
満
ち
た
後
宮
生
活
は
、
畢
寛
こ
の
「
お
い
ら
け
も

の
」
な
る
語
に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
お
い
ら
け
も
の
」
意
識
に
っ
い

て
は
、
つ
と
に
木
船
重
昭
氏
の
精
細
な
御
論
が
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
「
お
い
ら

け
も
の
」
と
は
、
「
い
か
に
も
、
い
わ
ゆ
る
お
だ
や
か
で
お
っ
と
り
し
て
い
る

よ
う
で
、
い
わ
ば
温
厚
柔
和
従
順
な
好
ま
し
い
性
格
の
よ
う
に
見
え
る
も
の

の
、
実
は
瑚
笑
す
べ
き
ぼ
ん
や
り
も
の
」
を
意
味
す
る
軽
侮
の
語
で
あ
り
、
そ

の
「
客
観
的
な
構
成
成
立
の
過
程
の
軌
跡
と
、
彼
女
の
思
考
形
式
・
精
神
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
．
一
〇

の
曲
折
性
・
回
帰
性
・
内
攻
性
・
倫
理
性
の
生
み
出
す
具
体
的
な
思
考
・
心
理

の
軌
跡
と
の
、
奇
し
き
類
似
性
か
ら
考
え
て
」
、
「
紫
式
部
の
切
実
な
魂
の
嘆
き
・

悩
み
・
坤
き
が
吐
き
出
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
こ
と
ば
、
す
な
わ
ち
、
紫
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

部
の
造
語
で
あ
る
」
と
言
う
。
こ
の
式
部
の
極
度
に
抑
制
さ
れ
た
宮
仕
え
生
活

か
ら
は
、

　
　
さ
ま
よ
う
、
す
べ
て
人
は
お
い
ら
か
に
、
す
こ
し
心
お
ぎ
て
の
ど
か
に
、

　
　
お
ち
ゐ
ぬ
る
を
も
ど
と
し
て
こ
そ
、
ゆ
ゑ
も
よ
し
も
、
を
か
し
く
う
し
ろ

　
　
や
す
け
れ
◎

と
の
処
世
観
が
引
き
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
処
世
観
は

表
面
に
読
み
と
れ
る
ほ
ど
お
だ
や
か
な
も
の
で
は
な
く
、

　
　
人
す
す
み
て
、
に
く
い
こ
と
し
い
で
つ
る
は
、
わ
ろ
ぎ
こ
と
を
過
ち
た
ら

　
　
む
も
、
い
ひ
笑
は
む
に
、
は
ば
か
り
な
う
お
ぼ
え
侍
り
。
い
と
心
よ
か
ら

　
　
む
人
は
、
わ
れ
を
に
く
む
と
も
、
わ
れ
は
な
ほ
、
人
を
思
ひ
う
し
ろ
む
べ

　
　
け
れ
ど
、
い
と
さ
し
も
え
あ
ら
ず
◎

と
の
「
し
っ
ぺ
返
し
」
の
強
さ
を
含
む
。
自
己
を
切
り
さ
い
な
む
倫
理
の
刃

は
、
畢
寛
他
者
に
も
向
け
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
式
部
の
倫
理
性
の
強

さ
を
見
て
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
式
部
は
こ
の
倫
理
性
の
故
に
、
擬
態
を
さ
ら

し
て
後
宮
社
会
に
交
わ
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
堪
え
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
紫
式
部
の
強
靱
な
精
神
は
、
自
ら
作
り
出
し
た
抑
制
の
姿
勢
の
中



に
の
め
り
こ
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
か
え
っ
て
、
自
抑
し
仮
面
を
か

ぷ
っ
て
生
き
続
け
て
ゆ
く
自
己
の
姿
を
凝
視
し
、
冷
厳
に
こ
れ
を
描
き
出
そ
う

と
し
て
い
る
。
式
部
に
と
っ
て
、
自
身
の
抑
制
さ
れ
た
生
活
と
、
時
に
は
不
遜

と
も
思
わ
れ
る
処
世
観
を
か
く
書
き
記
す
こ
と
が
、
抑
制
か
ら
の
唯
一
の
解
放

で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
．
、

　
　
…
、
宮
の
、
御
前
に
て
文
集
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
読
ま
せ
給
ひ
な
ど
し
て
、

　
　
さ
る
さ
ま
の
こ
と
知
ろ
し
め
さ
ま
ほ
し
げ
に
お
ぼ
い
た
り
し
か
ぱ
、
い
と

　
　
し
の
び
て
、
人
の
さ
ぶ
ら
は
ぬ
も
の
の
ひ
ま
ひ
ま
に
、
を
と
と
し
の
夏
ご

　
　
ろ
よ
り
、
楽
府
と
い
ふ
書
二
巻
を
ぞ
、
し
ど
け
な
な
が
ら
教
へ
た
て
き
こ

　
　
え
さ
せ
て
侍
る
、
隠
し
侍
り
。
（
中
略
）
ま
こ
と
に
か
う
読
ま
せ
給
ひ
な

　
　
ど
す
る
こ
と
、
は
た
か
の
も
の
い
ひ
の
内
侍
は
、
え
聞
か
ざ
る
べ
し
。
知

　
　
り
た
ら
ば
、
い
か
に
そ
し
り
侍
ら
む
も
の
と
、
す
べ
て
世
の
中
こ
と
わ
ざ

　
　
し
げ
く
憂
き
も
の
に
侍
り
け
り
。

「
御
屏
風
の
上
に
書
き
た
る
こ
と
を
だ
に
読
ま
ぬ
顔
」
を
し
て
い
た
と
い
う
式

部
の
処
世
態
度
か
ら
す
れ
ば
、
他
に
は
秘
密
に
し
て
い
た
中
宮
へ
の
楽
府
進
講

の
話
な
ど
は
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
に
属
す
る
。
「
す
べ
て
世
の
中
こ
と
わ
ざ

し
げ
く
憂
き
も
の
に
侍
り
け
り
」
と
言
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
こ
こ
に
あ
え
て
書

い
た
の
は
、
こ
の
部
分
が
親
し
い
友
人
へ
の
私
的
な
書
簡
で
あ
る
こ
と
と
同
時

に
、
式
部
自
身
己
れ
の
抑
制
に
堪
え
切
れ
ず
、
処
世
上
自
ら
が
作
り
上
げ
た
仮

面
を
引
っ
べ
が
し
た
い
と
の
欲
求
に
か
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
式
部

　
　
　
　
　
　
後
宮
生
活
秘
録
と
自
己
省
察
と

は
、
自
分
の
こ
と
を
「
日
本
紀
の
御
局
」
と
あ
だ
名
し
て
言
い
ふ
ら
し
た
左
衛

門
の
内
侍
を
、
「
も
の
い
ひ
の
内
侍
」
と
平
び
な
し
て
、
こ
こ
で
仕
返
し
を
し

て
い
る
。
ま
こ
と
に
、
己
れ
に
極
度
の
抑
制
を
強
い
た
宮
仕
え
生
活
に
対
す
る

式
部
の
恨
み
は
、
深
く
暗
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。　

こ
の
自
己
抑
制
の
姿
勢
は
、
既
に
式
部
の
少
女
時
代
に
そ
の
萌
芽
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　
「
口
借
し
う
。
男
子
に
て
持
た
ら
ぬ
こ
そ
幸
な
か
り
け
れ
」

と
、
父
為
時
を
嘆
か
せ
た
式
部
の
学
才
は
、
女
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
才
を
認

め
愛
し
た
父
か
ら
も
、
そ
れ
を
持
っ
て
世
に
進
み
出
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
は
正

当
に
評
伍
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
女
で
あ
る
こ
と
、
女
が
学
を
有
す
る
こ

と
へ
の
懐
疑
が
生
ず
る
。
こ
の
有
名
な
少
女
時
代
の
逸
話
を
単
な
る
自
讃
談
に

終
わ
ら
せ
ぬ
意
義
は
、
こ
の
点
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
よ
り
式
部
の
眼

は
女
と
生
ま
れ
た
己
が
宿
世
の
つ
た
な
さ
に
注
が
れ
、
さ
ら
に
内
攻
し
つ
つ
、

女
を
そ
の
よ
う
な
立
場
に
置
く
こ
の
世
の
条
理
を
問
い
た
だ
す
方
向
へ
と
開
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

紫
式
部
は
、
学
才
を
有
し
、
そ
の
学
才
を
認
め
ら
れ
ぬ
で
も
な
い
自
己
と
、

極
度
の
抑
制
を
強
い
ら
れ
て
い
る
自
己
と
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
り
、
「
ほ
け

し
れ
た
る
人
」
に
な
り
は
て
て
い
る
己
が
身
の
救
済
を
は
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
自
己
の
真
実
を
追
求
し
つ
つ
、
そ
の
真
の
姿
を
偽
っ
て
仮
面
を
か
ぶ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
　
後
宮
生
活
秘
録
と
自
己
省
泰
と

生
き
続
け
ね
ば
な
ら
ぬ
苦
悶
、
そ
の
苦
悶
を
赤
裸
々
に
告
白
す
る
こ
と
に
よ

り
、
式
部
は
ひ
そ
か
に
自
己
を
解
放
し
、
同
時
に
、
苛
酷
な
抑
制
を
強
い
る
虚

飾
と
中
傷
に
満
ち
た
後
宮
社
会
を
激
し
く
告
発
し
た
の
．
で
あ
っ
た
。
か
く
考
え

れ
ば
、
消
息
文
の
執
筆
は
、
自
己
の
、
ま
た
己
が
住
む
後
宮
社
会
の
虚
像
を
破

壊
し
、
そ
の
真
実
の
姿
に
迫
ろ
う
と
す
る
真
撃
な
営
為
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
ょ
う
。

紫
式
部
日
記
の
目
記
的
部
分
は
、
中
宮
彰
子
の
皇
子
出
産
と
そ
れ
に
伴
う
晴

儀
の
美
を
、
道
長
家
の
栄
華
と
し
て
あ
わ
れ
深
く
う
た
い
上
げ
て
い
る
。
も
と

よ
り
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
栄
華
へ
の
讃
嘆
が
、
す
べ
て
主
家
よ
り
強
い
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
否
、
む
し
ろ
、
こ
の
時
代
の
貴
族
社
会
に
生
き

る
者
の
常
と
し
て
、
式
部
の
中
に
は
栄
華
の
美
に
ひ
た
す
ら
傾
斜
し
て
ゆ
く
姿

勢
が
あ
り
、
主
人
の
御
機
嫌
を
う
か
が
う
女
房
根
性
が
見
て
と
れ
る
。
し
か
し

同
時
に
式
部
の
中
に
は
、
美
に
陶
酔
す
る
自
己
を
冷
た
く
つ
き
放
し
、
こ
れ
を

凝
然
と
見
す
え
る
も
う
一
人
の
覚
醒
せ
る
自
己
が
住
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
日

記
的
部
分
に
描
か
れ
た
栄
華
の
諸
相
が
、
所
詮
は
虚
構
で
し
か
あ
り
え
な
い
こ

と
を
誰
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
た
の
は
、
作
者
で
あ
る
紫
式
部
自
身
で
あ
っ

た
。　

日
記
的
部
分
に
お
い
て
は
、
眼
前
に
展
開
さ
れ
る
栄
華
の
世
界
を
写
し
と
り

つ
つ
、
式
部
の
筆
は
幾
度
か
そ
の
栄
華
の
相
に
同
じ
え
ぬ
己
が
内
面
へ
と
回
帰

し
て
ゆ
く
。
し
か
し
そ
れ
も
東
の
間
、
外
界
に
生
起
す
る
事
象
に
せ
き
た
て
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

れ
る
か
の
よ
う
に
、
式
部
は
道
長
家
繁
栄
の
諸
相
の
中
に
立
ち
も
ど
っ
て
ゆ
か

ざ
る
を
え
な
い
。
主
家
の
栄
華
を
あ
わ
れ
深
く
う
た
い
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
準
公
的
日
記
の
作
者
の
よ
っ
て
立
っ
べ
き
論
理
は
、
彰
子
後
宮
の
内
実
へ

筆
を
進
め
る
こ
と
は
勿
論
、
作
者
が
自
ら
の
内
的
欲
求
に
従
っ
て
、
眼
前
の
栄

華
の
世
界
か
ら
さ
し
は
な
れ
た
所
に
吃
立
す
る
苦
悩
と
憂
悶
に
満
ち
た
己
が
内

的
世
界
へ
、
深
く
分
け
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
私
的
な
書
簡
で

あ
る
消
息
文
に
は
、
も
は
や
そ
の
制
約
は
な
い
。
か
く
し
て
、
い
わ
ゆ
る
消
息

文
的
部
分
は
、
日
記
的
部
分
が
準
公
的
な
日
記
、
晴
儀
の
記
録
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
私
的
な
書
簡
で
あ
る
と
共
に
、
後
宮
生
活
の
秘
録
で
あ
り
、
ま
た
自
己

省
察
の
記
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
有
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
紫
式
部

に
と
っ
て
、
他
に
対
し
て
は
「
ほ
け
し
れ
た
る
人
」
に
な
り
お
お
せ
、
自
己
を

偽
っ
て
生
き
て
い
る
自
身
を
、
内
外
両
面
か
ら
攻
め
た
て
る
こ
と
に
よ
り
、
逃

れ
る
す
べ
の
な
い
厳
し
い
自
己
検
証
の
場
に
据
え
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

固

　
対
象
の
外
面
の
観
察
か
ら
内
面
の
省
察
へ
、
こ
れ
は
こ
の
日
記
の
日
記
的
部

分
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
思
考
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
し
か
し
て
消
息
文
に
お
い

て
も
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
幾
度
か
繰
返
さ
れ
て
い
る
。
中
宮
女
房
の
容
姿
を
批

評
し
っ
つ
、
「
心
ば
せ
」
に
筆
を
転
じ
た
の
も
そ
の
表
れ
で
あ
る
し
、
中
将
の

君
の
書
簡
へ
の
反
駁
か
ら
中
宮
方
と
斎
院
方
の
文
明
批
評
へ
と
移
行
し
っ
つ
、



式
部
の
意
識
は
、
そ
れ
で
は
そ
の
中
宮
後
宮
に
住
む
自
分
は
、
自
分
の
あ
り
様

は
ど
う
な
の
か
、
と
い
う
点
に
回
帰
し
て
ゆ
く
。

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

　
　
侍
ら
ば
、
そ
こ
に
て
知
ら
ぬ
男
に
出
で
あ
ひ
、
も
の
い
ふ
と
も
、
人
の
奥

　
　
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
を
や
。

こ
こ
で
は
環
境
に
多
く
を
転
嫁
し
た
き
ら
い
が
な
い
で
も
な
い
が
、
引
込
み
思

案
の
私
が
斎
院
御
所
に
身
を
置
い
た
な
ら
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
と
、
動
的

な
物
の
見
方
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
三
人
の
才
女
の
批

評
に
し
ろ
、
他
に
向
け
た
批
評
の
毒
が
常
に
我
身
を
侵
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の

は
、
自
明
の
理
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
、
式
部
の
筆
は
他
を
批
評
し
つ
っ
、
そ
の
対
象
の
内
面
へ
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

に
は
自
己
へ
と
向
か
い
、
小
さ
な
う
ね
り
を
な
す
。
そ
し
て
そ
の
小
さ
な
う
ね

、り
を
呑
み
こ
む
形
で
、
他
へ
の
批
評
か
ら
今
度
は
自
己
の
生
活
へ
、
自
己
内
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
省
察
へ
と
、
大
き
な
う
ね
り
を
な
し
て
筆
は
進
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
加
え

て
言
う
な
ら
ば
、
日
記
的
部
分
か
ら
消
息
文
執
筆
へ
と
進
ん
だ
こ
と
自
体
が
、
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

面
か
ら
内
面
へ
と
い
う
、
よ
り
一
層
大
き
な
う
ね
り
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

従
っ
て
消
息
文
は
、
大
き
な
う
ね
り
が
小
さ
な
う
ね
り
を
呑
み
こ
み
っ
っ
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ら
も
ま
た
さ
ら
に
大
き
な
う
ね
り
に
呑
み
こ
ま
れ
る
と
い
う
、
複
雑
な
波
紋
を

描
き
つ
つ
進
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
後
宮
生
活
秘
録
と
自
己
省
察
と

後
灯
牛
河
秘
録
と
〔
し
刊
察

力
記
録

心
ば
せ

　
中
将
の
君
し
ｖ
巾
宮
後
疵

＼
批
判
　
　
批
判

■
　
）

　
三
ノ
び
才
女
ｏ
批
評

白
己
の
生
活

の
内
省

り
だ
的
郁
分

消
忠
文

　
消
息
文
執
筆
に
よ
っ
て
式
部
が
問
題
に
せ
ん
と
し
た
の
は
、
常
に
「
心
ば

せ
」
１
人
の
心
で
あ
っ
た
。
消
息
文
が
か
く
波
及
効
果
を
も
ち
、
し
か
も
重
層

し
た
構
成
を
な
す
に
至
っ
た
の
は
、
結
局
こ
の
部
分
が
、
自
己
の
、
ま
た
自
己

の
住
む
後
宮
杜
会
の
虚
像
を
破
壊
し
実
像
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
つ
つ
、
全
篇

の
主
題
を
「
人
の
心
」
と
い
う
扇
の
的
に
ひ
き
絞
ろ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

道
長
か
ら
主
家
栄
華
の
記
録
た
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
日
記
的
部
分
に
あ
っ
て

は
、
日
記
と
い
う
形
式
す
ら
が
所
与
の
も
の
で
あ
り
、
素
材
の
取
捨
選
択
の
基

準
と
叙
述
態
度
を
準
公
的
な
も
の
に
規
定
さ
れ
て
、
作
者
が
己
れ
の
内
な
る
秩

序
に
従
っ
て
自
ら
の
想
念
を
紡
ぎ
出
し
て
ゆ
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
消
息
文
で
は
、
「
人
の
心
」
に
び
た
り
と
照
準
を
合
わ
せ
っ
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

作
者
の
内
な
る
欲
求
に
従
っ
て
、
外
面
か
ら
内
面
へ
と
い
う
大
小
の
う
ね
り
を

な
し
て
叙
述
が
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
消
息
文
は
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
　
後
宮
生
活
秘
録
と
自
己
省
察
と

容
形
式
両
面
に
お
い
て
、
日
記
的
部
分
に
対
す
る
反
措
定
で
あ
っ
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
日
記
的
部
分
の
行
事
記
録
の
中
に
、
有
職
的
な
関
心
や
規
範
意
識
を
否
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
式
部
の
事
実
認
識
は
そ
れ
だ

け
に
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
紫
式
部
は
、
　
一
方
に
内
面
告
白
の
欲
求
と
、
「
漢
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
よ
る
記
録
の
伝
統
を
ふ
り
切
る
精
神
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
」
日
記
文

学
発
生
以
来
の
伝
統
を
持
ち
つ
つ
、
他
方
で
は
主
家
の
繁
栄
を
顕
彰
す
る
行
事

記
録
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
瞭
路
に
立
た
さ
れ
た
が
故
に
、
か
え
っ
て

自
己
の
全
生
活
を
か
け
て
眼
前
の
事
実
を
見
す
え
、
自
己
に
と
っ
て
の
事
実
の

意
味
を
鋭
く
問
い
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
規
範
意
識
と
は
異
な
っ
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

よ
り
高
次
の
、
よ
り
主
体
的
な
事
実
認
識
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
紫
式
部

日
記
の
日
記
的
部
分
は
、
準
公
的
日
記
が
主
家
の
意
を
体
し
た
行
事
記
録
で
あ

り
つ
つ
も
、
身
の
上
の
日
記
、
内
面
告
白
の
文
学
と
も
な
り
う
る
ギ
リ
ギ
リ
の

限
界
を
辛
く
も
探
り
あ
て
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
の
上
の
日
記
が
公
的
制

約
を
有
す
る
事
実
記
録
と
共
存
し
う
る
限
界
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
両
者
が

乖
離
を
始
め
る
起
点
で
も
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
式
部
の
内
面
告
白
の
欲
求
は

事
実
記
録
に
別
離
を
宣
し
て
、
消
息
文
な
る
新
し
い
方
法
へ
転
進
し
て
ゆ
く
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
消
息
文
執
筆
は
、
日
記
的
部
分
の
友
人
へ

の
貸
与
と
い
う
外
的
事
情
に
誘
発
さ
れ
た
と
は
言
え
、
日
記
的
部
分
を
書
き
上

げ
た
紫
式
部
に
と
っ
て
は
、
内
的
要
請
に
基
づ
く
必
然
の
所
為
で
あ
っ
た
と
考

二
四

え
ら
れ
る
。

　
消
息
文
執
筆
の
事
情
か
ら
し
て
、
日
記
的
部
分
と
い
わ
ゆ
る
消
息
文
的
部
分

が
、
当
初
よ
り
企
図
さ
れ
た
二
部
構
成
を
な
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
日
記

的
部
分
に
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
中
宮
後
宮
の
内
実
や
、
自
己
内
面
の
憂

悶
に
筆
を
進
め
た
い
と
い
う
、
漠
然
た
る
意
図
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
た
消
息
文

で
あ
っ
た
が
、
書
き
進
む
う
ち
、
消
息
文
は
式
部
の
中
で
日
記
的
部
分
に
対
す

る
内
容
形
式
両
面
で
の
反
措
定
と
し
て
、
明
確
な
形
を
と
り
始
め
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　
目
記
的
部
分
第
一
部
に
消
息
文
の
添
え
ら
れ
た
も
の
は
、
友
人
に
貸
与
さ
れ

た
が
、

　
　
御
覧
じ
て
は
疾
う
た
ま
は
ら
む
◎

と
の
要
請
に
も
と
づ
い
て
筆
者
の
手
に
返
却
さ
れ
、
既
に
書
か
れ
て
い
た
敦
良

親
王
誕
生
と
そ
れ
に
伴
う
行
事
儀
式
を
中
心
と
す
る
日
記
的
部
分
第
二
部
と
綴

じ
合
わ
さ
れ
て
、
式
部
の
手
許
に
保
存
さ
れ
た
。
こ
こ
に
紫
式
部
日
記
は
、
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

者
の
手
に
よ
り
二
次
的
な
成
長
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
目
記
的
部
分

な
る
「
正
」
は
、
消
息
文
な
る
「
反
」
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
■
　
　
　
■

準
公
的
な
日
記
と
い
う
枠
を
超
え
て
、
真
の
紫
式
部
日
記
と
な
り
え
た
の
で
あ

っ
た
。

　
　
註

　
◎
　
以
下
本
文
の
引
用
は
、
新
版
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
。



◎
　
拙
稿
「
紫
式
部
日
記
の
始
発
－
道
長
家
栄
華
の
記
録
１
」
『
国
文
学
孜
』

　
第
５
６
号
　
昭
和
４
６
・
６

　
拙
稿
「
紫
式
部
日
記
の
消
息
文
」
『
同
志
社
国
文
学
』
第
５
・
６
合
併

　
号
昭
和
４
６
・
３

＠
　
拙
稿
「
晴
儀
の
記
録
の
系
譜
と
紫
式
部
日
記
」
『
平
安
文
学
研
究
』
第

　
４
９
輯
昭
和
４
７
・
１
２

◎
　
引
用
本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
合
集
』
に
よ
る
。

○
　
宮
崎
荘
平
氏
「
『
紫
式
部
日
記
』
　
に
お
け
る
消
息
文
的
部
分
の
検
討
」

　
『
文
学
．
諮
学
』
第
４
２
字
昭
４
１
・
１
２
　
後
に
『
平
安
女
流
日
記
文
学
の
研

　
究
』
所
収

＠
註
◎
に
同
じ
。

　
　
　
『
源
氏
物
語
の
方
法
』
所
収
「
紫
式
部
の
宮
佳
え
生
活
と
源
氏
物
語
」

　
及
ぴ
「
紫
式
部
日
記
に
お
け
る
生
活
と
文
体
」
『
国
文
学
孜
』
第
３
７
号
　
昭

　
和
４
０
・
９

◎
註
◎
に
同
じ
。

＠
　
前
掲
「
紫
式
部
日
記
に
お
け
る
生
活
と
文
体
」

◎
　
萩
谷
朴
氏
「
枕
草
子
を
意
識
し
す
ぎ
て
い
る
紫
式
部
日
記
－
反
携
に
よ

　
る
近
似
、
比
較
文
学
の
一
命
題
１
」
『
二
松
学
舎
大
学
論
集
』
　
昭
和
４
３
・

　
３

＠
　
後
宮
生
活
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
、
人
問
関
係
の
陰
湿
さ
に
つ
い
て
は
、
既

　
　
　
　
　
後
宮
生
活
秘
録
と
自
己
省
察
と

　
に
清
水
好
子
氏
が
「
紫
式
部
論
」
（
『
日
本
ズ
学
』
昭
和
３
５
・
７
）
に
お
い

　
て
触
れ
て
お
ら
れ
る
。

＠
　
岩
波
文
庫
本
は
「
お
い
そ
け
も
の
」
と
す
る
が
、
黒
川
本
そ
の
他
に
よ

　
り
テ
キ
ス
ト
を
改
む
。

＠
　
　
『
源
氏
物
語
の
研
究
』
七
十
頁

＠
　
南
波
浩
先
生
は
、
父
為
時
の
こ
の
こ
と
ば
が
「
幼
少
時
の
式
部
に
、
一

　
面
に
お
い
て
『
優
越
感
』
１
自
意
識
の
生
起
を
も
た
ら
し
、
他
面
に
お
い

　
て
、
式
部
の
心
中
に
内
的
し
二
り
；
『
劣
等
感
』
１
自
己
の
存
在
原
点
へ

　
の
内
省
、
疑
念
を
生
起
さ
せ
る
契
機
」
と
な
り
、
「
『
女
』
と
い
う
も
の
に

　
つ
い
て
の
根
底
か
ら
の
間
い
直
し
が
、
歴
史
社
会
と
の
関
連
に
お
い
て
、

　
は
て
し
な
く
拡
犬
」
し
て
い
っ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。
（
「
紫
式
部
の
意
識

　
基
体
」
『
同
志
社
国
文
学
』
第
５
・
６
合
併
号
　
昭
和
４
６
・
３
）

＠
　
秋
山
慶
氏
「
古
代
に
お
け
る
日
記
文
学
の
展
開
」
『
国
文
学
』
昭
和
４
０

　
・
８

＠
　
註
◎
に
同
じ
。

＠
　
こ
の
日
記
的
部
分
第
二
部
が
い
か
な
る
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た

　
か
、
ま
た
日
記
が
作
者
の
手
で
二
次
的
な
成
立
を
見
た
の
ち
、
後
世
に
推

　
定
さ
れ
る
増
補
、
脱
落
等
形
態
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
た
い

　
と
叡
う
。

二
五
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