
り
け
る
が
、
や

な
ど
か
き
、
又

こ
の
女
房
、

に
は
思
ひ
よ
ら

又
あ
る
日
は
、

（
一
）

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

る
。
例
え
ば
、
第
七

こ
れ
も
今
は

紙
乞
ひ
て
、
そ

い
ひ
け
れ
ば
、

た
は
、
う
る
は

『
宇

う

末
ざ
ま
に
な
り
て
、
あ
る
ひ
は

、「
こ
れ
ぞ
あ
れ
ば
、
よ
く
く
ふ
日
」

「
や
う
が
る
暦
か
な
」
と
は
思
へ
ど
も

ず
、「
さ
る
事
に
こ
そ
」
と
思
て
、
そ

「
は
こ
す
べ
か
ら
ず
」
と
書
た
れ
ば
、

は
じ
め
に

に
は
、
極
端
に
短
い
説
話
が
幾
つ
か

六
話
の
本
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

昔
、
あ
る
人
の
も
と
に
、
な
ま
女
房
の

こ
な
り
け
る
わ
か
き
僧
に
、「
仮
名
暦

僧
、
や
す
き
事
に
い
ひ
て
、
書
た
り
け

し
く
、「
神
仏
に
よ
し
」「
坎
日
」「
凶

治
拾
遺
物
語
』
第
七
六

、「
物
く
は
ぬ
日
」

な
ど
書
き
た
り
。

、
い
と
か
う
ほ
ど

の
ま
ゝ
に
違
へ
ず
、

「
い
か
に
」
と
は
思

四
苦
八
苦
し

そ
う
な
笑
話

子
ど
も
は
こ

な
い
笑
話
な

治
拾
遺
物
語

組
み
込
ま
れ
て
い

有
け
る
が
、
人
に

、
書
て
た
べ
」
と

り
。
は
じ
め
つ
か

会
日
」
な
ど
書
た

会
日
の

二
三
日

左
右
の

り
す
ぢ

こ
れ
だ
け
の

明
ら
か
な
出

も
な
い
説
話

話
「
仮
名
暦
誂
タ
ル
事

へ
ど
も

一

て
い
る
。
お
そ
ら
く

作
ら
れ
た
説
話

と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
は
こ
」

う
い
う
物
語
の
内
容
を
喜
ぶ
も
の
だ
が

の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
笑
い
が
批
評
性

』
の
特
質
が
あ
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語

や
う
に
、「
は
こ
す
べ
か
ら
ず
、

ま
で
は
念
じ
ゐ
た
る
程
に
、
大
か
た
堪

手
し
て
、
尻
を
か
ゝ
へ
て
、「
い
か
に

り
す
る
程
に
、
物
も
お
ぼ
え
ず
し
て
あ

内
容
で
、
い
っ
た
い
何
を
主
張
し
て
い

典
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
固
有
名
詞

と
見
え
る
。
説
話
の
最
後
に
は
、
女
房

」
考

廣

田

、「
さ
こ
そ
は
あ
ら
め
」
と
思
て
、
念

四
五 で

あ
ろ
う
が
、
あ
り
得

が
出
て
く
る
と
こ
ろ
な
ど
、

、
こ
れ
は
果
た
し
て
品
の

を
孕
む
と
こ
ろ
に
、『
宇

』
に
は
多
様
な
説
話
が
含

」
と
つ
ゞ
け
書
き
た
れ
ば
、

ゆ
べ
き
や
う
も
な
け
れ
ば
、

せ
ん
、

」
と
、
よ
ぢ

り
け
る
と
か
。

る
の
か
。
こ
の
説
話
に
は
、

は
何
も
な
い
。
実
に
他
愛

が
我
慢
し
て
便
意
に
堪
え
、

收

じ
て
す
ぐ
す
程
に
、
長
凶



っ
た
け
れ
ど
も
、「
や

我
慢
し
て
過
ご
す
う

を
足
し
て
は
い
け
な

た
の
で
、
二
三
日
ま

で
、
左
右
の
手
で
尻

捻
り
悶
え
て
い
る
う

っ
た
と
か
、
と
い
う

言
っ
た
と
こ
ろ
、
僧

は
端
正
に
「
神
・
仏

の
方
に
な
る
と
、「

日
』」
な
ど
と
書
い
た

こ
ん
な
に
ひ
ど
い
も

な
い
」
と
思
っ
て
、

い
け
な
い
」
と
書
い

『
宇
治
拾

ま
れ
て
い
る
が
、
い

か
。

（
二
）

本
話
の
概
要
は
、

人
に
紙
を
乞
い
、
そ

は
り
、
い
わ
れ
の
あ
る
こ
と
に
違
い

ち
に
、
長
い
忌
籠
り
の
「
長
凶
会
日

い
、
用
を
足
し
て
は
い
け
な
い
」
と
続

で
は
我
慢
し
て
い
た
が
、
も
う
我
慢
で

を
抱
え
て
、「
ど
う
し
よ
う
、
ど
う
し

ち
に
、
訳
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
つ
い

も
の
で
あ
る
。

は
簡
単
な
こ
と
だ
と
引
き
受
け
て
、
書

に
よ
し
」「
坎
日
」「
凶
会
日
」
な
ど
と

物
食
は
ぬ
日
」「
こ
う
い
う
こ
と
だ
か

。
こ
の
女
房
は
「
変
わ
っ
た
暦
だ
な

の
と
は
思
い
も
寄
ら
ず
、「
い
わ
れ
の

そ
の
ま
ま
従
っ
た
。
ま
た
あ
る
日
は

て
あ
っ
た
の
で
、「
困
っ
た
な
、
ど
う

遺
物
語
』
第
七
六
話
「
仮
名
暦
誂
タ
ル
事
」

っ
た
い
本
説
話
は
ど
こ
に
焦
点
を
結
ん

説
話
の
結
末
の
解
釈

今
は
昔
、
あ
る
人
の
も
と
に
、「
な
ま

こ
に
い
た
若
い
僧
に
、「
仮
名
暦
を
書

な
い
」
と
思
っ
て
、

」
の
よ
う
に
、「
用

け
て
書
い
て
あ
っ

き
そ
う
も
な
い
の

よ
う
」
と
、
体
を

に
漏
ら
し
て
し
ま

ら
し
て

そ
も
そ
も

的
な
物
語
の

「
し
て
あ
り
け

い
さ
さ
か
品

一
方
、
説
話

い
た
。
最
初
の
方

書
い
た
が
、
後
ろ

ら
、『
よ
く
食
ふ

」
と
は
思
っ
た
が
、

あ
る
事
に
ち
が
い

、「
用
を
足
し
て
は

し
よ
う
」
と
は
思

も
ら

気
が

う
っ
か

に
、
切

て
け
る

「
物
も

そ
う
、

考で
い
る
の
だ
ろ
う

女
房
」
が
い
た
。

い
て
ほ
し
い
」
と

さ
て
、
こ

っ
て
は
見
解

喪
心

「
し
てし

ま
っ
た
意
と
と
れ
そ
う
だ
が
、
こ
こ

（『
新

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
説
話
と
呼
ぶ
に

語
法
や
表
現
を
引
き
継
い
で
い
る
。

る
」
が
粗
相
を
表
わ
す
と
い
う
の
は

位
に
欠
け
て
い
る
。
失
神
し
た
と
い
う

の
叙
述
の
問
題
と
し
て
い
う
と
、
女
房

し
て
し
ま
っ
た
と
か
い
う
。（
訳
出
）

遠
く
な
る
思
い
を
し
て
い
た
と
い
う
。

り
漏
ら
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
と
訳

り
方
し
だ
い
で
両
様
に
解
せ
る
が
、
後

と
か
」
と
あ
る
の
が
自
然
か
。

（

覚
え
ず
し
て
、
あ
り
け
る
と
か
」
と

「
物
も
覚
え
ず
、
し
て
あ
り
け
る
と
か 一

の
中
で
「
物
も
お
ぼ
え
ず
し
て
あ
り
け

の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
て
。
失
心
し
て
。「
し
」
は
強
意
の（

」
は
も
ら
し
て
の
意
と
解
す
る
ほ
う

は
後
者
で
粗
相
し
た
。

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』）

し
て
は
、
平
安
期
の
伝
統

そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

、
物
語
の
表
現
と
し
て
は

こ
と
で
良
い
と
も
言
え
る
。

は
変
だ
と
思
い
な
が
ら
、

（『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』）

「
お
ぼ
え
ず
」
で
切
り
、

す
る
説
も
あ
る
。
た
し
か

者
の
意
で
あ
れ
ば
、「
し

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』）

と
れ
ば
、
気
も
遠
く
な
り

」
と
と
れ
ば
、
思
わ
ず
漏

四
六

る
と
か
」
の
解
釈
を
め
ぐ

間
投
助
詞
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
全
註
解
』）

が
自
然
で
あ
ろ
う
。

（『
日
本
古
典
文
学
全
集
』）



『
宇
治
拾

問
題
は
、
そ
の
と

の
か
と
い
う
こ
と
で

に
お
い
て
展
開
し
て

こ
の
反
復
の
う
ち
に

と
こ
ろ
に
、
こ
の
説

た
と
す
る
方
が
、
転

に
従
っ
て
暮
ら
し
た

こ
ろ
、
ど
ち
ら
で
も

の
問
題
で
あ
る
。

女
房
は
失
敗
し
て
し

反
復
の
う
ち
に
破
っ

示
す
こ
と
が
で
き
る

「
は
こ
す
べ
か

「
は
こ
す
べ
か

「
は
こ
す
べ
か

暦
に
従
う
。
ま
た
、

遺
物
語
』
第
七
六
話
「
仮
名
暦
誂
タ
ル
事
」

き
、
本
説
話
の
笑
い
と
は
ど
の
よ
う
な

あ
る
。
こ
こ
に
起
こ
っ
た
事
件
は
、
暦

い
る
の
で
あ
る
。

、
女
房
が
我
慢
で
き
ず
決
定
的
な
破
綻

話
の
笑
い
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

換
の
面
白
さ
は
際
立
つ
。
と
は
い
え
、

果
て
に
、
失
神
し
た
の
か
、
失
禁
し
た

よ
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
も
た
ら
さ

ま
う
。
女
房
は
暦
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ

て
し
ま
う
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

。ら
ず
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
我
慢

ら
ず
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
我
慢

ら
ず
」
と
書
い
て
あ
る
が
、
我
慢
で

女
房
は
変
だ
と
思
い
な
が
ら
、
暦
に
従

考 質
の
も
の
で
あ
る

注
の
も
つ
歴
史
性

に
い
う
「

す
な
わ
ち
、

た
同
じ
よ
う

対
す
る
批
判

古
く

（

）

の
も
た
ら
さ
れ
る

失
禁
し
て
し
ま
っ

女
房
が
、
こ
の
暦

の
か
は
結
局
の
と

れ
る
笑
い
の
程
度

の
成
立
し
た

が
あ
る
の
で

う
そ

あ
り
そ

女
房
の

し
て
も

た
禁
止
事
項
を
、

れ
は
次
の
よ
う
に

す
る
。

（

）

す
る
。

（

）

き
ず
失
禁
す
る
。

さ
て
、
本

所
謂

も
笑
え

い
っ
た
い
「

京
洛
に
お
い

我
々
か
ら
、

う
。
そ
の
果
て
に
、

一

俗
信
の
根
強
さ
」
と
い
う
認
識
に
も
、

女
房
の
「
悲
喜
劇
」
と
い
う
だ
け
で
済

な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

が
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
主
張
で
は
な

か
ら
、
漢
文
の
具
注
暦
が
、
貴
族
の
間

鎌
倉
初
期
と
い
う
時
代
の
中
に
、
こ
の

は
な
い
か
。

か
、
ま
こ
と
か
、
単
な
る
笑
い
話
か
、

う
な
話
で
あ
る
。
純
真
と
い
え
ば
純
真

、
断
食
な
ら
ぬ
断
糞
の
行
に
ふ
り
ま
わ

罪
作
り
な
坊
主
で
あ
り
、
ま
た
俗
信
の

（
三
）
問
題
の
あ
り
か

説
話
に
つ
い
て
、
従
来
の
注
釈
書
は
次

迷
信
に
凝
っ
た
悲
喜
劇
で
あ
る
。
今
日

な
い
も
の
が
あ
る
。

（

迷
信
」
と
は
、
誰
の
認
識
な
の
か
。
古

て
、
暦
の
記
さ
れ
た
記
事
は
「
迷
信
」

そ
の
よ
う
に
断
罪
す
る
こ
と
は
た
や
す

四
七 と

同
じ
陥
穽
が
あ
る
。

む
だ
ろ
う
か
。
我
々
も
ま

。
そ
の
よ
う
な
囚
わ
れ
に

い
だ
ろ
う
か
。

で
、
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ

説
話
を
置
い
て
読
む
必
要

な
ん
と
も
わ
か
ら
ぬ
が
、

、
愚
か
と
い
え
ば
愚
か
な

さ
れ
る
悲
喜
劇
。
そ
れ
に

根
強
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（『
日
本
古
典
文
学
全
集
』）

の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
。

で
も
こ
ん
な
話
を
必
ず
し

『
宇
治
拾
遺
物
語
全
註
解
』）

代
の
平
安
京
か
ら
中
世
の

で
あ
っ
た
の
か
。
今
日
の

い
が
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』



間
の
愚
か
さ
。

ず
」
を
思
い
出

あ
た
り
が
本
書

方
位
や
日
時

込
ん
で
い
た
陰

生
ま
じ
め
に
受

時
に
、
そ
の
暦

そ
う
だ
と
す
る
と
、

仮
名
暦
を
も
っ
て
、

う
に
、
説
話
の
表
現

そ
う
な
話
で
あ
り
つ

た
こ
と
が
あ
っ
た
、

日
の
吉
凶
に

『
宇
治
拾

て
い
た
が
、
後

り
に
求
め
ら
れ

よ
っ
て
つ
く
ら

古
の
も
の
と
し

書
陵
部
に
残
さ

い
か
が
わ
し
い

徒
然
草
九
十
一
段
の
「
吉
凶
は
人
に
よ

さ
せ
る
諷
刺
的
笑
話
で
あ
る
が
、
話
題

ら
し
い
所
で
あ
る
。

（『
新
日
本

の
吉
凶
を
は
じ
め
、
日
常
生
活
の
内
部

陽
道
の
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
。
そ
う
し
た

け
入
れ
よ
う
と
し
た
敬
虔
な
る
若
い
女

を
書
き
与
え
た
僧
侶
の
で
た
ら
め
ぶ
り

（『
新
潮

本
説
話
に
お
い
て
、
僧
が
女
房
に
作
っ

「
か
な
り
い
か
が
わ
し
い
も
の
も
行
わ

を
現
実
に
押
し
戻
す
こ
と
は
で
き
る
の

つ
、
あ
り
え
な
い
話
な
の
で
は
な
い
か

と
主
張
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

つ
い
て
の
説
の
い
い
か
げ
ん
さ
、
そ
れ

遺
物
語
』
第
七
六
話
「
仮
名
暦
誂
タ
ル
事
」

に
は
、
仮
名
暦
と
い
う
も
の
が
、
庶
民

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
初
期
の
も
の

れ
、
女
官
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
た
よ
う

て
は
、
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
の
仮

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
説
話
に

も
の
も
行
わ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

り
て
、
日
に
よ
ら

が
排
泄
物
に
及
ぶ

古
典
文
学
大
系
』）

に
う
る
さ
く
入
り

俗
信
の
禁
忌
を
、

を
揶
揄
す
る
と
同

へ
の
批
判
も
込
め

「
仮
名
暦
」

仮
名

の
残
片

月
か
ら

仮
名

日
本
古
典
集
成
』）

て
や
っ
た
と
い
う

れ
た
」
と
い
う
ふ

か
。
こ
れ
は
あ
り

。
説
話
は
、
あ
っ

に
と
ら
わ
れ
る
人

あ
る
。
だ
か

名
暦
を
必
要

る
場
と
し
て

ぎ
な
い
。
聡

知
識
を
も
つ

主
人
公
が
「

考の
間
で
も
、
し
き

は
、
僧
侶
な
ど
に

で
あ
る
。
現
存
最

名
暦
が
、
宮
内
庁

よ
る
と
、
か
な
り

ら
れ
て

つ
ま
り
、

え
る
。

い
う
ま
で

人
か
明
記
さ

い
。
女
房
と

と
は
何
か
。
従
来
の
注
釈
書
は
次
の

で
書
い
た
暦
。
名
古
屋
市
真
福
寺
に
伝

が
あ
る
が
、
こ
の
用
紙
に
使
っ
た
紙
の

十
二
月
に
至
る
仮
名
暦
が
記
さ
れ
て
い（

で
書
い
た
暦
。
女
性
や
教
育
の
低
い
者

ら
、
実
際
に
二
人
が
仕
え
て
い
た
と
考

と
す
る
者
と
、
仮
名
暦
を
作
成
で
き
る

、「
あ
る
人
」
の
邸
第
が
表
現
に
お
い

明
な
女
房
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
罠
に
は

ゆ
え
に
こ
そ
、
僧
の
悪
戯
に
振
り
回
さ

な
ま
女
房
」
と
し
て
設
定
さ
れ
る
理
由

（
四
）
「
仮
名
暦
」
の
意
味

一

い
る
諷
刺
譚
。

（『
新

の
よ
う
な
批
評
こ
そ
、
本
説
話
の
意

も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
い
う
「
あ

れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
誰

僧
と
が
仕
え
て
い
る
よ
う
な
貴
人
だ
とよ

う
に
い
う
。

わ
っ
て
い
る
倭
名
類
聚
鈔

裏
に
、
も
と
文
永
五
年
九

る
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
全
註
解
』）

の
た
め
の
も
の
。

え
る
必
要
は
、
な
い
。
仮

者
と
の
対
偶
の
配
置
さ
れ

て
要
請
さ
れ
て
い
る
に
す

は
ま
ら
な
い
。
生
半
可
な

れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
、

が
あ
る
。

四
八

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』）

味
を
見
抜
い
た
も
の
と
い

る
人
」
と
は
ど
の
よ
う
な

か
を
詮
索
す
る
必
要
は
な

了
解
で
き
れ
ば
よ
い
の
で



『
宇
治
拾

無
学
の
一
女

よ
っ
て
毎
日
の

察
で
き
る
。
し

普
及
さ
れ
て
い

容
・
形
式
は
具

注
を
記
載
し
な

区
別
さ
れ
る
。

と
は
明
ら
か
で

そ
し
て
渡
邊
氏
は
、

っ
た
「
具
注
暦
と
は

民
と
き
わ
め
て
密
接

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
本

仮
名
を
用
い

仮
名
書
き
の

仮
名
暦
が
「
か
な
」

る
の
か
。
渡
邊
敏
夫

具
注
暦
は
暦

遺
物
語
』
第
七
六
話
「
仮
名
暦
誂
タ
ル
事
」

性
に
ま
で
仮
名
暦
が
知
れ
渡
っ
て
い
た

生
活
を
律
せ
ん
と
し
て
い
た
。
当
時
の

か
し
こ
の
時
代
に
は
、
仮
名
暦
も
す
で

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
仮
名
暦
の
発
生

注
暦
の
庶
民
的
な
事
項
だ
け
を
仮
名
書

が
ら
、
仮
名
字
で
書
か
れ
た
暦
本
は
仮

仮
名
暦
は
仮
名
の
発
明
普
及
に
と
も
な

あ
る
が
、
そ
の
起
源
は
い
つ
頃
か
判
然

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
本
説
話
を
取
り

い
く
ぶ
ん
異
な
っ
た
日
本
的
な
暦
本
で

な
交
渉
を
も
つ
に
至
っ
た
」
と
見
る
。

説
話
の
表
現
を
根
拠
に
、
次
の
よ
う

た
平
易
な
暦
。
も
と
女
性
用
と
い
う
。

（『
新
日
本

暦
。
女
性
や
漢
字
の
読
め
な
い
者
の
た

（『
新
編
日
本

で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ

氏
は
、
言
う
。

注
を
記
載
し
た
、
漢
字
で
書
か
れ
た
暦

（『
日
本

考 も
の
で
、
こ
れ
に

状
況
の
一
端
を
推

に
か
な
り
の
程
度

当
時
は
、
そ
の
内

き
に
し
た
、
具
注

現
存
す
る
「

と
で
あ
る
が

庁
書
陵
部
蔵

す
る
中
世
語

名
暦
と
い
っ
て
、

っ
て
由
来
し
た
こ

と
し
な
い
。

上
げ
、
官
暦
で
あ

あ
っ
て
、
一
般
庶

さ
ら
に
渡
邊
氏
は
、

に
説
く
。

吉
凶
禍
福
な

す
で
に
知
ら

が
大
臣
家
な

こ
ろ
で
あ
る

形
で
庶
民
に

て
漢
字
で
書

鎌
倉
期
以
前

古
典
文
学
大
系
』）

め
の
も
の
。

古
典
文
学
全
集
』）

れ
は
何
を
意
味
す

本
で
あ
っ
た
。
暦

も
の
は

容
・
形

後
世
の

期
の
仮

早
く
て

こ
れ
ら
の
指

の
で
あ
る
こ

古
典
文
学
全
集
』）

暦
を
簡

一

仮
名
暦
」
の
最
も
古
い
事
例
は
、
大
島

「
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
写
の
『
春

と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
仮
名
暦

彙
で
あ
り
、
歴
史
的
な
表
現
で
あ
る
と

ど
を
注
し
た
暦
で
あ
る
。
こ
れ
に
日
記

れ
て
い
る
。
特
に
平
安
期
に
お
い
て
、

ど
に
下
賜
さ
れ
、
こ
れ
が
さ
ら
に
書
写

。
ま
た
、
室
町
期
以
後
で
は
、
伊
勢
暦

広
く
普
及
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る

か
れ
た
暦
を
仮
名
に
書
き
直
し
た
暦
を

の
時
代
の
こ
と
と
し
て
了
解
さ
れ
な
け

、
十
三
世
紀
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

式
は
具
注
暦
を
そ
の
ま
ま
、
仮
名
書
き

仮
名
暦
と
比
べ
て
、
か
な
り
相
違
が
あ

名
写
暦
は
仮
名
暦
の
原
形
と
見
る
べ
き

十
二
世
紀
中
頃
と
し
て
も
大
き
な
誤
り

摘
に
よ
っ
て
、
ま
ず
、
仮
名
暦
は
具
注

と
が
わ
か
る
。
周
知
の
よ
う
に
具
注
暦

素
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
存

四
九

建
彦
氏
の
注
し
て
い
る
こ

記
』
の
裏
文
書
」
で
宮
内

」
は
、
鎌
倉
期
を
初
見
と

い
え
る
。

し
た
事
例
の
多
い
こ
と
も

陰
陽
寮
で
作
成
さ
れ
た
暦

さ
れ
た
こ
と
も
周
知
の
と

や
三
島
暦
な
ど
が
版
本
の

か
ら
、
女
房
が
僧
に
対
し

所
望
し
て
い
る
こ
と
は
、

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
、

を
見
る
と
、
そ
の
記
載
内

に
し
た
と
こ
ろ
が
多
く
、

る
。（
略
）
十
三
世
紀
初

も
の
で
、
仮
名
暦
発
生
は

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

暦
に
対
し
て
い
わ
れ
る
も

は
、
暦
日
の
下
に
節
季
や

す
る
仮
名
暦
の
最
も
古
い



亦
王
城
ヲ
下

印
可
鋳
キ
寸
法

は
、
右
大
臣
で

の
乳
母
が
尊
勝
陀
羅

良
相
は
危
難
を
の
が

院
政
期
の
成
立
に

に
よ
れ
ば
見
当
ら
な

と
、
次
の
よ
う
な
三

其
ノ
時
ニ
、

其
ノ
子
孫
于

ヲ
離
テ
ハ
敢
テ

『
宇
治
拾

（
五
）

す
で
に
知
ら
れ
て

撰
犬
筑
波
集
』（
天
文

集
』
な
ど
で
あ
る
。

文
献
で
あ
る
。

（
巻
第
二
四
「
賀
茂
忠
行
、
道
傅
子

総
国
ノ
南
ノ
亭
ニ
可
建
キ
議
ヲ
成
ス

事
・
正
文
定
メ
ツ
。
但
シ
暦
ノ
博
士
力

（
巻
第
二
五
「
平
将
門
、
発
謀

あ
る
藤
原
良
相
が
百
鬼
夜
行
に
出
会
う

尼
を
御
衣
の
頚
に
書
き
付
け
て
置
い
た

れ
た
。
そ
の
日
は
「
暦
」
に
「
忌
夜
行

な
る
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
「
仮
名
暦

い
。
そ
こ
で
『
今
昔
物
語
集
』
に
「
暦

例
を
認
め
う
る
。

暦
ヲ
見
レ
バ
、
其
ノ
夜
、
忌
夜
行
日
ニ

（
巻
第
一
四
「
依
尊
勝
陀
羅
尼
験
力
遁

今
栄
ヘ
テ
陰
陽
ノ
道
ニ
並
无
シ
。
亦
暦

知
人
无
シ
。

遺
物
語
』
第
七
六
話
「
仮
名
暦
誂
タ
ル
事
」

同
時
代
の
「
仮
名
暦
」
の
事
例

い
る
「
仮
名
暦
」
と
い
う
語
の
事
例
は

年
間
、
一
六
世
紀
中
頃
）、『
好
古
目

こ
れ
ら
は
、
中
世
期
の
文
献
で
あ
る
よ保

憲
語
」
第
一
五
）

。（
略
）
内
印
・
外

不
及
ル
カ
。

反
被
誅
語
」
第
一
）

。
し
か
し
、
良
相

こ
と
に
よ
っ
て
、

日
」
と
記
さ
れ
て

そ
の
よ
う

し
」
と
は
、

会
日
」
な
ど

日
」「
凶
会
日

い
る
。
こ
れ

と
こ
ろ
が

は
、
暦
注
と

」
の
事
例
は
管
見

」
の
事
例
を
探
す

当
タ
リ
ケ
リ
。

鬼
難
語
」
第
四
二
）

ヲ
作
ル
事
モ
此
流

制
定
と
と
も

『
今
昔
物
語

と
平
安
京
の

具
注
暦
の
形

の
事
例
に
お

と
し
て
い
る

お
け
る
、「
暦

考、
山
崎
宗
鑑
『
新

録
』、『
俳
諧
連
歌

り
は
、
近
世
期
の

い
た
と
い
う

は
、
陰

賀
茂
氏
が
「

は
、
平

王
に
と
っ
て

治
す
る
こ
と

な
背
景
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
本
説
話

物
詣
・
参
詣
に
良
い
日
を
い
う
も
の
と

は
、
具
注
暦
に
実
際
に
見
ら
れ
た
暦
注

」
の
語
が
『
拾
芥
抄
』
に
見
え
る
こ

ら
は
陰
陽
道
の
教
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る

、「
物
く
は
ぬ
日
」「
よ
く
く
ふ
日
」「

し
て
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
読

に
、
暦
法
を
管
理
す
る
制
度
の
不
充
分

集
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る

の

制
度
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

を
も
っ
て
利
用
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で

い
て
は
、
民
間
に
お
け
る
陰
陽
道
が
盛

。
こ
れ
ら
の
事
例
が
、『
今
昔
物
語
集

」
に
対
す
る
関
心
の
あ
り
か
を
よ
く 一

。
こ
の
暦
は
具
注
暦
で
あ
る
。

陽
道
が
賀
茂
忠
行
か
ら
子
の
保
憲
に
伝

暦
ヲ
作
ル
事
」
を
も
っ
て
任
務
と
し
た

将
門
が
「
新
皇
」
を
名
乗
り
、
下
総
国

暦
は
宇
宙
の
原
理
に
か
か
わ
る
も
の
で

は
で
き
な
い
。
そ
の
時
、
官
僚
制
度
の

に
お
け
る
「
神
・
仏
に
よ

見
ら
れ
る
。「
坎
日
」「
凶

に
基
く
。
す
な
わ
ち
「
坎

と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

。は
こ
す
べ
か
ら
ず
」
な
ど

者
は
ま
ず
、
こ
こ
で
笑
わ

で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
。

「
暦
」
は
、
す
べ
て
天
皇

は
、
官
製
の
も
の
で
あ
り
、

あ
る
。『
今
昔
物
語
集
』

行
し
て
い
る
こ
と
は
歴
然

』
の
成
立
し
た
院
政
期
に

示
し
て
い
る
。

五
〇

え
ら
れ
た
こ
と
を
い
う
。

こ
と
を
い
う
。

に
「
王
城
」
を
建
設
す
る
。

あ
り
、
こ
れ
を
欠
い
て
統

整
備
や
王
と
し
て
の
印
の



『
宇
治
拾

含
み
込
ん
だ
仮
名
暦

で
も
な
く
、
こ
こ
に

と
す
れ
ば
、
本
説

と
に
対
す
る
揶
揄
が

い
。
暦
な
ど
あ
て
に

（
六
）

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の

な
ま
女
房
は
、
人

紙
を
も
っ
て
な
ま
女

の
主
に
求
め
る
で
も

し
て
い
る
。
こ
の
僧

作
ら
れ
た

暦
注
で

い
。
僧
が
ど
の
よ
う

話
の
表
現
か
ら
す
る

女
房
は
僧
の
嘘
が
巧

暦
に
記
さ
れ
て
い
た

と
に
よ
っ
て
、
こ
の

な
く
て
は
い
け
な
い

遺
物
語
』
第
七
六
話
「
仮
名
暦
誂
タ
ル
事
」

を
依
頼
さ
れ
て
も
、
簡
単
に
引
き
受
け

は
習
合
的
な
思
想
状
況
が
あ
る
。

話
に
は
、
古
代
以
来
の
生
活
規
範
に
縛

込
め
ら
れ
て
い
る
。
日
の
吉
凶
に
捕
ら

す
る
な
と
い
う
の
で
あ
る
。
考
え
て

『『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
思
想

が
鎌
倉
初
期
に
成
立
し
た
説
話
集
で

表
現
は
歴
史
的
文
脈
の
中
で
捉
え
る

に
紙
を
乞
う
た
。
紙
は
古
代
、
貴
重
品

房
は
、
仮
名
暦
を
「
あ
る
人
」
と
い
う

な
く
、
ま
た
陰
陽
師
に
求
め
る
の
で
も

に
し
て
か
ら
が
、
陰
陽
道
の
強
い
影
響

あ
ろ
う
。
生
半
可
な
女
房
は
、
僧
の

な
意
図
で
悪
戯
し
よ
う
と
し
た
か
は
、

と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
問
題
に

妙
で
あ
っ
た
か
ら
騙
さ
れ
た
の
で
は
な

か
ら
こ
そ
、
女
房
は
騙
さ
れ
た
の
で
あ

説
話
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

。
こ
れ
ら
の
暦
注
は
、
本
説
話
に
登
場

考 て
い
る
。
い
う
ま

ら
れ
て
生
き
る
こ

わ
れ
る
こ
と
は
な

み
る
と
、『
宇
治
拾

に
同

小
林
保

語
』
小
学

に
同

に
同

に
同

あ
る
と
す
る
と
、

必
要
が
あ
る
。

で
あ
っ
た
。
こ
の

、
名
の
あ
る
邸
第

な
く
、
僧
に
依
頼

を
受
け
た
暦
注
を

注

三
木
紀

書
店
、
一

中
島
悦

小
林
智

七
三
年
、

大
島
建

年
、
一
九

悪
戯
が
見
抜
け
な

分
か
ら
な
い
。
説

な
っ
て
い
な
い
。

い
。
何
で
あ
れ
、

る
。
騙
さ
れ
る
こ

て
、
儒
教
に

か
も
本
説
話

に
よ
っ
て
茶

い
の
質
が
問

生
き
て
は
ど

人
が
何
も
の

る
。

す
る
僧
に
よ
っ
て

遺
物
語
』
の

一

じ
、
一
四
〇
頁
。

治
・
増
古
和
子
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古

館
、
一
九
九
六
年
、
一
八
二
頁
。

じ
、
二
三
七
頁
。

じ
、
二
〇
七
頁
。

じ
、
一
九
六
頁
。

人
・
浅
見
和
彦
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大

九
九
〇
年
、
一
四
〇

一
頁
。

次
『
宇
治
拾
遺
物
語
全
註
解
』
有
精
堂
、
一

昭
校
注
・
訳
『
日
本
古
典
文
学
全
集

宇
治

二
〇
七
頁
。

彦
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

宇
治
拾
遺

八
頁
。

対
す
る
否
定
、
儒
教
の
呪
縛
か
ら
の
解

で
は
、
陰
陽
道
の
民
間
習
俗
に
基
い
て

化
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
宇
治

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
愚
か
と

う
か
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
説
話
を

か
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
笑
っ
て

末
尾
第
一
九
七
話
は
、
孔
子
を
徹
底
的

五
一

典
文
学
全
集

宇
治
拾
遺
物

系

宇
治
拾
遺
物
語
』
岩
波

九
七
〇
年
、
二
三
七
頁
。

拾
遺
物
語
』
小
学
館
、
一
九

物
語
』
新
潮
社
、
一
九
八
五

放
を
主
張
し
て
い
る
。
し

行
動
す
る
生
き
方
を
笑
い

拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
笑

は
何
か
。
も
っ
と
自
由
に

編
纂
し
た
編
者
の
主
張
は
、

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

に
非
難
す
る
こ
と
に
お
い



の
文
献
を
挙
げ
て

山
田
孝
雄
他
校

一
九
六
一
年
、
三

山
田
孝
雄
他
校

一
九
六
二
年
、
二

同
書
、
三
六
四

例
え
ば
、『
今
昔

え
る
祭
祀
に
お
け

殆
ど
は
陰
陽
師
の

同
書
、
四
四
八

に
同
じ
。

『
国
史
大
辞
典

庫
蔵
に
は
、
寛
正

い
る
。
注

参
照

代
表
的
な
語
義

九
八
二
年
）、
中
田

別
国
語
大
辞
典
』

辞
典
（
第
二
版
）』

『
宇
治
拾

に
同
じ
、
一

小
林
保
治
・
増

語
』
小
学
館
、
一

に
同
じ
、
二

に
同
じ
、
二

に
同
じ
、
一

に
同
じ
、
一

渡
邊
敏
夫
『
日

い
る
。

注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

今
昔
物
語
集

三
七
頁
。

注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

今
昔
物
語
集

九
九
頁
。

頁
。物

語
集
』
に
お
い
て
「
物
忌
」
と
い
う
語

る
籠
り
の
事
例
や
、
産
褥
に
よ
る
血
の
穢
れ

い
う
忌
籠
り
の
事
例
で
あ
る
（
拙
著
「『
宇

九
頁
。

第
三
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
、

六
（
一
四
六
五
）
年
室
町
期
の
書
写
に
な
る

。の
用
例
と
し
て
、『
国
史
大
辞
典
』
第
三
巻

祝
夫
他
編
『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
一

室
町
時
代
編
第
二
巻
（
三
省
堂
、
一
九
八
九

第
三
巻
（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど

遺
物
語
』
第
七
六
話
「
仮
名
暦
誂
タ
ル
事
」

四
〇
頁
。

古
和
子
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学

九
九
六
年
、
一
八
二

三
頁
。

三
六
頁
。

〇
六
頁
。

四
〇
頁
。

八
二
頁
。

本
の
暦
』
雄
山
閣
、
一
九
八
六
年
、
四
四
八

第
三
巻
』
岩
波
書
店
、

第
四
巻
』
岩
波
書
店
、

を
探
す
と
、
神
を
迎

の
事
例
も
あ
る
が
、

治
拾
遺
物
語
』
表
現

四
四
八
頁
。
陽
明
文

仮
名
暦
が
伝
わ
っ
て

（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
三
年
）、『
時
代

年
）、『
日
本
国
語
大

が
、
同
様
に
近
世
期

に
特
質
が

院
、
二
〇

考全
集

宇
治
拾
遺
物

頁
。

の
研
究
」

渡
辺
綱

店
、
一
九

に
同

例
え
ば

「『
宇
治
拾

「
博
打
子

語
』
の
説

あ
る
こ
と
（
拙
著
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
世

〇
四
年
）
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
と 一

笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
第
三
章
第
四
節

也
・
西
尾
光
一
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

六
〇
年
、
四
五
〇
頁
、
補
注
六
二
。

じ
、
第
一
章
参
照
。

、
第
四
八
話
「
雀
報
恩
事
」
の
よ
う
な

遺
物
語
』
表
現
の
研
究
」
笠
間
書
院
、
二
〇

婿
入
事
」
の
よ
う
な
「
博
徒
聟
入
」
型
の
説

話
が
、
笑
話
と
し
て
構
成
さ
れ
つ
つ
、
風
刺

俗
説
話
」
の
研
究
」
笠
間
書

こ
ろ
で
あ
る
。

五
二参

照
）。

宇
治
拾
遺
物
語
』
岩
波
書

「
腰
折
雀
」
型
の
説
話
（
拙
著

〇
三
年
）
や
、
第
一
一
四
話

話
に
お
い
て
、『
宇
治
拾
遺
物

性
、
寓
話
性
を
も
つ
と
こ
ろ


