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『大斎院前の御集」における「すけ」

『
大
斎
院
前
の
御
集
』
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

論
と
鷲
ｌ

廿
日
の
ほ
ど
に
、
和
歌
の
頭
に
す
け
な
さ
せ
給
ふ
に
、
助
に

な
り
て

実
は
な
れ
ど
先
立
た
ざ
り
し
花
な
れ
ば
木
高
き
枝
に
ぞ
及
ば
ざ
り

け
る
（
九
二
）

と
き
こ
え
さ
せ
た
れ
ば
、
御

し
づ
え
だ

下
枝
と
い
た
く
な
わ
ぴ
そ
末
の
世
は
木
高
き
実
に
ぞ
な
り
ま
さ
る

べ
き
（
九
三
）

か
く
司
々
な
り
て
の
ち
、
物
語
の
助
は
、
和
歌
司
こ
そ
か
く

べ
け
れ
と
て
、
物
語
の
頭
、
和
歌
の
助
に

う
ち
は
へ
て
我
ぞ
苦
し
き
白
糸
の
か
か
る
司
は
絶
え
も
し
な
な
む

（
九
四
）

は
じ
め
に

『
大
斎
院
前
の
御
集
」
に
お
け
る
「
す
け
」

’
九
二
～
九
五
番
歌
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

か
へ
し

白
糸
の
同
じ
司
に
あ
ら
ず
と
て
恩
ひ
分
く
こ
そ
苦
し
か
り
け
れ

（
九
五
）

二
大
斎
院
前
の
御
集
』
九
一
一
～
九
五
番
歌
。
『
私
家
集
大
成
中

古
Ⅱ
』
に
よ
る
。
但
し
、
私
に
表
記
を
改
め
た
部
分
が
あ
る
。

「
大
斎
院
前
の
御
集
」
の
引
用
に
つ
い
て
は
以
下
同
様
。
）

村
上
天
皇
の
第
十
皇
女
で
、
円
融
朝
か
ら
後
一
条
朝
に
至
る
ま
で
五
代

五
十
六
年
間
に
渡
っ
て
斎
院
の
地
位
に
あ
っ
た
選
子
内
親
王
の
周
辺
、
い

わ
ゆ
る
「
大
斎
院
サ
ロ
ン
」
に
お
け
る
文
芸
活
動
の
一
端
が
窺
え
る
例
と

し
て
、
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
文
に
錯
乱
が
あ
り
、

｛椛蘂凹一）

解
読
し
難
い
部
分
で
も
あ
る
。

従
来
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
詞
書
冒
頭
の
「
和
歌
の
頭
に
す
け
な

さ
せ
給
ふ
」
の
「
す
け
（
傍
線
部
と
を
「
助
（
Ⅱ
次
長
上
と
解
し
、

「
和
歌
司
の
長
に
次
長
を
さ
せ
な
さ
る
」
と
、
人
事
異
動
に
よ
っ
て
次
長

｛
注
②
）

が
昇
進
し
た
、
と
解
す
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
こ
の
解
釈
で
は
、
詞
書

園
明
美
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先
に
、
「
和
歌
の
頭
に
す
け
な
さ
せ
給
ふ
」
の
「
す
け
」
を
「
助
（
Ⅱ

次
長
と
と
解
す
る
こ
と
は
疑
問
だ
と
述
べ
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
よ

う
に
解
し
た
場
合
、
詞
書
と
歌
と
の
内
容
の
間
に
、
齪
酷
が
生
じ
る
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

今
、
試
み
に
九
一
一
・
九
三
番
歌
の
内
容
を
要
約
し
て
み
る
。
ま
ず
、

「
和
歌
の
助
」
に
任
命
さ
れ
た
女
房
が
、
主
人
で
あ
る
選
子
に
対
し
、
「
自

一
仙
一
⑭
｜
｝

分
は
実
力
は
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
頭
に
な
れ
な
か
っ
た
」
と
不
満
を
訴

え
、
そ
れ
に
応
え
て
選
子
が
、
「
悲
観
す
る
こ
と
は
な
い
、
将
来
が
あ
る

で
は
な
い
か
。
」
と
慰
め
て
い
る
訳
だ
が
、
従
来
の
解
釈
の
よ
う
に
、
こ

の
時
に
前
任
の
肋
で
あ
っ
た
女
房
が
頭
に
昇
進
し
、
そ
の
後
任
と
し
て

「
実
は
な
れ
ど
」
の
歌
を
詠
ん
だ
女
一
房
が
助
に
な
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
順
当
な
人
事
異
動
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
ら
、
こ
の
応
酬
は
状
況

か
ら
考
え
て
不
自
然
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
右
の
問
題
に
関
連
し
て
、
「
和
歌
司
」
・
「
物
語
司
」
の
設
置
時

期
に
つ
い
て
も
、
考
察
を
加
え
て
お
く
。

「
和
歌
司
」
・
「
物
語
司
」
に
つ
い
て
は
、
「
斎
院
内
に
「
歌
の
頭
』
『
歌

の
助
』
、
「
物
語
の
頭
』
『
物
語
の
助
』
な
ど
と
い
ふ
後
宮
の
擬
似
職
掌
を

と
歌
の
内
容
の
間
に
、
齪
嬬
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
出
発
し
、
詞
書
と
和
歌
の
内
容
及
び
、

選
子
内
親
王
の
周
辺
の
人
物
関
係
の
考
察
を
通
し
て
、
改
め
て
『
大
斎
院

前
の
御
集
」
（
以
下
、
『
前
の
御
集
」
と
略
す
。
）
九
二
～
九
五
番
歌
の
解

釈
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

、
「
す
け
」
Ⅱ
「
助
」
へ
の
疑
問

は
、
「
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
司
が
成
立
し
て
後
」
と
訳
し
、
歌
司
・
物

語
司
の
両
司
が
、
こ
の
時
に
設
置
さ
れ
た
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
「
つ
か
さ
」
に
は
「
役
所
」
「
役
職
」
両
方
の
意
味
が

あ
る
の
で
、
す
で
に
こ
れ
ら
の
司
Ⅱ
役
所
は
存
在
し
て
い
て
、
こ
の
時
に

「
除
目
」
が
行
わ
れ
た
と
解
し
、
「
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
職
が
就
任

し
て
後
」
と
も
訳
せ
る
わ
け
だ
が
、
当
時
、
何
ら
か
の
役
職
に
就
い
た
こ

設
け
て
、
「
歌
司
』
と
か
『
物
語
司
」
と
か
い
ふ
役
職
の
女
房
の
手
に
よ

っ
て
、
内
外
に
わ
た
る
消
息
歌
稿
や
斎
院
生
活
に
お
け
る
歌
稿
が
ま
と
め

ら
れ
、
歌
集
が
作
ら
れ
た
り
、
物
語
が
数
々
創
作
さ
れ
、
そ
の
う
ち
あ
る

｛
化
⑩
）

も
の
は
立
派
に
清
書
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
」
で
あ
る
と
か
、

「
斎
院
に
は
「
歌
の
か
み
」
「
歌
の
す
け
』
か
ら
な
る
歌
司
、
『
物
語
の
か

み
』
（
『
物
語
の
す
け
」
）
か
ら
な
る
物
語
司
と
い
う
組
織
が
置
か
れ
て
い

て
、
（
中
略
）
そ
れ
ぞ
れ
歌
、
物
語
の
書
写
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
知

ら
れ
る
。
（
中
略
）
斎
院
で
は
こ
の
よ
う
な
営
為
（
引
用
者
注
・
斎
院
に

お
け
る
歌
の
記
録
の
こ
と
）
が
長
年
に
わ
た
っ
て
あ
り
、
そ
の
記
録
の
一

部
が
豆
別
の
御
集
』
「
御
集
』
と
し
て
今
日
に
ま
で
伝
え
ら
れ
た
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
現
存
の
両
集
に
対
す
る
と
き
は
、
こ
の
よ
う

｛
注
－
，
）

な
立
場
か
ら
向
か
う
べ
き
と
い
、
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
と
い
う
見
解
が
提

示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
斎
院
内
に
こ
れ
ら
の
司
が
恒
常
的
に
置
か
れ

て
い
た
と
見
る
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
は
、
こ

の
時
に
人
事
の
交
替
が
行
わ
れ
た
と
解
し
、
「
す
け
」
を
次
長
と
捉
え
る

の
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
九
四
番
歌
の
詞
書
及
び
歌
の
内
容
を
見

る
限
り
、
俄
に
は
首
肯
で
き
な
い
。

ま
ず
、
「
か
く
司
々
な
り
て
の
ち
」
の
解
釈
か
ら
考
え
て
み
る
。
こ
れ
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｢大斎院前の御集』における「すけ」

と
を
述
べ
る
場
合
は
、
「
っ
か
さ
た
ま
は
る
」
と
い
う
表
現
の
方
が
一
般

（
油
編
）
）

的
で
あ
る
よ
う
だ
。
ま
た
、
九
一
一
番
歌
の
詞
書
に
「
和
歌
の
頭
に
す
け

な
さ
せ
給
ふ
」
と
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
職
は

選
子
か
ら
賜
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
の

「
つ
か
さ
づ
か
さ
な
る
」
が
役
職
就
任
を
示
す
の
で
あ
れ
ば
、
「
か
く
つ
か

さ
づ
か
さ
た
ま
は
り
て
の
ち
」
と
で
も
あ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

更
に
、
九
四
番
歌
に
、
「
か
か
る
司
は
絶
え
も
し
な
な
む
」
ｌ
「
こ
の

よ
う
な
司
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
ほ
し
い
」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、

も
し
も
こ
れ
ら
の
司
が
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
組
織
だ
っ
た
活
動
を
し

て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
ぐ
わ
な
い
発
言
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
印

象
批
評
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
恒
常
的
に
設
置
さ
れ
て
い
る
組
織
に

対
し
て
、
「
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
い
い
」
と
は
言
わ
な
い
の
で
は
な
い

か
。故
に
、
こ
こ
は
や
は
り
、
「
つ
か
さ
」
Ⅱ
「
役
所
」
の
意
味
で
と
り
、

（
花
一
①
）

歌
司
も
物
語
司
も
こ
の
時
点
で
設
置
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
。

以
上
に
述
べ
た
理
由
に
よ
り
、
私
は
、
「
和
歌
の
頭
に
す
け
な
さ
せ
給

ふ
」
の
「
す
け
」
は
前
任
の
「
助
（
Ⅱ
次
長
と
で
は
な
く
、
「
す
け
」
と

い
う
名
の
女
房
で
あ
り
、
こ
の
人
物
が
新
設
の
「
和
歌
司
」
の
「
頭
」
に

任
命
さ
れ
た
の
だ
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
和
歌
の
頭
」
に
な
っ
た
「
す
け
」
は
、
前
任
の
「
助
」
で
は
な
く
、

「
す
け
」
と
い
う
名
の
女
房
な
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
が
、
で
は
、
「
す

二
、
「
す
け
」
と
い
う
名
の
斎
院
女
房

ｌ
「
す
け
の
乳
母
」
に
つ
い
て
Ｉ

け
」
と
は
い
っ
た
い
誰
の
こ
と
な
の
か
。

「
前
の
御
集
』
中
で
「
す
け
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
の
は
、
選
子
内
親
王

の
乳
母
「
す
け
の
乳
母
」
た
だ
一
人
で
あ
る
。

「
す
け
」
を
「
す
け
の
乳
母
」
と
み
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
天

（
油
（
⑥
｝

野
紀
代
子
氏
に
指
摘
が
あ
る
。
本
稿
も
こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
「
す
け
の
乳
母
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

『
前
の
御
集
」
に
は
、
「
す
け
の
乳
母
」
、
「
少
弐
の
乳
母
」
、
「
衛
門
の
乳

母
」
、
「
大
和
の
乳
母
」
の
四
人
の
乳
母
名
が
見
え
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の

出
自
は
不
詳
で
あ
る
。
但
し
、
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る

が
、
「
栄
花
物
語
」
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
こ
と
に
は
、
や
は
り

注
目
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

か
く
い
ふ
こ
と
（
Ⅱ
中
宮
安
子
の
死
）
は
応
和
四
年
四
月
二
九
日
、

い
へ
ば
お
ろ
か
な
り
や
、
恩
ひ
や
る
べ
し
。
（
中
略
）
さ
て
や
は

（
Ⅱ
安
子
の
死
を
悲
し
ん
で
ば
か
り
い
て
、
誕
生
し
た
子
の
こ
と
を

放
っ
て
お
け
よ
う
か
）
と
て
、
今
宮
（
Ⅱ
選
子
）
は
、
侍
従
命
婦
か

ね
て
も
し
か
思
し
し
こ
と
な
れ
ば
、
や
が
て
仕
う
ま
つ
る
。
（
中
略
）

か
く
て
御
法
事
六
月
一
七
日
の
ほ
ど
に
ぞ
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
け
る
。

（
中
略
）
も
の
の
心
知
ら
せ
た
ま
へ
る
宮
た
ち
は
、
御
衣
の
色
な
ど

も
い
と
こ
ま
や
か
な
る
も
あ
は
れ
な
り
。
御
乳
母
の
侍
従
命
婦
を
は

じ
め
と
し
て
、
小
弐
命
婦
、
佐
命
婦
な
ど
、
二
一
一
一
人
集
り
て
仕
う
ま

つ
る
。
こ
れ
は
も
と
の
宮
（
Ⅱ
安
子
）
の
女
房
、
み
な
内
か
け
た
る

な
り
。

Ｓ
栄
花
物
語
』
巻
一
月
の
宴
・
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
「
栄
花
物
語
ご

選
子
を
出
産
し
て
す
ぐ
に
莞
去
し
た
中
宮
安
子
の
、
死
の
直
後
か
ら
四
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し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
「
御
乳
母
の
侍
従
命
婦
を
は
じ
め
と
し
て
、
小

弐
命
婦
、
佐
命
婦
な
ど
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
こ
の
二
人
が
選
子
の
乳

母
と
い
う
役
割
に
極
め
て
近
い
立
場
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
か
ｃ

彼
女
ら
が
本
来
安
子
の
女
房
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
安
子
所

〈
油
⑫
〉

生
の
皇
子
女
の
乳
母
と
な
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
。
た
と
層
え
侍
従
の

命
婦
の
よ
う
に
出
生
当
初
か
ら
の
乳
母
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
後
に
選

子
の
乳
母
に
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
、
否
定
で
き
な
い
と
思
う
の
で
あ

る
。
実
際
、
選
子
の
兄
で
あ
る
冷
泉
院
の
乳
母
の
場
合
に
は
、
「
九
暦
』

に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

十
九
日
の
法
要
に
至
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
安
子
所
生
の
宮
た
ち
の

世
話
係
と
し
て
、
「
小
弐
命
婦
」
・
「
佐
命
婦
」
な
る
人
物
の
名
が
見
え
る
。

こ
れ
ら
が
「
前
の
御
集
』
の
「
す
け
の
乳
母
」
・
「
少
弐
の
乳
母
」
と
同
一

｛
油
⑨
）

人
物
で
は
な
い
か
と
い
、
う
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
少
弐

（
注
⑩
）

の
乳
母
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
が
あ
る
が
、
す

け
の
乳
母
に
つ
い
て
は
、
管
見
に
入
る
限
り
詳
し
く
考
察
し
た
も
の
は
見

（
注
⑪
）

当
た
ら
ず
、
「
実
際
に
だ
れ
で
あ
る
か
は
未
詳
」
と
い
、
７
の
が
大
方
の
見

解
で
あ
ろ
う
。

右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
佐
の
命
婦
は
、
少
弐
の
命
婦
と
と
も
に
、
も
と

も
と
安
子
の
女
房
で
、
内
裏
女
房
を
も
兼
任
し
て
お
り
、
安
子
死
後
は
、

そ
の
遺
児
の
世
話
に
当
た
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
を
見
る

限
り
、
選
子
の
「
乳
母
」
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
侍
従
の

命
婦
一
人
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
記
事
を
根
拠
に
、
彼
女
ら
を
「
前
の

御
集
」
の
「
す
け
の
乳
母
」
、
「
少
弐
の
乳
母
」
と
同
一
人
物
と
断
じ
る
の

は
早
計
で
あ
る
。

奉
仕
故
殿
（
Ⅱ
藤
原
忠
平
）
者
也
、

右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
冷
泉
院
の
場
合
に
は
、
か
ね
て
か
ら
乳
母
に
定

め
ら
れ
て
い
た
左
近
局
に
加
え
て
、
翌
日
橘
好
古
女
が
「
副
乳
母
」
に
選

（
注
⑪
）

ば
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
女
房
は
、
後
文
に
よ
れ
ば
忠
平
に
仕
唇
え

て
い
た
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
古
参
の
女
房
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
同
じ
く
「
九
暦
』
の
冷
泉
院
百
日
の
饗
の
雑
事
を
定
め
る
時
の
記

事
に
は
、
前
出
の
二
人
に
加
え
て
「
備
前
乳
母
」
な
る
名
も
見
え
て
い
る
。

「
後
宮
職
員
令
」
に
よ
れ
ば
、
親
王
に
は
三
人
の
乳
母
が
支
給
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
（
実
際
に
は
四
人
以
上
の
乳
母
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る

例
も
多
い
）
が
、
右
の
よ
う
な
例
を
見
る
限
り
、
そ
れ
ら
は
一
度
期
に
任

命
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
筆
頭
乳
母
」
と
で
も
い
う
べ
き
者
が
ま
ず
定

め
ら
れ
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
何
名
か
が
追
加
任
命
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が

多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
選
子
の
場
合
に
は
、
侍
従
の
命
婦
が
「
筆
頭
乳
母
」

と
し
て
誕
生
当
初
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

そ
の
後
（
た
と
え
ば
村
上
帝
の
崩
御
後
）
、
「
小
弐
命
婦
」
「
佐
命
婦
」
の

二
人
が
教
育
係
の
よ
う
な
斯
撒
で
選
子
の
乳
母
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

（
注
⑮
）

も
、
十
分
考
逼
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
大
斎
院
前
の
御
集
』
中
、
す
け
の
乳
母
が
「
す
け
の
命
婦
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
例
は
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
平
安
中
期
に
お
け
る
「
命

婦
」
に
は
、
「
乳
母
」
と
強
く
結
び
つ
く
性
格
が
あ
る
と
い
う
加
納
重
文

氏
仇
識
が
あ
り
、
「
小
右
記
』
に
も
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
次
の
よ
う
な
例

近
局
、
為
乳
母
、
〈

廿
五
日
、
（
中
略
）

廿
四
日
、
寅
剋
皇
子
誕
育
、

一
子
誕
育
、
（
中
略
）
以
當
季
朝
臣
息
〔
女
脱
力
〕
左

〈
此
事
先
日
相
定
了
〉
、
（
後
略
）

以
民
部
大
輔
橘
好
古
朝
臣
息
女
為
副
乳
母
、
元
是
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『大斎院前の御集ｊにおける「すけ」

が
見
ら
れ
る
。

廿
一
一
一
日
、
丙
戌
、
参
四
條
殿
、
く
下
被
参
式
、
即
候
御
共
、
皇
后
事

有
御
氣
色
之
由
、
蜜
云
く
有
被
仰
事
、
是
去
廿
日
少
将
命
帰
〔
婦
〕

所
告
、
佃
与
禄
云
く
、
是
又
非
慥
仰
者
、
尤
可
私
蔵
、
（
後
略
）

廿
五
日
、
戊
子
、
（
中
略
）
候
宿
、
御
事
也
、
有
御
氣
色
之
由
、
少

将
乳
母
密
く
相
談
、
感
悦
之
膓
一
時
干
廻
、

（
大
日
本
古
記
録
「
小
右
記
』
天
元
五
年
二
月
）

「
少
将
命
婦
」
と
は
、
円
融
院
の
乳
母
で
あ
る
良
峯
美
子
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
彼
女
の
こ
と
を
「
少
将
命
婦
」
と
も
「
少
将
乳
母
」
と
も
呼

（
瀧
⑰
｝

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
よ
う
な
例
を
考
え
合
わ
せ
、
「
佐
の
〈
叩

婦
」
が
選
子
の
乳
母
と
な
り
、
斎
院
内
で
は
「
す
け
の
乳
母
」
と
呼
ば
れ

た
と
判
断
し
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。
外
部
と
の
交
渉
の
少
な
か
っ
た
初

期
の
「
大
斎
院
サ
ロ
ン
」
に
お
い
て
は
、
「
命
婦
」
と
い
う
官
職
名
よ
り

は
、
「
乳
母
」
と
い
う
役
割
を
示
す
名
の
方
が
馴
染
み
や
す
か
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

以
上
、
確
証
は
な
く
、
周
辺
史
料
に
よ
る
類
推
、
い
わ
ば
状
況
証
拠
に

頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
「
栄
花
物
語
」
に
見
え
る
「
小
弐
命
婦
」

「
佐
の
命
婦
」
が
、
「
前
の
御
集
」
の
「
少
弐
の
乳
母
」
「
す
け
の
乳
母
」

と
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
積
極
的
に
認
め
て
よ
い
の

で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
「
す
け
の
乳
母
」
は
、
本
来
中
宮
安
子
の
女
房
で
あ
り
、
村

上
宮
廷
で
は
内
裏
女
房
を
も
兼
務
し
、
安
子
の
死
後
の
あ
る
時
期
に
選
子

の
乳
母
と
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
経
歴
を
持
つ
こ
と
が
、
和
歌
司
が
設
立
さ
れ
た

時
に
、
す
け
の
乳
母
が
そ
の
長
に
据
え
ら
れ
た
理
由
で
あ
ろ
う
と
思
う
の

「
和
歌
の
頭
」
に
任
命
さ
れ
た
斎
院
女
房
を
「
す
け
の
乳
母
」
に
比
定

し
、
そ
の
任
命
の
理
由
は
彼
女
の
経
歴
に
あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
点
を

も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
み
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
す
け
の
乳
母
に
関
す
る
確
証
的
な
史
料
は
な
い
。

し
か
し
、
同
時
代
に
「
す
け
」
と
呼
ば
れ
た
、
安
子
及
び
村
上
帝
に
近
い

位
置
に
あ
る
女
房
を
求
め
れ
ば
、
先
の
「
栄
花
物
語
」
の
記
事
以
外
に
次

の
よ
う
な
事
例
が
見
出
せ
る
。

イ
「
天
暦
十
年
八
月
十
一
日
坊
城
右
大
臣
師
輔
前
栽
合
」
（
甲
本
）

萩
持

こ
れ
も
り

佐
君

秋
萩
の
匂
ふ
ざ
か
り
と
を
ざ
鹿
の
夜
ふ
か
き
声
と
い
づ
れ
ま
さ

れ
り

下
葉
よ
り
色
づ
く
萩
と
い
ひ
な
が
ら
今
年
は
露
も
こ
こ
ろ
お
く

ら
し

（
「
平
安
朝
歌
△
ロ
大
成
』
）

ロ
「
天
徳
四
年
一
一
一
月
汁
日
内
裏
歌
合
」
（
甲
本
）

歌
合
方
人

左頭
中
将

宰
相
典
侍
小
弐
進
右
衛
門
兵
衛

民
部
御
厘
殿
兵
衛
介
兵
庫
参
河
靱
負

侍
従

急
平
安
朝
歌
合
大
成
」
）

ハ
「
康
保
三
年
閏
八
月
十
五
夜
内
裏
前
栽
合
」

で
あ
る
。三
、
「
和
歌
の
頭
」
Ⅱ
「
す
け
の
乳
母
」
の
蓋
然
性
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介
の
命
婦

秋
の
夜
の
花
の
色
色
み
ゆ
る
か
な
月
の
桂
も
雲
の
上
に
て

ｓ
平
安
朝
歌
合
大
成
ヒ

イ
は
、
天
暦
十
年
に
安
子
の
父
で
あ
る
師
輔
が
自
邸
で
催
し
た
歌
合
で
、

「
こ
れ
も
り
」
な
る
人
物
と
番
え
ら
れ
て
い
る
。

次
の
ロ
は
、
有
名
な
天
徳
四
年
の
内
裏
歌
合
で
、
左
方
方
人
の
中
に
そ

の
名
が
見
え
る
。
尚
、
イ
・
ロ
の
両
歌
合
に
つ
い
て
は
、
「
す
け
」
と
と

も
に
少
弐
の
名
も
見
え
て
い
る
。

最
後
の
ハ
は
、
康
保
三
年
の
内
裏
歌
合
に
詠
進
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
安
子
の
死
の
二
年
後
、
村
上
帝
崩
御
の
前
年
に
当
た
る
。
そ
し

て
こ
れ
以
後
、
「
す
け
」
の
名
は
豆
別
の
御
集
』
以
外
の
史
料
に
は
見
ら

れ
な
く
な
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
及
び
前
出
の
『
栄
花
物
語
』
の
記
事
が
す
べ
て
「
す
け

の
乳
母
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
女
の
経
歴
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
す
け
の
乳
母
」
は
も
と
も
と
安
子
の
女
房
と
し
て
内
裏
に
入
り
、
村
上

帝
付
き
女
房
も
兼
ね
た
。
安
子
の
死
後
は
、
そ
の
遺
児
で
あ
る
選
子
の
乳

母
と
し
て
養
育
に
当
た
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
時
期
は
、
康
保
三
年
の
内

裏
歌
合
に
名
が
見
え
る
こ
と
と
、
彼
女
が
村
上
帝
付
き
女
房
を
も
兼
ね
て

い
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
村
上
帝
崩
御
後
の
康
保
四
年
以
降
か
も
し
れ

な
い
。
恐
ら
く
は
、
村
上
帝
亡
き
後
宮
中
を
去
り
、
選
子
の
養
育
に
専
心

し
、
選
子
の
斎
院
卜
定
後
に
は
斎
院
に
付
き
随
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
イ
ー
ハ
の
記
事
が
い
ず
れ
も
歌
合
の
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
彼
女
が
村
上
宮
廷
で
歌
人
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
『
前
の
御
集
」
に
見
え
る
す
け
の
乳
母
の

姿
か
ら
も
窺
え
る
。

こ
こ
で
、
『
前
の
御
集
」
に
お
け
る
す
け
の
乳
母
に
関
連
す
る
歌
群
を

見
て
み
よ
う
。

Ａ
そ
の
月
の
九
日
ば
か
り
に
、
す
け
の
乳
母
稚
児
率
て
参
り
た
る

き
ぬ

に
、
ま
か
で
て
の
ち
、
稚
児
の
衣
の
袖
結
ひ
上
げ
な
が
ら
あ
る

を
落
と
し
て
ま
か
で
た
れ
ば
、
か
く
書
き
付
け
て
や
る
、
進

こ
ろ
も

着
た
り
つ
る
衣
の
袖
の
木
綿
襟
解
け
ぬ
に
我
や
ま
づ
返
し
て
む

か
へ
し

木
綿
襟
衣
の
袖
の
解
け
ぬ
を
ば
そ
れ
も
結
び
の
神
を
恨
み
む

（
「
大
斎
院
前
の
御
集
』
六
六
・
六
七
番
歌
）

Ｂ
後
の
八
月
の
朔
日
頃
に
、
名
も
知
ら
ぬ
草
の
を
か
し
き
き
ま
し

た
る
、
た
だ
に
過
ぐ
さ
じ
と
や
恩
ひ
け
む
、
進

こ
れ
を
見
よ
紫
野
辺
に
生
ひ
た
れ
ど
な
に
と
も
知
ら
ぬ
草
の
ゆ
か
り

を

す
け
の
乳
母

犬
荒
木
の
杜
の
下
に
て
知
ら
ぬ
か
な
草
の
ゆ
か
り
に
問
ひ
こ
こ
ろ
み

む
（
『
大
斎
院
前
の
御
集
」
一
一
一
三
・
一
一
一
四
番
歌
）

Ｃ
早
苗
植
う
と
て
苗
代
つ
く
り
騒
ぐ
を
見
て
、
す
け
の
乳
母

を
り
か
へ
し
恩
へ
ぱ
あ
や
し
秋
の
田
に
ま
た
下
り
た
た
む
田
子
の
心

地
よ

馬

刈
る
を
だ
に
な
げ
く
そ
ほ
つ
の
あ
さ
ま
し
く
山
田
の
引
板
の
ひ
た
ぶ

る
に
し
て

進

し
か
ば
か
り
頼
み
む
な
し
く
な
り
ぬ
れ
ば
田
子
の
心
も
憂
し
と
思
ふ

ら
む
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｢大斎院前の御集」における「すけ」
心
に
し
任
せ
た
り
け
る
種
な
れ
ば
春
秋
わ
か
ず
植
う
る
種
か
な

頼
み
こ
し
か
ひ
な
く
な
れ
る
小
山
田
を
う
し
と
嘆
か
む
田
子
も
理

さ
ぶ
ら
ひ
よ
り
、
す
け
ま
き

み
た
び
こ
そ
刈
る
と
聞
き
し
か
秋
の
田
を
ふ
た
た
び
植
う
る
世
と
や

な
り
ぬ
る

返
し

（
マ
マ
一

垂
日
に
も
あ
ら
ず
な
り
ぬ
る
秋
の
世
は
う
た
か
す
に
や
く
７
は
な
り
ぬ
る

（
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
三
四
六
～
一
一
一
五
一
一
番
歌
）

Ａ
～
Ｃ
を
概
観
し
て
気
付
く
の
は
、
い
ず
れ
も
豆
別
の
御
集
』
中
最
多

の
詠
歌
を
持
ち
、
初
期
の
大
斎
院
サ
ロ
ン
の
中
心
人
物
の
一
人
と
さ
れ
る

「
進
」
が
関
わ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
特
に
、
Ｂ
で
は
す
け
の
乳
母
を

「
た
だ
に
過
ぐ
さ
じ
」
と
い
う
感
興
を
共
有
す
る
相
手
と
し
て
、
進
か
ら

歌
を
詠
み
か
け
て
い
る
し
、
Ｃ
で
は
、
す
け
の
乳
母
の
詠
歌
に
、
進
の
み

で
な
く
こ
れ
も
ま
た
「
前
の
御
集
』
を
代
表
す
る
歌
人
で
あ
る
馬
、
更
に

は
斎
院
司
の
男
達
ま
で
も
が
唱
和
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例

か
ら
は
、
斎
院
内
に
お
い
て
も
す
け
の
乳
母
が
、
歌
人
と
し
て
の
評
価
を

得
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
に
、
す
け
の
乳
母
は
、
そ
の
経
歴

と
歌
才
か
ら
い
っ
て
、
「
和
歌
の
頭
」
に
任
命
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
女

一
房
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
天
野
紀
代
子
氏
に
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
る

が
、
同
感
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
選
子
内
親
王
は
、
生
後
五
日
に
し
て
母
・
安
子
を
、
四
歳

に
し
て
父
・
村
上
帝
を
失
い
、
十
二
歳
に
し
て
賀
茂
斎
壬
に
卜
定
さ

れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
孤
児
を
守
り
共
に
移
っ
て
き
た
二
代
に
わ
た

る
乳
母
た
ち
に
よ
っ
て
、
斎
院
は
支
え
ら
れ
出
発
し
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
従
っ
て
、
選
子
の
〈
実
家
〉
が
村
上
皇
室
と
い
う
ば
か
り
で

な
く
、
村
上
朝
文
化
が
斎
院
に
移
植
さ
れ
〈
里
〉
の
流
儀
が
尊
重
さ

れ
た
の
は
人
脈
か
ら
い
っ
て
当
然
と
思
わ
れ
る
。
（
中
略
）
そ
し
て
、

斎
院
内
に
戯
れ
に
「
和
歌
司
」
を
設
置
し
た
時
、
そ
の
守
に
ま
つ
り

す
け

上
げ
ら
れ
た
の
は
典
侍
の
乳
母
だ
っ
た
。
実
働
は
若
い
女
房
た
ち
だ

っ
た
に
せ
よ
、
長
老
の
文
化
を
継
承
し
、
修
練
し
て
い
こ
う
と
い
う

（
伽
｜
⑬
｝

姿
勢
を
、
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

豆
別
の
御
集
」
時
代
、
す
け
の
乳
母
は
す
で
に
五
○
代
に
差
し
掛
か
ろ

う
か
と
い
う
、
当
時
と
し
て
は
老
年
に
当
た
る
年
齢
で
あ
る
（
天
暦
十
年

の
歌
合
に
詠
進
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
に
は
す
で
に
成
人
女
性

で
あ
る
と
み
て
算
定
）
こ
と
を
思
え
ば
、
恐
ら
く
彼
女
の
「
頭
」
と
し
て

の
立
場
は
多
分
に
名
誉
職
的
な
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

最
初
に
挙
げ
た
九
二
～
九
五
番
歌
の
詠
ま
れ
た
背
景
に
は
右
の
よ
う
な

状
況
が
反
映
し
て
い
よ
う
。
即
ち
、
九
一
一
・
九
三
の
贈
答
は
実
質
的
「
頭
」

の
役
割
を
果
た
す
若
い
女
房
が
選
子
に
、
「
実
力
が
あ
り
、
実
際
に
働
く

の
は
私
な
の
に
、
若
輩
な
の
で
助
に
し
か
な
れ
な
い
の
で
す
ね
」
と
不
満

を
訴
え
る
も
の
、
続
く
九
四
・
九
五
の
贈
答
は
、
物
語
の
頭
が
和
歌
の
助

に
、
「
物
語
の
肋
が
和
歌
司
と
兼
務
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
こ
ち
ら
は
多
忙

を
極
め
て
し
ま
う
」
と
恨
み
一
一
一
一
口
を
言
い
掛
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

こ
の
歌
群
の
図
式
で
あ
る
。
尚
、
九
四
番
を
物
語
の
頭
が
、
和
歌
の
「
頭
」

で
な
く
「
助
」
に
対
し
て
詠
み
掛
け
て
い
る
の
は
、
や
は
り
和
歌
司
の
実

質
的
な
長
が
「
助
」
で
あ
っ
た
こ
と
の
傍
証
に
な
る
か
と
思
う
。

以
上
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
九
二
～

九
五
番
歌
の
解
釈
を
試
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
か
と
思
う
。
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「
枕
草
子
」
「
雪
山
の
段
」
や
、
『
紫
式
部
日
記
」
の
消
息
文
の
記
述
か

二
十
日
頃
に
、
和
歌
の
頭
に
す
け
（
の
乳
母
）
を
さ
せ
な
さ
っ

た
時
に
、
助
に
な
っ
て

実
は
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
先
に
咲
か
な
か
っ
た
花
で
す
の
で
、
高

い
枝
に
は
届
か
な
か
っ
た
こ
と
で
す
よ
。
（
Ⅱ
私
は
実
力
は
あ
る
け

（
化
⑲
）

れ
ど
、
若
輩
で
あ
る
た
め
に
、
古
く
か
ら
お
仕
え
す
る
方
の
就
い
た

頭
と
い
う
高
い
地
位
に
は
手
が
届
か
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。
）

と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
（
斎
院
の
）
御
歌

下
の
方
の
枝
だ
と
、
そ
ん
な
に
嘆
か
な
い
で
お
く
れ
。
行
く
末
は
、

だ
ん
だ
ん
と
高
い
枝
の
実
に
な
っ
て
ゆ
く
に
違
い
な
い
。
（
Ⅱ
助
と

い
う
低
い
地
位
だ
と
い
っ
て
そ
ん
な
に
悲
観
し
な
い
で
お
く
れ
。
将

来
は
、
実
力
あ
る
お
前
が
高
い
地
位
に
上
る
は
ず
だ
か
ら
。
）

こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
司
が
で
き
あ
が
っ
て
後
に
、
物
語

司
の
次
長
は
、
和
歌
司
を
兼
任
す
る
の
が
よ
い
、
と
い
う
こ
と

で
、
物
語
の
頭
が
、
和
歌
の
助
に

（
助
が
和
歌
司
を
兼
務
す
る
の
で
は
、
物
語
司
は
多
忙
を
極
め
）
長

い
間
、
私
は
苦
し
い
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
司
は
、
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
欲
し
い
。

返
し

同
じ
司
で
は
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
（
あ
な
た
が
私
ど
も
に
）
区
別

を
つ
け
る
の
は
つ
ら
い
こ
と
で
す
。
（
Ⅱ
お
忙
し
い
の
は
あ
な
た
さ

ま
ば
か
り
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
よ
。
）

お
わ
り
に

ら
、
｜
条
朝
に
お
い
て
「
大
斎
院
サ
ロ
ン
」
が
、
そ
の
高
度
な
文
芸
的
活

動
に
よ
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

選
子
を
中
心
と
す
る
斎
院
に
お
い
て
、
和
歌
を
主
と
す
る
文
芸
的
営
為

が
盛
ん
で
あ
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
そ
の
在
任
期
間
の
長
さ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
長
期
に
渡
っ
て
斎
院
の
地
位
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
選
子

の
一
一
代
前
の
斎
院
で
あ
る
椀
子
も
在
任
三
五
年
で
あ
り
、
「
左
経
記
」
長

元
七
年
二
月
一
○
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
も
「
大
斎
院
」
と
呼
ば

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
椀
子
及
び
そ
の
周
辺
で
は
目

立
っ
た
文
芸
活
動
は
認
め
ら
れ
な
い
。

や
は
り
選
子
の
場
合
に
は
、
父
・
村
上
帝
と
母
・
安
子
の
双
方
に
仕
え
、

村
上
朝
に
お
け
る
数
々
の
文
化
的
営
為
を
実
際
に
体
験
し
、
或
い
は
見
聞

し
た
女
房
が
そ
の
養
育
に
当
た
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
意
味
を
持

つ
の
で
は
な
い
か
。
村
上
帝
の
後
宮
に
は
、
安
子
の
み
な
ら
ず
、
宣
曜
殿

女
御
・
広
幡
御
息
所
・
斎
宮
女
御
・
滋
野
内
侍
と
い
っ
た
、
才
能
溢
れ
る

后
妃
や
女
房
が
揃
っ
て
お
り
、
日
常
的
に
風
流
な
遊
び
が
行
わ
れ
、
優
雅

で
質
の
高
い
宮
廷
文
化
を
築
い
て
い
た
こ
と
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
よ
う
な
空
気
の
中
で
生
活
し
て
い
た
女
房
が
、
選
子
の
養
育
に
当
た

っ
て
い
た
の
だ
。

換
言
す
れ
ば
、
「
大
斎
院
サ
ロ
ン
」
の
文
化
と
は
村
上
朝
文
化
を
継
承

す
る
も
の
で
あ
り
、
｜
条
朝
に
お
け
る
斎
院
へ
の
強
い
意
識
も
、
こ
こ
に

起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
、
「
前
の
御
集
』
九
二
～
九
五
番
歌
の
解
釈
を
試
み
た
わ
け

だ
が
、
そ
の
道
程
を
通
し
て
、
右
の
如
き
「
大
斎
院
サ
ロ
ン
」
の
文
芸
活

動
の
源
流
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
一
端
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
斎
院

内
の
司
遊
び
に
も
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
も
思
い
を

4０
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『大斎院前の御集ｊにおける「すけ」

到
し
て
い
る
。

以
上
、
紙
幅
の
都
合
で
詳
述
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
多
い
が
、
ひ
と
ま

ず
は
欄
筆
す
る
こ
と
と
す
る
。

注
①
底
本
で
あ
る
日
本
大
学
蔵
「
大
斎
院
前
の
御
集
」
の
複
製
本
「
日
本

大
学
本
大
斎
院
前
の
御
集
」
二
九
六
二
日
本
大
学
図
書
館
）

に
よ
れ
ば
、
九
三
番
の
歌
及
び
九
四
番
歌
の
詞
書
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

八

し
つ
え
た
と
い
た
く
な
わ
ひ
そ
す
ゑ
の
よ
は
こ
た
か
き
み
｝
）
そ
な
り

ま
ざ
る
へ
き

の
も

の
〃
〃
ｂ

の
か
み
う
だ
の

か
く
つ
か
さ
ノ
ー
な
り
て
の
ち
も
の
か
た
り
の
す
け
は
う
た
つ

か
さ
こ
そ
か
く
へ
け
れ
と
て
も
の
か
た
り
の
か
み
う
た
の
す
け

に

本
稿
で
は
次
の
よ
う
に
本
文
を
立
て
た
。

Ａ
係
り
結
び
の
法
則
に
矛
盾
す
る
の
で
、
「
『
み
こ
そ
」
は
字
形
の

類
似
に
よ
り
「
に
（
二
）
」
を
「
こ
（
己
）
」
に
見
誤
っ
た
も
の
」

と
い
う
石
井
文
夫
・
杉
谷
寿
郎
「
大
斎
院
前
の
御
集
注
釈
」

（
二
○
○
二
貴
重
書
刊
行
会
）
の
見
解
に
従
う
。

Ｂ
書
き
入
れ
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
の
で
は
「
和
歌
の
肋
が
和

歌
司
を
兼
任
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
矛
盾
す
る
。
す
ぐ

次
の
行
に
「
も
の
か
た
り
の
か
み
う
た
の
す
け
」
と
あ
る
の
で
、

こ
の
部
分
と
混
同
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
（
石

井
・
杉
本
『
大
斎
院
前
の
御
集
注
釈
」
も
こ
の
点
指
摘
す
る
。
）

②
三
谷
栄
一
『
物
語
の
享
受
と
そ
の
季
節
ｌ
『
大
斎
院
前
の
御
集
」
の

物
語
司
を
軸
と
し
て
Ｉ
』
（
『
日
本
文
学
」
一
九
六
六
、
二
、
石

井
・
杉
谷
注
①
前
掲
書
等
。
尚
、
天
野
紀
代
子
「
平
安
時
代
の
短
連

歌
」
（
「
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
」
三
九
一
九
九
四
、
一
一
一
）
は
、
こ

の
「
す
け
」
を
、
同
集
に
出
て
く
る
「
す
け
の
乳
母
」
で
あ
る
と
す

る
。
後
述
す
る
が
、
本
稿
も
同
様
の
考
え
で
あ
る
。

③
注
①
石
井
・
杉
谷
前
掲
書
及
び
注
②
三
谷
前
掲
論
文
は
、
「
実
は
な

れ
ど
」
を
「
自
分
は
和
歌
の
助
に
な
る
け
れ
ど
も
」
の
意
に
解
す
る
。

こ
こ
は
「
花
」
と
「
実
」
の
対
比
で
あ
る
の
で
、
「
花
」
Ⅱ
名
、

ｒ
一
つ

「
実
」
Ⅱ
実
と
解
し
、
「
実
」
を
「
歌
の
実
力
」
と
解
釈
し
た
。
「
花
」

と
「
実
」
を
「
名
と
実
」
と
す
る
発
想
は
、
「
古
今
集
」
真
名
序
に

「
其
実
皆
落
其
華
孤
栄
」
と
あ
り
、
和
歌
の
上
で
も
、
「
秋
く
れ
ば
月

の
桂
の
実
や
は
な
る
光
を
花
と
散
ら
す
ば
か
り
を
」
（
古
今
集
・
四

六
三
・
源
忠
）
な
ど
、
そ
の
例
は
散
見
す
る
。
尚
、
注
②
三
谷
前
掲

論
文
は
、
こ
の
贈
答
を
役
職
で
は
な
く
歌
の
才
能
に
関
わ
る
も
の
と

解
す
る
。

④
注
②
三
谷
前
掲
論
文
。

⑤
注
①
石
井
・
杉
谷
前
掲
書
。
但
し
、
同
書
の
現
代
語
訳
部
分
で
は

「
か
く
司
々
な
り
て
の
ち
」
を
「
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
司
が

で
き
て
の
ち
に
（
傍
線
引
用
者
）
」
と
訳
し
て
い
る
。

⑥
「
こ
の
う
た
は
、
あ
る
人
、
っ
か
さ
を
た
ま
は
り
て
」
（
古
今
集
．

三
七
五
・
左
注
）

「
紀
友
則
ま
だ
つ
か
さ
た
ま
は
ら
ざ
り
け
る
時
、
」
（
後
撰
集
・
］
○

七
七
）

「
お
な
じ
と
こ
ろ
に
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
正
月
ぢ
も
く
に
つ
か
さ
た
ま
は

り
て
」
（
能
宣
集
・
二
）
等
。

⑦
こ
れ
ら
の
司
が
、
こ
の
後
継
続
し
て
存
在
し
た
の
か
否
か
は
わ
か
ら

な
い
。
私
見
と
し
て
は
「
前
の
御
集
』
に
も
『
大
斎
院
御
集
」
に
も

こ
こ
以
外
に
記
事
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
一
回
性
の
遊
び
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
注
②
天
野
前
掲
論
文
、
所
京
子
「
斎
王
和
歌
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中
務
の
乳
母
、
宮
（
Ⅱ
敦
良
親
王
）
抱
き
た
て
ま
つ
り
て
、
御
帳
の

は
ざ
ま
よ
り
南
ざ
ま
に
ゐ
て
た
て
ま
つ
る
。
こ
ま
か
に
そ
ぴ
そ
ぴ
し

く
な
ど
は
あ
ら
ぬ
か
た
ち
の
、
た
だ
ゆ
る
る
か
に
、
も
の
も
の
し
き

ざ
ま
う
ち
し
て
、
さ
る
か
た
に
人
を
し
へ
つ
く
く
、
か
ど
か
ど
し
き

け
は
ひ
ぞ
し
た
る
。
ｓ
紫
式
部
日
記
』
・
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
に
よ
る
。
）
乳
母
の
教
育
者
と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て
は
、

注
⑨
新
田
前
掲
書
及
び
注
⑬
吉
海
前
掲
書
も
指
摘
す
る
。

⑮
注
⑨
新
田
前
掲
書
は
、
小
弐
命
婦
と
佐
命
婦
は
、
か
っ
て
選
子
の
兄

⑫
い
さ
さ
か
時
代
は
下
る
が
、
中
宮
彰
子
の
古
参
女
房
で
あ
る
藤
原
豊

子
が
後
一
条
天
皇
の
乳
母
に
な
っ
た
例
な
ど
が
あ
る
。

⑬
吉
海
直
人
『
平
安
朝
の
乳
母
達
』
は
、
こ
の
「
副
乳
母
」
の
語
に
注

目
し
、
複
数
の
乳
母
が
い
る
場
合
、
そ
の
間
に
は
序
列
が
あ
る
と
述

べ
る
。

⑭
乳
母
の
教
育
者
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
右
の
「
紫
式
部
日
記
』
の
記

⑫⑪

文
学
の
史
的
研
究
』
二
九
八
九
国
書
刊
行
会
）
も
、
そ
れ
ぞ
れ

「
戯
れ
」
、
「
職
掌
遊
び
」
と
の
見
解
示
す
。

③
注
②
天
野
前
掲
論
文
。

⑨
注
①
石
井
・
杉
本
前
掲
書
（
但
し
、
同
一
人
物
で
あ
る
と
の
断
定
は

し
て
い
な
い
。
）
、
新
田
孝
子
「
栄
花
物
語
の
乳
母
の
系
譜
」
（
風
間

書
房
一
一
○
○
三
）
等
。

⑩
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成
増
補
新
訂
」
一
二
九
九
五
同
朋

舎
※
初
出
一
九
五
六
）
、
平
安
文
学
輪
読
会
三
条
摂
政
御
集
』

（
一
九
六
七
塙
書
房
）
、
山
崎
正
伸
「
『
小
弐
命
婦
』
出
自
考
」

（
『
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
議
」
一
二
一
九
七
七
、
一
○
）
、
注
⑨

事
な
ど
か
ら
も
窺
え
る
。

新
田
前
掲
書
等
・

注
①
石
井
・
杉
本
前
掲
書
。

【
追
記
】

校
正
中
、
新
井
英
之
・
高
橋
秀
城
ヨ
大
斎
院
前
の
御
集
」
注
釈
」
（
二
）

（
「
日
本
文
学
論
集
』
肥
二
○
○
二
、
一
一
一
）
に
、
「
前
の
御
集
」
所
収
歌
と

村
上
帝
周
辺
の
和
歌
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

（
二
四
・
一
一
六
～
一
一
九
番
歌
等
）
こ
の
問
題
は
、
尚
深
く
考
え
て
ゆ
く
必
要

が
あ
ろ
う
。 姉
の
乳
母
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。

⑯
加
納
重
文
「
命
婦
考
」
ｓ
平
安
朝
の
歴
史
と
文
学
文
学
編
」
吉

川
弘
文
館
一
九
八
二

⑰
『
前
の
御
集
』
に
も
、
一
度
だ
け
「
小
に
の
命
婦
」
な
る
人
物
が
出

て
く
る
（
’
七
三
番
歌
）
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
を
勘
案
す
る
に
、

少
弐
の
乳
母
と
同
一
人
物
と
認
め
て
よ
い
と
考
え
る
。

⑱
注
②
天
野
前
掲
論
文
。

え
に

⑲
四
句
目
「
一
」
だ
か
き
え
に
ぞ
」
の
「
え
に
」
が
「
枝
に
」
・
「
縁
」
の

掛
詞
と
考
え
て
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。

（
そ
の
あ
け
み
・
文
学
部
兼
任
講
師
）
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