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｢かかやくひの宮」という呼称

桐
壷
巻
の
終
わ
り
近
く
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

世
に
た
ぐ
ひ
な
し
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
、
名
高
う
お
は
す
る
宮

の
御
容
貌
に
も
、
な
ほ
に
ほ
は
し
さ
は
た
と
へ
む
方
な
く
、
う
つ
く

し
げ
な
る
を
、
世
の
人
光
る
君
と
聞
こ
ゆ
。
藤
壼
な
ら
ぴ
た
ま
ひ
て
、

（
１
）

御
お
ぼ
え
も
と
り
ど
り
な
れ
ば
、
か
か
や
く
ひ
の
宮
と
聞
こ
ゆ
。
（
桐

壺
’
’
四
四
頁
）

光
源
氏
と
藤
壷
と
が
、
そ
の
美
貌
と
帝
の
寵
愛
に
お
い
て
比
肩
す
る
故

に
、
世
間
の
人
々
に
「
光
る
君
」
・
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と
並
び
称
さ
れ

た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
現
れ
る
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と
い
う
呼
称
は
、
永
い
間
「
か

か
や
く
日
の
宮
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
近
年
、
「
ひ
の

宮
」
は
「
妃
の
宮
」
・
「
日
の
宮
」
の
掛
詞
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
従
来

は
じ
め
に

「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と
い
う
呼
称

'

女
御
と
考
え
ら
れ
て
き
た
藤
壺
の
立
后
以
前
の
身
分
も
令
制
の
妃
と
考
え

（
２
）

る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
が
提
示
さ
れ
て
以
来
、
藤
壺
の
身
分
の

問
題
に
関
わ
る
考
察
を
中
心
と
し
て
、
議
論
が
活
発
化
し
て
い
る
。

「
ひ
の
宮
」
を
「
妃
の
宮
」
・
「
日
の
宮
」
の
掛
詞
と
す
る
見
解
は
、
私

見
と
し
て
も
支
持
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
理

解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と
い
う
呼
称
に
い
か
な

る
意
味
が
見
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
論

（
３
）

じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
藤
壺
の
立
后
以
前
の
身
分
の
問
題
を
検
討
し
た
上

で
、
こ
の
文
脈
に
お
け
る
「
光
る
（
光
）
」
と
「
か
か
や
く
」
の
意
味
に

関
す
る
分
析
を
行
い
、
改
め
て
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と
い
う
呼
称
の
意

義
を
考
え
て
み
た
い
。

園
明
美

日本文學誌要第８２号1５

Hosei University Repository



ま
ず
は
現
在
、
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と
い
う
呼
称
の
問
題
に
関
す
る

議
論
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
、
立
后
以
前
の
藤
壺
の
身
分
の
問
題
に
つ
い

て
の
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
北
山
籍

太
氏
が
提
示
し
た
、
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
の
「
ひ
の
宮
」
は
「
妃
の
宮
」

（
４
）

が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
北
山
氏
の
説
を
受
け
て
、
小
松
登
美
氏
は
、
内
親
王
が
入
内

し
た
場
合
は
皇
后
か
妃
と
な
る
習
慣
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
般
に
女
御

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
円
融
朝
の
尊
子
内
親
王
も
、
後
宮
で
の
身
分
は
妃
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
た
め
、
入
内
後
ま
も
な
く
内
裏
が
火
災
に
遭
っ
た

た
め
に
尊
子
に
付
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
「
火
の
宮
」
と
い
う
異
名
は
、
「
妃

の
宮
」
と
の
掛
詞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
た
上
で
、
藤
壷
の
入
内

時
か
ら
立
后
ま
で
の
後
宮
で
の
身
分
に
つ
い
て
も
、
今
に
定
め
ら
れ
た
妃

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、
「
ひ
の
宮
」
は
「
妃
の
宮
」
・
「
日
の
宮
」

（
５
）

の
掛
詞
で
あ
る
可
能
性
を
示
し
た
。
ま
た
、
今
西
祐
一
郎
氏
も
北
山
説
を

受
け
、
小
松
説
と
同
趣
旨
の
見
解
を
示
し
た
上
で
、
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」

が
、
永
い
間
「
か
か
や
く
日
の
宮
」
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
て
き
た
理
由

と
し
て
、
「
日
」
は
「
か
か
や
く
」
の
縁
語
で
も
あ
る
故
に
、
印
象
深
い

「
日
の
宮
」
の
み
が
藤
壷
の
呼
称
と
し
て
生
き
残
り
、
令
制
の
妃
が
廃
れ

る
に
し
た
が
っ
て
、
「
妃
の
宮
」
は
忘
れ
去
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
述

（
６
）

ぺ
て
い
る
。

た
だ
し
、
右
の
よ
う
に
藤
壷
を
令
制
の
妃
と
考
え
る
こ
と
に
対
し
て
は
、

、
藤
壼
の
身
分
に
つ
い
て

反
論
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
増
田
繁
夫
氏
は
、
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
に
は
「
妃
」
の
意

が
掛
け
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
点
は
認
め
る
が
、
藤
壺
の
後
宮
で
の

地
位
に
つ
い
て
は
、
。
妃
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
ま
た
「
女
御
」

（
７
）

と
呼
ば
れ
て
も
よ
い
よ
う
な
暖
昧
な
地
位
で
あ
っ
た
」
と
す
る
見
解
を
提

示
し
、
後
藤
祥
子
氏
は
、
藤
壺
の
身
分
に
つ
い
て
は
、
「
ほ
ぼ
十
世
紀
の

後
宮
社
会
を
描
く
こ
の
物
語
に
、
妃
を
復
権
さ
せ
る
の
は
時
代
錯
誤
と
い

う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
藤
壷
は
令
制
の
妃
で
は
あ
る
ま
い
。
」
と
し

た
上
で
、
「
後
宮
に
は
、
女
御
や
更
衣
と
い
っ
た
階
層
序
列
を
表
す
呼
び

方
や
、
そ
の
境
目
を
や
や
あ
い
ま
い
に
し
た
御
息
所
と
い
う
呼
び
方
の
キ

サ
キ
た
ち
の
他
に
も
、
血
縁
や
何
ら
か
の
ゆ
か
り
あ
る
女
性
を
、
特
定
の

地
位
や
職
掌
が
な
く
と
も
、
恒
常
的
に
包
容
す
る
受
け
Ⅲ
が
あ
っ
た
の
だ

と
思
わ
れ
る
。
就
中
、
皇
女
は
そ
の
最
た
る
有
資
格
者
と
い
わ
ね
ば
な
る

ま
い
。
藤
壷
の
場
合
、
桐
壺
帝
と
皇
統
を
異
に
す
る
だ
け
、
後
宮
的
要
素

（
８
）

は
不
可
欠
だ
っ
た
と
一
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
が
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
深
澤
三
千
男
氏
も
、
藤
壷
は
「
一
寵
女
の
立
場
か
ら
、
い
き
な

り
中
宮
に
冊
立
さ
れ
た
も
の
と
見
た
い
。
こ
う
し
た
見
方
を
す
る
場
合
、

「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
の
「
ひ
」
は
「
日
」
で
な
け
れ
ば
と
い
う
事
に
な

る
が
、
私
と
し
て
は
「
妃
」
が
匂
わ
さ
れ
て
い
て
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
の

場
合
そ
れ
は
制
度
的
な
「
妃
」
た
る
公
的
地
位
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、

「
か
か
や
く
」
と
一
括
し
て
飽
く
ま
で
も
私
的
な
実
質
へ
の
賛
称
に
含
め

（
９
）

た
い
。
」
と
述
べ
、
更
に
別
稿
に
お
い
て
も
、
藤
壷
は
「
制
度
上
の
公
的

地
位
を
持
た
な
い
侭
、
桐
壺
帝
の
皇
女
格
で
後
宮
入
り
し
て
藤
壷
に
侍
し
、

こ
れ
ま
で
の
史
例
に
も
あ
る
（
引
用
者
注
・
同
論
文
は
村
上
帝
の
寵
女
藤

原
登
子
の
例
を
挙
げ
る
。
）
よ
う
に
、
立
后
に
よ
っ
て
い
き
な
り
公
的
地

1６
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｢かかやくひの宮」という呼称

（
、
）

位
を
得
た
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
藤
壺
の
立
后
以
前
の
身
分
に
つ
い
て
は
、
主
に
令
制
の
妃

で
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
点
が
議
論
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
私
見

と
し
て
は
、
「
ひ
の
宮
」
が
「
妃
の
宮
」
・
「
日
の
宮
」
の
掛
詞
で
あ
る
と

い
う
見
解
に
は
首
肯
す
る
が
、
藤
壷
の
身
分
を
令
の
定
め
る
妃
と
す
る
点

に
は
疑
問
を
覚
え
る
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
た
と
え
ば
、
淳
和
帝
皇
后
の
正
子
内
親
王
の
場
合

に
は
、戊
申
。
抜
庭
公
主
参
コ
観
冷
然
院
一
。
（
「
日
本
紀
略
』
天
長
元
年
四
月

条
）

庚
戌
。
披
庭
公
主
自
二
冷
然
院
一
還
。
（
『
日
本
紀
略
」
天
長
元
年
四
月

条
）

と
い
う
記
事
に
見
え
る
よ
う
に
、
立
后
以
前
は
「
披
庭
公
主
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
后
妃
と
し
て
の
地
位
が
定
ま
っ
て
い
な
か
つ

（
、
）

た
ｊ
Ｄ
の
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
、
内
親
王

の
場
合
は
、
立
后
以
前
は
地
位
が
確
定
し
な
い
キ
サ
キ
と
し
て
後
宮
に
あ

る
可
能
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
「
妃
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
、
単
な
る
「
キ
サ
キ
」
の
意
で

用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
例
が
多
く
存
在
す
る
点
に
は
留
意
す
べ

（
胆
）
ｊ

き
で
あ
ろ
う
。
特
に
私
見
と
し
て
注
ロ
口
し
て
お
き
た
い
の
が
、
次
の
「
小

右
記
』
逸
文
と
「
権
記
』
の
例
で
あ
る
。

ま
ず
、
『
小
右
記
』
逸
文
の
例
を
見
て
み
る
。

弘
仁
十
四
年
六
月
十
日
、
夫
人
従
三
位
多
治
比
氏
莞
、

桓
武
天
皇
妃
也
、
生
親
王
六
人
、
遂
蒙
寵
抜
栄
、
為
夫
人
（
「
三
条

西
家
重
書
古
文
書
』
所
載
「
小
右
記
』
逸
文
万
寿
四
年
四
月
三
日

条
）

右
は
、
藤
原
賊
子
の
崩
御
に
際
し
、
神
事
を
停
止
す
べ
き
か
否
か
、
先

例
を
挙
げ
て
検
討
す
る
文
脈
中
に
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
「
夫

人
」
で
あ
る
多
治
比
真
人
真
宗
に
対
し
て
、
「
桓
武
天
皇
妃
」
と
い
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
「
権
記
』
の
例
。

〃

廿
八
日
、
丙
午
、
（
中
略
）
当
時
所
坐
藤
氏
皇
后
東
一
一
一
条
院
・
皇
太

后
宮
・
中
宮
、
皆
依
出
家
、
無
勤
氏
祀
、
（
中
略
）
我
朝
神
国
也
、

以
神
事
可
為
先
、
中
宮
錐
為
正
妃
、
已
被
出
家
入
道
、
随
不
動
神
事
、

依
有
殊
私
之
恩
、
無
止
職
号
、
全
納
封
戸
也
、
重
立
妃
為
后
、
令
掌

氏
祭
可
宜
歎
舎
権
記
』
長
保
二
年
正
月
条
）

行
成
が
一
条
天
皇
に
藤
原
彰
子
立
后
の
正
当
性
を
奏
上
す
る
有
名
な
場

面
だ
が
、
こ
こ
で
は
新
た
に
皇
后
に
冊
立
す
べ
き
者
（
具
体
的
に
は
女
御

で
あ
る
彰
子
）
を
、
「
妃
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
小
右
記
』
に
は
、
「
伝
聞
、
昨
夜
二
品
女
親
王
鐸
鑛
澱
密
親

髪
切
云
ご
」
（
天
元
五
年
四
月
九
日
条
）
と
、
尊
子
内
親
王
を
女
御
と
呼

ぶ
記
事
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
小
松
氏
は
、
平
安
時
代
中
期
の
「
女

（
咽
）

御
」
は
、
か
な
り
ル
ー
ズ
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
し
、
内
親
王
に
と
っ

て
は
、
女
御
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
待
遇
の
下
落
に
な
る
た
め
、

「
小
右
記
』
で
尊
子
を
「
女
御
」
と
呼
ん
だ
の
は
単
な
る
「
キ
サ
キ
」
の

（
Ｍ
）

（
胸
）

意
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
が
、
増
田
氏
が
指
摘
し
た
例
や
、
右
の
よ
う

な
事
例
を
勘
案
す
れ
ば
、
平
安
時
代
中
期
に
は
、
「
妃
」
も
ま
た
、
単
な

る
キ
サ
キ
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。私
見
と
し
て
は
、
藤
壷
の
立
后
以
前
の
身
分
は
、
公
的
地
位
の
な
い
状
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態
で
桐
壷
帝
の
後
宮
に
あ
っ
た
と
す
る
、
後
藤
祥
子
氏
や
深
澤
三
千
男
氏

の
見
解
に
し
た
が
っ
て
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
う
。
す
る

と
、
藤
壷
立
后
の
際
の
記
述
に
、
「
母
宮
を
だ
に
動
き
な
き
さ
ま
に
し
お

き
た
て
ま
つ
り
て
」
（
紅
葉
賀
一
一
一
’
三
四
七
頁
）
と
あ
る
の
も
、
そ
れ

ま
で
の
藤
壷
の
立
場
が
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と

い
え
よ
う
。

始
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
ひ
の
宮
」
が
「
妃
の
宮
」
・
「
日
の
宮
」
の

掛
詞
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
、
私
見
と
し
て
も
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
の
「
妃
の
宮
」
は
、
「
キ
サ
キ
た
る
内
親
王
」
と
い
う
程
度
の

意
味
合
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
ひ
の
宮
」
が
「
妃
の
宮
」
・
「
日
の
宮
」
の
掛
詞
で
あ
る

と
い
う
点
は
、
藤
壷
の
身
分
を
妃
で
あ
っ
た
と
考
え
る
か
否
か
に
関
わ
ら

ず
、
多
く
の
論
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
私

見
で
は
、
「
ひ
の
宮
」
が
氷
ら
く
「
日
の
宮
」
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
て

き
た
背
景
に
は
、
今
西
氏
が
提
示
し
た
「
日
」
が
「
か
か
や
く
」
の
縁
語

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ぬ
意
味
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
以
下
、

「
光
る
（
光
）
」
・
「
か
か
や
く
」
と
い
う
語
と
の
関
わ
り
か
ら
こ
の
問
題
を

考
え
て
み
た
い
。

こ
こ
で
は
、
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
が
「
光
る
君
」
と
併
称
さ
れ
て
い

る
点
に
注
目
し
、
こ
の
文
脈
に
お
け
る
「
光
る
（
光
）
」
と
「
か
か
や
く
」

の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
も
、
す
で
に
先
学
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が

｜
｜
、
「
光
る
（
光
）
」
と
「
か
か
や
く
」

提
示
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
藤
田
加
代
氏
は
、
「
「
ひ
か
り
」
「
か
が
や
く
」
主
人
公
た

ち
は
、
先
行
す
る
伝
奇
物
語
な
ど
の
主
人
公
の
系
譜
に
あ
り
、
彼
ら
の
美

質
を
継
承
し
な
が
ら
神
秘
的
、
超
人
的
な
光
彩
美
を
与
え
ら
れ
た
人
物
群

だ
っ
た
と
想
定
さ
れ
よ
う
か
と
思
う
。
従
っ
て
、
「
ひ
か
り
」
「
か
が
や
く
」

主
人
公
は
、
そ
の
輪
郭
に
お
い
て
、
古
物
語
の
愛
読
者
に
と
っ
て
は
す
で

に
な
じ
み
深
い
理
想
の
人
物
像
で
あ
り
、
読
者
の
夢
や
憧
慣
を
寄
せ
得
る

対
象
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
ひ
か
り
」
「
か
が
や
く
」
系

譜
を
遡
流
し
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
神
々
が
存
在
す
る
と
い
う
、
超
人
的
、

伝
奇
的
世
界
の
人
物
の
美
を
継
承
、
発
見
し
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
光
源
氏

ｌ
藤
壷
・
冷
泉
を
も
含
む
ｌ
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
匂
宮
巻
冒
頭
に

お
け
る
「
ま
ば
ゆ
き
際
」
で
、
し
か
も
「
世
の
常
の
人
ざ
ま
」
な
ら
ず
と（
肥
）

す
る
光
源
氏
像
と
も
み
》
」
と
に
一
致
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、

河
添
房
江
氏
は
、
「
「
ひ
か
る
」
が
弱
い
光
や
瞬
間
的
な
光
に
も
使
わ
れ
る

の
に
比
し
て
、
「
か
か
や
く
」
は
よ
り
持
続
的
、
強
烈
な
光
を
対
象
と
す

る
」
こ
と
か
ら
、
「
か
か
や
く
」
美
と
い
う
比
嶮
的
用
法
に
お
い
て
も
、

「
ひ
か
る
」
美
よ
り
一
段
上
の
光
華
美
を
形
象
す
る
」
と
見
ら
れ
る
と
述

（
Ⅳ
）

く
る
。

ま
た
、
當
麻
良
子
氏
は
、
「
日
本
書
紀
」
や
『
字
津
保
物
語
」
、
「
枕
草

子
』
等
に
お
け
る
「
か
か
や
く
」
の
用
例
を
検
討
し
、
「
「
か
か
や
く
」
は

本
来
、
光
源
の
放
っ
た
光
自
体
の
状
態
で
は
な
く
、
「
反
射
し
た
（
さ
れ

た
）
光
」
の
そ
れ
を
指
し
、
そ
し
て
そ
の
光
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
よ
り
も
増
幅

・
多
様
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
持
続
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と

ば
」
で
あ
り
、
更
に
「
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
用
例
に
つ
い
て
も
検
討
し

た
結
果
、
こ
の
解
釈
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
か
か
や
く
」
に
も
適
合
す

1８
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｢かかやくひの宮」という呼称

る
と
し
て
、
三
源
氏
物
語
』
の
「
か
か
や
く
」
人
物
と
は
「
光
る
君
」
の

「
ひ
か
り
」
を
受
け
止
め
、
よ
り
美
し
く
持
続
的
な
「
か
か
や
き
」
と
し

て
返
し
う
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
」
「
桐

壷
巻
で
藤
壷
に
与
え
ら
れ
た
「
か
か
や
く
日
の
宮
」
の
呼
称
は
、
誰
よ
り

も
優
れ
て
美
し
い
「
光
る
君
」
と
一
対
を
な
す
名
で
あ
り
、
「
か
か
や
く
」

と
は
、
「
光
る
君
」
光
源
氏
の
栄
光
を
一
瞬
の
も
の
で
は
な
く
、
永
続
的

な
、
完
壁
な
も
の
に
す
る
人
物
に
限
ら
れ
た
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

〈
肥
〉

で
あ
る
。
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

當
麻
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
確
か
に
「
か
か
や
く
」
に
は
、
「
字
津

保
物
語
」
の

夜
い
た
う
更
け
ぬ
れ
ば
、
七
日
の
月
、
今
は
入
る
べ
き
に
、
光
た
ち

ま
ち
に
明
ら
か
に
な
り
て
、
か
の
楼
の
上
と
お
ぼ
し
き
に
あ
た
り
て

輝
く
。
（
楼
の
上
下
三
’
五
五
○
頁
）

と
い
う
例
や
、
『
枕
草
子
』
の

朝
日
の
は
な
ば
な
と
さ
し
あ
が
る
ほ
ど
に
、
な
ぎ
の
花
い
と
き
は
や

か
に
か
が
や
き
て
、
御
輿
の
帷
子
の
色
つ
や
な
ど
の
清
ら
さ
さ
へ
ぞ

い
み
じ
き
（
「
関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
、
法
興
院
の
」
四
○
九

頁
）

と
い
う
例
が
あ
り
、
ま
た
、
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
に
も
、

雪
の
降
り
積
も
れ
る
に
、
か
の
わ
が
住
む
方
を
見
や
り
た
ま
へ
れ
ば
、

霞
の
た
え
だ
え
に
梢
ば
か
り
見
ゆ
。
山
は
鏡
を
か
け
た
る
や
う
に
き

ら
き
ら
と
夕
日
に
輝
き
た
る
に
、
昨
夜
分
け
来
し
道
の
わ
り
な
さ
な

ど
、
あ
は
れ
多
う
そ
へ
て
語
り
た
ま
ふ
。
（
浮
舟
六
’
一
五
四
頁
）

な
ど
と
い
う
例
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
月
や
日
の
光
が
反
射
す

る
様
子
を
い
う
も
の
で
あ
る
の
で
、
「
か
か
や
く
」
が
「
光
の
反
射
」
を

指
す
と
い
う
見
解
に
は
首
肯
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
桐
壷
巻
で
の
一
節
で
は
、
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と

「
光
る
君
」
と
が
、
「
な
ら
ぴ
た
ま
ひ
て
、
御
お
ぼ
え
も
と
り
ど
り
」
と
あ

る
よ
う
に
、
併
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
「
光
る
君
」
Ⅱ
光

源
、
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
Ⅱ
反
射
と
い
う
、
い
わ
ば
主
と
従
と
い
う
関

係
性
で
捉
え
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。

そ
も
そ
も
、
「
光
の
反
射
」
と
い
う
意
味
は
、
「
か
か
や
く
」
の
み
な
ら

（
皿
）

ず
、
「
光
る
（
光
）
」
に
も
あ
る
も
の
で
、
実
際
、
「
源
氏
物
壷
叩
」
以
前
の

作
品
に
次
の
よ
う
な
用
例
が
見
出
せ
る
。

Ａ
松
浦
川
川
の
瀬
光
り
鮎
釣
る
と
立
た
せ
る
妹
が
裳
の
裾
濡
れ
ぬ

Ｓ
万
葉
集
』
巻
五
八
五
五
）

Ｂ
あ
し
ひ
き
の
山
下
晒
孤
例
も
み
ち
葉
の
散
り
ま
が
ひ
は
今
日
に
あ
る

か
も
（
「
万
葉
集
』
巻
十
五
三
七
○
○
）

Ｃ
天
の
下
す
で
に
榎
ひ
て
降
る
雪
の
粥
を
見
れ
ば
貴
く
も
あ
る
か

（
「
万
葉
集
』
巻
十
七
一
一
一
九
一
一
三
）

Ｄ
ま
た
、
雪
の
い
と
高
う
降
り
積
り
た
る
夕
暮
よ
り
、
端
近
う
、
同

じ
心
な
る
人
二
、
一
一
一
人
ば
か
り
、
火
桶
を
中
に
据
ゑ
て
、
物
語
な

ど
す
る
ほ
ど
に
、
暗
う
な
り
ぬ
れ
ど
、
こ
な
た
に
は
火
も
と
も
さ

ぬ
に
、
お
ほ
か
た
の
雪
の
粥
、
い
と
白
う
見
え
た
る
に
、
火
箸
し

て
灰
な
ど
掻
き
す
さ
み
て
、
あ
は
れ
な
る
も
を
か
し
き
も
、
言
ひ

あ
は
せ
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
ｓ
枕
草
子
』
「
雪
の
い
と
高
う

は
あ
ら
で
」
一
一
一
○
一
一
一
頁
）

Ｅ
よ
そ
な
が
ら
玉
な
す
も
の
は
菊
園
の
露
の
沼
を
見
る
が
う
れ
し
さ

急
宇
津
保
物
語
』
吹
上
下
一
’
五
一
八
頁
）

（
即
）

Ａ
は
水
面
、
Ｂ
は
黄
葉
し
た
葉
が
そ
れ
ぞ
れ
陽
光
を
反
射
す
る
様
子
で
、
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（
幻
）

Ｃ
・
Ｄ
は
い
ず
れ
ｊ
Ｄ
雪
が
反
射
す
る
光
、
Ｅ
は
、
露
が
光
を
反
射
す
る
さ

ま
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

右
の
如
く
、
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
作
品
に
お
い
て
も
、
「
光
の
反
射
」

を
示
す
「
光
る
（
光
）
」
の
例
は
散
見
す
る
わ
け
だ
が
、
「
源
氏
物
語
の
光

の
特
徴
は
、
日
月
な
ど
の
発
光
体
そ
の
も
の
よ
り
、
そ
の
特
殊
な
環
境
に

（
艶
）

お
け
る
反
射
、
映
発
、
影
な
ど
が
中
心
」
と
指
摘
弐
こ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
「
光
る
（
光
）
」
の
用
法
は
、
「
源
氏
物
語
』
に
至
っ
て
目
立
っ

て
多
く
な
る
の
で
あ
る
。

１
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
粥
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
（
夕

顔
一
’
一
四
○
頁
）

ｏ
△

夕
露
に
紐
と
く
花
は
玉
ぼ
こ
の
た
よ
り
に
見
え
１
し
え
に
こ
そ

あ
り
け
れ

露
の
冠
や
い
か
に
（
夕
顔
一
’
’
六
一
頁
）

３
冠
あ
り
と
見
し
夕
顔
の
上
露
は
た
そ
か
れ
時
の
そ
ら
め
な
り
け
り

（
夕
顔
一
’
一
六
一
一
頁
）

４
ま
だ
ほ
の
暗
け
れ
ど
、
雪
の
芯
に
、
い
と
ど
き
よ
ら
に
若
う
見
え

た
ま
ふ
を
、
老
人
ど
も
笑
み
さ
か
え
て
見
た
て
ま
つ
る
。
（
末
摘

花
一
’
二
九
二
頁
）

５
東
の
妻
戸
押
し
開
け
た
れ
ば
、
む
か
ひ
た
る
廊
の
上
も
な
く
あ
ば

れ
た
れ
ば
、
日
の
脚
ほ
ど
な
く
さ
し
入
り
て
、
雪
す
こ
し
降
り
た

る
冠
に
、
い
と
け
ざ
や
か
に
見
入
れ
ら
る
。
（
末
摘
花
一
’
三

○
三
頁
）

６
鈍
ぴ
た
る
御
衣
ど
も
な
れ
ど
、
色
あ
ひ
重
な
り
好
ま
し
く
な
か
な

か
見
え
て
、
雪
の
粥
に
い
み
じ
く
艶
な
る
御
姿
を
見
出
だ
し
て
、

ま
こ
と
に
離
れ
ま
さ
り
た
ま
は
ば
、
と
忍
ぴ
あ
へ
ず
思
さ
る
。
（
朝

顔
二
’
四
八
○
～
四
八
一
頁
）

７
中
宮
の
御
前
に
、
秋
の
花
を
植
ゑ
さ
せ
た
ま
へ
る
こ
と
、
常
の
年

よ
り
も
見
ど
こ
ろ
多
く
、
色
種
を
尽
く
し
て
、
よ
し
あ
る
黒
木
、

赤
木
の
雛
を
結
ひ
ま
ぜ
つ
つ
、
同
じ
き
花
の
枝
ざ
し
、
姿
、
朝
夕

露
の
光
も
世
の
常
な
ら
ず
、
玉
か
と
か
か
や
き
て
、
造
り
わ
た
せ

る
野
辺
の
色
を
見
る
に
、
は
た
春
の
山
も
忘
ら
れ
て
、
涼
し
う
お

も
し
ろ
く
、
心
も
あ
く
が
る
る
や
う
な
り
。
（
野
分
三
’
一
一
六

三
頁
）

８
明
け
ぐ
れ
の
空
に
、
雪
の
芯
見
え
て
お
ぼ
つ
か
な
し
。
（
若
菜
上

四
’
六
九
頁
）

９
冬
の
夜
の
月
は
、
人
に
違
ひ
て
め
で
た
ま
ふ
御
心
な
れ
ば
、
お
も

し
ろ
き
夜
の
雪
の
光
に
、
を
り
に
あ
ひ
た
る
手
ど
も
弾
き
た
ま
ひ

つ
つ
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
、
す
こ
し
こ
の
方
に
ほ
の
め
き
た
る
に
、

御
琴
ど
も
と
り
ど
り
に
弾
か
せ
て
、
遊
び
な
ど
し
た
ま
ふ
。
（
若

菜
下
四
’
一
八
三
頁
）

皿
灯
の
い
と
明
か
き
に
、
御
色
は
い
と
白
く
光
る
や
う
に
て
、
と
か

く
う
ち
紛
ら
は
す
こ
と
あ
り
し
現
の
御
も
て
な
し
よ
り
も
、
言
ふ

か
ひ
な
き
ざ
ま
に
何
心
な
く
て
臥
し
た
ま
へ
る
御
あ
り
さ
ま
の
、

飽
か
ぬ
と
こ
ろ
な
し
と
言
は
ん
も
さ
ら
な
り
や
。
（
御
法
四
’

五
一
○
頁
）

、
女
も
す
こ
し
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
へ
る
に
、
ほ
ど
も
な
き
軒
の
近
さ

な
れ
ば
、
し
の
ぶ
の
露
も
や
う
や
う
芯
見
え
も
て
ゆ
く
。
（
総
角

五
’
一
一
一
一
一
七
頁
）

ｎ
日
さ
し
出
で
て
軒
の
垂
氷
の
沿
耽
あ
ひ
た
る
に
、
人
の
御
容
貌
も

ま
さ
る
心
地
す
。
（
浮
舟
六
’
一
五
一
一
頁
）
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｢かかやくひの宮」という呼称

１
～
３
及
び
７
．
，
は
、
い
ず
れ
も
露
が
陽
光
を
反
射
す
る
様
子
で
、

５
．
６
．
８
．
９
は
、
雪
が
陽
光
ま
た
は
月
光
を
反
射
す
る
様
子
、
そ
し

て
蛆
は
、
灯
火
の
光
に
肌
の
白
さ
が
映
え
る
ざ
ま
で
、
ｎ
は
、
軒
の
つ
ら

ら
が
陽
光
を
反
射
す
る
様
子
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
先
に
挙
げ
た
「
か
か
や

く
」
の
例
は
い
ず
れ
も
、
光
源
を
明
示
し
て
そ
の
光
を
反
射
し
て
い
る
ざ

ま
を
い
う
の
に
対
し
て
、
右
に
挙
げ
た
「
光
る
（
光
こ
の
例
の
多
く
は

光
源
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
我
々
は
、
そ
こ
に
言
外
の
光
源
を
読
み
取

る
の
で
あ
る
。
一
般
に
「
光
る
（
光
巨
が
、
そ
れ
自
体
が
光
っ
て
い
る

も
の
と
解
さ
れ
が
ち
な
の
も
、
そ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「
光
る
（
光
こ
と
「
か
か
や
く
」
に
は
質
的
な
違
い
が

あ
る
も
の
の
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
「
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
光
る

（
光
）
」
に
は
、
「
光
の
反
射
」
を
表
す
例
が
非
常
に
多
く
、
特
に
７
の
例

で
は
「
光
」
と
「
か
か
や
く
」
が
い
ず
れ
も
「
光
の
反
射
」
の
意
で
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
や
は
り
私
見
と
し
て
は
、
「
か

か
や
く
ひ
の
宮
」
と
「
粥
窃
君
」
と
が
並
列
の
関
係
で
あ
る
桐
壷
巻
の
文

脈
で
は
、
「
光
る
」
も
「
か
か
や
く
」
も
、
共
に
何
ら
か
の
「
光
」
を
反

射
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
れ
で
は
、
藤
壷
の
「
か
か
や
く
」
と
源
氏
の
「
光
る
」
が
、
二
つ
な

が
ら
反
射
し
て
い
る
「
光
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
以
下
、
こ
の
点
を
論

じ
て
ゆ
く
。

「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と
「
光
る
君
」
が
併
称
さ
れ
る
文
脈
に
お
い
て

三
、
桐
壼
帝
の
「
日
の
光
」

は
、
「
光
る
」
も
「
か
か
や
く
」
も
、
共
に
何
ら
か
の
「
光
」
を
反
射
し

て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
で
は
、

こ
こ
で
反
射
さ
れ
る
「
光
」
の
源
と
は
何
な
の
か
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
桐
壺
帝
と
い
う
「
日
」
の
放
つ
「
光
」
、

つ
ま
り
帝
徳
な
の
だ
と
考
え
る
。

周
知
の
如
く
、
帝
を
太
陽
に
瞼
え
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
殊

に
和
歌
の
表
現
で
は
、
「
万
葉
集
」
に
「
高
照
ら
す
日
の
皇
子
」
・
「
高
光

る
日
の
皇
子
」
の
形
で
天
皇
や
皇
子
を
詠
む
例
が
多
い
の
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
こ
と
だ
し
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
も
、

春
宮
の
む
ま
れ
た
ま
へ
り
け
る
時
に
ま
ゐ
り
て
詠
め
る

典
侍
藤
原
よ
る
か
の
朝
臣

峰
た
か
き
春
日
の
山
に
出
づ
る
日
は
曇
る
時
な
く
照
ら
す
く
ら
な
り

（
「
古
今
集
』
巻
七
・
賀
・
三
六
四
）

深
草
の
み
か
ど
の
御
国
忌
の
日
詠
め
る

文
屋
康
秀

草
深
き
霞
の
谷
に
影
隠
し
照
る
日
の
暮
れ
し
け
ふ
に
や
は
あ
ら
ぬ

（
『
古
今
集
』
巻
一
六
・
哀
傷
・
八
四
六
）

と
、
天
皇
や
東
宮
を
太
陽
に
職
え
た
例
は
散
見
す
る
。

ま
た
、
陽
光
を
帝
徳
に
職
え
る
例
も
多
く
、

一
一
条
の
后
の
東
宮
の
御
息
所
と
聞
こ
え
け
る
時
、
正
月
三
日
御

前
に
召
し
て
仰
せ
言
あ
る
間
に
、
日
は
照
り
な
が
ら
雪
の
か
し

ら
に
降
り
か
か
り
け
る
を
詠
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
文
屋
康
秀

春
の
日
の
光
に
あ
た
る
わ
れ
な
れ
ど
か
し
ら
の
雪
と
な
る
ぞ
わ
び
し

き
ｓ
古
今
集
』
巻
一
・
春
上
・
八
）

や
よ
ひ
に
閏
月
あ
る
年
、
司
召
し
の
頃
、
申
文
に
そ
へ
て
左
大

臣
の
家
に
つ
か
は
し
け
る

貫
之
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あ
ま
り
さ
へ
あ
り
て
ゆ
く
べ
き
年
だ
に
も
春
に
か
な
ら
ず
あ
ふ
よ
し

も
が
な返
し

左
大
臣

つ
れ
よ
り
も
の
ど
け
か
る
く
き
春
な
れ
ば
光
に
人
の
あ
は
ざ
ら
め
や

は
（
『
後
撰
集
』
巻
三
・
春
下
．
一
一
一
一
五
・
一
一
一
一
六
）

恩
比
春
光
草
木
知

我
が
君
も
春
の
光
に
ひ
と
し
く
は
草
木
な
る
身
も
知
り
い
く
ら
な
る

（
「
千
里
集
』
二
五
）

等
々
の
例
が
見
出
せ
る
。

こ
の
傾
向
は
「
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、

う
ち
き
ら
し
朝
ぐ
も
り
せ
し
み
ゆ
き
に
は
さ
や
か
に
空
の
光
や
は
見

し
（
行
幸
三
’
一
一
九
四
頁
）

あ
か
ね
さ
す
光
は
空
に
く
も
ら
ぬ
を
な
ど
て
み
ゆ
き
に
目
を
き
ら
し

け
む
（
行
幸
一
一
一
’
二
九
五
頁
）

朝
日
さ
す
光
を
見
て
も
玉
笹
の
葉
分
の
霜
を
消
た
ず
も
あ
ら
な
む

（
藤
袴
一
一
一
’
三
四
四
頁
）

心
も
て
光
に
む
か
ふ
あ
ふ
ひ
だ
に
朝
お
く
霜
を
お
の
れ
や
は
梢
つ

（
藤
袴
三
’
一
一
一
四
五
頁
）

（
鋼
）

と
、
物
語
中
、
帝
を
太
陽
に
瞼
え
る
例
が
散
見
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
一
度
、
藤
壷
が
「
光
る
君
」
と
並

ん
で
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と
呼
ば
れ
た
理
由
が
、
「
御
お
ぼ
え
も
と
り

ど
り
な
れ
ば
」
と
い
う
表
現
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
帝
寵
の
厚
さ

故
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
こ
と
と
、
右
に
み
た
よ
う
な
「
日
」
・
「
日
の
光
」
が
帝
徳
の
瞼
え

と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
更
に
は
、
摂
関
期
の
天
皇
は
、

た
ぐ
ひ
な
き
御
お
ぼ
え
に
さ
へ
も
の
し
た
ま
へ
ば
、
人
も
い
と
こ
と

に
思
ひ
か
し
づ
き
き
こ
え
た
り
。
（
紅
葉
賀
一
’
三
四
八
）

と
、
藤
壺
に
対
し
て
「
玉
光
り
か
か
や
く
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た

例
が
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、
「
男
女
を
問
わ
ず
古
代
物
語
の
主
人
公
格
人

（
〃
）

物
の
美
し
さ
の
類
型
的
表
現
」
と
も
い
え
よ
う
が
、
こ
こ
で
も
、
「
光
る
」

と
「
か
か
や
く
」
が
、
「
た
ぐ
ひ
な
き
御
お
ぼ
え
」
と
い
う
、
帝
寵
の
厚

さ
を
語
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
同
じ
く
紅
葉
賀
巻
冒
頭
、
朱
雀
院
行
幸
の
試
楽
の
場
面
で
は
、

お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な
る
に
、
帝
涙
を
の
ど
ひ
た
ま
ひ
、
上
達
部
親

王
た
ち
も
み
な
泣
き
た
ま
ひ
ぬ
。
詠
は
て
て
袖
う
ち
な
ほ
し
た
ま
へ

る
に
、
待
ち
と
り
た
る
楽
の
に
ぎ
は
は
し
き
に
、
顔
の
色
あ
ひ
ま
さ

り
て
、
常
よ
り
も
拙
『
鄙
と
見
え
た
ま
ふ
。
（
紅
葉
賀
一
’
一
一
一
二

～
一
一
一
一
一
一
頁
）

と
、
源
氏
に
対
し
て
「
光
る
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
更
に
行
幸
当
日
の

場
面
で
は
、
・

木
高
き
紅
葉
の
蔭
に
、
四
十
人
の
垣
代
、
い
ひ
知
ら
ず
吹
き
立
て
た

る
物
の
音
ど
も
に
あ
ひ
た
る
松
風
、
ま
こ
と
の
深
山
お
ろ
し
と
聞
こ

「
日
知
り
（
太
陽
の
司
祭
）
的
神
秘
的
な
性
格
」
を
濃
厚
に
有
し
て
お
り
、

（
別
）

桐
壷
帝
も
「
古
代
的
に
聖
別
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
な
ど
を

考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
桐
壺
帝
の
帝
徳
と
い

（
窓
）

う
「
日
の
光
」
を
受
け
て
「
光
る
」
源
氏
と
、
「
か
か
や
く
」
藤
壷
の
姿

（
妬
）

だ
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
光
る
（
光
こ
・
「
か
か
や
く
」
と
帝
徳
の
関
わ
り
と
い
う
点
か
ら
い
え

ば
、
紅
葉
賀
巻
の
藤
壷
立
后
の
場
面
で
、

同
じ
后
と
聞
こ
ゆ
る
中
に
も
、
后
腹
の
皇
女
、
玉
沿
刎
汎
洲
荊
割
て
、
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｢かかやくひの宮」という呼称

と
、
今
度
は
「
か
か
や
く
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

右
の
「
光
る
」
と
「
か
か
や
く
」
は
、
具
体
的
に
は
、
青
海
波
を
舞
う

源
氏
の
、
夕
日
に
映
え
る
様
子
を
賛
美
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
前
者
の

記
事
の
後
に
、
「
一
日
の
源
氏
の
御
夕
影
ゆ
ゆ
し
う
思
さ
れ
て
、
御
調
経

な
ど
所
ど
こ
ろ
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
聞
く
人
も
こ
と
わ
り
と
あ
は
れ
が

り
き
こ
ゆ
る
に
」
（
紅
葉
賀
一
一
一
’
三
一
四
頁
）
と
い
う
、
桐
壷
帝
の
源

氏
へ
の
配
慮
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
後
者
の
記
事
の
後
に
も
、
「
そ

の
夜
、
源
氏
の
中
将
正
三
位
し
た
ま
ふ
。
頭
中
将
正
下
の
加
階
し
た
ま
ふ
。

上
達
部
は
、
み
な
さ
る
べ
き
か
ぎ
り
よ
ろ
こ
び
し
た
ま
ふ
も
、
こ
の
君
に

ひ
か
れ
た
ま
へ
る
な
れ
ば
」
（
紅
葉
賀
一
’
三
一
五
頁
）
と
、
源
氏
の

舞
に
対
す
る
賞
を
中
心
と
し
て
加
階
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る

点
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
「
光
る
」
・
「
か
か
や
く
」
も
ま
た
、
帝
徳
と
関

わ
る
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と
い

う
呼
称
は
、
「
桐
壷
帝
（
Ⅱ
「
日
」
）
の
帝
徳
Ｔ
「
光
」
）
に
よ
っ
て
「
か

か
や
く
」
キ
サ
キ
Ｔ
「
妃
」
）
で
あ
る
内
親
王
」
の
詣
で
あ
る
と
解
釈

で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
、
「
ひ
の
宮
」
が
「
妃

の
宮
」
・
「
日
の
宮
」
の
掛
詞
で
あ
る
意
味
も
、
よ
り
鮮
明
に
な
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

賀
一
’
三
一
四
頁
）

え
て
吹
き
ま
よ
ひ
、
色
々
に
散
り
か
ふ
木
の
葉
の
中
よ
り
、
青
海
波

口

の
か
か
や
き
出
で
た
る
ざ
ま
、
い
と
恐
ろ
し
き
ま
で
見
ゆ
。
（
紅
葉

「
ひ
の
宮
」
が
「
日
の
宮
」
・
「
妃
の
宮
」
の
掛
詞
で
あ
る
と
い
う
見
解

を
支
持
す
る
立
場
か
ら
、
藤
壺
の
立
后
以
前
の
身
分
に
つ
い
て
検
討
し
た

上
で
、
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と
「
光
る
君
」
と
が
併
称
さ
れ
て
い
る
点

に
注
目
し
、
こ
の
文
脈
に
お
け
る
「
光
る
（
光
）
」
と
「
か
か
や
く
」
の

意
味
に
関
す
る
分
析
を
行
い
、
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と
い
う
呼
称
の
持

つ
意
味
を
考
え
て
み
た
。

そ
の
結
果
、
こ
こ
で
の
「
光
る
」
と
「
か
か
や
く
」
は
、
共
に
桐
壷
帝

と
い
う
「
日
」
の
放
つ
「
光
」
を
反
射
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で
は

な
い
か
ｌ
こ
こ
に
は
、
桐
壷
帝
の
帝
徳
と
い
う
「
日
の
光
」
を
受
け
て

「
光
る
」
源
氏
と
、
「
か
か
や
く
」
藤
壷
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
と
い

う
解
釈
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

右
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と
い
う
呼
称
は
、
藤

壷
が
「
桐
壷
帝
Ｔ
「
日
」
）
の
帝
徳
（
Ⅱ
「
光
」
）
に
よ
っ
て
「
か
か
や

く
」
キ
サ
キ
Ｔ
「
妃
」
）
で
あ
る
内
親
王
」
を
示
す
も
の
と
解
釈
で
き

る
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
は
、
永
く
「
か
か

や
く
日
の
宮
」
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
日
」
が
「
か
か
や
く
」
の
縁
語
で

あ
り
、
印
象
深
い
表
現
で
あ
る
故
だ
と
い
う
側
面
は
当
然
あ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
日
」
が
帝
徳
を
連
想
さ
せ
る
も
の
だ
と
い

（
閉
）

う
こ
と
も
影
響
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
「
ひ
の
宮
」
が
「
日
の
宮
」
・
「
妃
の

結
び

日本文學誌要第８２号2３

Hosei University Repository



注（
１
）
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
本
文
で
は
「
日
の
宮
」
と
な
っ
て

い
る
が
、
論
の
性
質
上
、
私
に
「
ひ
の
宮
」
と
改
め
た
。

（
２
）
小
松
登
美
「
「
妃
の
宮
」
考
」
ｓ
跡
見
学
園
短
期
大
学
紀
要
」
七
’
八

合
併
号
一
九
七
○
、
三
）
、
今
西
祐
一
郎
「
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
考
」

（
「
文
学
」
一
九
八
二
、
七
一
、
同
「
「
火
の
宮
」
尊
子
内
親
王
ｌ
「
か

か
や
く
ひ
の
宮
」
の
周
辺
Ｉ
」
｛
「
国
語
国
文
」
一
九
八
二
、
八
）

等
。

（
３
）
管
見
に
入
っ
た
中
で
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と
い
う
呼
称
そ
の
も
の
に

つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
當
麻
良
子
「
「
源
氏
物
語
』
の
「
か

か
や
く
」
・
「
か
か
や
く
日
の
宮
」
考
」
（
『
日
本
言
語
文
化
研
究
」
三

二
○
○
一
、
八
）
が
あ
る
。
な
お
、
木
船
重
昭
「
か
が
や
く
日
の
宮
ｌ

解
釈
と
準
拠
ｌ
」
Ｓ
源
氏
物
語
の
研
究
」
大
学
堂
一
九
六
九
、
九

※
原
題
及
び
初
出
：
「
か
が
や
く
日
の
宮
」
私
考
」
（
『
京
都
府
立
高

等
学
校
研
究
紀
要
』
一
九
六
八
、
三
）
）
は
「
「
か
が
や
く
日
の
宮
」
は

藤
壷
女
御
で
は
な
く
、
当
帝
桐
壷
帝
の
宮
廷
の
光
輝
を
ほ
め
た
た
え
た

呼
称
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
す
。

（
４
）
北
山
籍
太
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
「
人
め
き
て
」
な
ど
Ｓ
平
安
朝
文
学

研
究
」
一
五
一
九
五
四
、
六
）

（
５
）
注
２
前
掲
小
松
論
文
。

（
６
）
注
２
前
掲
今
西
両
論
文
。
な
お
、
藤
壷
の
身
分
を
妃
と
す
る
こ
と
を
支

持
す
る
も
の
と
し
て
は
、
田
中
隆
昭
「
藤
壺
の
宮
に
お
け
る
歴
史
と
虚

宮
」
の
掛
詞
で
あ
る
こ
と
の
意
味
も
、
物
語
の
文
脈
の
中
で
い
っ
そ
う
活

き
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

構
」
（
『
源
氏
物
語
歴
史
と
虚
構
」
勉
誠
社
一
九
九
三
、
六
※
原

題
及
び
初
出
．
．
「
藤
壷
の
宮
」
ｓ
源
氏
物
語
講
座
２
物
語
を
織
り
な

す
人
と
勉
誠
社
一
九
九
一
、
八
）
）
、
吉
野
誠
「
藤
壺
「
妃
の
宮
」

の
出
産
と
生
死
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
物
語
に
お
け
る
「
史
実
」
老
」
ｓ
物
語

研
究
』
二
二
○
○
二
、
一
一
一
）
等
が
あ
る
。

（
７
）
増
田
繁
夫
「
藤
壷
は
令
制
の
〈
妃
〉
か
」
ｓ
源
氏
物
語
と
貴
族
社
会
』

吉
川
弘
文
館
二
○
○
二
、
八
※
初
出
Ⅱ
『
大
阪
市
立
大
学
文
学
部

紀
要
人
文
研
究
（
国
語
・
国
文
学
）
」
四
三
’
一
○
一
九
九
一
、
一
二
）

（
８
）
後
藤
祥
子
「
藤
壷
宮
の
造
型
」
ｓ
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
集
』
勉
誠
社

一
九
九
三
、
一
）

（
９
）
深
澤
三
千
男
「
伊
勢
物
語
を
越
え
て
ｌ
源
氏
物
語
に
お
け
る
伊
勢
物

語
取
り
の
若
干
に
つ
い
て
の
覚
書
ｌ
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
一
九
八

四
、
一
二

（
、
）
深
澤
三
千
男
「
藤
壷
物
語
主
題
論
ｌ
イ
ノ
セ
ン
ト
源
氏
の
一
環
と
し

て
ｌ
」
（
「
源
氏
物
語
研
究
集
成
」
一
風
間
書
房
一
九
九
八
、
六
）
．

な
お
、
同
論
文
に
は
、
藤
壷
の
身
分
の
問
題
に
関
す
る
研
究
状
況
の
詳

細
な
ま
と
め
が
あ
る
。

（
、
）
注
２
前
掲
今
西
論
文
（
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
考
」
）
は
、
「
こ
の
「
披

庭
公
主
」
と
い
う
呼
称
は
、
立
后
前
の
正
子
内
親
王
が
女
御
で
な
か
っ

た
こ
と
の
証
し
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
女
御
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

そ
の
よ
う
な
呼
称
を
用
い
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
」
と
述
べ
る
。

（
皿
）
注
７
前
掲
増
田
論
文
は
、
単
に
皇
太
子
の
妻
の
意
と
考
え
ら
れ
る
「
妃
」

の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。

（
Ⅲ
）
「
女
御
」
の
呼
称
に
つ
い
て
、
高
田
信
敬
「
后
妃
の
呼
び
名
Ｉ
源
氏
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｢かかやくひの宮」という呼称

物
語
の
歴
史
性
」
（
「
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
七
風
間
書
房
二
○
○

一
、
二
）
は
、
「
「
女
御
」
が
上
皇
の
配
偶
・
皇
太
子
の
妻
に
も
使
わ
れ
、

東
宮
の
女
御
が
皇
太
子
妃
を
指
す
」
よ
う
に
な
る
と
い
う
『
女
御
・

東
宮
の
女
御
」
の
意
味
変
化
は
村
上
朝
の
皇
太
子
憲
平
親
王
あ
た
り
か

ら
顕
在
化
し
、
（
中
略
）
円
融
一
条
朝
で
大
き
な
曲
り
角
を
迎
え
る
の

で
は
な
い
か
と
推
さ
れ
る
。
」
と
指
摘
す
る
。

（
ｕ
）
注
２
前
掲
小
松
論
文
。

（
巧
）
光
明
皇
后
（
夫
人
↓
皇
后
）

勝
宝
感
桓
武
皇
帝
Ｔ
聖
武
天
皇
）
儲
弐
之
日
納
以
為
妃
ｓ
続
日

本
紀
」
天
平
宝
字
四
年
六
月
七
日
条
）

藤
原
帯
子
（
東
宮
妃
↓
贈
皇
后
）

帝
在
儲
宮
納
之
為
妃
ｓ
日
本
後
紀
」
大
同
元
年
六
月
九
日
条
）

藤
原
安
子
（
女
御
↓
皇
后
）

以
天
慶
三
年
四
月
配
合
、
為
儲
弐
之
後
、
同
八
年
正
月
太
弟
妃
授
従

五
位
上
（
中
略
）
然
而
弘
仁
以
来
無
正
妃
之
皇
后
ｓ
村
上
御
記
」

康
保
元
年
四
月
二
十
九
日
条
）

昌
子
内
親
王
（
東
宮
妃
↓
皇
后
）

今
夜
太
子
納
故
朱
雀
院
皇
女
三
品
昌
子
内
親
王
為
妃
、
母
先
坊
保
明

親
王
之
女
也
」
（
『
日
本
紀
略
」
応
和
三
年
二
月
二
十
八
日
条
）

康
保
（
三
）
年
為
東
宮
妃
、
太
子
登
極
之
時
、
立
為
皇
后
（
『
権
記
」

長
保
元
年
十
二
月
五
日
条
）

（
肥
）
藤
田
加
代
「
「
ひ
か
り
」
「
か
か
や
く
」
主
人
公
」
ｓ
「
に
ほ
ふ
」
と
「
か

を
る
」
」
風
間
書
房
一
九
八
○
、
二
※
原
題
及
び
初
出
：
「
「
ひ
か

り
」
「
か
が
や
く
」
主
人
公
と
「
か
を
る
」
主
人
公
」
ｓ
高
知
女
子
大

国
文
」
一
一
一
九
七
五
、
’
二
）
）

（
Ⅳ
）
河
添
房
江
「
「
源
氏
物
語
の
「
ひ
か
り
」
「
ひ
か
る
」
「
か
か
や
く
」
」
（
『
国

語
語
彙
史
の
研
究
」
六
和
泉
書
院
一
九
八
五
、
一
○
）

（
旧
）
注
３
前
掲
當
麻
論
文
。

（
岨
）
「
日
本
国
語
大
辞
典
（
第
二
版
）
」
の
「
ひ
か
る
」
の
項
は
「
光
を
放
つ
。

光
が
さ
す
。
光
を
発
す
る
場
合
に
も
、
ま
た
、
光
が
反
射
す
る
場
合
に

も
い
う
。
」
と
記
し
、
「
ひ
か
り
」
の
項
に
も
「
視
覚
を
起
こ
さ
せ
る
も

の
。
す
な
わ
ち
、
発
光
体
か
ら
発
す
る
光
線
、
お
よ
び
そ
れ
が
反
射
し

た
も
の
を
い
う
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

（
別
）
Ａ
の
例
に
つ
い
て
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
は
、
「
娘

等
が
あ
ま
り
に
美
し
い
た
め
に
、
そ
の
周
り
の
川
の
瀬
ま
で
も
照
り
輝

い
て
、
の
意
」
と
述
べ
る
が
、
私
見
と
し
て
は
、
具
体
的
に
は
陽
光
の

反
射
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

（
Ⅲ
）
雪
が
反
射
す
る
光
の
例
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
も
「
字
津
保
物
語
』
に
、

「
冬
は
雪
を
ま
る
が
し
て
、
そ
が
冠
に
当
て
て
眼
の
う
ぐ
る
ま
で
学
問

を
し
」
（
祭
の
使
一
’
四
八
七
頁
）
、
「
年
ご
ろ
雪
を
夜
の
猫
に
勤
め

つ
れ
ど
」
（
吹
上
下
一
’
五
四
四
頁
）
と
い
う
、
「
蛍
雪
の
功
」
の
故

事
に
ち
な
む
例
が
見
ら
れ
る
。

（
皿
）
赤
羽
淑
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
呼
名
の
象
徴
的
意
義
ｌ
「
光
」
「
匂
」

「
蕪
」
に
つ
い
て
ｌ
」
（
「
文
芸
研
究
」
一
九
五
八
、
三
）

（
翌
注
Ⅳ
前
掲
河
添
論
文
は
、
こ
れ
ら
の
例
が
冷
泉
帝
に
集
中
し
て
い
る
点

に
注
目
し
、
「
帝
に
ま
つ
わ
る
光
の
表
現
は
冷
泉
帝
を
代
表
格
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
裏
返
し
て
い
え
ば
、
源
氏
物
語
で
は
そ
の
人
が

最
も
帝
王
ら
し
い
帝
王
と
し
て
描
き
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
」

と
述
べ
る
。

（
皿
）
益
田
勝
実
「
日
知
り
の
商
の
物
語
ｌ
「
源
氏
物
語
」
の
発
端
の
構
造
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グー、〆～

２８２７
、－〆、＝＝

（
別
）

グーへ

２５
、■－

ら
だ
。
」
（
九
四
頁
）
と
指
摘
す
る
。

な
お
、
「
光
る
君
」
と
「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
を
、
い
わ
ゆ
る
「
潜

在
王
権
」
と
関
わ
る
一
対
の
光
と
し
て
捉
え
る
論
も
あ
る
（
高
橋
前
掲

書
向
添
房
江
「
源
氏
物
語
の
一
対
の
光
ｌ
王
権
讃
の
生
成
ｌ
」

（
『
源
氏
物
語
の
愉
と
王
権
」
有
精
堂
一
九
九
二
、
一
一
※
初
出
：

『
文
学
」
一
九
八
七
、
五
等
）
が
、
私
見
と
し
て
は
、
「
王
権
」
（
そ
れ

を
「
皇
権
」
と
呼
ぶ
と
し
て
も
）
と
は
、
顕
現
し
な
い
限
り
存
在
せ
ぬ

も
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
、
如
上
の
見
解
に
は
首
肯
し
か
ね
る
。

小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
字
津
保
物
語
』
一
、
六
七
頁
頭
注
。

古
く
は
『
源
氏
秘
義
抄
」
が
、
「
か
国
や
く
ひ
の
み
や
と
は
ふ
ち
つ
ほ

の
ね
う
こ
の
み
か
と
の
御
お
ほ
え
て
り
か
鼠
や
く
ほ
と
な
れ
は
て
る
日

を
併
称
し
た
の
は
、

ら
だ
。
」
（
九
四
頁
）

な
お
、
「
光
る
云

在
王
権
」
と
関
わ
》

ｌ
」
（
「
益
田
勝
実
の
仕
事
」
２
筑
摩
書
房
二
○
○
六
、
一
○

※
初
出
：
『
火
山
列
島
の
思
想
』
所
収
筑
摩
書
房
一
九
六
八
、
七
）

「
か
か
や
く
ひ
の
宮
」
と
異
な
り
、
「
光
る
君
」
と
い
う
呼
称
は
こ
れ
以

後
も
再
三
現
れ
る
も
の
な
の
で
、
個
々
の
場
面
に
お
け
る
分
析
や
、
こ

の
場
面
以
外
で
源
氏
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
「
光
る
（
光
こ
の
意
味
、

更
に
は
、
「
光
る
源
氏
」
と
い
う
呼
称
と
の
関
わ
り
等
を
通
し
て
、
総

合
的
に
考
察
を
行
う
こ
と
が
必
要
だ
が
、
本
稿
の
目
的
は
「
か
か
や
く

ひ
の
宮
」
と
い
う
呼
称
の
意
義
を
考
え
る
こ
と
な
の
で
、
「
光
る
君
」

に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
場
面
に
お
け
る
機
能
に
つ
い
て
の
み

一
百
及
し
た
。

高
橋
亨
『
色
ご
の
み
の
文
学
と
王
権
１
１
源
氏
物
語
の
世
界
へ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

も
、
『
光
る
君
」
と
は
弘
徽
殿
腹
の
皇
太
子
に
対
す
る
弟
宮
の
容
貌
の

優
位
に
由
来
し
て
い
た
。
世
間
の
人
が
「
か
か
や
く
日
の
宮
」
と
藤
壷

を
併
称
し
た
の
は
、
こ
の
二
人
が
と
も
に
帝
の
寵
愛
を
う
け
て
い
た
か

（
付
記
）
本
稿
は
、
二
○
○
七
年
に
法
政
大
学
に
提
出
し
た
博
士
学
位
論

文
（
二
○
○
八
年
学
位
取
得
）
の
一
部
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

使
用
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
と
お
り
。
な
お
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
私

に
表
記
を
改
め
た
部
分
が
あ
る
。

「
源
氏
物
語
』
・
「
字
津
保
物
語
』
・
「
枕
草
子
』
・
『
万
葉
集
」
：
小
学
館
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
『
古
今
集
」
・
「
後
撰
集
』
当
千
里
集
』
：
「
新

編
国
歌
大
観
』
、
「
小
右
記
宇
・
大
日
本
古
記
録
・
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
、
『
権
記
」
：
史
料
纂
集
・
続
群
書
類
従
完
成
会
、
『
日
本
後
紀
』
・
「
日

本
紀
略
』
：
新
訂
増
補
国
史
大
系
・
吉
川
弘
文
館
『
源
氏
秘
義
抄
」
：

源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
・
武
蔵
野
書
院

の
み
や
と
は
い
ふ
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
そ
の
根
底
に
「
日
」

Ⅱ
帝
徳
と
い
う
発
想
が
あ
る
故
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
そ
の
あ
け
み
・
本
学
兼
任
講
師
）
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