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中

宮

亮

兼

房

を

め

つ

て

JI I 

村

晃

生

一
般
的
に
、
八
代
集
の
歴
史
は
、
一
二
代
集
と
そ
れ
以
後
の
集
と
に
別
っ
て
論
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
今
集
・
後
撰
集
・
拾
遺
集
の
三
集
が
一
グ
ル
ー
プ

- 29ー

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
拾
遺
集
以
後
の
集
は
そ
れ
ら
と
は
や
や
趣
の
異
っ
た
類
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
こ

と
は
、
拾
遺
集
か
ら
後
拾
遺
集
に
か
け
て
の
、
ほ
ぼ
十
一
世
紀
を
お
お
う
勅
撰
集
の
空
白
期
が
、
八
代
集
の
歴
史
に
於
い
て
は
例
外
的
に
存
在
し
た
こ
と
に
起

因
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
れ
に
関
連
し
て
三
代
集
と
以
後
の
集
と
の
聞
に
歌
風
の
上
で
の
相
違
点
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
と
に
藤

古
今
・
後
撰
・
拾
遣
、
下
、
後
拾
遺
よ
り
こ
な
た
ざ

原
俊
成
は
、
そ
の
著
わ
す
「
古
来
風
鉢
抄
」
に
お
い
て
、
「
た
立
、
上
、
高
葉
集
よ
り
始
め
て
、

中
古

ま
の
膏
の
云
々
」
と
、
そ
の
史
的
区
別
を
明
ら
か
に
し
、
つ
H
A

い
て
後
拾
遺
集
の
歌
風
に
関
し
て
は
、
「
さ
れ
ば
、
げ
に
ま
こ
と
に
お
も
し
ろ
く
、
聞
き
近
く
、

（

1
）
 

物
に
心
得
た
る
様
の
歌
ど
も
に
て
、
を
か
し
く
は
見
ゆ
る
を
、
撰
者
の
好
む
筋
に
や
、
ひ
と
へ
に
を
か
し
き
風
鉢
也
け
ん
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
。
俊
成
の
言

う
ひ
と
へ
に
を
か
し
き
風
幹
を
、
ど
の
よ
う
な
意
味
合
に
受
け
と
め
る
と
し
て
も
、
少
く
と
も
如
上
の
事
実
か
ら
、
後
拾
遺
集
に
そ
れ
以
前
の
集
の
も
つ
歌
の

よ
み
ぶ
り
と
は
別
趣
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
だ
け
は
断
言
し
て
よ
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
此
の
別
趣
な
る
も
の
の
発
生
の
母
胎
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。

実
に
、
此
の
問
題
を
解
く
た
め
に
は
、
道
長
・
頼
道
延
い
て
は
教
道
ら
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
摂
関
体
制
の
中
で
あ
た
斗
め
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
終
正
一
周
期
に



成
立
し
た
後
拾
遺
集
の
、
同
時
代
歌
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る
歌
人
達
を
、
ひ
と
つ
に
は
別
個
に
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
に
は
グ
ル
ー
プ
的
に
捉
え
て
い
く
作
業
に

（

2
）
 

始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

Q

例
え
ぽ
袋
草
紙
が
江
記
を
引
い
て
、
「
往
年
有
六
人
党

Q

範
永
、
棟
仲
、
頼
実
、
兼
長
、
経
衡
、
頼
家
等
也
」
と
記
し
て
後
拾
遺

集
時
代
の
受
領
層
歌
人
達
の
ひ
と
つ
の
結
集
に
注
目
し
た
こ
と
は
、
そ
の
鳴
矢
と
言
え
よ
う
か

J

そ
う
し
て
、
此
の
六
人
党
の
歌
人
達
が
単
に
ひ
と
つ
の
枠
内

に
と
ど
ま
っ
て
文
学
活
動
を
行
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
彼
ら
が
彼
ら
を
と
り
ま
く
宮
廷
貴
族
歌
人
達
や
、
能
因
法
師
と
い
っ
た
生
活
様
式
上
か
ら
は
ひ
と
ま
ず

宮
廷
文
化
圏
外
に
お
く
こ
と
の
で
き
る
歌
人
を
、
複
雑
に
つ
ふ
み
こ
ん
で
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
和
歌
創
作
の
場
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
注
目
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
視
点
か
ら
、
後
拾
遺
集
及
び
そ
れ
の
も
つ
問
題
性
を
考
え
て
み
る
時
、
中
宮
亮
藤
原
兼
房
は
決
し
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
ぬ
人
物
で

は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
の
末
尾
に
記
し
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
兼
一
房
の
後
拾
遺
集
入
集
歌
数
は
七
首
で
、
彼
を
し
て
後
拾
遺
集
時
代
を
代
表

せ
し
め
る
歌
人
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
筆
者
は
、
勅
撰
集
の
入
集
歌
数
の
多
少
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
歌
人
を
和
歌
史
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に

層
階
す
る
も
の
で
あ
る

Q

以
下
は
、
藤
原
兼
房
が
十
一
世
紀
の
和
歌
史
に
於
い
て
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
、
さ
斗
や
か
な
論
考
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
周
知

- 30ー

の
如
く
、
勅
撰
集
以
下
各
種
の
歌
合
や
私
撰
集
、
或
い
は
数
人
の
当
代
歌
人
達
の
私
家
集
を
除
い
て
は
、
当
時
の
日
記
類
や
史
書
な
ど
に
わ
ず
か
に
散
見
さ
れ

る
に
す
ぎ
な
い
兼
房
に
つ
い
て
、
憶
測
を
加
え
つ
与
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
筆
者
の
好
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
俊
成
の
言
う
ひ
と
へ
に
を
か
し
き

風
排
な
る
後
拾
遺
集
を
成
立
せ
し
め
た
当
代
歌
人
達
の
和
歌
創
作
活
動
の
一
端
に
ふ
れ
よ
う
と
す
る
時
、
資
料
の
多
少
を
問
わ
ず
、
現
在
明
ら
か
な
と
こ
ろ
だ

け
で
も
藤
原
兼
房
と
い
う
歌
人
に
つ
い
て
論
じ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
如
き
意
味
合
か
ら
、
藤
原
兼
房
と
い
う
一
貴
族
歌
人
に
つ
い
て
、
そ
の
生
涯
や
人
間
的
性
格
及
び
歌
人
と
し
て
の
持
つ
意
義
な
ど
の
諸
点
か
ら
考
察

を
試
み
た
く
思
う
。

※ 

藤
原
兼
房
の
出
自
な
ら
び
に
家
系
を
、
尊
卑
分
脈
に
よ
っ
て
記
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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正
暦
元
年
（
九
九

O
）
五
月
八
日
、
藤
原
兼
家
は
病
に
よ
っ
て
関
白
位
を
返
上
、
出
家
し
て
如
実
と
号
し
た
。
の
ち
、
す
な
わ
ち
同
年
七
月
二
目
、
六
十
二

才
を
も
っ
て
兼
家
は
亮
ず
る
が
、
兼
家
が
関
白
位
を
辞
す
る
の
を
う
け
て
彼
の
長
子
道
隆
が
そ
の
後
を
継
い
だ
。
し
か
し
、
北
山
茂
夫
氏
の
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ

ハ
3
v

を
借
り
て
記
す
な
ら
ば
、
「
こ
の
継
受
は
順
当
で
あ
る
が
、
人
に
ま
さ
る
酒
豪
で
放
胆
な
性
格
の
か
れ
（
道
隆
｜
筆
者
註
）
も
、
同
腹
の
弟
の
、
道
兼
、
道
長

が
麗
を
接
し
て
つ
ど
い
て
お
り
、
み
ず
か
ら
の
家
系
の
将
来
に
そ
な
え
て
そ
の
女
定
子
を
一
条
天
皇
の
後
宮
に
お
く
り
こ
ん
で
女
御
と
し
云
々
」
と
い
う
次
第

で
あ
り
、
我
々
は
此
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
、
後
の
、
近
親
聞
に
お
け
る
関
白
位
争
奪
の
模
様
を
想
像
す
る
こ
と
は
易
い
。
さ
て
、
五
年
後
の
正
暦
五
年
、

鎮
西
に
疫
病
が
起
っ
た
。
後
に
、
百
練
抄
は
そ
の
棲
惨
な
模
様
を
、
「
自
正
月
至
十
二
月
天
下
疫
死
者
尤
盛
。
起
自
鎮
西
及
京
師
。
四
五
六
七
月
之
間
殊
盛
。

死
者
過
半
。
五
位
己
上
六
十
余
人
也
。
道
路
置
死
骸
。
」
と
伝
え
て
い
る
。
翌
正
暦
六
年
前
年
に
つ
H
A

き
疫
病
は
以
然
と
し
て
お
さ
ま
ら
ず
、
よ
っ
て
同
年
二
月

十
六
日
長
徳
と
改
元
し
た
も
の
ふ
、
そ
の
験
も
な
く
、
四
月
十
日
、
正
二
位
関
白
藤
原
道
隆
は
摂
関
位
五
年
に
し
て
疫
病
の
た
め
に
亮
じ
た
。
そ
の
あ
と
を
う
け

て
、
兼
房
の
祖
父
道
兼
が
関
白
位
を
継
ぐ
わ
け
で
あ
る
が
、
彼
も
道
隆
に
同
じ
く
疫
病
に
よ
り
五
月
八
日
三
十
五
才
を
も
っ
て
亮
じ
た
。
在
位
期
間
わ
ず
か
十

一
一
日
で
、
世
に
七
日
関
白
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
（
尊
卑
分
脈
・
道
兼
の
項
傍
注
参
照
）
。

此
の
両
関
白
の
相
次
ぐ
病
死
に
よ
っ
て
、

以
後
周
知
の
如
く
道

- 32ー

長
と
伊
周
と
の
聞
に
、
関
白
位
を
め
ぐ
っ
て
の
争
い
を
み
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
ム
に
そ
の
経
過
を
述
べ
て
い
る
い
と
ま
は
な
い
。
今
、
銘
記
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

兼
房
の
祖
父
道
兼
が
わ
ず
か
十
二
日
間
と
は
い
え
、

と
も
か
く
も
関
白
位
を
つ
と
め
た
と
い
う
事
実
と
、

約
十
年
間
の
摂
関
位
空

白
期
を
お
い
て
道
長
が
摂
政
位
に
つ
い
た
こ
と
の
二
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
兼
に
み
る
如
く
、
兼
房
は
摂
関
家
の
直
系
と
し
て
そ
の
栄
達
を
み
る
は
ず
で

あ
り
な
が
ら
、
現
実
に
は
道
長
以
下
頼
通
・
教
通
ら
が
摂
関
と
し
て
君
臨
す
る
世
に
、
そ
の
身
を
処
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
現

に
、
兼
房
の
父
兼
隆
が
正
二
位
中
納
言
と
な
っ
た
の
に
比
し
て
、
兼
一
房
は
正
四
位
下
を
彼
の
最
終
官
位
と
し
て
そ
の
生
涯
を
閉
じ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
兼
房

と
い
う
一
受
領
貴
族
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
こ
と
は
少
な
か
ら
ぬ
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
後
述
す
る
こ
と
与
し
た
い
。
一
方
、

歌
学
大
系
所
収
す
る
と
こ
ろ
の
「
和
歌
色
葉
」
は
、
「
前
讃
岐
守
藤
原
兼
一
局
、
中
納
言
兼
澄
卿
息
」
と
伝
え
、
「
勅
撰
集
作
者
部
類
」
（
和
歌
文
学
大
辞
典
所
収
）

一
に
兼
澄
と
す
。

も
、
「
兼
隆
、

一
応
こ
れ
を
採
る
」
と
兼
房
の
項
に
記
し
て
い
る
。

」
れ
は
恐
ら
く
、

隆
と
澄
と
の
草
体
の
類
似
に
よ
る
混
乱
で
あ
ろ
う
。

通
例
に
従
い
父
名
兼
隆
と
し
て
お
く
。



つ
ぎ
に
、
兼
房
の
母
及
び
そ
の
家
系
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
兼
房
の
母
は
、
尊
卑
分
脈
傍
注
よ
り
し
て
、
左
大
弁
源
扶
義
女
で
あ
る
と
知
れ
る
。
正
四

位
下
左
大
弁
を
最
終
官
位
と
し
て
、
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
七
月
廿
五
日
に
卒
し
た
参
議
源
扶
義
は
、
「
公
卿
補
任
」
正
暦
五
年
の
項
に
初
出
す
る
。
同
書
該
当

部
注
に
よ
れ
ば
、
扶
義
は
文
章
生
出
身
で
、
そ
の
出
身
官
僚
に
ふ
さ
わ
し
く
、
図
書
助
、
式
部
少
丞
な
ど
を
勤
め
た
後
、
河
内
守
・
右
少
弁
・
左
少
弁
を
歴
任

し
、
永
昨
二
年
（
九
九

O
）
十
月
五
日
中
宮
権
亮
と
な
り
、
正
暦
四
年
七
月
八
日
に
は
中
宮
権
大
夫
に
任
じ
、
卒
す
る
迄
同
官
に
あ
っ
た

Q

源
扶
義
が
中
官
権

亮
、
中
宮
権
大
夫
と
し
て
そ
の
官
に
あ
づ
か
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
扶
義
卒
去
後
約
二
十
年
に
し
て
兼
房
が
同
じ
く
中
宮
権
亮
に
な
っ
た
こ
と
は
、
源
扶
義
女

が
兼
房
の
母
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
上
で
、
何
ら
か
の
暗
示
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
因
み
に
、
兼
房
の
父
兼
隆
は
、
公
卿
補
任
に
よ
っ
て
検
す
る
に
、

中
宮
職
を
歴
た
形
跡
は
な
い
。

さ
て
、
こ
ふ
で
兼
房
の
母
扶
義
女
自
身
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
扶
義
女
と
さ
れ
る
も
の
与
な
か
に
、
従
来
論
議
を
呼
ん
で
き
た
二
人
の
女
房
が

「
紫
式
部
日
記
」
・
「
栄
花
物
語
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
大
納
言
君
と
小
少
将
君
と
で
あ
る
。
こ
の
二
人
に
関
し
て
は
、
す
で
に
萩
谷
朴
氏
が

ハ
4
〉

論
考
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
－
－
A

で
は
煩
頑
と
な
る
を
厭
い
、
そ
の
結
論
の
み
を
使
わ
せ
て
い
た
X
く
こ
と
与
す
る
。
同
論
文
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
説
を
自
説

い
る

Q

す
な
わ
ち
、
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を
も
ふ
く
め
て
、
次
の
よ
う
に
分
類
せ
ら
れ
て
い
る
。

山
大
納
言
君
は
源
時
通
女
源
則
理
妻
、
後
に
藤
原
道
長
妾
で
あ
る
と
す
る
説
。
（
時
通
は
扶
義
の
弟
〈
筆
者
註
V
）

凶
大
納
言
君
は
源
扶
義
女
源
則
理
妻
、
道
長
妾
簾
子
（
又
は
遍
子
）
で
あ
り
、
小
少
将
君
・
大
納
言
君
は
と
も
に
姉
妹
で
あ
る
と
す
る
説

Q

ω大
納
言
君
を
源
扶
義
女
と
す
る
よ
り
も
、
時
通
女
と
す
る
方
に
妥
当
性
を
認
め
る
が
、
扶
義
女
説
を
あ
な
が
ち
に
否
定
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
と
す
る
説
。

凶
大
納
言
君
が
扶
義
女
で
、
小
少
将
君
が
時
通
女
で
あ
る
と
す
る
説
。
（
栄
花
物
語
・
初
花
の
巻
の
内
、
大
納
言
君
は
小
少
将
君
の
誤
り
と
す
る
）

う
ち
、
萩
谷
氏
は
凶
説
を
新
た
に
示
さ
れ
立
証
を
試
み
て
お
ら
れ
る
が
、
松
村
博
司
・
山
中
裕
両
氏
に
よ
っ
て
校
注
さ
れ
た
「
栄
花
物
語
」
（
岩
波
・
古
典

大
系
本
）
補
注
に
お
い
て
は
、
「
大
納
言
君
の
時
通
女
説
を
否
定
し
去
る
こ
と
は
、
な
お
疑
問
が
の
こ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
一
方
、
兼
隆
卿
室
兼
房
母
の
扶
義

女
に
関
し
て
萩
谷
氏
は
、
「
大
納
言
君
と
み
る
可
能
性
も
生
じ
る
が
｜
（
中
略
）

l
決
し
て
臆
断
を
急
ぐ
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
、
兼
房
母
H
大
納
言
君
と
考



え
得
る
可
能
性
も
認
め
な
が
ら
、
な
お
そ
の
判
断
を
保
留
し
て
お
ら
れ
る
。
筆
者
は
お
ふ
む
ね
萩
谷
氏
の
論
考
に
従
い
た
く
思
う
。
今
、
兼
一
房
母
H
大
納
言
君

と
認
め
得
る
資
料
は
見
当
ら
な
い
。
前
記
の
栄
花
物
語
初
花
の
巻
本
文
に
は
、

中
宮
に
は
、
こ
の
頃
殿
の
上
の
御
は
ら
か
ら
に
、
く
わ
が
ゅ
の
弁
と
い
ひ
し
人
の
む
す
め
い
と
数
多
あ
り
け
る
を
、
中
の
君
、
帥
殿
の
北
の
方

の
御
は
ら
か
ら
の
則
理
に
婿
取
り
給
へ
り
し
か
ど
も
、
い
と
思
は
ず
に
て
絶
え
に
．
し
か
ば
、

こ
の
頃
中
宮
に
参
り
給
へ
り
。

（
中
略
）
大
納
言
君

と
ぞ
っ
け
さ
せ
給
へ
り
け
る
。

と
あ
っ
て
、
大
系
補
注
説
の
如
く
、
く
わ
が
ゅ
の
弁
（
勘
解
由
の
弁
）
を
源
扶
義
と
す
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
扶
義
・
時
通
と
も
に
勘

解
由
弁
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
積
極
的
資
料
は
な
く
、
流
布
本
系
栄
花
物
語
の
蔵
人
弁
な
る
記
載
に
従
っ
て
解
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
蔵
人
弁

と
す
れ
ば
扶
義
・
時
通
の
い
づ
れ
に
も
解
す
る
根
拠
が
あ
り
、
こ
の
蔵
人
弁
を
扶
義
に
解
せ
ば
、
本
文
の
記
す
如
く
扶
義
女
な
る
も
の
は
多
数
に
及
ん
だ
と
考

え
ら
れ
、
兼
房
母
H
大
納
言
君
と
考
え
る
可
能
性
は
一
層
少
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
筆
者
は
、
兼
隆
室
兼
房
母
に
関
し
て
、
萩
谷
氏
と
と
も
に
そ
の
判
断
を
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
管
見
に
入
っ
た
資
料
の
範
囲
に
お
い
て
、
兼
房
母

と
見
倣
し
得
る
扶
義
女
を
決
定
づ
け
る
根
拠
を
、
今
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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※ 

と
も
か
く
も
、
以
上
述
べ
来
っ
た
よ
う
な
家
系
の
も
と
に
、
藤
原
兼
房
は
長
保
三
年
（
一

O
O
一
）
に
生
ま
れ
た
。
こ
ふ
で
し
ば
ら
く
、
兼
房
の
一
生
を
明

ら
か
な
と
こ
ろ
だ
け
で
記
し
て
お
き
た
い
。
上
記
の
兼
房
の
生
年
は
、
書
陵
部
蔵
土
右
記
延
久
元
年
（
一

O
六
九
）
六
月
四
日
の
条
に
「
前
讃
岐
守
兼
房
朝
臣

〈

5
V

卒
。
年
六
十
九
」
と
あ
る
の
を
逆
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
。
時
に
父
兼
隆
十
七
才
の
折
で
あ
る
。
た
い
て
い
の
貴
族
の
、
そ
の
幼
年
時
が
明
ら
か

で
は
な
い
よ
う
に
、
兼
房
の
場
合
も
そ
れ
を
知
り
得
る
す
べ
は
な
い
。
兼
房
が
当
時
の
記
録
に
初
出
す
る
の
は
、
権
記
寛
仁
元
年
（
一

O
一
七
）
八
月
九
日
の

条
で
は
あ
る
ま
い
か
。
同
記
に
よ
れ
ば
、
「
右
近
将
兼
房
」
と
み
え
て
、
尊
卑
分
脈
傍
注
の
右
少
将
な
る
記
事
に
も
一
致
し
、
当
時
近
衛
府
に
勤
仕
す
る
官
僚

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
日
は
敦
良
親
王
（
の
ち
の
後
朱
雀
帝
）
立
太
子
の
日
で
あ
り
、
兼
房
は
啓
陣
し
て
そ
の
役
を
無
事
果
し
た
模
様
で
あ
る
。
つ
H
A

い



て
同
年
八
月
十
日
、
左
経
記
に
よ
れ
ば
、
資
業
ら
と
と
も
に
東
宮
昇
殿
を
聴
さ
れ
て
い
る
。
同
記
該
当
部
に
は
、
巴
上
十
一
人
五
位
と
あ
っ
て
、
当
時
五
位
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
翌
寛
仁
二
年
四
月
一
日
、
兼
房
は
一
方
な
ら
ぬ
失
態
を
演
じ
た
。
小
右
記
の
記
す
と
こ
ろ
を
引
い
て
述
べ
れ
ば
次
の
よ

う
な
次
第
で
あ
る
。

昨
日
蔵
人
頭
定
頼
及
侍
臣
数
多
会
尚
侍
直
虚
。
群
飲
之
問
、
兼
房
朝
臣
罵
辱
定
頼
、
不
可
敢
云
、
以
足
蹴
散
定
頼
前
菓
子
云
々
。

す
な
わ
ち
兼
房
は
、
尚
侍
（
威
子
）
の
直
虚
に
お
い
て
、
集
ま
り
酒
を
飲
ん
で
い
る
う
ち
に
、
蔵
人
頭
定
頼
を
罵
し
っ
た
上
、
定
頼
の
前
に
あ
る
菓
子
を
足

蹴
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
兼
房
は
一
時
参
内
停
止
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
兼
房
の
粗
暴
な
性
格
は
後
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
知
れ
、
兼

房
と
い
う
人
聞
を
考
え
る
上
で
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
点
で
あ
る
。

さ
て
、
ま
も
な
く
参
内
停
止
処
分
も
と
け
た
ら
し
く
、
兼
房
は
寛
仁
二
年
十
月
十
六
日
威
子
立
后
に
際
し
て
中
宮
権
亮
従
四
位
下
の
官
位
を
得
た
よ
う
で
あ

り
、
小
右
記
同
日
の
条
に
は
「
権
亮
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
兼
一
房
」
な
る
一
文
が
み
え
る
。
周
知
の
如
く
、
こ
の
威
子
蛙
藤
原
道
長
の
女
で
あ
り
、
上
東
門
院
彰
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子
の
妹
に
あ
た
る
人
で
、
後
出
の
二
条
女
院
章
子
内
親
王
の
母
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
。
つ
H
A

い
て
御
堂
関
白
記
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

同
年
同
月
廿
二
日
の
叙
位
に
お
い
て
従
四
位
上
に
昇
進
し
た
模
様
で
あ
る
が
、
以
後
、
兼
房
の
位
は
遅
々
と
し
て
上
ら
ず
、
長
元
二
年
（
一

O
ニ
九
）
二
月
正

四
位
下
に
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
午
、

没
す
る
迄
同
位
に
甘
ん
じ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
小
右
記
同
年
二
月
廿
四
日
の
条
）
。
一
方
、

中
宮
権
亮
の
役
職
は
威
子
崩

御
迄
の
か
な
り
長
い
間
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
問
種
々
の
官
を
兼
任
し
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
治
安
元
年
（
一

O
二
一
）
十
二
月
廿
三
日
、
兼
房
は
ま
た
も
失
態
を
演
じ
た
。
こ
t
A

で
兼
房
の
組
暴
的
性
格
の
証
左
と
な
る
も
の
を
一
括
し
て
挙
げ

て
お
き
た
い
。
日
本
紀
略
同
日
の
条
は
、
「
宇
佐
八
幡
火
災
。
其
目
、
御
仏
名
問
、
中
宮
権
亮
兼
房
、
少
納
言
経
隆
、
於
出
居
座
奪
獲
云
々
）
と
伝
え
、
つ
H
A

い
て
同
三
年
十
二
月
廿
六
日
に
は
宮
内
少
輔
明
知
朝
臣
と
い
さ
か
い
を
お
こ
し
た
。
小
右
記
同
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
「
右
馬
頭
兼
房
中
宮
亮
、
於
蔵
人
成
任
宿
所

招
呼
中
宮
侍
宮
内
少
輔
明
知
朝
臣
、
以
従
者
令
打
調
放
咲
言
。
被
曳
破
表
衣
。
到
関
白
宿
所
怒
訴
。
亦
兼
房
同
到
関
白
被
追
立
兼
房
：
：
：
」
と
い
う
有
様
で
あ

っ
た
。
加
え
て
、
目
崎
氏
は
「
日
本
紀
略
長
元
二
十
廿
二
に
兼
隆
卿
の
邸
で
勘
解
由
判
官
某
が
前
駿
河
守
某
を
殺
害
す
る
様
な
不
祥
事
が
出
来
し
た
の
も
兼
房

の
悪
友
で
は
な
い
か
と
推
せ
ら
れ
：
：
：
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る

Q

な
お
、
前
引
の
小
右
記
治
安
三
年
の
条
か
ら
す
れ
ば
、

同
年
前
後
兼
房
は
中
宮
権
亮
の
ほ



か
に
右
馬
頭
の
官
に
も
つ
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
後
述
の
如
く
栄
花
物
語
（
御
賀
・
衣
の
珠
の
巻
）
に
も
右
馬
頭
の
職
名
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
付
記
し
て

お
く
。治

安
三
年
八
月
、
太
皇
太
后
彰
子
は
土
御
門
殿
に
お
い
て
歌
会
を
催
し
、
こ
れ
に
兼
房
は
「
秋
の
月
光
さ
や
か
な
り
」
「
池
の
水
な
が
く
す
む
」
と
い
う
二
題

の
も
と
に
和
歌
二
首
を
詠
進
し
て
い
る
（
栄
花
物
語
・
御
裳
着
の
巻
、
及
び
歌
（
お
）
・
（
均
）
）
参
照
）
。
つ
立
い
て
同
年
十
月
十
三
日
、
道
長
北
の
方
倫
子
の
六

十
賀
が
土
御
門
殿
に
お
い
て
行
わ
れ
、
中
宮
威
子
も
行
啓
、
兼
一
房
は
事
終
る
に
及
ん
で
、
経
輔
・
良
頼
・
実
康
ら
と
と
も
に
、
高
歳
楽
を
舞
っ
た
と
栄
花
物
語

（
御
賀
）
は
記
し
て
い
る
。
三
年
後
の
万
寿
三
年
（
一

O
二
六
）
五
月
、
皇
太
后
新
子
に
よ
っ
て
枇
杷
殿
に
法
華
八
講
が
催
さ
れ
た
。
同
じ
く
栄
花
物
語
（
衣
の

珠
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
五
巻
の
日
兼
房
は
以
然
右
馬
頭
の
官
に
あ
っ
て
八
講
に
奉
仕
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。
翌
万
寿
四
年
十
二
月
四
日
、
入
道
前
太
政
大

臣
道
長
は
法
成
寺
に
お
い
て
六
十
二
才
を
以
て
亮
じ
た
が
、
以
後
の
兼
房
の
生
活
は
余
り
明
ら
か
で
な
い
。
前
述
の
如
く
、
長
元
二
年
（
一

O
二
九
）
に
は
正

四
位
下
と
昇
進
し
た
が
、
中
宮
権
亮
の
役
職
か
ら
か
わ
っ
た
形
跡
は
み
ら
れ
な
い

Q

長
元
五
年
十
月
十
八
日
、
上
東
門
院
彰
子
は
高
陽
院
に
お
い
て
菊
合
を
催
し
た
。
道
長
亮
去
後
、
頼
通
後
見
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
菊
合
に
お
い
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て
、
兼
房
は
袋
草
紙
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
左
方
講
師
を
つ
と
め
て
い
る
。
兼
房
時
に
三
十
二
才
で
、
こ
の
折
講
師
を
つ
と
め
た
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の

頃
既
に
官
廷
歌
人
達
の
間
で
の
兼
房
の
歌
人
と
し
て
の
地
位
が
或
る
程
度
囲
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
後
述
す
る
い
く
つ
か
の
歌
合
に
於

け
る
兼
一
局
の
役
割
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
に
判
断
し
て
大
過
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
立
い
て
、
長
元
八
年
五
月
十
六
日
関
白
左
大
臣
頼
通
歌
合
が
同
じ
く
高

陽
院
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
世
に
高
陽
院
水
閣
歌
合
と
し
て
著
名
で
あ
る

Q

こ
の
歌
合
に
兼
房
は
右
方
歌
人
と
し
て
一
首
を
詠
進
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、

兼
房
は
右
方
読
師
と
し
て
そ

の
任
を
つ
と
め
た
の
み
な
ら
ず
、
右
方
歌
人
は
兼
房
宅
に
会
し
て
歌
合
へ
の
準
備
を
し
て
お
り
、
そ
の
有
様
を
左
経
記
は
「
今
朝
左
人
々
会
合
頭
弁
許
、
右
人

（
歌
（
お
）
・
注
（
印
）
参
照
）
そ
れ
は
と
も
か
く
、
右
方
歌
人
の
中
心
と
な
っ
て
活
動
し
た
こ
と
が
推
察
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

々
会
中
宮
権
亮
宅
、

定
雑
事
云
々
」
と
記
し
て
い
る
（
同
年
五
月
五
日
の
条
）
。
加
え
て
、

頼
通
息
通
房
の
取
扱
い
に
つ
い
て
兼
房
と
経
輔
と
の
聞
に
論
議
が

か
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ひ
と
ま
ず
兼
房
の
歌
人
と
し
て
の
地
位
を
察
す
る
一
助
と
な
ろ
う
（
左
経
記
、
同
年
五
月
四
日
の
条
）
。
ま
た
、
同
歌
合
を
伝
え
る

栄
花
物
語
（
歌
合
）
に
は
「
兼
房
の
右
衛
門
佐
」
な
る
記
事
が
見
え
て
、
こ
の
右
衛
門
佐
が
兼
一
房
の
官
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
前
後
右
衛
門
佐
を
兼
任
し
て
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い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
同
年
正
月
廿
日
、
公
卿
補
任
に
よ
れ
ば
父
兼
隆
が
中
納
言
を
辞
す
に
か
わ
っ
て
兼
房
は
備
中
守
を
も
兼
任
準
官
し
た
よ
う
で

あ
る
。
翌
長
元
九
年
四
月
十
七
日
、
後
一
条
天
皇
は
病
に
よ
っ
て
崩
御
、
栄
花
物
語
（
き
る
は
わ
び
し
と
な
げ
く
女
房
）
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
諸
人

と
り
わ
け
兼
房
は
、
「
兼
房
の
中
宮
の
亮
の
い
ひ
続
け
て
泣
く
芦
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
も
あ
は
れ
な
り
」
と
伝

の
嘆
き
も
一
方
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
が
、

え
ら
れ
て
、

一
様
で
は
な
い
。
御
葬
送
に
際
し
て
相
模
は
「
程
ふ
れ
ば
慰
む
方
も
あ
る
べ
き
を
絶
え
ぬ
一
俣
の
雨
は
い
か
に
ぞ
」
と
兼
一
房
の
許
に
詠
み
送
っ
て
い

る
。
つ
X

い
て
、
同
年
九
月
六
日
中
宮
威
子
も
崩
御
せ
ら
れ
た
。
相
次
ぐ
崩
御
に
よ
っ
て
兼
一
房
の
悲
嘆
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
わ
け
て

も
中
宮
威
子
は
、
兼
房
が
中
宮
権
亮
と
し
て
親
し
く
お
仕
え
し
た
方
で
あ
っ
た
。
栄
花
物
語
（
向
上
）
は
「
権
亮
宿
直
所
に
、
の
ど
や
か
に
経
な
ど
読
み
て
な

（

8
）
 

が
め
け
る
け
し
き
も
あ
は
れ
な
る
に
言
ひ
や
る
、
出
羽
弁
」
、
と
、
出
羽
弁
と
兼
房
と
の
和
歌
の
贈
答
を
伝
え
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
後
の
兼
房
の
官
歴
は
判
然
と
し
な
い
。
中
宮
崩
御
後
、
兼
房
が
何
ら
か
の
官
を
得
た
し
る
し
は
な
く
、
萩
谷
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
従
え

ば
、
春
記
長
暦
二
年
（
一

O
三
八
）
十
一
月
廿
九
日
の
条
以
下
数
ケ
所
に
わ
た
っ
て
そ
の
名
を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
官
職
名
の
記
載
は
な
い
。
う
ち
、

わ
ず
か
に
春
記
長
暦
三
年
十
一
月
七
日
の
条
に
「
中
将
兼
房
」
と
み
え
る
が
、
公
卿
補
任
同
年
の
項
に
、
左
中
将
に
は
藤
原
兼
頼
の
、
右
中
将
に
は
藤
原
兼
経

の
記
載
が
あ
っ
て
、
中
将
兼
房
と
い
う
の
は
そ
の
い
づ
れ
か
の
誤
伝
と
思
わ
れ
る
。
春
記
長
久
二
年
三
月
廿
六
日
の
条
に
は
「
備
中
前
司
兼
房
、
地
下
者
也

如
何
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
前
後
無
官
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
春
記
「
中
将
兼
房
」
の
記
載
は
信
じ
難
い
。
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と
こ
ろ
が
、
兼
房
は
永
承
四
年
（
一

O
四
九
）
十
一
月
九
日
内
裏
歌
合
十
一
番
及
び
十
四
番
左
に
、
再
び
中
宮
亮
兼
房
朝
臣
と
し
て
詠
進
し
て
い
る
（
歌

（2
）
・
（
日
）
参
照
）
。
当
時
の
中
宮
は
威
子
女
章
子
内
親
王
で
あ
り
、
そ
の
立
后
は
永
承
元
年
七
月
十
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
兼
房
と
章
子
内
親
王
と
の
関

連
を
考
え
る
上
で
、
次
の
栄
花
物
語
に
み
ら
れ
る
一
文
を
こ
与
に
引
用
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

中
宮
（
威
子

l
筆
者
註
）
は
、
こ
の
頃
里
に
出
で
さ
せ
給
べ
し
と
て
、
大
殿
の
左
衛
門
督
の
東
院
の
御
家
に
ぞ
出
で
さ
せ
給
ベ
け
れ
ば
、
左
衛
門

督
は
皇
后
宮
の
三
条
の
宮
へ
渡
り
給
ひ
て
、
こ
斗
を
ば
造
り
の
ふ
し
ら
せ
給
と
ぞ
（
衣
の
球
）

か
く
て
中
宮
、
神
無
月
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
左
衛
門
督
の
家
に
出
で
さ
せ
お
は
さ
し
ま
す
（
わ
か
み
づ
）

引
用
本
文
及
び
そ
れ
に
続
く
文
章
よ
り
し
て
、
威
子
は
出
産
の
た
め
に
左
衛
門
督
（
兼
隆
）
の
家
に
退
出
、
そ
こ
で
御
子
章
子
内
親
王
を
出
産
さ
れ
た
と
知



れ
る
。
章
子
が
兼
房
の
父
兼
隆
の
家
で
誕
生
し
た
こ
と
は
、
永
承
四
年
時
の
兼
一
房
に
中
宮
亮
の
官
名
が
み
え
る
こ
と
に
わ
ず
か
ば
か
り
関
係
す
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
加
え
て
、
章
子
母
中
宮
威
子
に
中
宮
（
権
）
亮
と
し
て
長
年
に
わ
た
っ
て
仕
え
た
と
い
う
兼
房
の
官
歴
も
関
係
し
よ
う
。
こ
ふ
で
は
、
兼
房
が
章
子
立

店
に
際
し
て
中
宮
亮
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
み
て
大
過
あ
る
ま
い
。
翌
永
承
五
年
六
月
五
日
祐
子
内
親
王
歌
合
に
お
い
て
も
、
二
・
八
・
十
四
各
番
右
に
詠
進
し
、

歌
合
日
記
に
よ
れ
ば
和
歌
清
書
に
際
し
下
絵
を
書
い
て
い
る
。
つ
泣
い
て
天
喜
二
年
（
一

O
五
四
）
秋
兼
房
は
任
地
播
磨
に
お
い
て
、
自
ら
主
催
者
と
な
っ
て

歌
合
を
催
し
た
。
こ
の
兼
房
主
催
の
歌
合
は
、
従
来
群
書
類
従
巻
二
二
ニ
に
「
播
磨
守
兼
房
朝
臣
歌
合
」
と
し
て
収
め
ら
れ
、
そ
の
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
っ

同
氏
に
よ
れ
ば
、
「
永
承
四
年
二
月
五
日
以
後
天
喜
二
年
二
月
廿
三
日
ま
で
は
正
四
位
下
藤
原
隆
佐

が
、
天
喜
五
年
二
月
廿
日
以
後
は
正
四
位
下
藤
原
泰
憲
が
任
じ
て
い
て
、
他
に
は
見
え
な
い
か
ら
、
天
喜
二
年
二
月
乃
至
天
喜
五
年
二
月
の
問
、
兼
房
が
播
磨

守
に
任
じ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
決
し
て
不
当
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、
夫
木
抄
に
天
喜
一
一
（
六
イ
）
年
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
立
年
時
を
天
喜
二
年

た
が
、
萩
谷
氏
の
考
証
に
よ
っ
て
現
在
明
ら
か
で
あ
る
。

秋
と
さ
れ
た
。
一
方
歌
（
口
）
に
よ
っ
て
、
兼
房
が
任
地
播
磨
に
赴
い
た
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。
今
、
こ
の
歌
合
を
構
成
す
る
歌
人
の
ほ
と
ん
ど
を
明
ら
か
に

は
道
雅
障
子
絵
合
に
筆
頭
歌
人
と
し
て
和
歌
を
詠
進
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
（
歌
（
3
）・（
8
）
・
（
お
）
・
（
払
）
参
照
）
。

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
も
か
く
も
兼
房
が
主
催
者
と
し
て
歌
合
を
行
っ
た
こ
と
だ
け
は
注
目
し
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
歌
合
以
前
、
兼
房

以
後
兼
房
の
動
向
は
再
び
は
っ
き
り
と
し
な
く
な
る
。
栄
花
物
語
（
根
合
）
に
よ
っ
て
、
天
喜
四
年
四
月
舟
日
の
皇
居
宮
寛
子
春
秋
歌
合
時
に
、
「
左
に
は
内

の
御
製
あ
り
け
り
。
こ
な
た
か
な
た
劣
ら
じ
と
定
め
給
。
民
部
卿
、
右
の
大
殿
中
宮
亮
兼
房
な
ど
い
ひ
定
め
給
」
と
み
え
て
、
中
宮
亮
と
し
て
の
在
京
が
確
め

ら
れ
る
が
、
そ
の
後
没
年
迄
の
十
数
年
間
の
生
活
は
詳
ら
か
に
な
し
得
な
い
。
前
引
の
土
右
記
に
前
讃
岐
守
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
没
時
に
近
い
頃
最
終
官
歴
と

し
て
讃
岐
守
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
’
兼
房
は
中
宮
（
権
）
官
宛
と
し
て
そ
の
生
涯
の
大
半
を
送
っ
た
も
の
ふ
、
そ
の
赴
任
如
何
を
別
に
す
れ

ば
、
国
守
と
し
て
任
じ
た
国
は
意
外
に
多
い
。
以
上
述
べ
来
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
備
中
守
・
播
磨
守
・
讃
岐
守
な
ど
が
知
れ
る
が
、
他
に
美
作
守
（
歌
（
7
）

参
照
、
後
述
）
、
丹
後
守
（
歌
（
叩
）
・
（
凶
）
参
照
）
の
任
官
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

Q

う
ち
、
丹
後
守
、
播
磨
守
、
美
作
守
と
し
て
の
任
国
が
確
め
ら
れ
、
都
と

離
れ
た
地
方
で
の
生
活
が
兼
一
房
の
歌
人
的
成
長
を
促
す
一
因
と
な
っ
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。
播
磨
で
の
歌
合
の
主
催
は
そ
の
証
左
の
一
つ
と
い
え
よ
う
か
。

※ 



以
上
の
如
き
兼
房
の
一
生
か
ら
、
兼
房
の
人
間
的
な
性
格
を
抽
出
す
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
第
一
に
既
述
し
た
と
こ
ろ
の
組
暴
性
を
挙
げ
て
よ
か
ろ
う
。
又
、

後
一
条
天
皇
崩
御
時
の
兼
房
の
有
様
を
描
い
た
栄
花
物
語
本
文
「
兼
房
の
中
宮
の
亮
の
い
ひ
続
け
て
泣
く
戸
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
も
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う

一
様
で
な
い
嘆
き
方
か
ら
考
え
て
、
彼
の
多
感
な
性
格
も
捉
え
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
に
共
通
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
彼
が
感
情
の
起
伏

の
は
げ
し
い
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
感
情
豊
か
な
性
格
は
一
方
で
色
好
み
の
性
格
に
も
通
じ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
彼
が
明
ら
か
に
関
係
し
た
と
思
わ
れ
る
女
性
を
数
え
挙
げ
て
い
く
と
、
や
は
り
少
く
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
ま
ず
、
尊
卑
分
脈
兼
房
の
子
兼
仲
の
傍
注
に

は
、
母
中
宮
亮
高
雅
女
と
あ
っ
て
兼
房
と
高
雅
女
と
の
関
係
が
知
れ
る
。
高
雅
は
、
権
記
寛
弘
二
年
二
月
七
日
の
条
に
「
宅
主
差
撰
、
中
宮
使
亮
高
雅
」
と
み

え
て
、
中
宮
亮
と
し
て
兼
房
の
先
輩
格
に
あ
た
る
が
、
こ
の
こ
と
は
兼
房
と
高
雅
女
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
少
な
か
ら
ず
意
味
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
「
和
歌
色
葉
」
左
大
臣
家
少
輔
の
項
に
は
、
「
前
讃
岐
守
兼
房
女
。
母
江
侍
従
」
と
あ
っ
て
、
兼
房
と
江
侍
従
と
の
関
係
も
想
定
さ
れ
る
。
現
に
後
拾
遺

集
（
巻
十
五
・
雑
一
）
に
は
、
「
兼
房
の
朝
臣
月
い
で
ば
む
か
ヘ
に
来
む
と
た
の
め
て
お
と
せ
ざ
り
け
れ
ば
よ
み
侍
り
け
る
」
と
い
う
詞
書
を
も
っ
江
侍
従
の
詠

桂
宮
本
和
泉
式
部
集
に
は
、
「
や
す
ま
さ
に
わ
す
ら
れ
て
侍
し
こ
ろ
、

か
ね
ふ
さ
の
朝
臣
と
ひ
て
侍
し
か
は
」
と
い
う
詞
書
の
も
と
に
詠
ま
れ
た
和
泉
式
部

円。

一
首
が
あ
っ
て
そ
の
傍
証
と
な
る
。

の
歌
が
み
え
て
、
兼
房
と
和
泉
式
部
と
の
関
係
を
暗
示
し
、
新
続
古
今
集
（
恋
五
・
歌
（
日
）
参
照
）
の
兼
房
の
詠
一
首
は
某
女
と
の
関
係
を
教
え
て
い
る
。

こ
の
女
が
誰
で
あ
る
か
知
る
由
も
な
い
が
、
別
に
後
拾
遺
集
（
巻
十
六
・
雑
一
一
）
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
み
え
る
。

兼
房
朝
臣
女
の
許
に
ま
う
で
来
て
物
語
し
侍
り
け
る
を
か
く
と
聞
き
て
う
た
て
と
い
ひ
遺
し
た
り
け
る
返
事
に
、
物
越
に
な
む
女
の
い
ひ
お
こ
さ

せ
て
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る

中
納
言
定
頼

古
の
き
な
ら
し
衣
今
さ
ら
に
そ
の
も
の
ご
し
の
と
け
ず
し
も
あ
ら
じ

こ
の
一
首
は
、

一
人
の
女
を
め
ぐ
っ
て
兼
房
と
定
頼
と
の
あ
ら
そ
い
を
想
わ
せ
る
。
目
崎
氏
は
こ
の
こ
と
L
前
記
の
小
右
記
寛
仁
二
年
四
月
二
日
の
条
に
み

た
兼
房
と
定
頼
と
の
聞
に
起
っ
た
事
件
と
を
関
連
す
る
も
の
か
と
も
推
測
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
だ
と
す
れ
ば
兼
房
の
組
暴
な
る
い
く
つ
か
の
行
動
も
単
に
性

格
的
な
も
の
と
し
て
の
み
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
彼
の
多
感
性
と
色
好
み
と
は
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
よ



う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
も
う
一
つ
、
こ
与
に
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
兼
一
房
の
性
癖
と
し
て
、

庭
へ
の
関
心
が
あ
る
。
美
作
守
赴
任
時
の
詠
一
首
（
歌
（
7
）
）
は
、
「
み
ま

さ
か
の
守
に
て
侍
る
時
滝
の
ま
へ
に
石
た
て
水
せ
き
入
れ
て
よ
み
侍
り
げ
る
」
と
い
う
詞
書
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
庭
園
へ
の
関
心
度
を
認
め
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
勿
論
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
貴
族
達
が
庭
園
に
多
大
な
興
味
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
、
作
庭
記
の
よ
う
な
書
物
の
出
現
を
例
に
引
く

ま
で
も
な
く
、
当
時
の
文
学
作
品
の
中
に
多
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
兼
房
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い

Q

能
図
法
師
集
（
桂
宮
本
、
連
番
記
ω）

に
は
、
「
備
中
前
司
（
兼
房
l
筆
者
註
）
の
四
条
の
い
へ
の
い
と
を
か
し
う
み
ゆ
る
に
か
う
き
こ
ゆ
／
ひ
と
し
れ
す
あ
ら
ま
し
こ
と
に
我
い
ひ
し
ゃ
と
の
す
ま
ゐ

を
わ
か
み
つ
る
か
な
」
と
い
う
歌
が
み
え
る
。
こ
の
一
首
は
兼
房
の
館
の
を
か
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
内
容
に
庭
を
ふ
く
め
考
え
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。
兼
房
と
能
因
と
は
、
後
述
す
る
如
く
親
密
な
間
柄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
能
因
法
師
集
に
は
別
に
次
の
よ
う
な
詠
も
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、

「
故
津
守
保
昌
朝
臣
の
六
条
の
家
を
み
れ
は
み
や
き
の
お
も
ひ
い
て
ふ
う
へ
し
秋
草
と
も
い
と
あ
は
れ
な
り
＼
宮
木
の
を
う
つ
し
斗
宿
の
秋
の
ふ
は
し
の
ふ
草

の
み
お
ふ
る
な
り
け
り
」
（
連
番
口
∞
）
と
い
う
一
首
で
あ
っ
て
、
保
昌
が
宮
城
野
に
な
ら
っ
て
庭
を
作
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
能
因
の
歌
の
素
材
と
な
っ
て
い
た
こ

と
が
知
れ
る
。
或
い
は
又
、
袋
草
紙
は
そ
の
上
巻
に
、
「
能
困
は
古
曽
部
よ
り
毎
年
花
盛
に
上
洛
し
て
宿
＝
大
江
公
資
が
五
条
東
洞
院
家
二
五
々
。
件
家
南
度
有
－
一

桜
樹
吋
為
レ
翫
＝
其
花
吋
云
々
」
と
伝
え
て
い
る

Q

こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
公
資
の
家
の
庭
の
桜
は
能
因
法
師
が
毎
年
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
見
に
上
洛
す
る
ほ
ど
の
桜
樹

〈

mv

で
あ
っ
た
。
能
因
と
大
江
公
資
が
交
友
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
能
因
法
師
集
に
お
い
て
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
斗
で
能
因
の
す
き
も
の
的
性

格
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
時
、
彼
と
交
友
関
係
に
あ
っ
た
人
々
に
同
様
な
性
格
を
み
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
か
。
能
因
は
自
身
、
集
中
に
、
「
京
に
て
好
事
七

八
人
許
月
の
夜
客
に
あ
ふ
と
い
ふ
題
を
よ
む
に
」
と
い
う
調
書
を
も
っ
歌
を
残
し
て
、
彼
と
と
も
に
居
る
人
々
を
好
事
と
限
定
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
能
因

と
交
友
関
係
に
あ
る
人
々
の
中
に
、
す
き
も
の
的
性
格
を
み
る
の
も
あ
な
が
ち
無
理
な
こ
と
と
は
言
え
ま
い
。
上
に
引
用
し
た
兼
房
・
保
昌
・
公
資
は
い
づ
れ

も
受
領
層
貴
族
で
あ
る
。
例
え
ば
高
陽
院
の
如
き
豪
邸
を
作
る
こ
と
の
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
彼
ら
が
、
か
ほ
ど
に
庭
に
固
執
し
た
の
は
風
流
を
愛
で
る
す
き

も
の
的
な
性
格
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
加
え
て
、
前
述
の
如
く
兼
一
房
が
永
承
五
年
の
歌
合
に
下
絵
を
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
萩
谷
氏
の
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
に
絵
心
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
れ
、
庭
事
と
同
様
に
彼
の
風
流
な
る
行
為
の
一
つ
と
し
て
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
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以
上
か
ら
兼
房
の
性
格
を
、
山
多
感
性
、

ω色
好
み
、

ωす
き
も
の
的
性
格
、
の
三
つ
の
点
に
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
の
よ
う
な
性
格
を
単
に
天
性

の
も
の
と
し
て
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
そ
の
資
質
を
天
性
の
も
の
に
認
め
る
心
要
は
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を
形
成
す
る
要
素

が
彼
の
環
境
に
認
め
ら
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
る
時
、
め
ぐ
ま
れ
な
い
彼
の
官
途
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
き
に
述
べ

た
如
く
、
彼
は
摂
関
家
の
直
系
と
し
て
官
位
の
上
に
そ
の
栄
達
を
み
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
道
兼
の
突
然
の
亮
去
に
よ
っ
て
摂
関
位
は
道
長
系
に
と
っ
て

か
わ
ら
れ
、
兼
房
は
正
四
位
下
中
宮
亮
と
し
て
一
生
を
閉
じ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
兼
房
の
日
常
を
大
き
く
支
配
し
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
す
る
の

は
易
い
。
彼
の
官
途
に
お
け
る
不
遇
と
不
満
が
前
述
の
如
き
彼
の
性
格
の
形
成
を
助
長
し
た
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

※ 

こ
う
し
た
兼
房
の
性
格
が
、
彼
と
和
歌
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
少
な
か
ら
ず
意
味
を
も
っ
て
く
る
と
言
え
る

Q

既
引
の
彼
の
卒
年
時
を
伝
え
る
土
右
記
本

文
は
、
つ
H
A

け
て
彼
の
性
癖
を
「
好
和
歌
暗
文
字
」
と
記
し
て
い
る
。
取
り
集
め
た
と
こ
ろ
で
数
十
首
に
す
、
ぎ
な
い
彼
の
詠
歌
数
か
ら
、
こ
の
好
和
歌
と
い
う

記
述
が
生
ま
れ
た
の
は
、
い
さ
ふ
か
唐
突
な
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。
か
り
に
好
和
歌
と
い
う
一
句
に
よ
っ
て
彼
の
性
癖
が
表
現
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の

数
十
首
の
詠
歌
と
は
別
に
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
何
か
X
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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能
因
法
師
集
（
連
琳
巴
ω）
に
は
、

備
中
守
兼
房
の
館
に
て
歳
暮
和
歌

し
〈
絵
平
文
庫
本
）

は
る
た
l
A

は
を
と
っ
れ
よ
君
み
は
ふ
き
て
ぬ
ま
の
こ
ほ
り
の
と
く
る
た
よ
り
に

と
い
う
詠
が
み
え
る
。
周
知
の
如
く
、
能
因
法
師
集
は
お
L
む
ね
年
代
順
に
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
部
分
は
に
わ
か
に
信
じ
難
く
や
斗
疑
問

が
残
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
集

gc
・
出
。
は
例
の
伊
予
に
お
け
る
祈
雨
二
首
で
あ
り
、
長
久
二
年
夏
の
詠
で
あ
る
こ
と
が
詞
書
よ
り
知
れ
、
M
M
H

の
詠
は

同
詠
が
入
集
す
る
新
古
今
集
の
詞
書
か
ら
源
為
善
没
後
翌
年
の
詠
で
あ
っ
て
長
久
四
年
の
成
立
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
両
首
の
聞
に
は
さ
ま
れ
る
自
ω
の

詠
は
長
久
二
年
も
し
く
は
三
年
の
歳
暮
詠
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
記
の
如
く
春
記
長
久
二
年
三
月
廿
六
日
の
条
に
は
備
中
前
司
兼
房
と



記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
久
二
年
三
月
以
前
に
備
中
守
は
退
任
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
巴
ω
の
詠
の
詞
書
備
中
守
兼
房
を
信
用
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
歌
は
兼
房
の
備
中
守
任
官
時
で
あ
る
長
元
八
年
以
後
長
久
二
年
以
前
の
成
立
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
能
因
法
師
集
の
配
列
を
そ
の
ま
ふ
信

ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
能
因
が
兼
房
の
家
に
お
い
て
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
点
で
こ
の
一
首
は
重
要
で
あ
り
、
題
詠
で
あ
る
こ
と
か
ら
歌
会
の
如
き
も
の
が
想
定

さ
れ
て
よ
い
。

さ
て
、
能
因
と
兼
房
は
相
当
に
親
交
の
深
か
っ
た
間
柄
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
れ
は
既
に
、
能
因
法
師
集
に
お
け
る
前
引
の
二
首
（

N
Z－
M
8）
に
よ
っ
て
察

せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
新
古
今
集
（
巻
八
・
哀
傷
）
に
は
「
能
因
法
師
身
ま
か
り
て
後
よ
み
侍
り
け
る
／
あ
り
し
世
に
し
ば
し
も
み
で
は
な
か

り
し
を
あ
は
れ
と
ば
か
り
い
ひ
て
や
み
ぬ
る
」
と
い
う
兼
房
の
能
因
の
死
を
悼
む
歌
一
首
が
あ
っ
て
そ
の
傍
証
と
な
る
。
或
い
は
又
、
金
葉
集
（
巻
十
・
雑
下
）

に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
み
え
て
い
る
。

橘
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兼
房
の
朝
臣
重
服
に
な
り
て
こ
も
り
ゐ
て
侍
り
け
る
に
出
羽
弁
が
も
と
よ
り
と
ぶ
ら
ひ
た
り
け
る
を
是
が
返
し
せ
よ
と
申
し
け
れ
ば
よ
め
る

元
任

悲
し
さ
の
そ
の
夕
暮
の
ま
ふ
な
ら
ば
あ
り
へ
て
人
に
と
は
れ
ま
し
や
は

作
者
橘
元
任
は
能
因
の
子
で
、
こ
の
一
首
か
ら
逆
に
能
因
と
兼
房
と
の
親
交
度
を
類
推
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

加
え
て
、
能
因
が
兼
房
の
車
か
ら
降
り
て
伊
勢
の
家
の
結
び
松
の
前
を
通
り
過
ぎ
た
と
い
う
伝
説
（
俊
頼
髄
脳
所
収
）
は
、
両
者
の
和
歌
へ
の
執
着
を
表
わ
し

て
い
て
興
味
深
い
。
一
方
、
従
来
能
因
の
美
作
下
向
（
後
拾
遺
集
・
巻
一
・
春
上
）
は
、
何
の
故
か
不
明
で
あ
っ
た
が
、
目
崎
氏
は
「
兼
房
の
美
作
守
赴
任
に

し
た
が
っ
て
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
推
測
さ
れ
、
永
承
初
年
の
こ
と
か
と
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
能
因
の
美
作
下
向
時
の
詠
が
能
因
法
師
集
に
は
み

え
な
い
こ
と
か
ら
、
同
氏
は
同
集
成
立
後
（
寛
徳
二
、
三
年
頃
の
成
立
と
推
定
）
に
美
作
に
下
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
永
承
初
年
頃
と
推
測
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

が
、
永
承
初
年
に
は
前
述
の
如
く
中
宮
亮
任
官
が
想
像
さ
れ
る
か
ら
、
一
概
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
又
、
能
因
の
奥
州
下
向
が
馬
を
将
来
し
交
易
す
る
こ

と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
目
崎
氏
の
卓
見
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
も
兼
房
と
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
能
因
の
奥
州
下
向
は
万
寿



二
年
以
後
二
度
に
亘
る
も
の
で
、
こ
の
年
時
は
前
記
の
如
く
兼
房
が
右
馬
頭
と
し
て
馬
寮
に
勤
仕
し
て
い
た
時
代
と
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
十
才
以
上
年
長
の
能
因
が
上
記
の
よ
う
な
親
交
を
兼
一
房
と
の
聞
に
も
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
実
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
き
も
の
的
な
性
格

が
両
者
の
聞
に
み
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
す
き
も
の
的
性
格
に
よ
る
和
歌
へ
の
傾
倒
が
両
者
を
強
く
結
び
つ
け
る
深
因
と
な
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
兼

一
房
家
に
お
け
る
歌
会
へ
の
参
加
は
そ
の
こ
と
の
一
つ
の
証
左
と
も
言
え
よ
う
か
。
そ
う
し
て
こ
の
両
者
の
交
友
関
係
を
原
点
に
据
え
て
当
時
の
歌
人
達
の
動
向

に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
彼
ら
の
和
歌
創
作
活
動
の
一
端
を
覗
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（ロ〉

類
従
本
橘
為
仲
集
甲
本
は
次
の
よ
う
な
為
仲
の
詠
を
載
せ
て
い
る
。

月
ま
つ
を
て
ら
す
と
い
ふ
題
中
宮
亮
か
ね
ふ
さ
の
二
条
の
家
に
て
人
々
お
ほ
く
あ
り
て
よ
み
し
に
、

松
か
え
の
木
影
も
み
え
ず
曇
り
な
き
月
の
つ
も
る
や
ち
と
せ
な
る
ら
ん

こ
の
一
首
は
橘
為
仲
が
兼
房
家
で
の
歌
会
に
参
会
し
て
一
首
を
詠
じ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
歌
会
が
行
わ
れ
た
時
日
は
明
ら
か
で
な
い
。
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調
書
に
中
宮
亮
兼
房
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
兼
房
の
中
宮
亮
任
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
ふ
で
は
能
因
と
為
仲
が
深
い
交
友
関
係
に
あ
っ
た

こ
と
を
思
う
時
、
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
能
因
は
、
周
知
の
如
く
橘
氏
の
出
身
で
、
為
仲
と
は
同
族
で
あ
っ
た
。
能
因
法
師
集
に
は
「
は
ま
な
の
わ
た

り
へ
ゆ
く
と
て
／
さ
す
ら
ふ
る
身
は
い
つ
く
と
も
な
か
り
け
り
は
ま
な
の
は
し
の
わ
た
り
へ
そ
ゆ
く
」
（
連
番

5
8
と
い
う
詠
が
み
え
る
が
、
．
こ
の
詠
は
続
詞

花
集
に
入
集
し
て
お
り
、
同
集
の
「
遠
江
へ
ま
か
り
け
る
時
美
濃
の
守
義
通
朝
臣
国
に
あ
り
と
き
ふ
て
云
々
」
と
い
う
詞
書
に
よ
っ
て
、
能
因
が
遠
江
下
向
の

途
次
美
濃
国
で
為
仲
の
父
義
通
と
交
会
し
た
こ
と
が
知
れ
る
。
為
仲
と
能
因
と
が
交
友
関
係
に
入
っ
た
の
も
こ
の
よ
う
な
事
情
が
そ
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
と

（臼）

思
わ
れ
る
。
為
仲
集
甲
本
（
連
番
幻
）
に
は
為
仲
の
淡
路
守
赴
任
時
に
お
け
る
能
因
と
の
解
遁
が
み
え
て
お
り
、
淡
路
守
在
任
時
に
雨
乞
の
歌
三
首
が
能
因
の

影
響
下
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
犬
養
氏
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
能
因
と
為
仲
と
は
歌
道
上
の
師
弟
関
係
と
い
う
程
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も

よ
か
ろ
う
。
加
え
て
、
為
仲
集
乙
本
（
連
番

U
）
に
は
「
そ
の
原
を
た
ち
て
み
さ
か
を
す
ぐ
と
て
／
よ
そ
に
の
み
聞
き
し
み
さ
か
は
白
雲
の
上
ま
で
の
ぼ
る
か

け
ぢ
な
り
け
り
」
と
い
う
詠
が
み
え
て
い
る
が
、

こ
の
一
首
は
、
「
み
か
は
に
あ
か
ら
さ
ま
に
く
た
る
に
し
な
の
ふ
み
さ
か
の
み
ゆ
る
と
こ
ろ
に
て
／
し
ら
雲

の
う
へ
よ
り
み
ゆ
る
あ
し
ひ
き
の
山
の
た
か
ね
や
み
さ
か
な
る
ら
ん
」
（
能
因
法
師
集
、
連
番
卯
）
と
い
う
能
因
の
歌
の
影
響
下
に
成
立
し
た
も
の
で
は
あ
る



（

M
）
 

ま
い
か
。
「
平
安
和
歌
歌
枕
地
名
索
引
」
に
よ
れ
ば
、
信
濃
の
み
さ
か
、
詠
は
上
記
二
首
を
除
い
て
は
わ
ず
か
に
林
葉
集
に
一
首
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
能

（お）

因
と
為
仲
の
両
詠
に
は
白
雲
の
う
へ
と
い
う
語
が
共
通
し
て
、
発
想
も
同
趣
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
も
か
く
も
兼
房
家
に
出
入
り
し
た
と
思
わ
れ
る

為
仲
が
、
以
上
の
如
き
関
係
を
能
因
と
の
聞
に
も
っ
て
い
た
こ
と
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（

mv 

さ
て
、
範
永
朝
臣
集
（
連
番
幻
）
は
次
の
よ
う
な
範
永
の
歌
を
載
せ
て
い
る
。

か
ね
ふ
さ
の
き
み

さ
ぬ
き
の
せ
し
ま
た
ひ
と
／
＼
あ
つ
ま
り
て
ち
る
は
な
を
お
し
む
こ
斗
ろ

ち
る
は
な
も
あ
は
れ
と
や
み
す
い
そ
の
か
み
ふ
り
は
つ
る
ま
で
を
し
む
こ
斗
ろ
を

こ
の
一
首
は
詞
花
集
（
巻
一
・
春
）
に
入
集
し
て
、
同
集
の
詞
書
に
は
「
藤
原
兼
房
朝
臣
の
家
に
て
老
人
惜
花
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る
」
と
、
よ
り
明
ら
か

な
形
で
同
首
の
成
立
事
情
及
び
歌
題
を
示
し
て
い
る
。
当
代
の
受
領
層
歌
人
群
に
お
い
て
は
重
要
な
歌
人
の
一
人
と
し
て
そ
の
地
位
を
得
て
い
る
範
永
が
、
為

仲
と
同
様
に
兼
房
家
で
の
歌
会
に
列
席
し
て
歌
を
詠
み
残
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
事
柄
で
は
あ
る
が
、
こ
の
範
永
も
又
能
因
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ

と
は
同
時
に
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る

Q

す
な
わ
ち
、
範
永
集
（
連
番
銘
）
に
「
古
曽
部
入
道
能
因
伊
よ
へ
く
た
る
に
／
と
し
ふ
と
も
ひ
と
し
と

は
す
は
た
か
さ
こ
の
を
の
へ
の
ま
つ
の
か
ひ
ゃ
な
か
ら
む
」
と
い
う
詠
が
あ
り
、
加
え
て
後
拾
遺
集
（
巻
一
・
春
上
）
に
「
美
作
に
下
り
け
る
に
お
ほ
い
ま
う

ち
君
の
か
づ
け
物
の
事
を
思
ひ
出
で
L
範
永
の
朝
臣
の
も
と
に
遣
し
げ
る
／
よ
斗
ふ
と
も
我
わ
す
れ
め
や
桜
花
こ
け
の
挟
に
ち
り
て
か
斗
り
し
」
と
い
う
能
因

の
詠
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
能
因
と
範
永
が
歌
人
と
し
て
の
交
友
関
係
を
も
っ
た
こ
と
を
証
明
し
よ
う
し
、
又
能
因
の
宮
廷
貴
族
歌
人
に
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接
す
る
態
度
の
一
端
を
も
暗
示
し
て
い
る
。

て

－

一
方
、
同
じ
く
範
永
集
（
連
番

E
H）
に
は
「
詠
錫
杖
一
首
／
の
り
の
こ
ゑ
つ
く
に
つ
く
な
る
つ
ゑ
な
れ
は
み
も
く
ら
く
と
も
た
れ
か
ま
と
は
む
」
と
い
う

詠
が
あ
っ
て
、
問
題
の
詠
は
能
因
法
師
集
（
連
番
目
吋
）
に
も
「
錫
杖
／
我
は
た
ふ
あ
は
れ
と
そ
お
も
ふ
し
て
の
山
ふ
り
は
へ
こ
え
む
つ
ゑ
と
お
も
へ
は
」
と

み
え
る

Q

両
者
の
関
係
、
題
の
特
殊
性
な
ど
か
ら
考
え
る
と
同
時
の
作
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
伊
勢
大
輔
集
に
よ
れ
ば
、
そ
の
詞
書

に
兼
房
が
中
心
と
な
っ
て
錫
杖
題
の
歌
を
数
人
の
歌
人
に
詠
ま
せ
た
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
歌
（
N

。
）
参
照
）
。
類
従
本
藤
原
家
経
朝
臣
集
に
も
「
錫
杖
歌
／

こ
れ
や
こ
の
手
に
と
り
な
ら
す
人
は
皆
よ
与
の
仏
に
な
る
と
い
ふ
も
の
」
（
連
番
印
）
と
問
題
の
詠
が
み
え
て
お
り
、

一
方
で
能
因
と
家
経
と
の
関
係
も
家
経



朝
臣
集
に
お
い
て
知
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
主
催
者
と
し
て
の
兼
房
の
役
割
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
当
代
歌
人
間
に
お
け
る
兼
房
の

在
り
様
も
か
な
り
明
ら
か
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

※ 

以
上
、
兼
房
の
交
友
関
係
を
中
心
に
彼
の
歌
人
活
動
を
み
て
き
た

Q

上
に
述
べ
た
能
因
・
為
仲
・
範
永
・
伊
勢
大
輔
・
家
経
な
ど
の
歌
人
以
外
に
、
兼
房
は

（臼）

経
衡
・
相
模
・
出
羽
弁
・
経
長
な
ど
と
の
交
友
関
係
も
知
れ
、
中
で
も
経
衡
・
相
模
は
情
因
自
身
交
友
関
係
を
も
っ
た
歌
人
で
あ
る
。
こ
ふ
で
は
兼
房
家
で
の

歌
会
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
と
り
わ
け
兼
房
と
歌
人
と
し
て
の
交
友
が
深
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
数
人
の
歌
人
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
次

第
で
あ
る
。
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
三
十
首
に
満
た
な
い
歌
を
詠
み
残
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
兼
房
と
い
う
歌
人
は
、
単
に
宮
廷
歌
合
や
自
ら
の
人
生
の
折

節
に
歌
を
詠
む
と
い
っ
た
和
歌
創
作
活
動
に
と
X
ま
ら
ず
、
自
ら
歌
会
や
歌
合
を
催
し
、
錫
杖
題
に
み
ら
れ
る
如
く
歌
題
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
詠
作
の
チ

ャ
ン
ス
を
与
え
る
と
い
う
、
い
わ
ば
和
歌
創
作
の
場
の
提
供
者
と
し
て
の
一
面
を
彼
の
歌
人
活
動
の
一
端
に
覗
か
せ
て
い
る
。
さ
き
の
範
永
の
兼
房
家
歌
会
で
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の
詠
を
証
す
詞
書
に
は
「
ま
た
ひ
と
／
＼
あ
つ
ま
り
て
」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
範
永
が
列
席
し
た
兼
房
家
で
の
歌
会

が
一
度
な
ら
ず
二
度
以
上
に
わ
た
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
兼
房
の
和
歌
へ
の
少
な
か
ら
ぬ
執
着
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
し
、
十
訓
抄
の

伝
え
る
兼
房
の
歌
道
に
お
け
る
す
き
も
の
的
性
格
の
あ
ら
わ
れ
も
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う

Q

形
式
的
に
は
世
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
捉
え
ら
れ
る
能
因

が
、
長
元
八
年
関
白
歌
合
や
永
承
四
年
内
裏
歌
合
な
ど
の
宮
廷
歌
合
に
宮
廷
貴
族
に
伍
し
て
和
歌
を
詠
進
し
、
当
時
の
宮
廷
貴
族
歌
人
達
と
接
触
を
持
ち
得
た

一
因
に
、
兼
房
家
歌
会
と
い
っ
た
い
わ
ば
好
士
の
集
ま
り
で
の
創
作
活
動
が
想
定
さ
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か

Q

そ
う
し
て
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
た
も
の

は
、
前
言
を
繰
り
返
す
な
ら
ば
、
両
者
の
和
歌
へ
の
傾
倒
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
か
く
推
測
し
得
る
と
す
れ
ば
、
能
因
自
身
が
そ
の
家
集
に
お
い
て

京
に
て
好
事
七
八
人
許
と
限
定
し
た
好
事
は
、
例
え
ば
兼
一
房
の
如
き
人
物
に
そ
の
面
影
を
求
め
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
例
え
ば
四
条
宮
下
野
集
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
為
仲
以
下
範
永
・
経
衡
等
の
歌
人
と
し
て
又
貴
族
生
活
者
と
し
て
の
華
や
い
だ
宮
廷
の

日
常
と
は
趣
を
か
え
て
、
前
述
し
た
兼
房
家
に
お
け
る
彼
ら
の
さ
斗
や
か
な
詠
作
活
動
の
如
き
も
の
が
、
或
る
意
味
で
は
、
俊
成
の
言
う
ひ
と
へ
に
を
か
し
き



風
鉢
な
る
後
拾
遺
集
の
新
風
を
生
み
出
す
諸
要
因
の
一
つ
に
加
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
＠
こ
の
こ
と
は
現
に
、
兼
房
家
に
出
入
し
た
歌
人
達
が
、

能
因
お
首
、
範
永

U
首
、
（
兼
房
7
首
）
、
為
仲
2
首
の
後
拾
遺
集
入
集
と
い
う
形
で
結
実
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
兼
一
房
と
い
う
歌
人
の
和
歌
史
的
位
置
づ

け
を
考
え
て
み
る
時
、
彼
の
場
の
提
供
者
と
し
て
の
側
面
が
一
層
ク
ロ
ー
ズ
ア
ヅ
プ
さ
れ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
土
右
記
の
記
す
好
和
歌
な
る
彼
の
性

格
は
、
単
に
彼
の
詠
歌
数
に
よ
っ
て
の
み
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
如
上
の
意
味
合
を
含
め
て
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

藤
原
兼
房
和
歌
拾
遺

以
下
は
管
見
に
入
っ
た
兼
房
の
和
歌
を
一
括
し
て
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
勅
撰
集
を
第
一
と
し
、
以
下
私
撰
集
、
私
家
集
、
歌
合
、
物
語
に
み
ら
れ
る
順

で
掲
げ
た
。
な
お
、
重
複
歌
は
省
略
し
、
（

）
を
付
し
た
詞
書
は
集
に
お
い
て
そ
の
詞
書
の
並
び
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
又
、
漢
字
、
仮
名
は
適
宜
改
め
た
．
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（
永
承
五
年
六
月
五
日
祐
子
内
親
王
の
歌
合
に
よ
め
る
）

(1) 

夏
の
夜
は
さ
て
も
ゃ
な
く
と
郭
公
ニ
声
聞
け
る
人
に
聞
は
ど
や

（
後
拾
遺
集
・
夏
・

5
。）

（
永
承
四
年
内
裏
の
歌
合
に
捧
衣
を
よ
み
侍
り
け
る
）

(2) 

う
た
斗
ね
に
夜
や
ふ
け
ぬ
ら
む
唐
衣
う
つ
声
高
く
な
り
ま
さ
る
な
り

（
向
上
、
秋
下
・
お
叶
）

界
風
の
絵
に
車
お
さ
へ
て
紅
葉
見
る
所
を
よ
め
る

(3) 

ふ
る
里
は
ま
だ
遠
け
れ
ど
紅
葉
の
色
に
心
の
と
ま
り
ぬ
る
哉

（
向
上
、
秋
下
・

2
3

桂
の
山
庄
に
て
し
ぐ
れ
の
い
た
う
ふ
り
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る

凶
あ
は
れ
に
も
絶
え
ず
音
す
る
時
雨
か
な
問
ふ
べ
き
人
も
と
は
ぬ
す
み
か
を

（
向
上
、
冬
・
ぉ
。
）

題
し
ら
ず



(5) 

い
は
ぬ
ま
は
ま
だ
知
ら
じ
か
し
限
な
く
我
が
思
ふ
べ
き
人
は
我
れ
共

（
向
上
、
恋
一
、
足
。
）

(6) 

静
範
法
師
や
は
た
の
官
の
こ
と
に
か
ふ
り
て
伊
豆
の
国
に
な
が
さ
れ
て
又
の
年
五
月
に
う
ち
の
大
弐
三
位
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

（
向
上
、
雑
三
、

3
3

さ
っ
き
や
み
こ
斗
ひ
の
も
り
の
郭
公
人
し
れ
す
の
み
な
き
渡
る
哉

み
ま
さ
か
の
守
て
に
侍
る
時
滝
の
ま
へ
に
石
た
て
水
せ
き
入
れ
て
よ
み
侍
り
け
る

(7) 

せ
き
れ
た
る
名
こ
そ
な
が
れ
て
と
ま
る
と
も
絶
え
ず
み
る
べ
き
滝
の
糸
か
は

（
向
上
、
雑
四
、
呂
町
∞
）

道
雅
卿
の
家
の
歌
合
に
梅
花
を
よ
め
る

(8) 

ち
り
か
t
A

る
影
は
み
ゆ
れ
ど
梅
の
花
水
に
は
香
こ
そ
移
ら
ざ
り
け
れ

（
金
葉
集
、
春
、
初
）

選
子
内
親
王
い
つ
き
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
雪
ふ
り
た
る
に
月
の
あ
か
ふ
り
け
る
夜
参
り
た
り
け
れ
ど
女
房
連
ね
た
り
け
る
に
や
月
も
見
ざ
り
け
れ

ば
殿
上
の
御
簾
に
む
す
び
つ
け
L
る
歌
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(9) 

か
き
暮
し
雨
ふ
る
夜
は
い
か
な
ら
む
月
と
雪
と
は
か
ひ
な
か
り
け
り

（
向
上
、
冬
、
巴
M

）

兼
房
の
朝
臣
丹
後
守
に
て
く
だ
り
け
る
に
つ
か
は
し
け
る

大
納
言
経
長

君
う
し
ゃ
花
の
み
や
こ
の
花
を
み
で
苗
代
水
に
い
そ
ぐ
心
は

か
へ
し

藤
原
兼
房
朝
臣

(10) 

よ
そ
に
聞
く
苗
代
水
に
哀
れ
わ
が
お
り
た
つ
名
を
も
流
し
つ
る
哉

つ
ね
よ
り
も
世
間
は
か
な
く
聞
え
け
る
頃
さ
が
み
が
も
と
に
遣
し
け
る （

向
上
、
別
離
、
白
。
）

）
 

－zzA 

H
H
U
F
 

あ
は
れ
と
も
誰
か
は
我
を
思
出
で
む
あ
る
世
を
だ
に
も
問
ふ
人
も
な
し

（
千
載
集
、
雑
中
、

E
E）

能
因
法
師
身
ま
か
り
で
後
よ
み
侍
り
け
る

U2) 

あ
り
し
世
に
し
ば
し
も
見
で
は
な
か
り
し
を
あ
は
れ
と
ば
か
り
い
ひ
て
や
み
ぬ
る

（
新
古
今
集
、
哀
傷
、
室
町
）

後
一
条
院
の
中
宮
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
に
け
る
頃
限
な
く
か
な
し
き
色
の
う
ち
の
有
様
七
条
の
后
う
せ
給
ひ
て
荒
れ
の
み
ま
さ
る
と
い
ひ
け
む
も
思
ひ



出
で
ら
れ
て
中
宮
亮
兼
房
朝
臣
に
申
し
遣
し
け
る

目
の
前
に
か
く
荒
れ
は
つ
る
伊
勢
の
海
を
よ
そ
の
渚
と
思
ひ
け
る
哉

か
へ
し

U3l 

古
の
あ
ま
の
す
み
け
む
い
せ
の
海
も
か
・
ふ
る
渚
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

永
承
五
年
祐
子
内
親
王
家
の
歌
合
に
桜
を

U4l 

の
ど
か
に
も
見
ゆ
る
桜
の
匂
ひ
か
な
宿
の
け
し
き
や
風
も
知
る
ら
む

永
承
四
年
内
裏
の
歌
合
に

出
羽
弁

藤
原
兼
房
朝
臣

（
玉
葉
集
、
雑
四
、
包
印
M
）

（
続
後
拾
遺
集
、
春
下
、
宮
）

U5l 

つ
れ
な
き
に
思
ひ
絶
え
な
で
猶
恋
ふ
る
我
が
心
を
ぞ
今
は
恨
む
る

丹
後
守
に
侍
り
け
る
頃
あ
ひ
語
ら
ひ
け
る
女
の
許
に
又
人
も
の
い
ひ
渡
る
よ
し
聞
き
て
つ
か
は
し
け
る

（
新
続
古
今
集
、
恋
五
、
に
吋
吋
）

(16) 

ま
こ
と
に
や
人
の
し
る
に
は
絶
え
に
け
む
生
野
の
里
の
夏
引
の
糸

め
る

播
磨
守
に
侍
り
け
る
時
木
工
権
頭
を
く
に
ふ
と
ふ
め
を
け
り
け
る
く
た
る
た
ひ
に
は
い
つ
し
か
い
て
き
け
る
を
身
ま
か
り
け
る
後
ま
か
り
下
り
て
よ

（
向
上
、

E
E）
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つ
れ
つ
れ
は
な
に
ふ
も
ま
さ
る
や
ま
ひ
か
な
い
の
り
や
る
へ
き
か
た
の
な
き
か
な

「
事
〈
宮
や
a
，L

か
ね
ふ
さ
の
君
さ
く
ふ
む
の
歌
人
々
よ
む
を
よ
み
た
ら
は
を
こ
せ
よ
み
む
と
あ
り
し
に
ま
た
よ
ま
す
と
い
ひ
し
か
は
か
く

「
そ
」

此
つ
え
に
な
を
か
ふ
れ
と
も
お
も
ほ
ゆ
る
つ
か
は
す
み
ち
に
お
く
れ
も
そ
す
る

。司

い
つ
し
か
と
思
ひ
顔
な
る
け
し
き
に
て
ま
っ
こ
し
人
の
み
え
ぬ
た
ひ
哉

た
い
し
ら
す

(18) 

何
こ
と
も
わ
す
れ
ぬ
る
哉
な
つ
か
し
ゃ
梅
咲
や
と
の
春
の
あ
け
ぼ
の

さ
ぬ
き
の
せ
し
か
ね
ふ
さ
か
く
は
へ
し

U幼回）

（
続
詞
花
集
、
哀
傷
）

（
万
代
集
、
春
上
）

（
桂
宮
本
経
衡
集
）



返
し

き
り
を
き
て
お
こ
な
ふ
み
も
の
つ
ゑ
な
れ
は
み
つ
の
ふ
し
と
は
う
か
は
さ
ら
め
や

（
桂
宮
本
伊
勢
犬
輔
集
（
甲
）
）

千

，鳥

白目

夕
暮
は
空
に
千
鳥
ぞ
聞
ゆ
な
る
天
の
川
原
に
鳴
く
に
ゃ
あ
る
ら
む
（
永
承
四
年
内
裏
歌
合

十
二
番
左
）

鹿

凶

高
砂
に
妻
恋
ひ
か
ね
て
鳴
く
鹿
は
逢
坂
山
に
ゆ
き
て
住
め
か
し
（
永
承
五
年
祐
子
内
親
王
歌
合
、
十
四
番
右
）

側

わ
か
宿
に
初
音
は
来
鳴
け
ほ
と
・
ふ
ぎ
す
ま
ず
聞
き
て
き
と
人
に
語
ら
む
（
左
京
大
夫
道
雅
障
子
絵
合
）

暮
の
冬
山
里
に
雪
つ
も
れ
り
、
門
の
前
に
人
来
た
り

凶

秋
だ
に
も
来
る
人
も
な
し
山
里
に
雪
を
分
け
て
は
誰
か
と
ふ
べ
き

（
向
上
）
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闘

（
栄
花
物
語

御
裳
着
の
巻
）

吹
く
風
に
雲
や
は
る
ら
ん
月
影
の
見
る
に
も
ま
さ
る
光
な
り
け
り

凶

影
見
て
ぞ
行
末
ま
で
も
知
ら
れ
け
る
澄
む
池
水
も
心
あ
る
ら
し

（
向
上
）

間

お
ぼ
つ
か
な
今
日
は
子
の
日
を
山
菅
の
ひ
き
た
が
へ
で
も
祈
り
つ
る
哉

（
向
上
、
殿
上
の
花
見
の
巻
）

存
疑
歌

凶

お
も
ひ
や
れ
や
そ
う
ぢ
人
の
き
み
が
た
め
ひ
と
っ
こ
・
ふ
ろ
に
い
の
る
い
の
り
を

（
長
元
八
年
頼
通
歌
合
、
九
番
右
）

3主

（

1
）
 

本
文
は
「
歌
論
集
一
」
（
中
世
の
文
学
、
昭
M
W

、
三
弥
井
書
店
刊
）
所
収
の
も
の
に
依
っ
た
。
校
注
者
松
野
陽
一
氏
は
「
ひ
と
へ
に
を
か
し
き
風
幹

也
け
ん
」
に
関
し
て
「
一
図
に
新
奇
・
破
格
な
着
想
・
表
現
を
ね
ら
っ
た
歌
風
の
よ
う
だ
」
と
注
し
、
上
野
理
氏
の
論
考
も
併
せ
て
引
用
さ
れ
て
お

ら
れ
る
。



2 

和
歌
六
人
党
は
、
歌
人
や
そ
の
記
載
順
序
に
つ
い
て
、
伝
書
に
よ
っ
て
相
違
が
み
ら
れ
る
。
犬
養
廉
「
和
歌
六
人
党
に
関
す
る
試
論
」
（
国
語
と
国
文

学
、
昭
剖
・

9
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

3
）
 

北
山
茂
夫
「
王
朝
政
治
史
論
」
（
H
S
0

・
品
・
岩
波
書
店
刊
）

M
U
0

ペ
ー
ジ
参
照
。

（

4
）
 

萩
谷
朴
「
小
少
将
の
君
と
大
納
言
の
君
」
（
国
文
学
、

8
の
日
）

5 

兼
房
の
生
年
及
び
生
涯
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
平
安
朝
歌
合
大
成
」
（
四
）
所
収
「
天
喜
二
年
秩
播
磨
守
兼
一
房
歌
合
」
の
項
に
お
け
る
萩
谷
氏

の
御
指
摘
や
目
崎
徳
衛
氏
の
「
能
因
法
師
の
伝
に
お
け
る
こ
、
三
の
問
題
」
（
芸
林
、
昭
悦
・

4
、
6
月
号
）
の
御
指
摘
に
負
う
所
が
少
な
く
な
い
が
、

そ
れ

λ
＼
以
下
に
こ
と
わ
ら
な
い
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
両
氏
の
御
論
考
に
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

6 

歌
例
と
あ
る
も
の
は
、
末
尾
の
「
兼
房
和
歌
拾
遺
」
の
項
の
当
該
番
号
を
示
す
。

（

7
）
 

兼
房
の
子
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
関
係
刀
者
で
あ
る
右
衛
門
佐
と
も
解
し
得
る
が
、
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「
兼
房
の
右
衛
門
佐
」
と
い
っ
た
記
載
の
仕
方
に
お
い
て
は
、

適
任
者
を
見
出
せ
な
い
の
に
よ
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
兼
房
の
官
と
し
た
。
御
教
示
を
仰
ぎ
た
い
。

（

8
）
 

歌
同
参
照
。

（

9
）
 

栄
花
物
語
は
正
月
の
事
と
し
て
記
載
し
て
い
る
が
、
萩
谷
氏
の
御
指
摘
に
よ
っ
て
、
改
め
た

Q

10 

能
因
法
師
集
（
連
番
鈎
）
、
「
公
資
朝
臣
の
さ
か
み
に
な
り
て
下
る
に
／
ふ
る
さ
と
を
お
も
ひ
い
て
つ
る
秋
か
せ
に
き
よ
み
か
せ
き
を
こ
え
む
と
す
ら

ん
しー

11 

「
す
き
も
の
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
す
で
に
小
町
谷
照
彦
「
和
歌
的
幻
像
の
追
求
」
（
日
本
文
学
、

E
さ
・
叶
）
の
好
論
が
あ
る
。

，－.、
12 

橘
為
仲
及
び
そ
の
集
に
関
し
て
は
、
犬
養
廉
「
橘
為
仲
と
そ
の
集
局
（
国
語
と
国
文
学
、
昭
お
・
ロ
）
久
保
木
哲
夫
「
橘
為
仲
集
考
」
（
問
、
昭
必
・

4
）
な
ど
に
先
学
の
成
果
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
L

で
為
仲
集
甲
本
・
乙
本
と
し
た
の
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
た
。

13 

犬
養
氏
に
よ
れ
ば
（
前
掲
論
文
、
注
（
ロ
）
参
照
）
こ
の
能
因
と
為
仲
と
の
解
遁
は
長
久
四
年
四
月
の
折
の
こ
と
‘
ふ
さ
れ
て
い
る

Q

14 

片
桐
洋
一
監
修
、
ひ
め
ま
つ
の
会
編
、
（
昭
幻
・

2
、
大
学
堂
書
店
発
行
）



（日）
（凶）

為
仲
の
詠
は
越
後
守
赴
任
時
（
犬
養
氏
の
推
定
に
従
え
ば
延
久
元
年
秋
噴
）
の
成
立
で
、
こ
の
時
す
で
に
能
因
は
没
し
て
い
る
。

桂
宮
本
叢
書
第
三
巻
所
収
の
も
の
に
よ
る
。

（口）
（日）

歌
（
印
）
・
（
日
）
・
（
日
）
・
（
叩
）
等
参
照
。

十
訓
抄
第
四
の
二
に
、
兼
房
が
納
得
の
い
く
歌
を
な
か
／
＼
詠
み
出
せ
な
か
っ
た
の
で
、
常
に
人
丸
を
念
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、

一
夜
の
夢
に
人
丸
が

現
わ
れ
、
そ
れ
を
絵
に
写
し
と
ら
せ
て
日
夜
拝
し
て
い
る
う
ち
に
歌
も
結
構
に
詠
め
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
説
話
が
み
え
る
。
（
岩
波
文
庫
本
、

H
O
A
F

ベ
l
ジ
参
照
）

（印）

こ
の
歌
の
作
者
は
、
十
巻
本
歌
合
巻
に
は
そ
の
作
者
記
名
な
く
、

廿
巻
本
に
は
兼
房
・
後
拾
遺
集
（
賀
、

K8H）
に
は
藤
原
為
盛
女
、
栄
花
物
語
（
歌

合
の
巻
）
に
は
資
房
の
少
将
（
伊
勢
大
輔
イ
）
、

袋
草
紙
に
は
藤
為
盛
女
兼
房
朝
臣
代
欺
、
左
経
記
長
元
八
年
五
月
十
六
日
の
条
に
は
資
業
と
傍
注

し
て
、
定
か
で
は
な
い
。

- 51ー


