
― 39 ―

　

た
し
か
に
、
ご
く
一
部
の
権
門
の
姫
君
、
も
し
く
は
『
蜻
蛉
日

記
』
作
者
道
綱
母
の
よ
う
に
、
自
身
は
中
流
階
級
の
出
身
で
あ
っ

て
も
、
恵
ま
れ
た
条
件
の
も
と
結
婚
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
た

女
性
で
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
日
常
も
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
平

安
文
学
の
作
者
た
ち
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、〝
貴
族
〞

と
呼
ば
れ
る
女
性
の
多
く
が
中
流
階
級
に
属
し
、
も
し
く
は
上
流

と
言
わ
れ
る
出
自
で
あ
っ
て
も
「
女
房
」
と
し
て
他
家
に
出
仕
す

る
女
性
は
多
か
っ
た
。「
女
房
」
と
し
て
主
人
を
持
ち
、
ひ
と
た

び
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
と
も
い
え
る
自
邸
を
離
れ
れ
ば
、
ど
う
あ
が

い
て
も
完
全
に
自
分
の
姿
、
顔
を
見
ら
れ
ず
に
生
活
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
平
安
文
学
を
残
し
、
同
時
に
享
受
す
る
側
の
大

半
の
女
性
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
の
多

く
が
、
そ
の
よ
う
な
「
女
性
と
し
て
完
璧
な
待
遇
を
受
け
る
こ

と
」
を
理
想
と
し
つ
つ
も
、
実
際
そ
れ
が
叶
わ
な
い
、
ま
た
は
い

つ
叶
わ
な
く
な
る
か
わ
か
ら
な
い
状
態
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

序

　

平
安
時
代
の
貴
族
の
女
性
は
母
屋
の
奥
深
く
、
垂
れ
こ
め
た
几

帳
の
中
で
男
性
の
視
線
を
避
け
て
暮
ら
し
て
い
た

―
と
い
う
の

は
、
中
学
・
高
校
の
古
典
の
授
業
で
教
え
込
ま
れ
て
き
た
「
古
典

常
識
」
で
あ
る
。
扇
や
袖
、
自
ら
の
髪
を
使
っ
て
で
す
ら
、
彼
女

た
ち
は
自
ら
の
顔
、
姿
を
人
目
に
さ
ら
す
こ
と
を
拒
ん
だ
。「
い

か
で
人
に
声
を
も
聞
か
れ
じ
、
ま
し
て
は
づ
れ
ざ
ま
に
も
、
影
を

も
見
え
む
は
、
う
た
て
恐
ろ
し
う
の
み
、
つ
ゝ
み
あ
え
り
し
か

ば
」（
注
一
）と
い
う
の
が
、
他
者
の
視
線
に
対
す
る
当
時
の
女
性
一

般
の
考
え
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
こ
れ
は
本
当
に
当
時
の
「
常
識
」
で
あ
り
、
現
実
問
題

と
し
て
そ
の
よ
う
な
生
活
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

あ
く
ま
で
「
理
想
形
」
で
あ
っ
て
、
完
全
に
叶
わ
な
い
か
ら
こ
そ

の
「
あ
こ
が
れ
」「
理
想
像
」
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

『
讃
岐
典
侍
日
記
』「
見
ら
れ
る
」
こ
と
の
拒
絶
と
許
容 

　

―
　

女
房
た
ち
の
理
想
と
現
実
　

―
　

太　

田　

た
ま
き
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拒
絶
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
見
ら
れ
る
」
こ
と
に
頓
着
し

な
い
、「
許
容
」
と
も
い
え
る
事
例
も
散
見
さ
れ
る
。
許
容
と
拒

絶
に
は
境
界
線
が
あ
り
、
見
ら
れ
て
い
い
相
手
と
見
ら
れ
て
は
い

け
な
い
相
手
、
状
況
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
そ
の
基
準
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。『
讃
岐
典
侍
日
記
』

の
記
述
を
中
心
に
、「
他
者
の
視
線
を
避
け
て
生
活
す
る
」
と
い

う
平
安
時
代
の
女
性
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
そ
の
真
偽
を
考
察
し

て
い
く
。一　

中
宮
と
典
侍

　

ま
ず
、
女
性
が
他
者
の
視
線
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
こ
の
「
他
者
」
は
決
し
て
男
性
の
み
を
指
す
わ
け
で

は
な
い
。
そ
こ
で
、
見
逃
さ
れ
が
ち
な
「
女
性
同
士
の
見
る
・
見

ら
れ
る
」
と
い
う
点
か
ら
見
て
い
く
。

　
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
を
読
ん
で
気
に
な
る
こ
と
の
一
つ
に
、
長

子
と
堀
河
天
皇
中
宮
篤
子
内
親
王
と
の
距
離
感
が
あ
る
。

　

堀
河
天
皇
が
重
篤
な
状
態
に
陥
る
と
、
篤
子
内
親
王
方
は
長
子

に
宛
て
た
文
で
「
昔
の
御
ゆ
か
り
に
は
、
そ
こ
を
な
ん
お
な
じ
う

身
に
お
ぼ
し
め
す（
四
〇
二
）」（
注
三
）と
長
子
と
の
特
別
の
つ
な
が

り
を
認
め
、
長
子
を
信
用
で
き
る
者
と
し
て
堀
河
天
皇
の
容
態
を

問
い
合
わ
せ
る
。
そ
の
結
果
、
一
度
目
の
中
宮
参
上
と
な
る
わ
け

だ
が
、
こ
の
段
階
で
は
影
の
尽
力
者
で
あ
る
長
子
の
同
席
は
許
さ

れ
て
い
な
い
。
続
け
て
、
再
び
篤
子
内
親
王
側
が
長
子
に
使
者
を

　

そ
も
そ
も
、「
顔
を
見
せ
な
い
」
と
い
う
の
は
一
種
の
比
喩
で

あ
っ
て
、
高
貴
の
女
性
で
あ
れ
ば
姿
は
も
ち
ろ
ん
、
声
、
自
作
の

和
歌
、
筆
跡
に
至
る
ま
で
容
易
に
他
人
の
耳
目
に
さ
ら
す
こ
と
は

な
い
。
実
体
を
感
じ
さ
せ
な
い
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
う

い
っ
た
生
活
を
全
う
す
る
た
め
に
は
、
相
当
の
人
数
に
囲
ま
れ
る

経
済
力
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
か
な
う
の
は
極
一
部
の
階
級
の

女
性
で
あ
る
。
一
生
を
自
邸
で
過
ご
す
人
生
を
送
っ
た
場
合
で
も
、

条
件
が
揃
わ
な
け
れ
ば
「
見
ら
れ
な
い
」
こ
と
の
質
は
下
が
る
。

さ
ら
に
女
房
と
な
り
、
主
人
を
持
つ
こ
と
は
「
見
ら
れ
る
」
こ
と

の
拒
否
権
を
手
放
す
こ
と
を
意
味
し
、「
見
ら
れ
る
」
こ
と
の
決

定
権
は
主
人
側
に
委
ね
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
理
想
と
現
実
の
狭
間
に
生
き
る
女
性
た
ち
が
あ

こ
が
れ
続
け
た
の
が
「
見
ら
れ
な
い
」
女
性
像
で
あ
り
、
こ
れ
は

高
貴
の
象
徴
、
そ
し
て
「
庇
護
さ
れ
る
女
性
」
の
象
徴
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
見
ら
れ
な
い
」「
視
線
か
ら
庇
わ
れ
る
」
特
権
に
執
着
し
、

そ
れ
を
失
う
こ
と
の
大
き
さ
を
実
感
し
つ
づ
け
た
の
が
『
讃
岐
典

侍
日
記
』
の
作
者
藤
原
長
子
で
あ
る
。

　

藤
原
長
子
は
内
侍
司
二
等
官
、「
典
侍
」
の
地
位
に
あ
っ
た
女

性
で
あ
る
。
高
位
の
典
侍
と
は
い
え
あ
く
ま
で
「
女
房
」
で
あ
る

彼
女
に
、
堀
河
天
皇
は
「
見
ら
れ
な
い
」
特
権
を
与
え
た
。

　

堀
河
天
皇
の
崩
御
に
よ
り
そ
れ
が
奪
わ
れ
た
過
程
と
長
子
に
与

え
た
影
響
い
つ
い
て
は
以
前
述
べ
た
が（
注
二
）、
さ
ら
に
他
者
の

視
線
の
避
け
方
に
つ
い
て
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
そ
の
す
べ
て
を
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両
者
の
関
係
性
に
基
づ
く
。
し
か
し
、
長
子
と
篤
子
内
親
王
の
ケ

ー
ス
は
、
厳
密
に
い
え
ば
両
者
に
主
従
関
係
は
な
い
。
そ
こ
で
、

そ
も
そ
も
事
実
上
内
侍
司
女
官
の
最
高
位
「
典
侍
」
で
あ
る
作
者

が
、
キ
サ
キ
側
へ
の
出
入
り
を
許
可
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
も

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
に
、
他
の
女
流
日
記
や
『
栄
花

物
語
』
な
ど
の
よ
う
な
歴
史
物
語
を
見
て
も
、「
典
侍
」
は
天
皇

の
使
者
と
し
て
キ
サ
キ
の
も
と
に
頻
繁
に
出
入
り
し
て
い
る
。
な

ぜ
当
初
、
長
子
に
は
篤
子
内
親
王
側
へ
の
出
入
り
が
許
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
慎
重
に
精
査
す
る

必
要
が
あ
る
た
め
今
回
は
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
に
と
ど

め
る
が
、
考
え
ら
れ
る
の
は
長
子
と
堀
河
天
皇
の
関
係
で
あ
る
。

二
人
が
男
女
の
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
の
は
す
で
に
定
説
と
化
し

て
い
る
が
、
こ
の
点
に
加
え
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
記
事
に
限

っ
て
い
え
ば
回
想
部
分
を
含
め
堀
河
朝
で
の
長
子
が
公
事
に
奉
仕

し
た
記
録
が
な
い
こ
と
、
宮
中
祭
祀
な
ど
に
奉
仕
す
る
姿
は
す
べ

て
鳥
羽
朝
出
仕
以
降
だ
と
い
う
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。

　

明
治
天
皇
へ
の
出
仕
経
験
を
持
つ
山
川
三
千
子
の
著
書
『
女 

官　

明
治
宮
中
出
仕
の
記
』（
注
四
）に
は
、「
権
典
侍
は
俗
の
こ
と

ば
で
い
え
ば
お
妾
さ
ん
で
、
天
皇
の
お
身
の
ま
わ
り
の
お
世
話
が

そ
の
仕
事
、
お
内
儀
に
お
い
で
に
な
る
時
は
、
交
代
で
一
人
は
始

終
御
側
に
つ
め
て
い
ま
す
の
で
、
何
か
の
ご
沙
汰（
お
言
い
に
な
る
）

遣
わ
し
た
際
に
は
、
長
子
の
篤
子
内
親
王
方
へ
の
参
上
を
う
な
が

す
。
長
子
が
中
宮
御
座
所
に
渡
る
と
、
そ
こ
で
も
篤
子
内
親
王
は

長
子
と
対
面
は
せ
ず
、「
離
れ
ぬ
人
」
で
あ
る
宣
旨
と
い
う
女
房

を
介
し
て
様
子
を
聞
か
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

長
子
が
初
め
て
中
宮
と
同
じ
空
間
に
入
る
、
中
宮
側
か
ら
す
れ

ば
「
長
子
に
自
身
の
姿
を
見
せ
る
」
こ
と
を
解
禁
し
た
の
は
、
こ

の
後
に
実
現
し
た
堀
河
天
皇
と
篤
子
内
親
王
の
二
回
目
の
対
面
に

お
い
て
で
あ
る
。
正
確
な
発
言
者
は
不
明
だ
が
、「
御
か
た
は
ら

に
人
の
な
き
が
あ
し
き
ぞ（
四
〇
九
）」
と
い
う
言
を
受
け
て
、
長

子
は
同
席
を
許
可
さ
れ
た
。
こ
の
時
点
で
、
一
時
的
に
と
は
い
え

長
子
は
篤
子
側
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
後
、
堀
河
天
皇
が
崩
御
し
篤
子
内
親
王
と
長
子
の
交
渉
も

途
絶
え
る
が
、
崩
御
翌
年
の
三
月
に
中
宮
が
主
催
し
た
三
十
講
に

出
向
い
た
長
子
は
、
姉
の
藤
三
位
と
と
も
に
中
宮
の
御
前
近
く
に

参
上
す
る
。「
三
位
殿
は
い
ま
少
し
近
く
参
ら
せ
た
ま
へ
。
典
侍

殿
は
今
は
は
づ
か
し（
四
四
六
）」
と
長
子
の
接
近
を
牽
制
し
た
側

近
女
房
の
言
葉
に
、
篤
子
内
親
王
自
身
が
「
そ
れ
し
も
こ
そ
こ
こ

ろ
ざ
し
見
ゆ
れ（
四
四
六
）」
と
、
直
に
声
を
聞
か
せ
る
こ
と
に
も
、

自
ら
の
姿
を
見
せ
る
こ
と
に
も
一
定
の
「
許
可
」
を
与
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
女
性
同
士
の
「
見
る
」「
見
ら
れ
る
」
に
も
大

き
な
意
味
が
あ
り
、
上
位
の
者
か
ら
す
れ
ば
、
だ
れ
に
ど
の
タ
イ

ミ
ン
グ
で
自
身
を
「
見
る
」
許
可
を
与
え
る
の
か
、
下
位
の
者
か

ら
す
れ
ば
主
人
を
「
見
る
」
こ
と
を
許
可
し
て
も
ら
え
る
の
か
は



― 42 ―

　

後
宮
が
最
も
華
で
あ
っ
た
平
安
時
代
中
期
、
女
御
ク
ラ
ス
の
入

内
に
は
四
〇
名
ほ
ど
の
女
房
が
付
き
従
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
だ
け

の
集
団
で
あ
れ
ば
、
内
部
で
は
当
然
格
差
が
生
じ
る
。
現
に
、
定

員
四
人
と
い
わ
れ
る
典
侍
た
ち
の
中
で
も
序
列
は
あ
っ
た（
注
六
）。

清
涼
殿
内
部
に
お
い
て
典
侍
は
天
皇
の
最
側
近
で
あ
り
、
天
皇
の

姿
を
見
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
典
侍
は
存
在
し
な
い
。
典
侍
は

「
上
臈
」
で
あ
り
、
そ
の
下
に
は
「
内
侍（
掌
侍
）」
が
控
え
て
お

り
、
こ
こ
に
は
明
確
な
差
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
キ
サ
キ
や
一
般

貴
族
の
女
房
集
団
で
も
同
様
な
格
差
が
あ
り
、
そ
れ
が
集
団
の
中

で
は
明
確
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　

女
房
集
団
内
で
の
格
差
の
基
準
と
し
て
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す

の
が
、「
お
目
見
え
以
上
」「
以
下
」
と
い
う
線
引
き
で
あ
り
、
こ

れ
は
男
性
社
会
に
お
け
る
殿
上
人
と
地
下
人
の
差
に
近
い
。
こ
の

「
お
目
見
え
以
上
」、
つ
ま
り
主
人
の
姿
を
見
る
こ
と
を
許
さ
れ
た

女
房
と
、
許
さ
れ
な
い
女
房
の
差
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
記
述
が
、

『
た
ま
き
は
る
』
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　

上
臈
は
、
御
前
に
つ
ゞ
き
た
る
二
間
と
て
、
七
条
殿
の
二

棟
に
つ
ゞ
き
た
る
寝
殿
の
北
の
廂
の
西
の
端
な
り
。
人
少
な

き
時
は
こ
の
二
間
、
多
か
る
折
は
西
の
一
間
を
開
け
合
は
せ

て
、
う
ち
解
く
る
世
な
く
、
袖
褄
う
ち
乱
れ
ず
、
つ
く
ろ
ひ

ゐ
た
り
。
中
臈
よ
り
下
、
こ
れ
に
つ
ゞ
き
た
る
大
ば
ん
所
に
、

お
な
じ
さ
ま
に
て
さ
ぶ
ら
ふ
。
近
う
候
人
は
東
の
台
盤
所
と

の
お
取
り
次
ぎ
も
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た（
二
五
）」「
皇
后

様
が
方
々
へ
行
啓
の
時
は
、
女
官
長
の
他
に
、
交
代
で
各
仲
間
か

ら
二
、
三
人
は
お
供
申
し
上
げ
る
の
で
す
が
、
お
遊
び
の
時
は
と

も
か
く
と
し
て
、
権
典
侍
は
公
の
場
所
に
は
い
っ
さ
い
出
ら
れ
な

い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
賢
所
な
ど
の
御
祭
典
に
も
内
侍

が
お
供
い
た
し
ま
す
し
、
御
直
拝
の
な
い
ば
あ
い
は
、
代
拝
に
ま

い
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た（
三
〇
）」
な
ど
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
平
安
後
期
と
明
治
時
代
で
は
あ
ま
り
に
時
代
が
異
な
る
た

め
安
易
に
こ
れ
を
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
す
で
に
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に（
注
五
）、
長
子
は
堀
河
朝
と
鳥
羽
朝
で
は
任

さ
れ
た
職
務
の
範
囲
、
そ
し
て
男
性
の
目
か
ら
庇
わ
れ
る
か
さ
ら

さ
れ
る
か
と
い
う
点
で
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な

点
か
ら
し
て
も
、
堀
河
朝
で
の
長
子
は
一
介
の
女
房
と
は
異
な
る

特
殊
な
立
場
に
あ
り
、
本
来
は
篤
子
内
親
王
側
に
出
入
り
を
許
さ

れ
る
立
場
で
は
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
長
子
に

と
っ
て
は
篤
子
側
か
ら
出
入
り
を
許
さ
れ
、
そ
の
姿
を
見
る
こ
と

を
許
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
悦
び
を
も
っ
て

受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
「
見
る
」「
見
ら
れ
る
」
こ
と
に
は
ど

の
よ
う
な
規
定
が
あ
っ
た
の
か
を
、
今
度
は
女
主
人
と
女
房
と
い

う
関
係
か
ら
見
て
い
こ
う
。

二　

御
前
聴
さ
れ
た
る
人
々



― 43 ―

　

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
女
房
に
と
っ
て
主
人
に
「
見
ら
れ

る
」
こ
と
は
、
一
概
に
「
恥
」「
屈
辱
」
で
は
な
い
。
主
人
の
姿

を
見
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
こ
と
、
主
人
か
ら
「
見
ら
れ
る
」
こ
と

は
、
一
女
房
と
し
て
存
在
を
認
識
さ
れ
こ
と
を
意
味
す
る
。
上
位

の
者
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
は
、
女
性
の
理
想
形
で
あ
る
「
見
ら
れ

な
い
女
」
と
し
て
の
資
格
を
失
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
女

房
と
し
て
は
自
立
の
第
一
歩
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三　
「
几
帳
を
作
り
出
で
ん
」

　

そ
れ
で
は
、
個
人
・
集
団
を
含
め
て
、
女
房
た
ち
は
ど
の
よ
う

に
「
男
性
か
ら
の
視
線
」
に
対
処
し
た
の
か
。
そ
も
そ
も
女
主
人

と
異
な
り
、
男
性
の
主
人
に
仕
え
る
女
房
に
は
主
人
を
他
者
の
視

線
か
ら
守
る
必
要
は
な
い
。
男
性
主
人
に
仕
え
る
場
合
の
も
最
も

難
し
い
点
は
、
主
人
と
の
関
係
に
あ
る
。
男
女
の
関
係
が
生
じ
、

し
か
も
そ
れ
を
周
囲
も
承
知
し
て
お
り
、
主
人
自
身
も
相
手
に

「
女
房
以
上
の
特
権
」
を
与
え
た
い
と
考
え
た
場
合
、
こ
と
は
複

雑
に
な
っ
て
い
く
。

　
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
作
者
藤
原
長
子
は
、
一
般
に
認
識
さ
れ
て

い
る
「
女
房
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
殊
な
立

場
に
あ
っ
た
。
長
子
は
堀
河
天
皇
、
鳥
羽
天
皇
二
代
に
仕
え
た
内

侍
司
二
等
官
の
「
典
侍
」、
い
わ
ゆ
る
「
う
へ
の
女
房
」
で
あ
っ

た
。
彼
女
の
立
場
の
複
雑
さ
は
、
紫
式
部
や
清
少
納
言
と
は
異
な

り
主
人
が
男
性
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
「
天
皇
」
で
あ

て
、
向
か
ひ
た
る
方
を
通
る
。
入
り
立
ち
の
人
〳
〵
な
ど
は
、

そ
れ
に
入
る
。
こ
の
上
郎
の
さ
ぶ
ら
ふ
二
間
に
は
、
し
げ
き

折
は
二
三
日
、
ま
ぎ
ら
は
し
き
ほ
ど
な
ど
は
四
五
日
に
な
る

時
も
あ
り
き
。 

（
二
五
五
）

　

女
房
は
そ
の
出
自
に
よ
っ
て
「
上
臈
」「
中
臈
」「
下
臈
」
に
分

け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
差
は
与
え
ら
れ
る
局
、
御
前
で
の
伺

候
場
所
に
も
明
確
に
表
れ
て
い
た
。
主
人
と
の
距
離
が
近
い
ほ
ど

上
臈
で
あ
る
証
で
あ
り
、
ど
れ
だ
け
主
人
と
近
づ
け
る
の
か
、
主

人
を
「
見
る
」
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
か
が
集
団
に
お
け
る
自
ら
の

地
位
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。「
主
人
」
は
他
者
の
視
線
か
ら
守

ら
れ
る
存
在
で
あ
る
た
め
、
主
人
に
近
い
場
所
を
許
さ
れ
れ
ば
、

自
身
も
自
動
的
に
主
人
を
中
心
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
遮
蔽
構
造
の

恩
恵
に
与
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
恩
恵
の
傘
」
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
主
人
と
の
距
離
が
離
れ
る
に
従
っ
て
効
力
は
薄
く
な
る
。

そ
し
て
、
そ
の
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
「
お
目
見
え
以
下
」
の
女

房
た
ち
は
、「
御
前
聴
さ
れ
ぬ
人
は
、
近
く
さ
ぶ
ら
ふ
人
〳
〵
の
、

「
御
前
に
な
る
」
と
告
ぐ
る
に
、
立
ち
退
き
て
、
障
子
の
外
に
ゐ

る（
二
五
六
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
分
た
ち
の
姿
が
主
人
の
目
に

入
る
、
女
房
側
か
ら
す
れ
ば
主
人
を
見
て
し
ま
う
可
能
性
が
生
じ

る
と
、
自
分
ら
身
を
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

彼
女
た
ち
は
、
主
人
か
ら
「
見
て
も
ら
う
」、
存
在
を
認
め
て
す

ら
も
ら
え
な
い
の
で
あ
る
。
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ろ
は
、
た
れ
も
、
を
り
あ
し
け
れ
ば
う
ち
し
め
り
な
ら
ひ
て

お
は
し
ま
せ
ば
、
い
か
で
か
は
し
る
か
ら
ん
。「
大
臣
来
」

と
、
い
み
じ
う
苦
し
げ
に
お
ぼ
し
め
し
な
が
ら
告
げ
さ
せ
た

ま
ふ
、
御
心
の
あ
り
が
た
さ
は
、
い
か
で
か
思
ひ
知
ら
れ
ざ

ら
ん
。
か
く
、
苦
し
げ
な
る
御
心
地
に
た
ゆ
ま
ず
告
げ
さ
せ

た
ま
ふ
御
心
の
、
あ
は
れ
に
思
ひ
知
ら
れ
て
、
涙
浮
く
を
、

あ
や
し
げ
に
御
覧
じ
て
、
は
か
ば
か
し
く
も
召
さ
で
、
臥
さ

せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
ま
た
添
ひ
臥
し
ま
ゐ
ら
せ
ぬ
。

 

（
四
〇
一
）

　

か
く
お
は
し
ま
せ
ば
、
殿
も
夜
昼
た
ゆ
ま
ず
参
ら
せ
た
ま

へ
ば
、
い
と
ど
は
れ
に
は
し
た
な
き
心
地
す
れ
ば
、
三
位
殿

も
、「
を
り
に
こ
そ
し
た
が
べ
。
か
ば
か
り
に
な
り
に
た
る

こ
と
に
、
な
ん
で
ふ
も
の
は
ば
か
り
は
す
る
」
と
あ
れ
ば
、

い
か
が
は
せ
ん
と
て
過
ぐ
す
。

　

大
殿
近
く
参
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
御
膝
高
く
な
し
て
陰
に
隠

さ
せ
た
ま
へ
ば
、
わ
れ
も
単
衣
を
引
き
被
き
て
臥
し
て
聞
け

ば
、「
御
占
に
は
、
と
ぞ
申
し
た
る
、
か
く
ぞ
申
し
た
る
。

御
祈
り
は
、
そ
れ
そ
れ
な
ん
始
ま
り
ぬ
る
。
ま
た
、
十
九
日

よ
り
、
よ
き
日
な
れ
ば
、
御
仏
御
修
法
の
べ
さ
せ
た
ま
ふ
」

と
申
さ
せ
た
ま
へ
ば
、「
そ
れ
ま
で
の
御
命
や
は
あ
ら
ん
ず

る
」
と
お
ほ
せ
ら
る
。 

（
四
〇
一
）

っ
た
こ
と
、
そ
し
て
堀
河
天
皇
と
男
女
の
関
係
に
あ
っ
た
点
に
あ

る
。
一
般
の
邸
宅
に
も
男
主
人
に
仕
え
る
女
房
は
存
在
し
た
。
し

か
し
、
典
侍
の
場
合
、
内
侍
所
女
官
と
し
て
公
事
に
奉
仕
し
つ
つ

も
、
実
際
は
天
皇
の
日
常
の
世
話
が
職
務
の
中
心
で
あ
っ
た
。
同

じ
く
天
皇
の
側
近
と
し
て
仕
え
る
蔵
人
は
殿
上
の
間
な
ど
に
お
け

る
奉
仕
で
あ
っ
た
が
、
清
涼
殿
内
部
で
の
世
話
は
典
侍
や
内
侍
が

担
当
し
て
い
た
。
し
か
し
、
清
涼
殿
は
天
皇
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
空

間
と
は
い
う
も
の
の
大
臣
ク
ラ
ス
の
最
側
近
た
ち
が
日
常
的
に
出

入
り
し
て
お
り
、
彼
女
た
ち
が
彼
ら
の
視
線
を
拒
否
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

　

加
え
て
、
長
子
は
堀
河
天
皇
と
男
女
の
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
堀
河
天
皇
崩
御
後
は
当
時
五
歳
の
鳥
羽
天
皇
に
出
仕
し
た
わ

け
だ
が
、
成
人
男
性
で
あ
る
天
皇
と
そ
の
息
子
の
幼
帝
と
い
う
二

代
の
天
皇
に
仕
え
た
こ
と
に
よ
り
、
長
子
は
相
当
複
雑
な
女
房
生

活
を
送
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
特
殊
な
立
場
に
あ
っ
た
長
子
が
も
っ
と
も
執
着
し

た
の
が
、「
御
膝
の
か
げ
」
と
し
て
知
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ

る
。
病
が
篤
く
な
り
息
も
絶
え
絶
え
の
中
、
堀
河
天
皇
が
自
分
の

膝
を
使
っ
て
、
長
子
を
当
時
の
関
白
右
大
臣
藤
原
忠
実
の
視
線
か

ら
庇
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

殿
の
う
し
ろ
の
か
た
よ
り
参
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
も
、
例
の

や
う
に
な
ど
し
て
参
ら
せ
た
ま
ふ
こ
そ
し
る
け
れ
、
こ
の
ご
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べ
け
れ
ば
、
寝
た
り
。
何
ご
と
に
か
、
こ
ま
や
か
に
申
さ
せ

た
ま
ふ
。
御
位
ゆ
づ
り
の
こ
と
に
や
と
ぞ
心
得
ら
る
る
。
申

し
は
て
て
、
臥
し
た
る
と
こ
ろ
に
さ
し
寄
り
て
、「
御
か
た

は
ら
に
参
ら
せ
た
ま
へ
」
と
い
ひ
か
け
て
、
立
ち
た
ま
ひ
ぬ
。

 

（
四
〇
六
）

　

こ
こ
に
長
子
と
堀
河
天
皇
に
よ
る
取
捨
選
択
の
意
識
が
表
れ
て

い
る
。「
見
ら
れ
な
い
こ
と
」
は
理
想
で
は
あ
る
が
、
天
皇
側
近

女
房
と
し
て
そ
れ
は
叶
わ
な
い
。
し
か
し
、「
そ
れ
で
も
忠
実
の

視
線
か
ら
だ
け
は
避
け
た
い
」
と
い
う
両
者
の
思
い
の
合
致
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
処
置
が
可
能
と
な
っ
た
。
単
純
に
考
え
れ
ば
忠
実
に

警
戒
さ
せ
る
よ
う
な
要
素
が
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
御
膝
の

か
げ
」
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
現
時
点
で
そ

れ
を
補
う
事
実
は
発
見
で
き
て
な
い
。
た
だ
、
忠
実
は
長
子
た
ち

と
ほ
ぼ
同
年
代
、
雅
実
は
当
時
四
十
八
歳
と
い
う
点
に
は
注
目
し

た
い
。
雅
美
は
堀
河
天
皇
生
母
中
宮
賢
子
の
弟
で
あ
り
、
堀
河
天

皇
の
叔
父
に
あ
た
る
。
年
齢
的
に
も
立
場
的
に
も
実
害
は
考
え
に

く
か
っ
た
の
か
、
堀
河
天
皇
と
長
子
は
彼
を
特
別
に
意
識
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
忠
実
と
堀
河
天
皇
、
長
子
の
三
者
は

ほ
ぼ
同
年
齢
で
、
加
え
て
忠
実
は
白
河
院
と
の
間
に
御
子
を
儲
け

た
女
性
を
、
祖
母
を
仲
介
に
譲
り
受
け
た
と
い
う
逸
話
を
持
つ
。

そ
れ
以
外
に
も
何
ら
か
の
避
け
る
べ
き
要
因
が
あ
っ
た
の
か
、
堀

河
天
皇
は
長
子
を
彼
の
視
線
か
ら
の
み
庇
い
続
け
た
。
そ
し
て
長

　

つ
れ
づ
れ
の
ま
ま
に
、
よ
し
な
し
物
語
、
昔
今
の
こ
と
、

語
り
聞
か
せ
た
ま
ひ
し
を
り
、
殿
の
あ
と
の
か
た
に
寄
り
た

て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
し
か
ば
、
そ
の
ま
ま
に
て
さ
ぶ
ら
は
ん

は
、
な
め
げ
に
見
苦
し
く
お
ぼ
え
し
か
ば
、
起
き
上
が
り
て

退
か
ん
と
せ
し
を
、
見
え
ま
ゐ
ら
せ
じ
と
思
ふ
な
め
り
と
お

ぼ
し
て
、「
た
だ
あ
れ
。
几
帳
作
り
出
で
ん
」
と
て
、
御
膝

を
高
く
な
し
て
、
陰
に
隠
さ
せ
た
ま
へ
り
し
御
心
の
あ
り
が

た
さ
、
今
の
心
地
す
。
い
つ
の
ま
に
変
は
り
け
る
世
の
け
し

き
ぞ
と
、
よ
ろ
づ
の
人
た
ち
の
そ
の
か
み
の
人
な
ら
ぬ
な
か

に
、
わ
れ
ば
か
り
昔
な
が
ら
の
人
、
い
か
に
結
び
お
き
け
る

前
の
世
の
契
り
に
か
と
、
も
の
の
み
思
ひ
つ
づ
け
ら
れ
て
、

あ
は
れ
し
の
び
が
た
き
心
地
す
。 

（
四
五
七
）

　

長
子
が
本
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
執
着
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
以
前
考

察
し
た
が（
注
七
）、
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
作
者
が
避
け
た
の
が

「
右
大
臣
藤
原
忠
実
」
の
視
線
で
あ
る
点
で
あ
る
。
彼
女
が
避
け

て
い
る
の
は
「
忠
実
の
」
視
線
で
あ
り
、
堀
河
天
皇
が
庇
っ
た
の

も
「
忠
実
の
」
視
線
か
ら
の
み
で
あ
る
。
一
方
で
、
忠
実
に
次
ぐ

身
分
で
あ
る
内
大
臣
源
雅
実
の
視
線
に
つ
い
て
は
、
堀
河
天
皇
も

長
子
自
身
も
一
向
に
気
に
す
る
様
子
が
な
い
。

　

明
け
ぬ
れ
ば
、
大
臣
殿
参
り
た
ま
ひ
て
、
院
の
御
使
に
て

こ
と
ど
も
あ
り
げ
な
る
け
し
き
な
れ
ば
、
心
な
き
心
地
し
ぬ
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て
そ
こ
に
、
お
な
じ
さ
ま
に
て
、
息
も
た
え
た
る
さ
ま
し
て
、

臥
し
た
ま
ひ
た
る
、
大
臣
殿
見
た
ま
ひ
て
、
子
の
中
納
言
召

し
て
、「
あ
れ
、
ゐ
て
退
け
よ
」
と
あ
れ
ば
、
そ
の
か
た
の

女
房
、
中
納
言
と
し
て
、
い
と
た
の
も
し
く
め
で
た
げ
に
て
、

か
き
抱
き
て
去
ぬ
。

　

さ
る
ほ
ど
に
、
大
弐
の
三
位
も
、
御
子
、
播
磨
の
守
、
出

雲
の
守
な
ど
い
ふ
人
々
、
か
き
す
く
ひ
て
ゐ
て
去
ぬ
。 

 

（
四
二
二
）

④
加
賀
の
守
の
、
さ
ば
か
り
あ
る
は
、
抱
き
退
く
べ
き
心
地

も
せ
ね
ば
、
加
賀
の
守
に
、「
わ
れ
は
え
抱
き
た
ま
ふ
ま
じ

く
は
、
局
の
人
を
呼
び
た
ま
へ
」
と
い
へ
ば
、
さ
ば
か
り
の

も
の
も
お
ぼ
え
ず
げ
な
る
人
の
、
と
り
あ
へ
ず
、「
い
か
で

わ
が
君
の
お
は
し
ま
す
と
こ
ろ
に
下
衆
を
ば
寄
せ
ん
」
と
て
、

い
み
じ
う
泣
か
る
。
参
り
さ
ま
に
抱
か
れ
た
り
つ
れ
ば
、
せ

め
て
も
の
の
お
ぼ
え
で
か
と
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。
さ
れ
ば
、
わ
が

か
た
の
女
房
ど
も
呼
び
寄
せ
て
、
非
道
に
、
引
き
載
す
る
や

う
に
て
、
人
の
背
中
に
負
ほ
せ
て
や
り
つ
。 

（
四
二
四
）

⑤
昼
つ
け
て
、
殿
参
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
人
々
ゐ
な
ほ
り
な
ど

す
れ
ば
、
も
の
を
参
ら
せ
さ
し
て
立
た
ん
も
、
お
と
な
に
お

は
し
ま
い
し
に
ぞ
、
さ
や
う
の
を
り
も
わ
か
ず
立
ち
し
か
、

ま
た
、
お
と
な
し
う
な
ど
も
告
げ
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
、
こ
れ

子
は
忠
実
か
ら
の
視
線
に
の
み
反
応
す
る
。
作
品
内
で
は
堀
河
天

皇
の
病
床
の
間
に
出
入
り
す
る
男
性
が
散
見
す
る
も
の
の
、
長
子

が
拒
絶
し
た
の
は
忠
実
の
そ
れ
だ
け
で
あ
り
、
雅
実
を
含
め
、
忠

実
以
外
の
男
性
に
つ
い
て
は
特
別
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

①
か
く
お
は
し
ま
せ
ば
、
殿
も
夜
昼
た
ゆ
ま
ず
参
ら
せ
た
ま

へ
ば
、
い
と
ど
は
れ
に
は
し
た
な
き
心
地
す
れ
ば
、
三
位
殿

も
、「
を
り
に
こ
そ
し
た
が
へ
。
か
ば
か
り
に
な
り
に
た
る

こ
と
に
、
な
で
ふ
も
の
は
ば
か
り
は
す
る
」
と
あ
れ
ば
、
い

か
が
は
せ
ん
と
て
過
ぐ
す
。 

（
四
〇
一
）

②
左
衛
門
の
督
、
源
中
納
言
、
大
臣
殿
の
権
中
納
言
、
中
将

の
御
乳
母
子
の
君
た
ち
、
十
余
人
、
女
房
の
さ
ぶ
ら
ふ
か
ぎ

り
、
声
を
と
と
の
へ
て
、
せ
め
て
お
ぼ
ゆ
る
ま
ま
に
、
御
障

子
を
な
ゐ
な
ど
の
や
う
に
か
は
か
は
と
弾
き
鳴
ら
し
て
、
泣

き
あ
ひ
た
る
お
び
た
た
し
さ
、
も
の
お
ぢ
せ
ん
人
は
聞
く
べ

く
も
な
し
。「
い
ま
ひ
と
た
び
見
ま
ゐ
ら
せ
ん
」
と
て
、
親

し
き
上
達
部
、
殿
上
人
も
、
わ
れ
も
わ
れ
も
と
参
れ
ど
、
う

と
き
は
呼
び
も
入
れ
ず
。 

（
四
一
九
）

③
長
押
の
し
も
に
、
さ
な
り
は
て
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
と
見
ま
ゐ

ら
す
る
ま
ま
に
、
大
臣
殿
の
三
位
、
ま
ろ
び
お
り
て
、
や
が
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の
よ
う
な
状
態
を
指
す
の
か
は
今
後
考
察
の
必
要
は
あ
る
が
、
姿

を
隠
そ
う
と
し
た
長
子
に
対
す
る
批
難
と
い
う
か
、
諭
す
こ
と
ば

な
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
②
で
は
多
く
の
側
近
が
清
涼
殿
内
病
床
の

間
に
参
入
し
て
い
る
こ
と
、
③
で
は
雅
実
が
女
房
た
ち
の
間
に
入

っ
て
場
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
④
で
は
、
長
子

の
甥
な
が
ら
も
ほ
ぼ
同
年
齢
と
思
わ
れ
る
加
賀
の
守
藤
原
敦
兼
と

直
接
言
葉
を
交
わ
し
、
と
も
に
長
子
の
姉
藤
三
位
の
処
置
を
行
っ

て
い
る
様
子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
⑤
で
は
、
あ
れ
だ
け

避
け
た
忠
実
に
対
し
て
鳥
羽
朝
出
仕
後
は
直
接
姿
を
さ
ら
し
、
会

話
ま
で
し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
や
は
り
長
子
が
避
け
続
け
た
の
は
忠
実
の

み
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
忠
実
個
人
に
何
ら
か
の
原
因
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
身
分
の
乖
離
と
い
う
点
で
、
下
位
の
者
の
視
線

を
避
け
る
と
い
う
こ
と
は
一
般
に
想
定
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
人
臣

最
高
位
の
た
っ
た
一
人
の
み
の
視
線
を
避
け
、
そ
れ
以
下
の
身
分

の
者
に
は
女
房
と
し
て
通
常
の
対
応
を
す
る
と
い
う
の
も
興
味
深

い
現
象
で
あ
る
。

　
「
御
膝
の
か
げ
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
わ
れ
わ
れ
が
習
っ
て
き

た
「
男
性
の
視
線
を
避
け
る
と
い
う
習
慣
を
持
つ
平
安
時
代
の
女

性
」
と
い
う
教
え
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
死
守
す

る
た
し
な
み
深
い
女
性
の
話
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、

本
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
り
読
み
取
れ
る
の
は
、
長
子
が
置
か
れ
て
い

た
状
況
の
特
異
性
で
あ
り
、
実
際
は
「
そ
れ
が
許
さ
れ
る
立
場
で

は
、
う
ち
す
て
て
立
た
ば
、
よ
き
こ
と
や
い
は
れ
ん
ず
る
と

思
へ
ば
、
な
ほ
ゐ
た
る
も
、
か
く
こ
そ
あ
り
が
た
か
り
け
る

こ
と
を
心
に
ま
か
せ
て
過
ぐ
し
け
ん
年
月
を
、
い
か
で
思
ひ

知
ら
ざ
ら
ん
。
は
し
た
な
く
思
へ
ば
、
う
ち
う
つ
ぶ
し
て
ゐ

た
れ
ば
、
御
障
子
の
外
に
ゐ
た
る
人
た
ち
に
、「
あ
れ
は
、

た
そ
」
と
問
は
せ
た
ま
ふ
御
声
、
聞
こ
ゆ
。「
そ
れ
」
と
い

ら
ふ
る
な
め
り
。
御
障
子
の
う
ち
に
近
や
か
に
つ
い
ゐ
て
、

「
い
つ
よ
り
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
ぞ
。
今
よ
り
は
か
や
う
に

て
こ
そ
は
。
そ
も
昔
の
思
ひ
出
で
ら
れ
た
ま
ひ
て
恋
し
き
に
、

そ
の
か
み
の
物
語
し
て
な
ぐ
ざ
め
ん
」
な
ど
あ
る
、
い
と
か

な
し
。（
中
略
）「
思
ひ
か
け
ざ
り
し
こ
と
か
な
。
か
や
う
に

近
や
か
に
参
り
て
、
も
の
な
ど
申
し
し
こ
と
と
は
、
思
は
ざ

り
し
か
な
。
例
な
ら
で
お
は
し
ま
い
し
を
り
な
ど
、
御
か
た

は
ら
に
添
ひ
臥
さ
せ
た
ま
へ
り
し
を
り
参
り
た
り
し
か
ば
、

御
膝
高
く
な
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
陰
に
隠
さ
せ
た
ま
ひ
し
を
り
、

か
や
う
な
ら
ん
こ
と
ど
も
と
こ
そ
思
は
ざ
り
し
か
。
げ
に
陰

に
も
隠
れ
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
な
。
世
は
か
く
も
あ
り
け
る
か

な
」
と
い
ひ
か
け
て
立
た
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
聞
く
ぞ
、
げ
に
と

心
憂
き
。 

（
四
四
一
）

　

①
で
「
三
位
殿
」
が
言
っ
て
い
る
「
を
り
に
こ
そ
し
た
が
へ
」

と
い
う
の
は
、「
通
常
で
あ
れ
ば
許
さ
れ
る
こ
と
で
も
、
こ
の
状

態
で
は
我
慢
し
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。「
通
常
」
が
ど
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い
」
こ
と
へ
の
執
着
を
一
切
示
す
こ
と
は
な
く
、
淡
々
と
受
け
入

れ
て
い
る
。

　

堀
河
天
皇
の
崩
御
後
、
宮
中
を
退
い
た
作
者
の
も
と
に
鳥
羽
朝

出
仕
の
要
請
が
来
る
。
作
品
本
文
に
よ
れ
ば
、
彼
女
が
承
諾
に
躊

躇
し
て
い
る
と
、
そ
の
最
中
に
鳥
羽
天
皇
の
伯
父
・
藤
原
公
実
が

死
去
。
そ
の
娘
で
鳥
羽
天
皇
の
乳
母
・
大
納
言
典
侍
が
服
喪
に
よ

り
即
位
式
「
褰
帳
の
女
房
」
の
役
を
降
り
る
こ
と
に
な
り
、
長
子

に
そ
の
大
役
が
回
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
長
子
は
「
二
代
の
天
皇
」
に
仕
え
る
嘆
き
は
訴
え
て

い
る
も
の
の
、「
褰
帳
の
女
房
」
と
し
て
衆
人
環
視
の
な
か
儀
式

に
奉
仕
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗
は
一
切
述
べ
て
い
な
い
。

　

夕
暮
れ
に
、
三
位
殿
の
も
と
よ
り
、
帳
あ
げ
す
べ
き
よ
し

あ
れ
ば
、
い
と
あ
さ
ま
し
く
て
、
日
ご
ろ
は
聞
き
過
ぐ
し
て

の
み
過
ぎ
つ
る
を
、
参
ら
じ
と
思
ふ
な
め
り
と
心
得
さ
せ
た

ま
う
て
、
押
し
あ
て
さ
せ
た
ま
ふ
な
め
り
と
思
ふ
に
、
す
べ

き
か
た
な
し
。（
中
略
）「
内
蔵
の
頭
の
殿
よ
り
人
参
ら
せ
た

り
。
院
宣
に
て
摂
政
殿
の
う
け
た
ま
は
り
に
て
さ
ぶ
ら
ふ
。

『
堀
河
院
の
御
素
服
、
賜
り
た
ら
ば
、
と
く
脱
ぐ
べ
き
な
り
』

と
宣
旨
く
だ
り
ぬ
。
と
く
脱
が
せ
た
ま
へ
」
と
い
ひ
に
お
こ

せ
た
り
。
か
ば
か
り
の
こ
と
だ
に
心
に
ま
か
せ
ず
、
道
理
に

脱
ぐ
べ
き
を
り
も
待
た
ず
脱
ぎ
て
ん
こ
と
、
心
憂
き
に
、

「
芹
つ
み
し
」
と
い
ひ
け
ん
古
言
を
、
身
に
思
ひ
よ
そ
へ
ら

は
な
か
っ
た
の
に
」
と
い
う
前
提
の
も
と
、「
忠
実
と
い
う
一
人

に
対
し
て
だ
け
」
許
さ
れ
た
拒
絶
行
為
を
描
写
し
た
も
の
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
あ
る
の
は
や
は
り
、「
見
ら
れ
な
い
女
性
」

は
広
く
一
般
の
女
性
に
と
っ
て
、
あ
こ
が
れ
の
理
想
形
で
あ
る
と

い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。

四　

即
位
式
「
右
の
典
侍
」

　

忠
実
個
人
の
視
線
の
拒
絶
に
は
こ
だ
わ
り
続
け
た
長
子
は
、
一

方
で
「
見
ら
れ
る
」
と
い
う
点
に
お
い
て
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な

い
ほ
ど
の
事
象
に
、
意
外
な
ま
で
の
無
頓
着
さ
を
見
せ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
典
侍
の
「
公
」「
ハ
レ
」
の
職
掌
か
ら
し
て
避

け
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
、
集
団
か
ら
の
視
線
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
記
事
の
順
に
長
子
が
奉
仕
し
た
儀
式
に
お
け
る
心
情
を

た
ど
っ
て
い
こ
う
。

　

前
述
の
と
お
り
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
中
で
は
回
想
部
分
を

含
め
て
、
堀
河
朝
出
仕
期
間
中
に
長
子
が
儀
式
に
奉
仕
し
た
と
い

う
記
述
は
な
い
。
諸
記
録
を
見
て
も
現
時
点
で
そ
れ
は
見
つ
か
ら

ず
、
よ
っ
て
、「
帳
あ
げ
」
に
指
名
さ
れ
た
時
点
で
ど
れ
ほ
ど
彼

女
に
「
人
に
見
ら
れ
る
」
耐
性
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
、
帳
あ
げ
を
は
じ
め
と
し
て
彼
女
が
関
わ
っ
た
儀
式
は
即

位
に
伴
う
一
世
一
代
の
も
の
で
あ
り
、
通
常
の
年
中
行
事
的
な
公

事
と
は
規
模
も
重
要
性
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
彼
女
は
忠
実
の
視
線
を
避
け
た
際
の
「
見
ら
れ
な
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か
に
な
り
、
親
し
く
つ
か
う
ま
つ
る
主
と
な
ら
せ
た
ま
へ
ば
、

お
ぼ
ろ
け
な
ら
ぬ
契
り
に
こ
そ
と
、
思
ひ
な
ぐ
さ
む
れ
ど
、

藻
に
住
む
虫
の
わ
れ
か
ら
と
の
み
、
世
に
あ
り
て
か
か
る
め

も
み
る
こ
と
、
か
な
し
け
れ
ど
、
さ
て
あ
る
べ
き
こ
と
な
ら

ね
ば
、
い
そ
ぎ
立
ち
ぬ
。 

（
四
三
三
）

　
「
二
代
ま
で
か
く
は
あ
る
ま
じ
き
め
」
と
あ
る
が
、
堀
河
天
皇

と
同
世
代
だ
っ
た
長
子
が
、
八
歳
で
即
位
し
た
堀
河
天
皇
の
即
位

式
で
「
褰
帳
の
女
房
」
を
務
め
た
可
能
性
は
皆
無
で
あ
る
。
よ
っ

て
、「
二
代
」
は
純
粋
に
堀
河
天
皇
亡
き
あ
と
鳥
羽
天
皇
に
仕
え

る
、
結
果
と
し
て
二
代
の
天
皇
に
仕
え
る
こ
と
を
指
す
。
し
た
が

っ
て
「
帳
あ
げ
」
に
奉
仕
し
、
人
前
に
姿
を
さ
ら
す
こ
と
へ
の
反

発
や
拒
否
感
は
こ
の
時
点
で
は
一
切
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に

な
る
。

　

そ
れ
で
は
、「
帳
あ
げ
」
回
想
の
部
分
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
嘉
承
二
年
十
二
月
朔
日
、
長
子
は
夜
の
明
け
ぬ
う
ち
か

ら
大
極
殿
に
参
上
す
る
が
、
実
際
の
儀
式
が
始
ま
っ
た
の
は
「
申

の
刻
」
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
間
、
目
に
す
る
も
の
へ
の
な
つ
か

し
さ
や
周
囲
の
様
子
へ
の
所
感
は
述
べ
て
も
、「
帳
あ
げ
」
に
奉

仕
す
る
こ
と
自
体
へ
の
感
想
は
な
か
っ
た
。

　

か
く
て
、「
こ
と
な
り
ぬ
。
お
そ
し
、
お
そ
し
」
と
て
、

衛
門
の
佐
、
い
と
お
び
た
た
し
げ
に
、
毘
沙
門
な
ど
を
見
る

る
る
。 

（
四
三
一
）

　

長
子
が
難
色
を
示
し
た
の
は
、
選
ば
れ
た
人
間
だ
け
が
許
さ
れ

た
堀
河
院
の
素
服
を
、
着
用
期
間
を
全
う
す
る
こ
と
な
く
脱
が
な

け
れ
ば
な
ら
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
「
帳
あ
げ
」
奉
仕
や
、

そ
れ
に
伴
い
多
数
の
男
性
参
列
者
に
姿
を
さ
ら
す
こ
と
へ
の
戸
惑

い
や
拒
否
感
は
な
い
。
堀
河
天
皇
の
生
前
、
あ
れ
ほ
ど
の
執
着
を

も
っ
て
忠
実
の
視
線
を
避
け
て
き
た
こ
と
か
ら
す
る
と
こ
の
落
差

に
は
違
和
感
を
覚
え
る
。
こ
の
あ
と
、
引
き
続
き
彼
女
は
「
二
代

の
天
皇
」
に
仕
え
る
こ
と
の
悲
し
み
と
憤
り
を
切
々
と
述
べ
る
が
、

や
は
り
そ
こ
に
も
「
儀
式
で
姿
を
さ
ら
す
」
こ
と
へ
の
抵
抗
は
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
「
花
山
院
の
を
り
に
、
惟
成
の
弁
を
、
入
道
殿
、
一
条
院

に
わ
た
り
て
、『
も
と
の
ご
と
く
、
六
座
に
て
つ
か
は
ん
』

と
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
を
だ
に
、
わ
が
君
に
つ
か
う
ま
つ
り
し

こ
と
の
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
思
ひ
出
で
ら
れ
ぬ
べ
け
れ
ば
、

官
位
を
す
て
て
法
師
に
な
り
に
け
ん
。
わ
が
身
の
、
何
の
思

ひ
出
で
に
て
、
い
に
し
へ
の
は
づ
か
し
さ
に
思
ひ
こ
り
ず
、

さ
し
出
づ
べ
き
、
あ
ま
た
の
女
房
の
な
か
に
、
な
ど
、
わ
れ

し
も
、
二
代
ま
で
か
く
は
あ
る
ま
じ
き
め
を
見
る
べ
か
ら

ん
」
と
思
ふ
に
、
前
の
世
の
契
り
も
心
憂
け
れ
ど
、
さ
る
べ

き
に
こ
そ
は
と
思
ひ
な
し
て
、
流
れ
の
水
を
む
す
び
、
さ
や
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天
皇
の
当
時
は
高
御
座
の
み
で
あ
り
、
帳
を
褰
げ
る
の
も
「
褰
帳

の
女
房
」
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
令
和
の

即
位
式
の
御
帳
台
に
奉
仕
し
た
女
官
の
姿
が
そ
れ
に
近
い
。
ま
た
、

元
来
、
褰
帳
の
女
房
は
帳
に
手
を
掛
け
る
の
み
で
、
実
際
に
針
で

柱
に
留
め
る
の
は
采
女
で
あ
っ
た
。
長
子
は
こ
の
時
点
の
心
境
を
、

「『
お
そ
し
、
お
そ
し
』
と
急
き
た
て
る
衛
門
の
督
の
様
子
が
毘
沙

門
な
ど
を
見
る
心
地
が
し
て
、
わ
れ
に
も
あ
ら
ぬ
心
地
が
し
な
が

ら
登
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
明
確
に
「
衆
人
の
視
線
に
さ
ら

さ
れ
る
」
こ
と
の
恐
怖
や
拒
否
感
を
述
べ
て
は
い
な
い
。
反
対
に
、

采
女
が
針
で
留
め
た
事
実
に
注
目
し
、「
わ
が
身
い
ら
ず
と
も
あ

り
ぬ
べ
か
り
け
る
こ
と
の
さ
ま
か
な
」
と
冷
静
に
分
析
し
て
い
る
。

ま
た
、
長
子
は
「
帳
あ
げ
」
の
み
記
録
し
て
い
る
が
、
実
際
、
帳

は
「
褰
帳
の
命
婦
」
に
よ
っ
て
令
和
の
儀
式
同
様
、
下
ろ
さ
れ
る

と
こ
ろ
ま
で
が
儀
式
に
含
ま
れ
た
。
よ
っ
て
長
子
は
都
合
二
回
、

参
列
者
の
視
線
を
一
身
に
浴
び
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
も
最
初
の
「
あ
げ
る
」
と
き
の
感
慨
と
し
て
「
お
ほ
か
た
目
も

見
え
ず
、
は
ぢ
が
ま
し
さ
の
み
よ
と
心
憂
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
」
と
述

べ
た
の
み
で
あ
る
。
儀
式
の
前
半
部
し
か
言
及
し
な
い
こ
と
と
あ

わ
せ
て
、
長
子
に
と
っ
て
「
見
ら
れ
る
」
と
い
う
点
に
お
い
て
は

こ
の
行
事
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
試
練
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
見
ら
れ
る
」
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、「
晴
れ
が

ま
し
さ
」
と
い
う
点
で
も
、
長
子
に
と
っ
て
一
世
一
代
の
経
験
で

心
地
し
て
、
わ
れ
に
も
あ
ら
ぬ
心
地
し
な
が
ら
の
ぼ
り
し
こ

そ
、
わ
れ
な
が
ら
目
く
れ
て
お
ぼ
え
し
か
。
手
を
か
け
さ
す

る
ま
ね
し
て
、
髪
あ
げ
、
寄
り
て
針
さ
し
つ
。
わ
が
身
い
ら

ず
と
も
あ
り
ぬ
べ
か
り
け
る
こ
と
の
さ
ま
か
な
、
な
ど
か
く

し
お
き
た
る
こ
と
に
か
と
お
ぼ
ゆ
。
御
前
の
、
い
と
う
つ
く

し
げ
に
し
た
て
れ
ら
れ
て
、
御
母
屋
の
う
ち
に
ゐ
さ
せ
た
ま

ひ
た
り
け
る
を
、
見
ま
ゐ
ら
す
る
も
、
胸
つ
ぶ
れ
て
ぞ
お
ぼ

ゆ
る
。
お
ほ
か
た
目
も
見
え
ず
、
は
ぢ
が
ま
し
さ
の
み
よ
に

心
憂
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
は
か
ば
か
し
く
見
え
さ
せ
た
ま
は
ず
。

こ
と
は
て
ぬ
れ
ば
、
も
と
の
と
こ
ろ
に
す
べ
り
入
り
ぬ
。

　

夜
に
入
り
て
ぞ
帰
り
ぬ
る
。
あ
る
か
な
き
か
に
て
帰
れ
ば
、

顔
を
、
あ
や
し
げ
に
思
ひ
て
、
ま
も
り
あ
ひ
て
、「
御
顔
の

色
の
た
が
ひ
て
お
は
し
ま
す
は
、
い
か
に
」
な
ど
い
ひ
あ
へ

る
は
、
ま
だ
な
ほ
ら
ぬ
に
こ
そ
と
、
し
ほ
し
ほ
と
泣
か
れ
ぬ
。

 
（
四
三
八
）

　

令
和
の
即
位
礼
正
殿
の
儀
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
帳
あ

げ
」
と
は
、
帳
を
下
し
た
状
態
で
天
皇
が
高
御
座
の
中
に
入
り
、

「
褰
帳
の
命
婦（
女
房
）」
と
呼
ば
れ
る
左
右
二
名
の
女
性
が
双
方

か
ら
帳
を
掲
げ
、
そ
こ
か
ら
新
天
皇
が
廷
臣
の
前
に
姿
を
見
せ
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
令
和
元
年
の
即
位
式
で
は
天
皇
の
高
御
座

と
皇
后
の
御
帳
台
が
併
設
さ
れ
、
高
御
座
の
帳
は
男
性
の
侍
従
職

に
よ
っ
て
タ
ッ
セ
ル
様
式
の
も
の
で
留
め
ら
れ
て
い
た
が
、
鳥
羽
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姿
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
つ

い
て
も
一
切
触
れ
な
い
ま
ま
、
当
該
記
事
は
終
わ
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
当
該
儀
式
で
は
、
褰
帳
の
女
房
は
威
儀
の
命
婦
二
名
、

剣
璽
内
侍
二
名
、
そ
し
て
執
翳
女
孺
六
名
と
と
も
に
高
御
座
の
前

に
控
え
て
い
た
。
そ
こ
に
、
忠
実
や
雅
美
を
初
め
と
す
る
高
位
の

男
性
が
詰
め
、
そ
れ
を
見
守
る
公
卿
、
諸
大
夫
な
ど
が
い
た
と
い

う（
注
十
）。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
前
に
、
長
子
は
一
切
の
愚
痴
も

拒
否
反
応
も
見
せ
な
い
。
令
子
内
親
王
を
始
め
、
相
方
の
「
左
の

命
婦
」
や
他
の
女
官
た
ち
、
そ
し
て
周
囲
に
配
置
さ
れ
た
高
位
高

官
の
男
性
た
ち
の
存
在
や
視
線
に
一
切
触
れ
ず
、「
衆
人
に
姿
を

さ
ら
す
」
こ
と
へ
の
抵
抗
感
を
口
に
し
な
い
長
子
の
態
度
が
、
堀

河
朝
で
の
忠
実
に
対
す
る
振
る
舞
い
と
の
差
か
ら
し
て
何
と
も
奇

妙
に
映
る
の
で
あ
る
。

　

後
深
草
天
皇
の
大
嘗
祭
で
、
悠
紀
殿
の
高
御
座
に
入
る
天
皇
の

お
供
を
し
た
弁
内
侍
は
、「
高
き
石
橋
に
袴
の
踏
み
ど
こ
ろ
辿
ら

れ
て
、
扇
も
さ
さ
れ
ず
、
い
と
わ
り
な
し（
一
六
二
）」（
注
十
一
）と
、

扇
も
さ
せ
ず
顔
を
さ
ら
す
こ
と
の
恥
ず
か
し
さ
を
述
べ
て
い
る
。

一
方
で
、
忠
実
の
視
線
か
ら
庇
わ
れ
続
け
る
こ
と
に
執
着
し
、
ま

た
、
出
仕
に
あ
れ
ほ
ど
の
拒
否
感
を
強
調
し
た
長
子
は
、
集
団
か

ら
の
視
線
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
当
時
の
女
性
の
嗜
み
程
度
の
羞

恥
心
を
述
べ
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
れ
に
続
く
一
か
月
後
の

正
月
、
新
帝
御
所
に
出
仕
し
た
長
子
は
こ
こ
で
忠
実
と
言
葉
を
交

わ
す（
前
掲
引
用
⑤
）。
こ
こ
で
ふ
た
た
び
長
子
は
「
見
ら
れ
る
」

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
素
っ
気
な

い
記
述
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
加
え
て
、
長
子
は
「
下
ろ
す
」

部
分
だ
け
で
な
く
、
通
常
で
あ
れ
ば
書
き
残
す
で
あ
ろ
う
点
も
大

き
く
省
い
て
い
る
。
そ
れ
が
「
左
の
典
侍
」
の
存
在
と
「
令
子
内

親
王
の
高
御
座
参
入
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

ま
ず
左
右
二
人
の
「
褰
帳
の
命
婦
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
鳥

羽
天
皇
の
即
位
式
で
は
左
の
命
婦
が
神
祇
伯
泰
資
王
女
源
仁
子
、

右
の
命
婦
が
長
子
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
褰
帳
は
伯
家
の
女
性
が

務
め
た
が
、
そ
れ
が
難
し
く
な
る
と
左
が
伯
家
女
王
、
右
が
典
侍

（
そ
の
多
く
が
即
位
す
る
天
皇
の
乳
母
）と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
執

り
行
わ
れ
た
。
当
時
は
一
般
に
左
が
上
位
で
あ
る
こ
と
、
褰
帳
に

お
い
て
も
後
朱
雀
天
皇
あ
た
り
か
ら
そ
れ
が
定
番
に
な
っ
た
こ
と

な
ど
か
ら
、
右
の
命
婦
で
あ
っ
た
長
子
は
格
下
の
立
場
で
儀
式
を

務
め
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
「
右
」
と
い
う
の
は
、
慣
例

に
従
え
ば
天
皇
か
ら
見
て
の
「
右
」
で
あ
り
、
南
面
す
る
天
皇
を

軸
に
す
る
と
西
側
に
あ
た
る
。
実
は
こ
の
時
、
当
時
五
歳
の
鳥
羽

天
皇
の
高
御
座
内
部
に
は
、
准
母
の
資
格
で
立
后
し
た
白
河
院
の

娘
、
堀
河
天
皇
の
同
母
姉
令
子
内
親
王
が
同
座
し
て
い
た（
注
八
）。

令
子
内
親
王
の
座
は
高
御
座
戌
亥
の
方
角
、
八
角
形
の
高
御
座
か

ら
す
る
と
北
西
の
辺
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が（
注

九
）、
そ
れ
は
左
右
の
女
房
か
ら
す
れ
ば
右
側
、
長
子
の
側
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
鳥
羽
天
皇
と
令
子
内
親
王
の
間
は
三
尺
の
几

帳
で
隔
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
か
ら
長
子
が
直
接
令
子
内
親
王
の
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大
嘗
会
自
体
に
は
一
定
の
距
離
を
感
じ
さ
せ
る
長
子
で
あ
っ
た

が
、
こ
こ
で
再
び
、「
帳
あ
げ
」
と
同
様
な
こ
と
が
起
き
る
。
日

記
本
文
に
よ
れ
ば
、
院
の
意
向
と
忠
実
の
選
定
に
よ
り
、
大
嘗
会

の
一
環
で
あ
る
「
清
暑
堂
の
御
神
楽
」
へ
の
奉
仕
を
言
い
渡
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

と
ま
り
て
な
ど
思
ふ
ほ
ど
に
、「
院
よ
り
、『
清
暑
堂
の
御

神
楽
に
は
、
典
侍
二
人
さ
き
ざ
き
も
参
る
』
と
お
ほ
せ
ら
れ

た
る
に
、
一
人
ぞ
弁
の
典
侍
参
る
、
い
ま
一
人
は
参
ら
せ
た

ま
ひ
な
ん
や
」
と
、
殿
の
お
ほ
せ
ら
る
れ
ば
、
そ
の
出
で
立

ち
に
こ
と
つ
け
て
出
で
な
ん
と
思
ひ
て
、「
む
か
へ
に
人
お

こ
せ
よ
」
と
い
は
せ
た
れ
ば
、
暮
る
る
ま
ま
に
お
こ
せ
た
り
。

 

（
四
六
七
）

　

御
神
楽
の
夜
に
な
れ
ば
、
こ
と
の
さ
ま
、
内
侍
所
の
御
神

楽
に
た
が
ふ
こ
と
な
し
。
こ
れ
は
い
ま
す
こ
し
今
め
か
し
く

見
ゆ
る
。
み
な
人
た
ち
、
小
忌
の
姿
に
て
、
赤
ひ
も
か
け
て
、

日
か
げ
の
糸
な
ど
、
な
ま
め
か
し
く
見
ゆ
る
に
、
か
ざ
し
の

花
の
有
様
見
る
、
臨
時
祭
見
る
心
地
す
る
。
み
な
座
に
つ
き

て
、
お
の
お
の
、
す
べ
き
こ
と
ど
も
と
り
ど
り
に
せ
ら
る
る

に
、
殿
も
本
末
の
拍
子
と
り
た
ま
ふ
ぞ
う
る
は
し
き
。（
中

略
）

　

か
く
て
、
御
神
楽
は
じ
ま
り
ぬ
れ
ば
、
本
末
の
拍
子
の
音
、

こ
の
抵
抗
感
を
表
明
し
、「
は
し
た
な
く
思
へ
ば
、
う
ち
う
つ
ぶ

し
て
ゐ
た
れ
ば
」（
四
四
二
）と
、「
見
ら
れ
る
」
こ
と
の
拒
否
感
を

あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。

　

こ
う
見
て
い
く
と
、
長
子
の
中
で
の
「
避
け
た
い
視
線
」
は
忠

実
個
人
に
つ
い
て
で
あ
り
、
他
の
部
分
に
お
い
て
は
や
は
り
「
女

房
と
し
て
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
は
甘
ん
じ
て
受
け

る
」
こ
と
は
し
て
お
り
、「
完
全
に
他
者
の
視
線
を
遮
断
す
る
」

と
い
っ
た
夢
物
語
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

五　

大
嘗
会
「
さ
き
ざ
き
も
二
人
参
る
」

　

天
皇
の
即
位
式
と
い
う
最
も
晴
れ
が
ま
し
い
儀
式
に
臨
み
、
出

仕
以
前
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
多
く
の
視
線
を
浴
び
て
姿

を
さ
ら
す
こ
と
に
大
き
な
抵
抗
も
羞
恥
も
見
せ
な
か
っ
た
長
子
で

あ
る
が
、
同
様
の
反
応
を
見
せ
た
の
が
そ
の
翌
年
、
天
仁
元
年
十

一
月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
た
大
嘗
会
「
清
暑
堂
の
御
神
楽
」
へ
の

奉
仕
の
場
面
で
あ
る
。
大
嘗
会
本
祭
で
は
と
く
に
大
き
な
役
割
を

担
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
、
長
子
は
「
大
嘗
会
の
こ
と
、
書
か

ず
と
も
思
ひ
や
る
べ
し
。
み
な
人
知
り
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
こ
ま

か
に
書
か
ず
」（
四
七
〇
）と
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
の

「
み
な
人
知
り
た
る
こ
と
な
れ
ば
」
に
つ
い
て
は
、「
み
ん
な
が
そ

の
詳
細
を
知
っ
て
い
る
の
で
」
書
か
な
い
と
も
、「
秘
儀
で
あ
る

こ
と
は
み
ん
な
知
っ
て
い
る
の
で
」
書
か
な
い
と
も
取
れ
る
が
、

そ
の
検
証
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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所
作
の
人
、
か
ね
て
よ
り
そ
の
人
〳
〵
と
定
め
ら
れ
て
、
皆

参
り
ぬ
。
御
神
楽
の
御
装
束
果
て
て
、
出
御
な
り
て
は
じ
ま

り
ぬ
。 

（『
中
務
内
侍
日
記
』
二
六
四
）（
注
十
二
）

　

現
在
、
神
社
な
ど
で
奉
納
さ
れ
る
神
楽
と
は
異
な
り
、
宮
中
の

御
神
楽
に
演
者
と
し
て
奉
仕
し
た
の
は
男
性
の
み
で
あ
っ
た
。
長

子
も
舞
や
楽
器
を
披
露
す
る
た
め
に
呼
ば
れ
た
の
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
前
日
に
急
に
指
名
さ
れ
て
事
足
り
る
と
い
う

役
目
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

手
掛
か
り
と
な
る
「
こ
と
の
さ
ま
、
内
侍
所
の
御
神
楽
に
た
が

ふ
こ
と
な
し
」
と
い
う
長
子
の
言
葉
に
従
う
と
、『
弁
内
侍
日
記
』

に
そ
の
記
述
が
あ
る
。

　

内
侍
所
の
御
神
楽
は
十
二
月
十
五
日
な
り
。
典
侍
按
察
典

侍
殿
、
内
侍
少
納
言
。
月
い
と
お
も
し
ろ
く
て
、
人
々
い
ざ
な

ひ
て
聞
き
に
お
は
せ
し
が
、
中
院
三
位
中
将
、
雅
忠
の
中
将

な
ど
、
軒
廊
の
方
に
見
え
し
か
ば
、
空
し
く
て
立
ち
帰
り
た

り
し
を
、 

（
一
六
三
）

　

こ
れ
を
見
る
と
、
内
侍
所
の
御
神
楽
で
は
「
典
侍
と
内
侍
」
が

と
も
に
何
ら
か
の
役
割
を
担
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、『
建
武
年
中
行
事
註
解
』
の
「
内
侍
所
の
御
神
楽
」
の
条

に
「
内
侍
所
の
御
神
楽
、
行
幸
あ
り
。
先
ヅ
典
侍
・
掌
侍
ま
ゐ
る
。

さ
ば
か
り
大
き
に
、
高
き
と
こ
ろ
に
ひ
び
き
あ
ひ
た
る
声
、

聞
き
知
ら
ぬ
耳
に
も
め
で
た
し
。
御
神
楽
、
や
う
や
う
は
て

か
ら
に
な
る
と
聞
こ
ゆ
。 

（
四
七
一
）

　

こ
こ
で
も
長
子
は
儀
式
へ
の
参
列
に
対
し
、
拒
否
感
を
あ
ら
わ

す
こ
と
は
な
い
。
し
か
も
、
長
子
は
自
分
が
ど
う
い
う
役
割
で
参

加
し
た
の
か
具
体
的
に
述
べ
て
い
な
い
。
鍵
と
な
る
の
は
「
内
侍

所
の
御
神
楽
に
た
が
ふ
こ
と
な
し
」
の
記
述
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
清
暑
堂
の
御
神
楽
は
大
嘗
会
の
三
日
目
に
行
わ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
中
心
的
儀
式
と
い
う
位
置
づ
け
で
は
な
い
た
め

か
、『
中
右
記
』
な
ど
の
当
日
の
記
録
に
も
記
載
が
少
な
い
。
ま

た
、
同
じ
く
内
侍
司
女
官
で
あ
る
「
掌
侍（
内
侍
）」
が
書
い
た

『
弁
内
侍
日
記
』『
中
務
内
侍
日
記
』
を
見
て
も
、
典
侍
の
役
割
に

つ
い
て
詳
細
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

　

卯
の
日
は
清
暑
堂
の
御
神
楽
な
り
。「
中
宮
の
御
方
へ
参

る
道
に
て
人
々
聞
か
ば
や
」
と
あ
り
し
か
ど
も
、
摂
政
殿
候

は
せ
給
ひ
て
、
い
と
口
惜
し
。
清
涼
殿
の
方
へ
立
ち
出
で
た

れ
ば
、
職
事
ど
も
立
ち
並
び
た
り
。
ま
た
衣
被
か
さ
な
り
て
、

更
に
道
な
し
。 

（『
弁
内
侍
日
記
』
一
六
一
）

　

清
暑
堂
の
御
神
楽
は
、
御
代
の
始
め
の
御
祈
な
れ
ば
、
こ

と
に
君
も
臣
も
御
神
事
に
て
、
も
て
は
や
し
給
ふ
事
な
れ
ば
、
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の
躊
躇
が
一
切
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、「
召
さ
れ
た
自
尊
心
」

を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
几
帳
に
守
ら
れ
て
の
奉
仕

で
あ
れ
ば
必
要
以
上
の
躊
躇
も
拒
絶
す
る
こ
と
は
な
い
、
そ
し
て

何
よ
り
も
、
典
侍
で
あ
る
以
上
こ
れ
ら
に
不
満
を
表
明
す
る
こ
と

が
、
自
身
の
典
侍
と
し
て
の
立
場
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る

と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
堀
河
天
皇
の
庇
護
を
失
い
、
一

介
の
女
房
と
し
て
生
き
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
た
長
子
に

と
っ
て
は
、
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
現
実
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

長
子
が
「
御
膝
の
か
げ
」
に
執
着
し
た
最
大
の
理
由
は
、
そ
れ

が
自
ら
の
特
権
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
裏
返
せ
ば
、

そ
れ
は
キ
サ
キ
階
級
に
準
じ
る
待
遇
、「
女
房
」
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
自
分
に
は
本
来
許
さ
れ
な
い
、
理
想
の
「
庇
護
さ
れ
る
女

性
」
と
し
て
の
在
り
方
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
平
安
文
学
の
作

者
た
ち
が
描
き
続
け
、
現
代
の
我
々
が
平
安
貴
族
女
性
の
常
態
で

あ
る
と
思
い
こ
み
が
ち
な
「
見
ら
れ
な
い
」
姫
君
た
ち
と
は
、
彼

女
た
ち
が
憧
れ
続
け
、
自
ら
の
理
想
を
投
影
し
た
夢
の
姿
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

結
び

　

卑
近
な
も
の
、
あ
ま
り
に
現
実
に
近
い
も
の
は
あ
こ
が
れ
の
対

象
に
は
な
ら
な
い
。
手
が
届
き
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
叶
え
ら
れ
な

い
、
そ
う
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
欠
如
は
大
き
く

す
け
は
、
童
二
人
に
木
丁
さ
ゝ
せ
た
り
。
内
侍
所
に
行
幸
な
り
ぬ

れ
ば
、
御
拝
。
刀
自
、
の
と
な
ど
申
す
」
と
あ
る（
注
十
三
）。
こ

の
記
述
に
よ
る
と
、
天
皇
の
内
侍
所
参
入
に
際
し
、
先
導
の
よ
う

な
形
で
典
侍
と
内
侍
が
奉
仕
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
す
け
」、

つ
ま
り
「
典
侍
」
の
み
が
木
丁（
几
帳
）に
よ
っ
て
周
囲
の
視
線
か

ら
遮
ら
れ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
記
述
が
清
暑
堂
の

御
神
楽
に
も
当
て
は
ま
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
来
は
「
典
侍
」

「
内
侍
」
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
は
、
清

暑
堂
の
御
神
楽
の
場
合
は
大
嘗
会
と
い
う
格
の
高
い
場
で
の
御
神

楽
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
の
み
典
侍
が
二
人
に
な
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
に
し
ろ
、
白
河
院
の
発
言
は
、「
典
侍
・

内
侍
」
の
組
み
合
わ
せ
が
よ
く
知
ら
れ
て
は
い
る
が
、
清
暑
堂
の

御
神
楽
で
は
「
先
々
も
典
侍
二
人
ま
ゐ
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、

ど
ち
ら
か
を
格
下
扱
い
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
こ
れ
が
通
常

で
あ
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
も
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
長
子
も
そ
の
よ
う
に
受
け
取
り
、
読
み
手
に
も
そ

れ
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
忠
実
の
言
葉
を
引
用
し
た
の
か
も
し
れ

ず
、
そ
う
解
釈
す
る
こ
と
で
「
先
々
」
の
表
現
が
腑
に
落
ち
る
。

即
位
式
の
褰
帳
で
は
相
方
の
存
在
を
出
さ
な
か
っ
た
長
子
が
、
こ

こ
で
弁
典
侍
の
名
を
出
し
た
の
も
、「
自
分
は
決
し
て
「
内
侍
」

の
代
役
で
は
な
く
、
正
当
な
在
り
方
と
し
て
出
仕
を
要
請
さ
れ
た

の
だ
」
と
い
う
主
張
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
整
合
性
が
つ
く
。

今
回
の
問
題
で
あ
る
「
視
線
」
に
つ
い
て
も
、
人
前
に
出
る
こ
と
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替
え
ら
れ
、
作
品
の
理
解
は
深
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
注
一
）　

三
角
洋
一
校
注
『
と
は
ず
が
た
り　

た
ま
き
は
る
』（
新
日

本
古
典
文
学
大
系　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年
三
月
）『
た
ま
き

は
る
』（
二
五
五
頁
）。
以
下
、『
た
ま
き
は
る
』
の
引
用
は
す
べ
て

同
書
に
よ
る
。

（
注
二
）　

拙
稿
「
隠
さ
れ
る
典
侍
」
と
「
さ
ら
さ
れ
る
典
侍
」（『
中

央
大
学
大
学
院
研
究
年
報　

文
学
研
究
科
編
』
第
二
八
号　

一
九

九
八
年
三
月
）

（
注
三
）　

藤
岡
忠
美　

中
野
幸
一　

犬
養
廉　

石
井
文
夫
校
注
・
訳

『
和
泉
式
部
日
記　

紫
式
部
日
記　

更
級
日
記　

讃
岐
典
侍
日
記
』

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

小
学
館　

一
九
九
四
年
九
月
）

　

以
下
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
引
用
は
す
べ
て
同
書
に
よ
り
、

引
用
箇
所
末
尾
に
該
当
頁
を
付
し
た
。

（
注
四
）　

山
川
三
千
子
『
女
官　

明
治
宮
中
出
仕
の
記
』（
講
談
社
学

術
文
庫　

二
〇
一
六
年
七
月
）

（
注
五
）　

注
二
に
同
じ
。

（
注
六
）　

拙
稿
「『
讃
岐
典
侍
日
記
』
史
料
的
価
値
と
そ
の
限
界
」

（『
群
馬
高
専
レ
ビ
ュ
ー
』
第
三
七
号　

二
〇
一
九
年
三
月
）

（
注
七
）　

注
二
に
同
じ
。

（
注
八
）　

鳥
羽
天
皇
即
位
式
に
つ
い
て
は
、
藤
森
健
太
郎
『
古
代
天

皇
の
即
位
儀
礼
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）に
そ
の

詳
細
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
注
九
）　

注
八
に
同
じ
。

の
し
か
か
る
。
平
安
時
代
の
女
性
に
と
っ
て
、
他
者
の
視
線
か
ら

完
全
に
守
ら
れ
、
完
全
な
庇
護
の
も
と
生
活
す
る
女
性
と
は
、
希

求
し
て
や
ま
な
い
女
性
と
し
て
の
完
成
形
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
主

人
に
「
見
ら
れ
る
こ
と
」、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
仕
の

前
提
条
件
で
あ
る
以
上
、
彼
女
た
ち
は
自
分
を
見
る
こ
と
を
主
人

側
に
許
し
た
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
従
属
関
係
が
生
ま
れ
る
。

「
見
ら
れ
る
」「
視
線
を
避
け
る
」
こ
と
の
拒
絶
の
主
導
権
は
も
は

や
自
分
に
は
な
く
、
完
全
に
他
者
で
あ
る
主
人
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て

し
ま
っ
た
、
そ
の
よ
う
な
状
態
が
「
女
房
」
な
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
他
者
の
視
線
か
ら
の
完
璧
な
保
護
を
保
証
さ
れ
た

女
性
以
外
が
全
員
自
邸
を
離
れ
、
女
房
と
し
て
出
仕
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
同
じ
階
級
の
女
性
で
も
、
道
綱
母
の
よ
う
に
生
活
の
保

障
が
あ
り
、
一
生
を
自
邸
で
過
ご
し
た
女
性
も
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
女
性
た
ち
が
求
め
た
真
の
理
想
形
の
「
劣
化
版
」
で
あ

り
、
最
高
の
状
態
で
最
高
の
庇
護
、
あ
ら
ゆ
る
「
視
線
」
か
ら
守

ら
れ
る
と
い
う
、
あ
こ
が
れ
の
実
現
と
は
い
え
な
い
。

　

平
安
文
学
を
研
究
す
る
う
え
で
大
切
な
姿
勢
と
し
て
、「
違
和

感
の
追
求
」
が
あ
る
。
書
か
れ
た
も
の
に
感
じ
る
違
和
感
の
底
に

は
、
作
者
の
意
図
的
な
も
の
や
、
無
意
識
の
深
層
心
理
が
隠
さ
れ

て
い
る
。
我
々
が
漠
然
と
受
け
入
れ
て
き
た
「
平
安
時
代
の
深
窓

の
姫
君
」
像
は
「
平
安
時
代
の
女
性
が
あ
こ
が
れ
、
追
い
求
め
た

理
想
像
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
現
実
の
投
影
で
は
な
い
。
そ
の
よ

う
な
認
識
の
う
え
に
立
っ
て
読
み
解
く
こ
と
で
古
典
常
識
は
塗
り
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（
注
十
）　

注
八
に
同
じ
。

（
注
十
一
）　

長
崎
健　

外
村
南
都
子　

岩
佐
美
代
子　

稲
田
利
徳　

伊
藤
敬
校
注
・
訳
『
中
世
日
記
紀
行
集　

海
道
記　

東
関
紀
行　

弁
内
侍
日
記　

十
六
夜
日
記　

ほ
か
』（
新
編
日
本
文
学
全
集　

小

学
館　

一
九
九
四
年
七
月
）以
下
、『
弁
内
侍
日
記
』
の
引
用
は
同

書
に
よ
る
。

（
注
十
二
）　

福
田
秀
一　

岩
佐
美
代
子　

川
添
昭
二
校
注
『
中
世
日

記
紀
行
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

岩
波
書
店　

一
九
九
〇
年

一
〇
月
）

（
注
十
三
）　

和
田
英
松　

所
功
校
訂
『
新
訂　

建
武
年
中
行
事
註

解
』（
講
談
社
学
術
文
庫　

一
九
八
九
年
九
月
）

（
お
お
た　

た
ま
き　

群
馬
工
業
高
等
専
門
学
校
准
教
授
）


