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│
│
巻
三
の
吉
野
山
初
訪
問
時
に
お
け
る
心
情
「
も
し
世
に
お
は
す
る
こ
と
も

こ
と

こ
そ
と
て
、
言
づ
け
給
ふ
も
の
…
…
」
の
解
釈
を
中
心
に
│
│

松

浦

あ
ゆ
み

平
安
時
代
後
期
の
渡
唐
物
語
『
浜
松
中
納
言
物
語
』（
以
下
、
本
作
品
と
称
す
る
）
で
は
、
主
人
公
中
納
言
の
唐
后
思
慕
が
、
渡
唐
時
だ

け
で
な
く
、
帰
国
後
は
逢
え
な
い
苦
悩
の
う
ち
に
唐
后
の
転
生
予
示
の
結
末
へ
と
向
か
う
過
程
と
し
て
、
唐
后
の
〈
ゆ
か
り
〉
異
父
妹
吉

野
姫
君
の
あ
り
方
が
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

吉
野
姫
君
は
、
中
納
言
渡
唐
中
の
巻
一
で
は
そ
の
存
在
に
一
切
触
れ
ら
れ
な
い
。
初
め
て
言
及
さ
れ
る
の
は
中
納
言
が
言
付
か
っ
て
き

た
唐
后
の
手
紙
を
帰
国
後
開
封
し
て
読
む
際
、
巻
二
末
近
く
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
執
筆
上
の
構
想
の
変
化
が
論
じ
ら
れ
、

ま
た
、
孝
養
に
関
す
る
仏
の
導
き
の
下
、
吉
野
姫
君
の
将
来
に
関
し
て
の
予
言
が
彼
女
に
対
す
る
中
納
言
の
心
情
を
先
導
す
る
傾
向
と
し

て
論
じ
ら
れ
て
も
い
る
⑴
。
そ
の
一
方
で
、
近
年
は
主
人
公
の
欲
求
・
言
動
を
正
当
化
す
る
役
割
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
⑵
。
た
だ
し
、
各

部
分
の
主
人
公
の
具
体
的
な
心
情
の
詳
細
に
関
し
て
は
今
後
さ
ら
に
追
求
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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本
稿
で
は
、
主
人
公
中
納
言
が
唐
土
か
ら
帰
国
し
た
約
半
年
後
、
巻
三
前
半
の
吉
野
山
訪
問
一
回
目
に
お
い
て
唐
后
に
関
し
回
想
す
る

難
解
箇
所
（
以
下
、
当
該
箇
所
と
称
す
る
）
の
解
釈
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
、
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
、
唐
后
思
慕
を
抱
き
つ
つ
彼
女
の

異
父
妹
姫
君
へ
の
援
助
に
至
る
主
人
公
の
心
情
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
援
助
の
必
然
性
と
の
兼
ね
合
い
を
示
し
て
み
た
い
。

な
お
、
最
初
に
本
稿
の
出
発
点
と
論
述
姿
勢
を
明
記
し
て
お
く
。
作
品
の
当
該
箇
所
の
解
釈
と
し
て
は
既
に
本
誌
に
お
い
て
、
本
作
品

の
注
釈
会
に
よ
り
作
成
の
注
釈
（
以
下
〈
巻
三
注
釈
〉）
⑶
で
注
釈
会
員
と
共
同
で
検
討
し
た
結
論
を
示
し
て
い
る
が
、
語
句
「
も
こ
そ
」

「
あ
て
は
か
な
り
」
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
点
が
多
い
た
め
改
め
て
論
拠
を
示
し
つ
つ
こ
の
〈
巻
三
注
釈
〉
の
結
論
を
更
に
補
訂
す
る
。

一
、
巻
三
の
吉
野
山
初
訪
問
時
の
中
納
言
が
回
想
す
る

唐
后
の
〈
言
伝
け
〉
に
お
け
る
解
釈
の
問
題
点
確
認

中
納
言
が
、
在
唐
時
に
唐
后
か
ら
預
か
っ
た
手
紙
を
そ
の
母
吉
野
尼
君
に
渡
し
直
接
対
面
も
果
た
し
た
の
は
、
巻
三
初
め
近
く
、
尼
君

の
隠
棲
先
で
あ
る
吉
野
山
訪
問
一
回
目
で
あ
っ
た
。
后
の
母
の
消
息
を
知
る
近
住
の
吉
野
聖
は
、
唐
后
の
手
紙
の
取
り
次
ぎ
を
す
る
際

に
、
中
納
言
に
対
し
こ
の
吉
野
尼
君
の
身
の
上
に
つ
い
て
、
巻
一
に
お
い
て
地
の
文
で
語
ら
れ
た
父
宮
の
流
罪
に
伴
う
筑
紫
下
向
と
い
う

苦
難
に
満
ち
た
生
い
立
ち
に
加
え
、
唐
土
か
ら
の
使
で
あ
っ
た
夫
（
秦
の
親
王
）
の
帰
国
時
に
娘
唐
后
が
連
れ
ら
れ
て
渡
唐
し
た
後
に
上

京
し
帥
宮
が
通
う
と
い
う
数
奇
な
人
生
を
送
る
に
至
っ
た
い
き
さ
つ
も
語
り
聞
か
せ
る
。
帥
宮
と
の
不
本
意
な
逢
瀬
に
よ
り
世
を
厭
っ
て

彼
女
が
出
家
し
た
後
に
、
后
の
異
父
妹
吉
野
姫
君
を
出
産
し
た
事
情
を
語
っ
た
の
は
、
こ
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
中
納
言
は
巻
二
末
近
く

で
唐
后
の
手
紙
を
開
封
し
た
時
に
吉
野
姫
君
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
が
、
巻
三
初
め
に
吉
野
山
を
来
訪
し
て
こ
の
吉
野
聖
の
説
明
に
よ
り

詳
し
い
い
き
さ
つ
を
知
っ
た
の
だ
っ
た
。

本
作
品
の
諸
注
で
解
釈
の
違
い
を
生
じ
て
い
る
当
該
箇
所
は
、
中
納
言
が
こ
う
し
た
事
情
を
吉
野
聖
か
ら
聞
い
た
上
で
近
く
に
住
む
吉
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み
よ
し
の

野
尼
君
と
感
動
の
対
面
を
果
た
し
た
直
後
の
時
点
に
あ
た
る
。
深
吉
野
の
荒
涼
と
し
た
景
を
改
め
て
実
感
し
、
戻
っ
た
僧
房
で
吉
野
聖
か

ら
唐
后
の
異
父
妹
吉
野
姫
君
が
母
吉
野
尼
君
と
同
居
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
時
の
、
地
の
文
を
交
え
た
心
情
描
写
で
あ
る
。
問
題

部
分
に
お
け
る
諸
注
の
解
釈
の
違
い
を
作
品
本
文
の
上
で
示
す
の
に
先
立
ち
、
そ
の
直
前
の
文
意
を
記
し
て
お
こ
う
。

文
①：
こ
の
深
吉
野
は
嘆
き
の
あ
ま
り
隠
棲
す
る
人
つ
ま
り
吉
野
尼
君
の
よ
う
な
人
は
お
住
み
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
年
若
の
娘
吉
野

姫
君
に
は
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
る
所
で
あ
る
こ
と
よ
。

文
②：

年
若
の
娘
吉
野
姫
君
が
こ
の
よ
う
な
深
吉
野
に
住
む
と
は
、
昔
物
語
に
聞
く
よ
う
な
、
稀
で
胸
に
迫
る
こ
と
だ
。

文
③：

か
け
が
え
の
な
い
唐
后
の
「
御
ゆ
か
り
」
だ
と
思
う
に
つ
け
て
も
、
涙
ぐ
ま
れ
て
、
中
納
言
は
吉
野
尼
君
・
姫
君
母
娘
の
住

ま
い
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
帰
る
気
に
は
な
り
な
さ
ら
な
い
。

こ
う
し
た
文
①
・
②
・
③
、
吉
野
尼
君
・
姫
君
母
娘
の
深
吉
野
住
ま
い
の
実
感
を
述
懐
し
た
後
に
続
く
文
④
・
⑤
・
⑥
の
三
文
が
、
問
題

と
な
る
箇
所
で
あ
る
。
最
後
の
文
⑥
に
お
い
て
後
半
「
聖
に
は
…
…
」
以
降
は
、
中
納
言
が
吉
野
聖
に
し
ば
ら
く
の
間
こ
の
深
吉
野
に
滞

在
す
る
と
告
げ
て
、「
御
文
ど�

も�

」
つ
ま
り
京
の
母
君
・
義
父
左
大
将
の
夫
妻
及
び
剃
髪
の
身
な
が
ら
日
常
生
活
で
最
も
尊
重
す
る
相
手

大
将
大
君
へ
の
手
紙
を
送
っ
た
内
容
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
前
Ａ
〜
Ｅ
の
記
号
を
付
し
た
各
部
分
で
は
諸
注
│
新
註
・
旧
大
系
・
桜

楓
・
新
編
全
集
・
全
注
釈
⑷
│
で
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。

作
品
本
文
の
引
用
（＝

当
該
箇
所
）
に
続
き
、
こ
の
う
ち
の
文
④
・
⑤
・
⑥
に
お
け
る
Ａ
〜
Ｅ
各
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
本
稿
の
結
論

（〈
巻
三
注
釈
〉
と
の
違
い
も
含
む
）
と
諸
注
で
の
見
解
を
示
し
て
お
こ
う
。

①
身
を
な
げ
き
に
思
し
た
る
人
こ
そ
あ
ら
め
、
若
か
ら
む
人
の
住
ま
ひ
に
は
、
い
と
恐
ろ
し
き
所
な
り
し
。
②
昔
物
語
な
ど
に
こ

そ
、
か
か
る
こ
と
は
聞
け
、
め
づ
ら
か
に
あ
は
れ
な
る
こ
と
を
も
見
聞
く
か
な
。
③
た
だ
人
一
人
の
御
ゆ
か
り
に
、
涙
も
ろ
に
な
り

て
、
か
か
る
御
住
ま
ひ
を
見
置
き
て
、
立
ち
帰
り
給
ふ
べ
き
心
も
し
給
は
ず
。
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こ
と

④
Ａ
も
し
世
に
お
は
す
る
こ
と
も
こ
そ
と
て
、
Ｂ
言
づ
け
給
ふ
も
の
あ
る
や
う
に

Ｃ
聞
き
し
。
⑤
Ｄ
御
文
に
は
さ
も
書
か
れ
ざ
り

し
。
Ｅ
い
と
あ
て
は
か
に
思
ひ
ま
さ
ら
れ
て
、
聖
に
は
、

「
し
ば
し
、
か
く
て
な
む
侍
る
べ
き
」

と
て
、
京
に
御
文
ど
も
書
き
て
遣
は
す
。（
Ｐ
２７４
、
小
Ｐ
２１３
、
巻
三
【
一
二
】⑸
）

そ
こ
で
、
問
題
と
す
る
文
④
・
⑤
・
⑥
の
Ａ
〜
Ｅ
各
部
分
に
つ
い
て
、〈
巻
三
注
釈
〉
を
更
に
補
訂
し
た
本
稿
の
解
釈
を
再
掲
す
る
。

文
④：

Ａ
も
し
（
吉
野
姫
君
が
）
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
と
、
Ｂ
（
唐
后
様
が
吉
野
聖
へ
）
託
し
な
さ
っ
て
い
る
（
姫
君
の

助
け
に
な
る
よ
う
な
）
も
の
が
あ
る
よ
う
に

Ｃ
（
吉
野
聖
か
ら
）
聞
い
た
な
あ
。

文
⑤：

Ｄ
（
私
〈＝

中
納
言
〉
が
受
け
取
っ
た
唐
后
の
妹
姫
君
宛
て
）
御
手
紙
に
は
、
そ
う
書
い
て
い
な
か
っ
た
が
。

文
⑥：

Ｅ
（
唐
后
が
妹
の
世
話
に
関
わ
る
も
の
を
頼
む
と
は
言
わ
な
い
態
度
を
、
中
納
言
は
）
た
い
そ
う
何
と
は
な
く
奥
ゆ
か
し
く
感
じ
、

自
然
と
思
い
募
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
、〈「
聖
に
は
…
…
」
以
降
は
、
前
述
の
吉
野
聖
、
次
い
で
京
の
母
君
・
義
父
左
大
将
の
夫
妻

及
び
大
将
大
君
に
対
す
る
深
吉
野
滞
在
の
延
長
表
明
〉

作
品
本
文
の
問
題
個
所
に
対
す
る
以
上
の
本
稿
の
解
釈
が
、
従
来
の
諸
注
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
か
を
、
大
変
込
み
入
っ
て
い
る

が
、〈
巻
三
注
釈
〉
で
記
し
た
結
果
と
の
異
同
も
含
め
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

《
一
》
唐
后
か
吉
野
聖
が
Ｂ
「
言
づ
け
給
ふ
」
相
手
（
吉
野
聖
・
吉
野
姫
君
・
中
納
言
の
い
ず
れ
か
の
可
能
性
）
と
時
点
、
及
び
「
言
（
こ
と
）

づ
け
給
ふ
」
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
Ｄ
「
御
文
」
に
は
書
か
れ
な
い
と
い
う
該
当
記
事
に
つ
い
て
の
解
釈
。《
二
》
で
の
推
定
材
料

＊
本
稿
・〈
巻
三
注
釈
〉
共
通
の
解
釈：

Ｂ
「
言
づ
け
給
ふ
」
相
手
は
吉
野
聖
で
、
巻
一
の
中
納
言
渡
唐
よ
り
も
以
前
、
度
々
回
想
さ
れ
て
い
る
聖
の
渡
唐
の
時
点
の
で
き

ご
と
で
あ
る
。
巻
三
冒
頭
近
く
で
中
納
言
が
最
初
に
訪
問
し
た
時
の
吉
野
聖
の
説
明
に
お
い
て
、
聖
が
在
唐
中
に
唐
后
か
ら
母
尼
君
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宛
て
の
「
御
消
息
」
を
託
さ
れ
る
に
あ
た
り
熱
心
に
「
仰
せ
ご
と
」
を
受
け
た
件
、「
泣
く
泣
く
こ
の
母
宮
の
御
こ
と
を
の
た
ま
は

せ
て
、
い
み
じ
う
ね
む
ご
ろ
に
仰
せ
ご
と
侍
り
て
」
と
略
述
し
て
い
る
件
（
Ｐ
２６５
、
小
Ｐ
２０１
、
巻
三
【
三
】）
が
、
巻
二
末
の
中
納
言

が
唐
后
か
ら
預
か
っ
て
吉
野
尼
君
に
渡
し
た
Ｄ
「
御
文
」
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
内
容
。

＊
新
註
・
旧
大
系
・
新
編
全
集：

Ｂ
「
言
づ
け
給
ふ
」
相
手
は
中
納
言
と
す
る
。

＊
全
注
釈
（
語
注
）：

新
編
全
集
解
を
紹
介
し
つ
つ
、
Ｂ
「
言
づ
け
給
ふ
」
の
主
語
を
吉
野
聖
と
し
た
上
で
、「
言
づ
け
給
ふ
」
相
手
を

吉
野
姫
君
と
し
て
い
る
よ
う
に
解
せ
る
。
Ｄ
「
御
文
」
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
内
容
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
す
る
。

こ
の
う
ち
、
Ｄ
「
御
文
」
に
は
書
か
れ
な
い
と
い
う
内
容
及
び
該
当
記
事
に
つ
い
て
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
後
述
す
る
通
り
、
旧

大
系
・
新
編
全
集
は
吉
野
姫
君
の
こ
と
に
つ
い
て
の
伝
言
、
全
注
釈
は
吉
野
姫
君
に
対
し
て
言
い
伝
え
て
お
く
べ
き
秘
密
事
を
そ
れ
ぞ
れ

推
測
し
な
が
ら
も
、
不
審
と
す
る
か
（
旧
大
系
・
全
注
釈
）、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
記
事
と
そ
の
「
言
づ
け
給
ふ
」
時
点
、
及
び

「
聞
き
し
」
時
点
・
主
語
・
相
手
を
複
雑
か
つ
曖
昧
に
解
し
て
い
る
（
新
編
全
集
）
の
で
あ
る
。

《
二
》
Ａ
「
も
し
世
に
お
は
す
る
こ
と
も
こ
そ
と
て
」
の
「
も
こ
そ
」
の
解
釈
（
恐
れ
・
心
配
、
ま
た
は
単
な
る
強
調
、
将
来
を
お
し
は
か
り
期

待
す
る
意
の
い
ず
れ
か
）
に
伴
う
、「
世
に
お
は
す
る
」
の
主
語
（
吉
野
尼
君
・
吉
野
姫
君
の
い
ず
れ
か
）、
Ｂ
「
言
づ
け
給
ふ
も
の
」
の
推
定

内
容
の
違
い

＊
本
稿
・〈
巻
三
注
釈
〉
の
各
解
釈：

Ａ
「
も
こ
そ
」
を
、
将
来
を
お
し
は
か
り
期
待
す
る
意
�（
も
し
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
）
…
…
し
て
い
る
の
な
ら
な
あ
�（
旧
大
系
の
訳
）

と
解
す
る
。〈
巻
三
注
釈
〉
で
は
「
も
こ
そ
」
を
「
も
」
の
単
な
る
強
調
（
新
註
と
同
じ
）
と
し
て
い
た
。「
世
に
お
は
す
る
」
の

主
語
は
共
に
妹
の
吉
野
姫
君
。

Ｂ
「
言
づ
け
給
ふ
も
の
」
の
該
当
内
容
は
、
吉
野
姫
君
が
「
世
に
お
は
す
る
」
こ
と
を
期
待
し
て
生
活
の
助
け
と
な
る
「
も
の
」
を
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託
し
た
と
解
す
る
。〈
巻
三
注
釈
〉
で
は
同
じ
く
吉
野
姫
君
が
誕
生
し
て
い
る
場
合
だ
が
、
強
調
し
つ
つ
世
話
を
頼
ん
で
い
る
と

解
し
て
い
た
（
旧
大
系
の
補
注
に
お
け
る
別
解
）

＊
新
註：
Ａ
「
も
こ
そ
」
を
単
な
る
強
調
と
解
し
、
母
吉
野
尼
君
が
ま
だ
「
世
に
お
は
す
る
」
場
合
に
備
え
て
Ｂ
「
言
づ
け
」
て
い
る

伝
言
や
物
と
解
す
る
。

＊
旧
大
系：
Ａ
「
も
こ
そ
」
を
将
来
を
お
し
は
か
り
期
待
す
る
意
と
と
る
以
外
は
新
註
と
同
様
で
、
更
に
は
Ｂ
「
言
づ
け
」
た
内
容
は

吉
野
姫
君
と
す
る
見
解
も
提
示
す
る
。
た
だ
し
、「
も
こ
そ
」
の
意
は
訳
か
ら
汲
み
取
れ
る
解
釈
で
あ
り
、
補
注
で
は
、
Ａ
「
世
に

お
は
す
る
」
の
主
語
を
吉
野
姫
君
と
取
る
別
解
を
示
し
た
上
で
、「
も
こ
そ
」
を
恐
れ
の
意
「
母
尼
君
に
と
っ
て
は
、（
愛
執
の
た
ね

と
な
っ
て
）
具
合
の
わ
る
い
こ
と
を
予
想
す
る
意
」
を
推
測
す
る
。

＊
新
編
全
集
や
全
注
釈
（
語
注
）：
Ａ
「
も
こ
そ
」
を
恐
れ
・
心
配
の
表
れ
と
と
り
、「
世
に
お
は
す
る
」
の
主
語
を
吉
野
尼
君
と
解
し

た
上
で
、
ひ
ど
い
苦
境
に
あ
る
な
ら
い
け
な
い
と
心
配
だ
と
、
妹
吉
野
姫
君
の
こ
と
自
体
を
暗
に
Ｂ
「
言
づ
け
」
つ
ま
り
伝
言
し
た

も
の
と
解
す
る
。
結
果
的
に
は
吉
野
姫
君
の
こ
と
と
い
う
点
で
は
本
稿
と
や
や
近
い
解
と
も
考
え
ら
れ
る
。

《
三
》
中
納
言
の
心
情
、
Ｅ
「
い
と
あ
て
は
か
に
思
ひ
ま
さ
ら
れ
て
」
の
具
体
的
内
容
。「
あ
て
は
か
に
（
あ
て
は
か
な
り
）」
の
か
か
る
対

象
（
唐
后
・
吉
野
尼
君
・
中
納
言
の
い
ず
れ
か
の
可
能
性
）
に
つ
い
て
の
解
釈
（
※
印
は
本
稿
に
よ
る
整
理
）

＊
本
稿
・〈
巻
三
注
釈
〉
共
通
の
解
釈：

「
あ
て
は
か
に
」
の
対
象
は
唐
后
が
妹
の
世
話
ま
で
頼
む
と
は
言
わ
な
い
�
奥
ゆ
か
し
い
�
態

度
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
唐
后
思
慕
を
募
ら
せ
、
后
の
母
だ
け
で
な
く
妹
の
今
後
に
も
関
心
を
増
す
中
納
言
の
心
象
で
あ
る
。

＊
新
註：

「
姫
君
に
（
自
然
と
）
艶
な
好
奇
心
に
そ
そ
ら
れ
て
」。
※
「
あ
て
は
か
に
」
の
形
容
対
象
は
、
吉
野
姫
君
に
対
す
る
中
納
言

の
心
情
の
さ
ま
で
、「
あ
て
は
か
に
」
を
「
あ
で
や
か
に
」
同
様
に
解
す
る
。

＊
旧
大
系：

「
吉
野
尼
君
の
生
活
を
大
変
高
貴
だ
と
一
層
思
い
な
さ
っ
て
」。
※
「
あ
て
は
か
に
」
の
形
容
対
象
は
吉
野
尼
君
の
生
活
。
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＊
新
編
全
集
の
訳：

「
そ
う
思
っ
て
中
納
言
は
、
な
か
な
か
品
の
い
い
感
じ
だ
と
吉
野
姫
君
へ
の
思
い
が
（
自
然
と
）
募
っ
て
」。

※
「
あ
て
は
か
に
」
の
形
容
対
象
は
、
前
部
分
の
唐
后
の
態
度
に
関
す
る
こ
と
（
本
稿
と
同
様
か
）
と
も
、
吉
野
姫
君
の
様
子
と
も

受
け
取
れ
、
文
脈
が
判
然
と
し
な
い
。

＊
全
注
釈
（
語
注
）
訳：

「
吉
野
姫
君
に
秘
め
や
か
な
思
い
を
寄
せ
な
さ
っ
て
」。
※
「
あ
て
は
か
に
」
の
形
容
対
象
は
、
吉
野
姫
君
に

対
す
る
中
納
言
の
心
情
の
さ
ま
（
新
註
と
同
様
）。

＊
桜
楓：

吉
野
姫
君
へ
関
心
が
向
か
う
文
脈
を
指
摘
。

以
上
の
通
り
、
解
釈
の
分
か
れ
る
主
な
箇
所
と
本
稿
・〈
巻
三
注
釈
〉
と
諸
注
の
解
釈
の
関
連
を
中
心
に
し
て
端
的
に
記
し
た
が
⑹
、

そ
れ
で
も
わ
か
り
に
く
い
異
同
と
な
っ
て
い
よ
う
。
諸
注
の
う
ち
、
本
稿
の
解
と
全
体
的
に
最
も
近
い
解
と
し
て
は
新
編
全
集
の
よ
う
に

も
受
け
取
れ
る
が
、
当
該
箇
所
全
体
に
お
け
る
次
に
示
す
同
書
の
訳
は
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
各
箇
所
に
お
け
る
違
い
（《
一
》・《
二
》
前
述
）
が

あ
る
せ
い
も
あ
り
、
本
稿
の
解
と
同
一
と
は
解
し
が
た
い
。

＊
新
編
全
集
の
全
体
訳：

④
Ａ
も
し
母
君
が
世
に
生
き
な
が
ら
え
て
お
い
で
な
ら
、
そ
の
ま
ま
に
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
、
Ｂ
唐
后

の
御
伝
言
が
あ
る
よ
う
に
Ｃ
聞
い
た
こ
と
は
聞
い
た
。
⑤
Ｄ
た
だ
お
手
紙
に
は
、
姫
君
を
私
が
お
世
話
す
る
よ
う
に
と
も
お
書
き
に

な
っ
て
い
な
か
っ
た
な
あ
。
⑥
Ｅ
そ
う
思
っ
て
中
納
言
は
、
な
か
な
か
品
の
い
い
感
じ
だ
と
吉
野
姫
君
へ
の
思
い
が
（
自
然
と
）
募

っ
て
…

本
稿
の
解
と
の
共
通
内
容
と
し
て
、
唐
后
か
ら
は
吉
野
姫
君
の
世
話
の
依
頼
に
関
し
て
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
中
納
言
が
意
識
す
る
点

は
あ
る
が
、
前
掲
の
頭
注
を
含
め
て
も
前
後
の
つ
な
が
り
が
曖
昧
で
あ
る
。

次
章
に
お
い
て
掲
出
し
た
箇
所
の
説
明
を
更
に
加
え
た
上
で
改
め
て
、
本
稿
に
お
け
る
当
該
箇
所
の
解
釈
の
論
拠
、
及
び
最
終
目
的
と

す
る
作
品
全
体
に
お
け
る
意
義
を
明
示
し
考
察
を
行
っ
て
い
く
。
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二
、
聞
き
手
の
存
在
と
「
も
こ
そ
」
の
文
意
を
め
ぐ
る
解
釈
〈
検
討
そ
の
一
〉

深
吉
野
で
中
納
言
が
唐
后
の
母
尼
君
と
の
対
面
を
果
た
し
た
直
後
、
当
該
場
面
の
心
情
に
お
け
る
検
討
上
の
基
本
的
な
手
が
か
り
は
、

三
点
あ
る
。
第
一
に
は
唐
后
が
Ｂ
「
言
づ
け
給
ふ
」
相
手
と
そ
の
内
容
を
「
聞
き
し
」
者
と
の
兼
ね
合
い
（
前
章
《
一
》
の
問
題
点
）
の
検

討
、
第
二
に
は
Ｂ
「
言
づ
け
給
ふ
」
内
容
を
考
え
る
上
で
必
要
な
Ａ
「
も
し
世
に
お
は
す
る
も
こ
そ
」・
Ｂ
「
言
づ
け
給
ふ
も
の
」（
前
章

《
二
》
の
問
題
点
）
の
検
討
、
第
三
に
は
、
Ｅ
「
あ
て
は
か
に
思
ひ
ま
さ
る
」
中
納
言
の
心
情
を
考
え
る
上
で
必
要
な
「
あ
て
は
か
（
な

り
）」
の
か
か
る
対
象
を
こ
の
語
の
用
例
と
当
該
箇
所
の
前
後
の
文
脈
か
ら
推
定
す
る
検
討
（
前
章
《
三
》
の
問
題
点：

次
章
で
予
定
）
で
あ

る
。
以
下
、
検
討
を
し
て
い
こ
う
。

（
１
）
唐
后
の
〈
言
づ
け
〉
の
相
手
と
聞
き
手
の
兼
ね
合
い
に
関
す
る
検
討

ま
ず
は
、
文
意
の
解
釈
と
し
て
第
一
の
確
認
点
か
ら
検
討
に
入
る
。
唐
后
が
Ａ
「
言
づ
け
給
ふ
」
相
手
と
そ
の
内
容
を
Ｃ
「
聞
き
し
」

者
（
主
語
）
の
兼
ね
合
い
だ
が
、「
聞
き
し
」
の
「
し
」
は
直
接
体
験
の
過
去
「
き
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
聞
き
し
」
者
が
心
情
の
主
中

納
言
自
身
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
作
品
の
展
開
上
、
吉
野
尼
君
・
吉
野
姫
君
母
娘
に
関
す
る
伝
言
を
中
納
言
自
身
が

「
聞
き
し
」
相
手
は
唐
后
か
吉
野
聖
し
か
い
な
い
。
そ
の
際
に
、
Ａ
「
も
し
世
に
お
は
す
る
こ
と
も
こ
そ
」
と
吉
野
尼
君
の
存
命
・
吉
野

姫
君
の
誕
生
の
い
ず
れ
に
せ
よ
仮
定
し
て
考
え
、
Ｂ
「
言
づ
け
給
ふ
」
の
は
や
は
り
、
直
接
確
か
め
よ
う
の
な
い
異
国
に
お
り
、
地
の
文

で
尊
敬
語
を
付
さ
れ
る
唐
后
で
は
な
い
か
。
吉
野
聖
に
尊
敬
語
を
付
さ
れ
る
こ
と
は
、
会
話
中
を
除
い
て
見
出
せ
な
い
。

「
言
づ
く
」
は
、
こ
の
場
合
伝
言
す
る
、
ま
た
は
託
す
の
意
と
解
せ
、
当
該
箇
所
の
場
合
は
、
Ｂ
「
言
づ
け
給
ふ
」
そ
の
内
容
を
中
納

言
が
Ｃ
「
聞
き
し
」
と
い
う
以
上
、
唐
后
の
発
言
内
容
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
妹
吉
野
姫
君
の
こ
と
が
中
納
言
に
対
し
て
巻
一
末
近
く
の
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直
接
の
伝
言
で
は
触
れ
ら
れ
ず
、
巻
二
末
近
く
の
母
吉
野
尼
君
宛
て
唐
后
の
手
紙
で
初
め
て
知
り
、「
妹
の
君
お
は
し
ま
す
な
る
」
と
推

定
す
る
い
き
さ
つ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
確
か
に
、
作
中
例
に
お
い
て
は
、
唐
后
が
巻
一
末
近
く
で
中
納
言
へ
母
尼
君
の
手
紙
を
託
す
こ
と

に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
巻
一
在
唐
時
に
の
み
可
能
な
唐
后
か
ら
中
納
言
へ
の
伝
言
と
は
解
し
が
た
い
。
渡
唐
し
た
わ

ず
か
な
者
で
中
納
言
へ
唐
后
か
ら
の
伝
言
を
伝
え
得
る
者
つ
ま
り
は
吉
野
聖
へ
「
言
づ
け
給
ふ
」
伝
言
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
改
め
て
、
前
章
の
《
一
》
で
提
示
し
た
Ａ
「
言
づ
け
給
ふ
」
相
手
の
結
論
と
諸
注
の
違
い
に
加
え
て
、
Ｃ
「
聞
き
し
」
者
に
関

す
る
諸
説
整
理
の
補
足
を
示
し
て
お
こ
う
。

，
《
一
》
Ｃ
「
聞
き
し
」
者
・
Ａ
「
言
づ
け
給
ふ
」
相
手
の
各
解
釈

＊
新
註
・
旧
大
系
・
新
編
全
集：
Ｃ
「
聞
き
し
」
者
を
中
納
言
自
身
と
解
す
が
（
本
稿
の
解
）、
前
章
の
《
一
》
本
体
で
記
し
た
、
Ａ

「
言
づ
け
給
ふ
」
相
手
と
同
一
と
す
る
。

＊
全
注
釈
（
語
注
）：

Ｃ
「
聞
き
し
」
者
を
中
納
言
自
身
と
解
し
、
Ａ
「
言
づ
け
給
ふ
」
主
語
を
吉
野
聖
と
し
た
上
で
Ａ
「
言
づ
け
給

ふ
」
相
手
を
吉
野
姫
君
と
し
て
い
る
よ
う
に
解
せ
る
。

実
は
、
旧
大
系
は
「
聞
き
し
」・「
言
づ
け
給
ふ
」
を
同
時
の
出
来
事
と
し
た
訳
を
行
い
、
新
編
全
集
・
全
注
釈
は
時
間
的
な
間
隔
を
置
い

て
中
納
言
が
以
前
唐
后
か
ら
「
聞
き
し
」
こ
と
を
後
か
ら
思
い
起
こ
し
た
内
容
と
し
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
掲
出
す
る
。

＊
旧
大
系
（
頭
注
）：

私�

（
中�

納�

言�

）
に�

た�

の�

ん�

で�

言
い
お
く
り
な
さ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
聞
い
た
な
あ
。〈
本
稿
注
記：

訳
文
中
の

傍
点
は
本
稿
に
よ
る
も
の
、
な
お
補
注
で
は
、「
こ
と
づ
け
給
ふ
も
の
」
に
お
け
る
「
も
の
」
に
つ
い
て
後
述
の
通
り
不
審
と
す
る
〉

＊
新
編
全
集
（
頭
注
）：

〈
中
納
言
は
、〉
母
君
に
唐
后
の
異
父
妹
が
い
る
の
は
帰
国
後
、
母
君
宛
て
消
息
を
開
い
て
知
っ
た
の
で
、
そ

う
思
っ
て
考
え
る
と
、
別
離
の
折
に
そ
の
姫
君
の
こ
と
を
伝
言
さ
れ
た
よ
う
に
聞
い
た
、
の
意
か
。

＊
全
注
釈
（
語
注
）：

こ
こ
で
は
、
先
に
あ
っ
た
、
聖
か
ら
託
さ
れ
た
手
紙
を
伝
え
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
そ
の
文
面
の
な
か
で
と
く
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に
異
父
妹
に
対
し
て
言
い
伝
え
て
お
く
べ
き
秘
密
事
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、「
あ
る
や
う
に
聞
き
し
」
と
い
う
の
が

よ
く
わ
か
ら
な
い
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
訳
や
説
明
に
は
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
旧
大
系
の
訳
に
お
い
て
は
、
唐
后
が
�
私�

（
中�

納�

言�

）
に�

た�

の�

ん�

で�

言
い
お
く
�
る
時
点
も
、
そ
の
伝
言
を
私
（
中
納
言
）
が
Ｃ
「
聞
き
し
」
時
点
も
、
巻
一
末
近
く
の
帰
国
前
に
母
宛
て
の
手
紙

を
託
さ
れ
た
対
面
時
（
Ｐ
２０９
〜
２１１
、
小
Ｐ
１１３
〜
１１５
、
巻
一
【
三
八
】）
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
新
編
全
集
の
説
明
に
お
い
て
は
、

巻
一
末
近
く
で
吉
野
姫
君
に
関
わ
る
伝
言
が
皆
無
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
時
に
吉
野
姫
君
に
つ
い
て
Ｃ
「
聞
き
し
」
伝
言
内
容
に
、
巻

二
末
近
く
の
唐
后
の
手
紙
│
母
吉
野
尼
君
宛
て
で
吉
野
姫
君
の
誕
生
に
初
め
て
触
れ
た
も
の
│
を
読
ん
で
か
ら
〈
気
付
い
た
〉
こ
と
に
な

り
、
矛
盾
す
る
。
ま
た
、
全
注
釈
に
お
い
て
も
同
じ
く
巻
二
末
近
く
の
時
点
に
開
封
し
た
唐
后
の
手
紙
を
中
納
言
が
読�

ん�

だ�

こ
と
を
Ｃ

「
聞
き
し
」
と
表
し
て
い
る
と
は
解
し
難
く
、
ま
た
後
続
文
⑤
の
Ｄ
「
御
文
に
は
さ
も
書
か
れ
ざ
り
し
」
と
も
矛
盾
す
る
。

や
は
り
、
唐
后
が
中
納
言
の
渡
唐
以
前
に
、
吉
野
聖
へ
Ｂ
「
言
つ
け
給
ふ
」
内
容
に
つ
い
て
、
中
納
言
が
こ
の
吉
野
山
初
訪
問
時
に
吉

野
聖
か
ら
直
接
Ｃ
「
聞
き
し
」
い
き
さ
つ
と
見
る
の
が
適
切
で
は
な
い
か
。

た
だ
し
、
Ｂ
「
言
つ
け
給
ふ
も
の
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
検
討
が
必
要
と
な
る
。

（
２
）「
も
こ
そ
」
に
よ
り
表
さ
れ
る
唐
后
の
心
情
と
「
言
づ
け
給
ふ
も
の
」
の
内
容
に
関
す
る
検
討

第
二
の
確
認
点
、
唐
后
が
Ｂ
「
言
づ
け
給
ふ
も
の
」
の
内
容
を
考
え
る
上
で
、
Ａ
「
も
し
世
に
お
は
す
る
も
こ
そ
」、
更
に
は
Ｂ
「
言

づ
け
給
ふ
も
の
」
の
各
解
釈
に
つ
い
て
検
討
に
移
ろ
う
。

当
該
箇
所
の
「
も
こ
そ
」
の
場
合
は
、「
も
し
」
と
共
に
用
い
て
将
来
を
期
待
す
る
意
�（
も
し
ひ
ょ
っ
と
し
て
）
…
…
あ
ろ
う
の
な
ら
ば

（
な
あ
）�
が
最
も
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
旧
大
系
の
訳
（
た
だ
し
「
も
こ
そ
」
部
分
の
み
）
に
従
っ
た
も
の
で
、
こ
の
当
該
箇
所
例
及
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び
旧
大
系
の
訳
を
福
田
益
和
氏
が
引
い
て
「
も
し
」
と
の
呼
応
の
文
型
で
の
意
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
⑺
。『
浜
松
』
の
当
該
箇
所
例
の

場
合
は
、
最
も
似
た
文
型
・
表
現
と
し
て
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
で
堀
河
天
皇
の
臨
終
に
際
し
な
お
も
蘇
生
し
て
言
葉
を
発
す
る
の
を
願

え
る
う
ち
は
よ
か
っ
た
と
作
者
が
同
僚
の
女
官
を
な
だ
め
る
言
葉
「
ひ
と
こ
と
も
こ
そ
、
も
し
や
と
、
思
ひ
つ
る
ほ
ど
こ
そ
あ
り
け
れ
」

（
Ｐ
４２４
）⑻
や
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
巻
三
で
男
装
に
戻
っ
た
今
大
将
の
訪
れ
を
、
入
れ
替
わ
る
前
の
女
大
将
の
〈
北
の
方
〉
だ
っ
た
右

大
臣
四
の
君
側
が
心
待
ち
に
す
る
心
情
「
か
の
殿
に
も
、『
も
し
た
ち
寄
り
た
ま
ふ
や
う
も
こ
そ
あ
れ
』
と
手
づ
か
ら
立
ち
居
し
つ
ら
ひ

女
房
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
な
ど
し
た
ま
ふ
を
」（
Ｐ
４０７
）
が
や
や
後
代
の
例
な
が
ら
あ
げ
ら
れ
る
。

一
般
的
に
助
詞
の
連
語
「
も
こ
そ
」
は
、
恐
れ
・
心
配
の
意
�
…
…
し
た
ら
心
配
だ
�
が
『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
お
い
て
多
い
も
の

の
、
一
方
で
は
単
な
る
強
調
、
ま
た
更
に
は
本
作
品
に
お
け
る
当
該
箇
所
の
場
合
と
同
じ
く
、
良
い
将
来
を
お
し
は
か
る
意
の
用
例
が
和

歌
な
ど
に
前
述
の
通
り
存
在
し
て
い
る
⑼
。
本
作
品
に
お
け
る
他
の
作
中
「
も
こ
そ
」
例
の
場
合
、
三
例
は
望
ま
し
い
事
態
に
つ
い
て
の

強
調
（
詠
嘆
や
意
志
、
願
望
を
含
む
）
の
意
、
一
例
の
み
が
恐
れ
・
心
配
の
意
と
明
確
に
解
せ
る
良
く
な
い
事
柄
と
解
せ
る
の
で
、〈
巻
三

注
釈
〉
で
の
結
論
で
は
新
註
の
解
と
同
様
に
単
な
る
強
調
と
し
て
い
た
⑽
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「
も
し
」
を
伴
う
こ
と
で
期

待
の
意
が
明
確
に
な
る
と
解
し
た
。
福
田
論
文
で
は
、
期
待
の
意
を
持
つ
「
も
し
…
…
も
こ
そ
」
の
用
例
と
し
て
当
該
箇
所
や
『
今
昔
物

語
集
』
二
例
を
掲
げ
た
他
、
同
様
に
解
せ
る
類
似
の
文
型
と
し
て
「
も
し
…
…
も
や
」
の
例
も
指
摘
し
、
本
作
品
の
巻
二
末
近
く
の
唐
后

の
母
宛
て
手
紙
で
妹
吉
野
姫
君
の
誕
生
に
触
れ
た
例
「
男
に
も
の
し
給
は
ま
し
か
ば
、
も
し
こ
の
世
に
渡
り
給
ふ
こ
と
も
や
と
、
待
ち
侍

り
な
ま
し
を
」（
Ｐ
２６０
、
小
Ｐ
１９０
）
や
『
夜
の
寝
覚
』
二
例
も
掲
出
し
て
い
る
。
当
該
箇
所
の
例
と
同
様
の
将
来
へ
の
推
測
の
意
に
解
せ

る
。そ

こ
で
、
当
該
箇
所
に
お
い
て
諸
注
で
示
す
「
も
こ
そ
」
の
対
象
と
な
る
具
体
的
な
内
容
を
検
証
し
た
場
合
、
新
編
全
集
や
全
注
釈

（
語
注
）
の
解
�
母
吉
野
尼
君
が
ひ
ど
い
苦
境
に
あ
る
な
ら
い
け
な
い
と
心
配
だ
�
に
お
い
て
は
、�
ひ
ど
い
苦
境
に
�
を
補
っ
た
上
で
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〈
よ
く
な
い
内
容
〉
に
し
て
お
り
、
適
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
箇
所
「
世
に
お
は
す
る
」
に
お
い
て
は
、
仮
に
主
語
を
唐
后

の
母
吉
野
尼
君
に
解
し
た
場
合
は
彼
女
の
存
命
で
あ
り
、
恐
れ
・
心
配
の
意
に
は
解
し
が
た
い
。

こ
の
時
点
で
、「
も
し
世
に
お
は
す
る
も
こ
そ
」
は
、
母
吉
野
尼
君
が
存
命
で
あ
っ
た
ら
、
の
意
（
旧
大
系
の
訳
）
ま
た
は
、
異
父
妹
吉

野
姫
君
が
誕
生
し
て
い
た
ら
、
の
意
の
い
ず
れ
か
に
な
る
が
、
後
者
の
妹
吉
野
姫
君
の
誕
生
と
し
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の

も
、
直
後
の
Ｄ
「
御
文
に
は
さ
も
書
か
れ
ざ
り
し
」、
つ
ま
り
存
命
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
母
吉
野
尼
君
に
宛
て
た
手
紙
に
記
し
て
い
な

か
っ
た
と
す
る
内
容
が
わ
か
り
づ
ら
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
も
、
直
前
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
一
章
で
紹
介
し
た
当
該
箇
所
に
お
け
る
文

①
・
②
と
も
、「
身
を
な
げ
き
に
思
し
た
る
人
」
お
そ
ら
く
吉
野
尼
君
の
出
家
に
適
し
た
深
吉
野
で
あ
っ
て
も
、「
若
か
ら
む
人
」
若
い
吉

野
姫
君
が
暮
ら
す
の
を
案
じ
て
い
る
。
続
く
文
③
の
引
用
文
波
線
部
「
た
だ
人
一
人
の
御
ゆ
か
り
」
も
、
吉
野
尼
君
に
加
え
吉
野
姫
君
を

新
た
に
意
識
し
た
も
の
と
い
え
、
当
該
箇
所
の
心
情
も
吉
野
姫
君
へ
関
心
が
向
か
う
文
脈
（
桜
楓
の
指
摘
）
上
に
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
唐

后
が
吉
野
聖
か
ら
近
況
を
知
ら
さ
れ
た
母
吉
野
尼
君
の
存
命
⑾
よ
り
も
、
同
じ
時
点
で
初
め
て
聞
か
さ
れ
て
知
っ
た
異
父
妹
吉
野
姫
君
の

誕
生
と
解
す
る
方
が
適
切
な
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
て
、
吉
野
姫
君
の
誕
生
が
あ
る
な
ら
ば
と
期
待
し
て
唐
后
が
行
っ
た
内
容
を
考
え
る
上
で
は
、
更
に
、「
言
づ
け
給
ふ
も
の
」

と
い
う
表
現
に
つ
い
て
も
、
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
「
も
の
」
を
（
依
頼
の
）
事
柄
と
解
釈
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
と
考
え
、

�
生
活
の
助
け
と
な
る
も
の
�
具
体
的
に
は
金
品
の
類
と
解
し
た
。「
言
づ
け
給
ふ
も
の
」
の
内
容
を
、〈
巻
三
注
釈
〉
で
は
�
吉
野
姫
君

の
世
話
を
頼
む
こ
と
�
と
解
し
た
が
、
旧
大
系
が
補
注
で
指
摘
す
る
通
り
、
吉
野
姫
君
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
「
も
の
」
と
表
現
す
る
の

は
不
審
で
あ
る
。
た
だ
し
、
金
品
を
託
す
相
手
の
吉
野
聖
に
世
話
を
頼
む
と
い
う
意
味
合
い
で
は
、
や
は
り
実
質
的
に
は
同
様
の
意
味
合

い
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
吉
野
聖
と
は
、
唐
后
と
母
吉
野
尼
君
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
間
柄
の
人
物
か
。
吉
野
聖
は
、
中
納
言
よ
り
も

前
に
渡
唐
し
た
渡
航
僧
で
（
Ｐ
１６５
、
小
Ｐ
４８
、
巻
一
【
八
】）、
唐
后
に
母
の
存
命
・
出
家
を
妹
の
誕
生
と
共
に
知
ら
せ
、
帰
国
の
際
は
唐
后
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か
ら
母
宛
て
の
い
わ
ば
〈
初
信
〉
を
言
付
か
っ
て
渡
し
て
も
い
た
（
Ｐ
２０９
〜
２１０
、
小
Ｐ
１１４
、
巻
一
【
三
八
】）。
聖
の
話
に
よ
れ
ば
、
元
来
、

母
尼
君
の
父
上
野
宮
の
代
か
ら
の
知
己
で
あ
り
、
唐
后
か
ら
の
〈
初
信
〉
を
渡
し
た
こ
と
で
、
尼
君
が
現
在
の
隠
遁
地
深
吉
野
へ
の
移
住

を
共
に
行
う
ま
で
に
「
い
と
ど
頼
み
思
い
た
る
」
人
物
で
あ
る
（
以
上
Ｐ
２６７
〜
２６８
、
小
Ｐ
２０４
、
巻
三
【
五
】）。
唐
后
は
、
こ
の
よ
う
に
尼
君

の
長
年
の
知
己
で
あ
る
吉
野
聖
に
は
妹
の
世
話
に
必
要
な
金
品
を
託
し
た
の
に
比
べ
、
中
納
言
に
託
し
た
母
宛
て
の
手
紙
で
は
妹
の
存
在

に
触
れ
る
に
留
め
て
、
渡
唐
時
の
聖
に
託
し
た
よ
う
な
金
品
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
う
し
た
生
活
の
世
話
に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て
は

「
書
か
れ
ざ
り
し
」
状
態
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
、
当
該
箇
所
に
お
い
て
中
納
言
は
思
い
当
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
唐
后
が
吉
野
姫
君
の
助
け
に
な
る
よ
う
な
「
も
の
」
を
吉
野
聖
に
「
言
づ
け
給
ふ
」
と
い
う
対
応
内
容
は
、
作
中
で
明
確

に
記
す
物
が
見
出
せ
な
い
の
も
確
か
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
前
節
で
対
応
内
容
と
し
て
想
定
し
て
い
る
、
巻
三
冒
頭
近
く
で
中
納
言
が

最
初
に
訪
問
し
た
時
の
吉
野
聖
の
説
明
、
聖
が
在
唐
中
に
唐
后
か
ら
母
尼
君
宛
て
の
「
御
消
息
」
を
託
さ
れ
る
に
あ
た
り
熱
心
に
「
仰
せ

ご
と
」
を
受
け
た
と
回
想
し
て
い
る
件
に
し
て
も
、
前
掲
「
泣
く
泣
く
こ
の
母
宮
の
御
こ
と
を
の
た
ま
は
せ
て
」
と
あ
る
だ
け
で
、
吉
野

姫
君
に
関
し
て
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
手
紙
を
取
り
次
ぐ
に
あ
た
っ
て
出
生
の
い
き
さ
つ
を
中
納
言
に
明
か
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
該
箇
所
の
「
も
の
」
が
明
確
に
記
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
見
方
を
す
る
な
ら
ば
（
触
れ
ら
れ
て
当
然
の
形
見
な
ど

で
は
な
く
）、
殊
更
に
記
す
の
が
無
粋
な
た
め
朧
化
さ
れ
や
す
い
金
品
の
類
の
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
い
か
⑿
。

以
上
、
第
一
・
第
二
の
確
認
点
の
検
討
か
ら
言
え
る
の
は
、
当
該
箇
所
の
前
掲
の
文
④
に
お
い
て
「
言
づ
け
給
ふ
」
の
は
貴
人
の
唐
后

か
ら
、
吉
野
聖
│
中
納
言
が
唐
后
以
外
に
こ
の
秘
事
を
聞
く
こ
と
の
で
き
た
唯
一
の
人
物
│
へ
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
託
さ
れ
た
「
も

の
」
の
内
容
は
、
妹
吉
野
姫
君
の
今
後
に
必
要
だ
が
朧
化
さ
れ
や
す
い
金
品
の
類
と
し
て
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
文
⑤

「
御
文
に
は
書
か
れ
ざ
り
し
」。
つ
ま
り
、
中
納
言
が
巻
一
末
近
く
帰
国
す
る
際
に
託
さ
れ
、
巻
二
末
近
く
に
開
封
し
て
読
ん
だ
唐
后
の
母

吉
野
尼
君
宛
の
手
紙
で
は
、
次
章
で
後
掲
の
通
り
母
に
「
よ
ろ
づ
を
頼
み
思
し
召
せ
」
と
中
納
言
を
頼
る
よ
う
強
く
勧
め
て
い
る
（
Ｐ
２５９
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〜
２６０
、
小
Ｐ
１８８
〜
１９０
）
に
対
し
て
、
吉
野
姫
君
の
こ
と
は
、
渡
唐
時
の
吉
野
聖
か
ら
知
っ
た
感
慨
を
記
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
こ
と
と
解
せ

る
。
具
体
的
な
該
当
内
容
が
明
確
で
な
い
に
せ
よ
、
唐
后
が
中
納
言
に
対
し
て
、
母
吉
野
尼
君
の
世
話
は
頼
ん
で
も
妹
姫
君
の
世
話
を
頼

も
う
と
は
し
な
い
で
い
る
こ
の
態
度
こ
そ
が
、
中
納
言
が
「
あ
て
は
か
に
思
ひ
ま
さ
ら
れ
て
」
い
る
心
情
の
意
味
合
い
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
次
章
で
、
文
脈
の
意
味
合
い
を
確
定
す
る
上
で
、
第
三
の
確
認
点
「
あ
て
は
か
に
思
ひ
ま
さ
ら
れ
て
」
に
お
け
る
「
あ
て
は
か

に
（
あ
て
は
か
な
り
）」
の
意
味
合
い
・
対
象
の
検
討
に
移
る
と
共
に
、
作
品
全
体
か
ら
読
み
解
い
て
い
く
。

三
、「
あ
て
は
か
に
思
ひ
ま
さ
る
」
中
納
言
の
心
情
〈
検
討
そ
の
二
〉

第
三
の
確
認
点
、「
あ
て
は
か
に
思
ひ
ま
さ
ら
れ
て
」
に
お
け
る
「
あ
て
は
か
（
な
り
）」
は
、
上
品
な
さ
ま
、
奥
ゆ
か
し
い
さ
ま
の
意

で
、
平
安
時
代
の
散
文
作
品
の
用
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
⒀
。
類
義
語
「
あ
て
（
な
り
）」「
あ
て
や
か
（
な
り
）」
よ
り
も
更
に
下
位
の

上
品
さ
、
身
分
の
高
く
な
い
人
物
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
二
級
の
美
の
形
容
と
す
る
見
方
⒁
も
提
示
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、

「
あ
て
や
か
（
な
り
）」
と
流
行
的
な
交
代
に
よ
る
推
移
す
る
語
と
す
る
見
方
⒂
が
示
さ
れ
、
説
が
分
か
れ
て
い
る
。
果
た
し
て
、
本
稿
の

よ
う
に
当
該
箇
所
の
「
あ
て
は
か
（
な
り
）」
が
、
上
流
女
性
唐
后
の
言
動
に
関
す
る
奥
ゆ
か
し
さ
と
し
て
解
せ
る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ

う
か
。

本
作
品
全
三
例
の
う
ち
当
該
例
以
外
の
二
例
は
巻
二
の
添
い
臥
し
の
大
弐
女
の
様
子
と
巻
三
（
当
該
箇
所
よ
り
少
し
後
）
の
吉
野
尼
君
の

住
ま
い
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

添
い
臥
し
の
大
弐
女
の
様
子
を
表
し
た
例
「
に
ほ
ひ
あ
り
さ
ま
、
い
と
あ
て
は
か
に
、
か
う
ば
し
う
」（
Ｐ
２２８
、
小
Ｐ
１４４
、
巻
二
）
は
、

同
じ
く
大
弐
女
へ
の
「
あ
て
や
か
」
使
用
二
例
、
更
に
は
形
容
「
あ
て
な
り
」
例
に
お
け
る
上
流
階
級
の
人
物
へ
の
使
用
傾
向
を
考
え
合

わ
せ
れ
ば
、
中
流
階
級
の
女
性
へ
の
形
容
と
し
て
使
い
分
け
た
可
能
性
も
あ
る
い
は
考
え
ら
れ
る
（「
あ
て
な
り
」
使
用
人
物
の
内
訳
は
中
納
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言
〈
一
例
〉、
大
将
大
君
〈
二
例
〉、
大
君
の
妹
で
あ
る
大
将
中
の
君
〈
一
例
〉、
唐
后
〈
二
例
〉、
異
父
妹
で
帥
宮
を
父
に
持
つ
吉
野
姫
君
〈
三
例
〉、
吉

野
姫
君
の
異
母
姉
で
あ
る
衛
門
督
北
の
方
〈
一
例
〉。
た
だ
し
一
方
で
、
こ
ち
ら
も
「
あ
て
な
り
」
よ
り
も
劣
る
美
と
さ
れ
る
「
あ
て
や
か
（
な
り
）」

は
、
こ
れ
ら
の
上
流
の
人
物
、
大
将
大
君
や
衛
門
督
北
の
方
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。）

た
だ
、
大
弐
女
の
「
あ
て
は
か
（
な
り
）」
用
例
は
、
少
な
く
と
も
「
あ
て
や
か
（
な
り
）」
用
例
と
比
較
し
た
場
合
、「
あ
て
は
か
（
な

り
）」
が
暗
闇
に
お
け
る
芳
香
主
体
の
漠
然
と
し
た
雰
囲
気
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、「
あ
て
や
か
（
な
り
）」
が
人
物
に
対
す
る
直
接
的

な
視
覚
情
報
が
主
の
美
を
表
し
て
い
る
違
い
が
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
大
弐
女
に
対
す
る
形
容
で
あ
っ
て
も
、
前
掲
の
「
あ
て
は

か
（
な
り
）」
例
は
閨
で
添
い
臥
し
す
る
雰
囲
気
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
く
る
夜
明
け
後
の
外
光
で
見
た
「
い
と
若
う
あ
え
か
に
そ

び
え
て
、
あ
て
や
か
に
を
か
し
げ
に
て
」（
Ｐ
２３０
、
小
Ｐ
１４５
、
巻
二
）、
大
弐
女
が
上
京
し
人
妻
と
な
っ
た
後
に
密
会
を
重
ね
た
時
点
に
後
朝

で
月
の
光
で
見
た
容
貌
「
あ
り
あ
け
の
月
影
に
、
例
の
い
と
あ
て
や
か
に
な
つ
か
し
く
な
ま
め
い
た
る
を
」（
巻
五
―

Ｐ
３９７
、
小
Ｐ
３９０
）
と
は

明
ら
か
に
異
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
物
の
直
接
的
な
様
子
で
は
な
く
漠
然
と
し
た
雰
囲
気
を
表
す
点
に
お
い
て
は
、
も
う
一
例
、
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
に

か
た
び
ら

対
す
る
「
あ
て
は
か
（
な
り
）」
用
例
も
共
通
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。「
朽
木
形
の
几
帳
の
帷
子
」
と
い
う
視
覚
的
な
様
子
は
交
え
ら
れ

て
い
る
が
、
や
は
り
専
ら
芳
香
に
よ
り
住
ま
い
全
体
に
つ
い
て
推
し
測
ら
れ
る
漠
然
と
し
た
〈
上
品
さ
〉
で
あ
ろ
う
。
訪
問
し
た
中
納
言

み
や
う
が
う

が
受
け
る
感
銘
で
、「
御
簾
の
内
」
か
ら
の
薫
物
の
香
と
「
仏
の
御
前
の
名
香
の
匂
ひ
も
、
ひ
と
へ
に
合
ひ
て
、
さ
す
が
に
あ
て
は
か
な

る
内
の
気
色
も
、
思
ひ
や
り
あ
は
れ
な
り
。」（
Ｐ
２７６
、
小
Ｐ
２１５
、
巻
三
【
一
四
】）
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
皇
族
出
身
の
吉
野
尼
君
の

高
貴
さ
も
や
は
り
相
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
当
該
箇
所
も
、
身
分
と
い
う
よ
り
も
人
物
の
漠
然
と
し
た
様
子
ま
た
は
事
柄
に
つ
い
て
の
雰
囲
気
を
表
す
形

容
の
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。
他
作
品
の
用
例
に
お
い
て
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
十
六
段
「
人
が
ら
は
心
う
つ
く
し
く
、
あ
て
は
か
な
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る
こ
と
好
み
て
」（
Ｐ
１２８
）
の
紀
有
常
の
例
も
、〈
風
雅
な
こ
と
〉
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
意
味
合
い
を
表
し
て
い
る
⒃
。
も
ち
ろ
ん
、
本

作
品
に
お
い
て
一
方
の
「
あ
て
や
か
（
な
り
）」
作
中
全
五
例
の
う
ち
、
帰
国
後
の
再
会
時
に
お
け
る
大
将
大
君
一
例
で
は
触
覚
に
よ
る

情
報
「
御
手
あ
た
り
、
あ
り
さ
ま
」
に
対
す
る
場
合
（
巻
二
―

Ｐ
２４４
、
小
Ｐ
１６６
〜
１６７
）、
ま
た
帥
宮
北
方
二
例
（
大
弐
女
二
例
・
大
将
大
君
一
例

以
外
）
で
は
垣
間
見
に
よ
る
場
合
も
あ
れ
ば
視
覚
情
報
に
拠
ら
な
い
声
の
雰
囲
気
「
忍
び
や
か
に
の
た
ま
ふ
な
る
け
は
ひ
」
に
対
す
る
場

合
（
巻
三
―

小
Ｐ
２５３
）
も
あ
る
が
、「
あ
て
は
か
（
な
り
）」
が
本
作
品
に
お
い
て
「
あ
て
や
か
（
な
り
）」
よ
り
も
漠
然
と
し
た
対
象
・
感
覚

を
表
し
て
い
る
可
能
性
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

し
か
も
、
当
該
箇
所
の
「
あ
て
は
か
（
な
り
）」
の
場
合
は
、〈
…
…
に
思
ふ
〉
の
表
現
形
式
に
よ
り
、
主
人
公
中
納
言
の
心
情
を
主
に

表
す
点
で
、
人
物
の
美
を
直
接
表
す
他
の
例
と
は
異
な
る
。
人
物
に
お
け
る
心
の
動
き
の
あ
り
さ
ま
と
し
て
直
接
形
容
し
た
用
例
は
他
に

な
く
⒄
、
類
似
の
表
現
例
と
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』
篝
火
巻
の
玉
鬘
の
髪
の
感
触
に
魅
了
さ
れ
る
光
源
氏
の
心
情
の
み
で
あ
る
。
触
覚

情
報
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
直
前
の
対
象
（
人
物
と
い
う
よ
り
一
部
分
）
で
あ
る
（「
女
の
御
さ
ま
見
る
に
か
ひ
あ
り
。
御
髪
の
手
当
た
り
な
ど
、

い
と
冷
や
や
か
に
あ
て
は
か
な
る
心
地
し
て
」〈
三
巻
Ｐ
２５７
〉）。
や
は
り
、
当
該
箇
所
で
は
、
直
前
の
文
脈
、
吉
野
姫
君
に
つ
い
て
中
納
言
に
は

頼
も
う
と
し
な
い
唐
后
の
態
度
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
心
情
と
見
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

以
上
の
検
証
結
果
か
ら
得
た
当
該
箇
所
の
解
釈
の
内
容
を
前
後
の
文
脈
に
即
し
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

当
該
箇
所
の
前
半
た
る
直
前
の
部
分
を
妹
の
世
話
に
関
す
る
唐
后
の
態
度
（
中
納
言
の
感
慨
）
と
し
て
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
が
、

後
続
の
部
分
は
吉
野
滞
在
の
延
長
を
決
め
る
中
納
言
の
言
動
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
は
、
中
納
言
に
は
妹
の
世
話
を
頼
む
こ
と
を
し
な
い
唐

后
の
姿
勢
が
逆
に
中
納
言
の
心
情
に
お
い
て
積
極
的
に
世
話
を
す
る
心
情
を
呼
び
起
こ
す
流
れ
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も

注
目
さ
れ
る
の
は
、
当
該
箇
所
よ
り
前
の
部
分
で
中
納
言
が
吉
野
姫
君
と
母
尼
君
と
の
同
居
を
吉
野
聖
へ
問
う
に
至
る
心
情
、
つ
ま
り
尼

君
が
吉
野
聖
を
「
頼
も
し
人
に
て
、
過
ぐ
し
給
ひ
に
け
る
に
こ
そ
は
」
と
中
納
言
は
実
感
し
て
「
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
て
」
と
反
応
し
た
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こ
と
で
あ
る
。
本
来
は
頼
る
は
ず
の
な
い
隠
遁
者
の
吉
野
聖
を
吉
野
尼
君
が
「
頼
も
し
人
」
と
す
る
の
が
や
む
を
得
な
い
厳
し
い
実
情
を

感
ず
る
ゆ
え
の
心
情
と
解
せ
よ
う
。
そ
の
延
長
で
、
唐
后
か
ら
し
て
妹
吉
野
姫
君
の
生
活
の
世
話
に
関
し
て
も
、
同
じ
く
吉
野
聖
に
金
品

を
「
言
つ
け
給
ふ
」
こ
と
に
よ
り
頼
っ
て
い
る
と
「
聞
き
し
」
事
情
を
当
該
箇
所
で
思
い
起
こ
し
て
い
る
と
解
せ
よ
う
。

そ
の
際
、「
あ
て
は
か
に
思
ひ
ま
さ
る
⒅
」
は
、
唐
后
の
姿
勢
を
漠
然
と
奥
ゆ
か
し
い
と
感
じ
て
募
る
恋
心
ゆ
え
に
、〈
巻
三
注
釈
〉
で

記
し
た
通
り
、
わ
び
住
ま
い
す
る
母
吉
野
尼
君
ば
か
り
か
、
異
父
妹
の
姫
君
に
対
し
て
も
、
恋
し
い
唐
后
と
い
う
「
た
だ
人
一
人
の
御
ゆ

か
り
」（
一
章
引
用
文
の
文
③
波
線
部
）
と
し
て
関
心
を
高
め
る
一
連
の
過
程
で
あ
ろ
う
。
吉
野
姫
君
へ
の
恋
心
（
新
編
全
集
解
）
と
い
う
よ

り
は
、
こ
の
段
階
で
は
関
心
を
本
格
的
に
持
ち
始
め
る
端
緒
と
考
え
ら
れ
る
。
主
人
公
が
外
的
な
必
然
性
が
な
い
状
況
を
意
識
す
る
こ
と

を
き
っ
か
け
に
し
て
、
満
た
さ
れ
な
い
唐
后
へ
の
思
慕
か
ら
彼
女
の
か
け
が
え
の
な
い
〈
ゆ
か
り
〉
と
し
て
母
吉
野
尼
君
ば
か
り
か
妹
吉

野
姫
君
へ
の
援
助
を
実
行
す
る
い
き
さ
つ
な
の
で
あ
る
。

結
論
に
代
え
て
│
当
該
箇
所
の
作
品
全
体
に
お
け
る
意
義
と
今
後
の
見
通
し
・
課
題
│

本
稿
の
検
討
か
ら
、
当
該
箇
所
全
体
の
文
脈
を
、
作
品
全
体
の
流
れ
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
ま
で
考
察
し
た
通

り
、
唐
后
が
妹
吉
野
姫
君
の
世
話
を
中
納
言
に
対
し
頼
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
却
っ
て
満
た
さ
れ
な
い
想
い
を
抱
く
中
納
言
に
唐
后

を
「
あ
て
は
か
に
」
思
う
気
持
ち
を
募
ら
せ
、
深
吉
野
で
母
尼
君
だ
け
で
な
く
妹
姫
君
も
含
め
た
世
話
を
行
う
に
至
る
。
こ
の
後
の
展
開

で
は
、
邸
宅
の
修
復
や
物
資
の
援
助
を
行
う
中
に
も
、
卯
月
の
更
衣
の
贈
り
物
で
は
若
い
姫
君
の
た
め
の
装
束
や
日
常
の
慰
め
と
な
る
絵

物
語
を
入
れ
る
気
遣
い
を
見
せ
る
な
ど
し
て
い
く
の
で
あ
る
（
Ｐ
２８５
〜
２８７
、
小
Ｐ
２２９
〜
２３２
、
巻
三
【
二
二
】・【
二
三
】）。

こ
の
展
開
を
、
前
述
の
母
吉
野
尼
君
を
援
助
す
る
に
至
る
い
き
さ
つ
と
比
べ
る
と
、
決
定
的
に
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
納
言

に
予
め
示
さ
れ
る
宿
縁
の
必
然
性
の
有
無
で
あ
る
。
母
尼
君
へ
の
援
助
の
必
然
性
は
、
こ
の
現
存
巻
一
以
前
の
散
逸
首
巻
当
初
か
ら
描
か
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れ
て
い
た
中
納
言
の
父
宮
転
生
を
め
ぐ
る
〈
親
子
〉
の
宿
縁
に
あ
っ
た
。
唐
后
は
、
母
吉
野
尼
君
宛
て
の
手
紙
で
、
手
紙
を
持
参
す
る
中

納
言
を
紹
介
す
る
に
当
た
り
、
前
世
の
因
縁
を
明
か
し
て
い
る
。「
お
の
れ
が
持
ち
奉
り
て
侍
る
皇
子
の
、
前
の
世
の
御
子
に
て
お
は
し

ま
し
け
る
な
り
」
と
明
か
し
た
上
で
、
先
に
も
記
し
た
通
り
頼
り
に
す
る
よ
う
勧
め
て
い
る
。

「
こ
の
中
納
言
、
宮
（＝

三
の
皇
子
）
を
世
の
常
な
ら
ず
、
い
み
じ
う
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
へ
る
ゆ
か
り
に
、
ゆ
め
ゆ
め
お
ろ
か
に
は

侍
ら
じ
、
よ
し
な
う
な
ど
思
し
疑
は
ず
、
お
の
が
身
を
代
へ
て
渡
り
た
る
と
思
し
な
し
て
、
よ
ろ
づ
を
頼
み
思
し
召
せ
。（
以
上
は
Ｐ

２５９
〜
２６０
、
小
Ｐ
１８８
〜
１９０
、
巻
二
）

唐
后
が
母
に
明
か
し
て
い
る
、
わ
が
子
三
の
皇
子
へ
の
中
納
言
の
父
宮
転
生
は
、
散
逸
首
巻
で
転
生
の
夢
告
な
ど
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
中

納
言
が
渡
唐
に
踏
み
切
り
（『
無
名
草
子
』
に
拠
る
推
定
記
事
）、
現
存
巻
一
始
め
に
「
面
変
わ
り
せ
ぬ
親
」
三
の
皇
子
と
の
〈
再
会
〉
が
実

現
し
た
。
こ
う
し
た
転
生
の
事
を
こ
の
〈
再
会
〉
直
後
に
、
三
の
皇
子
〈
転
生
し
た
本
人
〉
の
口
か
ら
母
で
あ
る
唐
后
は
知
ら
さ
れ
、
強

い
親
し
み
を
覚
え
て
い
る
。
告
げ
を
受
け
て
の
物
忌
み
先
で
思
わ
ぬ
逢
瀬
を
持
っ
た
際
も
、
宿
縁
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
帰
国
直
前

の
中
納
言
に
母
宛
て
の
手
紙
を
託
し
た
の
は
、
逢
瀬
の
相
手
に
よ
り
、
日
本
人
の
渡
唐
が
稀
な
状
況
下
に
母
へ
手
紙
を
届
け
て
も
ら
う
貴

重
な
機
会
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
転
生
に
よ
る
〈
親
子
〉
の
縁
に
基
づ
く
孝
養
の
必
然
性
に
よ
る
も
の
と
し
て
読
み
取
れ

る
。
し
か
し
、
予
言
に
導
か
れ
た
、
母
吉
野
尼
君
と
中
納
言
と
の
こ
う
し
た
〈
親
子
〉
の
宿
縁
の
よ
う
な
必
然
性
が
、
妹
吉
野
姫
君
に
関

す
る
場
合
に
お
い
て
は
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
宿
世
の
予
言
ま
た
は
唐
后
か
ら
の
依
頼
の
必
然
性
が
な
く
て
む
し
ろ
「
あ
て
は
か
に
」

感
じ
る
こ
と
で
募
る
唐
后
思
慕
の
本
質
が
窺
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
当
該
箇
所
の
少
し
後
、
中
納
言
が
来
訪
し
援
助
を
寄
せ
る
直
前
に
吉
野
尼
君
が
受
け
た
と
す
る
吉
野
姫
君
の
将
来
に
関
わ

る
夢
告
（
Ｐ
２８３
、
小
Ｐ
２２６
、
巻
三
【
二
〇
】）
は
、
中
納
言
に
援
助
さ
せ
る
必
然
性
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
⒆
。
た
だ
し
、〈
巻
三
注
釈
〉

の
掲
載
担
当
区
分
に
も
記
し
た
通
り
、
こ
の
夢
告
に
し
て
も
、
実
質
的
に
は
援
助
が
始
ま
っ
た
後
の
場
面
に
お
い
て
出
家
者
吉
野
尼
君
に

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
主
人
公
の
唐
后
思
慕
と
〈
ゆ
か
り
〉
へ
の
援
助
の
必
然
性
小
考

五
二



対
し
、
自
分
だ
け
で
な
く
娘
の
吉
野
姫
君
へ
の
援
助
も
仏
教
論
理
に
基
づ
く
必
然
性
が
あ
る
と
納
得
さ
せ
る
、
い
わ
ば
主
人
公
の
欲
求
・

言
動
に
対
す
る
後
付
け
の
正
当
化
の
役
割
が
専
ら
見
出
せ
よ
う
。
し
か
も
、
そ
の
正
当
化
に
は
、
中
納
言
の
父
宮
転
生
か
ら
渡
唐
に
よ
る

〈
父
子
再
会
〉、
そ
の
母
后
唐
后
と
中
納
言
の
一
夜
の
逢
瀬
が
元
来
、
実
現
段
階
に
お
い
て
、
母
吉
野
尼
君
に
対
す
る
后
の
孝
養
の
志
か
ら

発
し
た
宿
縁
を
取
り
込
む
形
で
の
合
流
が
考
え
ら
れ
る
。
検
討
す
べ
き
解
釈
の
問
題
も
多
い
た
め
、
稿
を
改
め
て
今
後
の
検
討
課
題
と
し

た
い
。

注
⑴

構
想
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
池
田
利
夫
「
浜
松
中
納
言
物
語
の
構
成
と
構
想
」（『
更
級
日
記

浜
松
中
納
言
物
語
攷
』
武
蔵
野
書
院

一
九
七

〇
年
初
出
）、
宿
世
の
予
言
に
よ
る
主
人
公
の
言
動
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
伊
井
春
樹
「
吉
野
の
姫
君
の
運
命
│
浜
松
中
納
言
物
語
の
構
想
に

関
連
し
て
│
」「
浜
松
中
納
言
物
語
の
方
法
」（
共
に
『
源
氏
物
語
論
考
』
風
間
書
房

一
九
七
八
年
初
出
）

⑵

神
田
龍
身
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
幻
視
行
」〈
文
芸
と
批
評
５
―

５
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
〉

⑶

浜
松
中
納
言
物
語
の
会
巻
三
分
会
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
」（
日
本
文
藝
研
究
７１
―

１
〜：

当
該
箇
所
は
７１
―

２
、
二
〇
一
九
年
一
〇

月
〜
連
載
中
）。
な
お
、
本
稿
が
依
拠
し
て
い
る
巻
一
の
本
文
と
注
釈
内
容
は
、
浜
松
中
納
言
物
語
の
会
『
浜
松
中
納
言
物
語
巻
一
注
釈
』（
私

家
版
、
二
〇
一
二
年
）
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
二
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
巻
二
注
釈
会
で
共
同
作
業
中
の
注
釈
を
参
考
と
し
て
い
る
。

⑷
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
諸
注
に
つ
い
て
、
本
稿
に
お
け
る
使
用
略
称
と
正
式
な
書
誌
は
次
の
通
り
。

・
新
註＝

宮
下
清
計
校
注
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
新
註
国
文
学
叢
書
（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
五
一
年
）

・
旧
大
系＝

松
尾
聡
校
注
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）

・
桜
楓＝

久
下
晴
康
（
裕
利
）
編
『
浜
松
中
納
言
物
語
』（
桜
楓
社
〈
お
う
ふ
う
〉、
一
九
八
八
年
）

・
新
編
全
集＝

池
田
利
夫
校
注
訳
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）

・
全
注
釈＝

中
西
健
治
『
浜
松
中
納
言
物
語
全
注
釈
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）

⑸
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
本
文
引
用
は
、
巻
三
に
関
し
て
は
注
⑶
前
掲
の
浜
松
中
納
言
物
語
の
会
巻
三
分
会
の
〈
巻
三
注
釈
〉
本
文
、
巻
一
に

関
し
て
は
浜
松
中
納
言
物
語
の
会
『
浜
松
中
納
言
物
語
巻
一
注
釈
』（
私
家
版
、
二
〇
一
二
年
）、
他
の
巻
は
注
⑷
前
掲
の
松
尾
注
⑷
校
注
書
本

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
主
人
公
の
唐
后
思
慕
と
〈
ゆ
か
り
〉
へ
の
援
助
の
必
然
性
小
考

五
三



文
（
Ｐ
…
）
に
拠
り
つ
つ
表
記
を
改
め
、
注
⑷
前
掲
の
池
田
校
注
訳
書
の
対
応
頁
（
略
称：

小
Ｐ
…
）
も
記
し
た
。
巻
一
・
巻
三
の
引
用
に
関

し
て
は
、
前
掲
書
・
雑
誌
稿
の
各
巻
の
区
分
番
号
も
併
記
し
て
い
る
。

⑹

こ
れ
ら
の
部
分
以
外
に
も
、「
思
ひ
ま
さ
ら
れ
て
」
の
「
れ
（
る
）」（
自
発
・
尊
敬
の
い
ず
れ
か
の
可
能
性
）
を
自
発
（
新
註
・
新
編
全
集
）、

尊
敬
（
旧
大
系
・
全
注
釈
の
語
注
）
の
解
釈
の
分
か
れ
が
あ
る
が
、
当
該
箇
所
の
場
合
は
自
発
の
意
と
解
せ
よ
う
。
注
⒅
で
後
述
の
「
思
ひ
ま

さ
る
」「
思
し
ま
さ
る
」
作
中
全
六
例
の
う
ち
当
該
例
以
外
の
三
例
も
自
発
「
る
」
を
伴
う
意
と
見
な
せ
る
。〈
巻
三
注
釈
〉
に
も
記
し
た
通

り
、「
る
」
は
心
情
を
ひ
き
起
こ
す
自
発
で
あ
り
、
中
納
言
へ
の
敬
意
は
文
末
の
尊
敬
語
「
遣
は
す
」
一
語
で
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

⑺
「
解
釈
文
法
の
立
場
よ
り：

「
も
ぞ
」・「
も
こ
そ
」
に
つ
い
て
の
私
見
」（
語
文
研
究
〈
九
州
大
学
〉
３１
・
３２
、
一
九
七
一
年
一
〇
月
）。
た
だ

し
、
当
該
箇
所
全
体
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
旧
大
系
の
解
釈
に
沿
っ
て
�
吉
野
尼
君
が
存
命
の
こ
と
も
あ
ろ
う
と
て
、
私
（
中
納
言
）
に
た
の

ん
で
言
い
お
く
り
な
さ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
聞
い
た
な
あ
�
と
解
す
る
。
な
お
、
日
本
国
語
大
辞
典
（
初
版
・
第
二
版
・Japan

K
now

ledge

版
共
）「
も
こ
そ
」
項
に
お
け
る
語
義
�
…
…
か
も
し
れ
な
い
�
を
掲
出
し
て
お
り
、
期
待
の
意
も
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
辞
典
で
は
、
心

配
・
恐
れ
の
意
と
同
じ
語
義
に
列
記
し
た
上
で
、
掲
出
し
た
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
和
歌
「
折
す
ぎ
て
さ
て
も
こ
そ
や
め

さ
み
だ
れ
て
今
宵

あ
や
め
の
根
を
や
か
け
ま
し
」
や
『
平
家
物
語
』
の
例
に
関
し
、
語
誌
で
、
恐
れ
・
心
配
だ
け
で
な
く
「
将
来
を
期
待
す
る
場
合
も
あ
る
」
と

説
明
す
る
。
小
学
館
古
語
大
辞
典
で
は
心
配
・
恐
れ
と
強
調
の
両
意
を
掲
出
し
、
角
川
古
語
大
辞
典
で
は
「
も
こ
そ
」
立
項
や
「
こ
そ
」
項
で

の
言
及
が
な
く
、「
も
ぞ
」
項
で
強
調
と
心
配
・
恐
れ
の
両
意
を
掲
出
す
る
。

⑻

以
下
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
以
外
の
平
安
時
代
の
作
品
本
文
引
用
は
、Japan

K
now

ledge

及
び
各
作
品
の
索
引
を
手
が
か
り
に
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
の
各
作
品
本
文
を
使
用
。

⑼

伊
牟
田
経
久
「『
も
ぞ
』『
も
こ
そ
』
考
」（
国
語
〈
東
京
教
育
大
学
〉
６
―

２
、
一
九
五
七
年
九
月
）
に
お
け
る
、
本
居
宣
長
の
論
述
を
受
け
て

の
分
類
と
用
例
の
指
摘
。

⑽
「
も
こ
そ
」
の
作
中
全
五
例
の
う
ち
当
該
箇
所
以
外
の
例
は
、
中
納
言
が
、
打
ち
解
け
な
い
吉
野
姫
君
に
深
吉
野
へ
の
来
訪
の
誠
意
を
伝
え
る

言
葉
「
常
よ
り
も
わ
り
な
き
細
道
を
そ
ぼ
ち
つ
つ
、
御
迎
へ
に
ま
い
り
来
つ
る
を
、
こ
れ
よ
り
深
く
も
と
、
物
憂
げ
な
る
御
気
色
に
侍
る
と

か
。
こ
れ
よ
り
深
く
た
づ
ね
入
る
心
ざ
し
も
こ
そ
」（
Ｐ
３５７
、
小
Ｐ
３２９
、
巻
四
）、
吉
野
姫
君
に
対
し
中
納
言
が
後
見
役
を
務
め
通
す
と
強
調
す

る
言
葉
「
う
れ
し
く
あ
は
れ
な
る
ふ
し
に
、
こ
の
世
な
ら
で
も
思
ひ
出
ら
る
べ
う
も
こ
そ
侍
れ
」（
Ｐ
４２６
、
小
Ｐ
４３１
、
巻
五
）
が
あ
る
。
他
は

一
例
が
そ
の
直
後
、
吉
野
姫
君
が
中
納
言
の
遁
世
の
絆
と
な
る
、
良
し
悪
し
の
両
説
あ
る
事
態
に
つ
い
て
の
強
調
の
意
（
Ｐ
４２６
、
小
Ｐ
４３２
、
巻

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
主
人
公
の
唐
后
思
慕
と
〈
ゆ
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り
〉
へ
の
援
助
の
必
然
性
小
考
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五
）、
一
例
の
み
が
望
ま
し
く
な
い
死
別
へ
の
恐
れ
・
心
配
の
意
（
Ｐ
４１５
、
小
Ｐ
４１６
、
巻
五
）
で
あ
る
。

⑾

た
だ
し
一
方
で
「
世
に
お
は
す
」
の
作
中
例
を
重
視
す
る
場
合
は
吉
野
尼
君
の
存
命
の
解
を
取
り
得
る
。「
世
に
も
お
は
し
ま
さ
ず
な
り
に
け

る
に
や
と
、
悲
し
う
い
み
じ
う
な
む
。」（
Ｐ
２５９
、
小
Ｐ
１８９
、
巻
二
）、「
そ
の
人
は
ま
だ
世
に
や
お
は
す
る
」（
Ｐ
２６５
、
小
Ｐ
２０１
、
巻
三
【
二
】）

の
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
吉
野
姫
君
に
関
す
る
直
前
の
文
脈
に
従
う
べ
き
で
あ
り
、「
も
の
の
た
ぐ
ひ
（＝

唐
后
自
身
の
き
ょ
う
だ
い

の
吉
野
姫
君
）
の
お
は
し
ま
す
な
る
や
う
に
」（
Ｐ
２５９
、
小
Ｐ
１８９
、
巻
二
）
の
類
例
と
解
せ
る
。

⑿

中
納
言
が
、
当
該
箇
所
の
後
に
な
っ
て
か
ら
従
者
に
京
へ
取
り
に
遣
わ
し
て
吉�

野�

尼�

君�

へ
贈
っ
た
「
も
の
」
の
中
に
は
、
唐
后
か
ら
手
紙
と
と

か
ら
く
に

も
に
託
さ
れ
た
と
思
し
き
「
唐
国
よ
り
奉
り
給
へ
り
け
る
物
ど
も
」
も
含
ま
れ
て
い
る
が
（
Ｐ
２７７
、
小
Ｐ
２１７
、
巻
三
【
一
五
】）、
実
際
に
預
か

っ
た
は
ず
の
巻
一
末
近
く
の
前
述
場
面
に
は
や
は
り
記
さ
れ
て
い
な
い
で
い
る
。

⒀

平
安
時
代
の
散
文
作
品
の
「
あ
て
は
か
（
な
り
）」
用
例
は
、
現
時
点
で
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
、
本
作
品
三
例
の
他
に
『
伊
勢
物
語
』
一

例
、『
う
つ
ほ
物
語
』
二
例
、『
落
窪
物
語
』
一
例
、『
蜻
蛉
日
記
』
一
例
、『
源
氏
物
語
』
十
三
例
、『
夜
の
寝
覚
』
一
例
、『
と
り
か
へ
ば
や
物

語
』
二
例
の
み
で
あ
る
。
此
島
注
⒂
論
文
の
調
査
結
果
に
加
え
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
用
例
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
此
島
注
⒂
論
文
で

は
中
世
以
降
の
使
用
例
が
見
受
け
ら
れ
な
い
と
指
摘
す
る
。

⒁

伊
牟
田
経
久
「『
あ
て
や
か
な
り
』
と
『
あ
て
は
か
な
り
』」（
広
島
女
子
大
学
紀
要
第
１
部
人
文
・
社
会
科
学
１
、
一
九
六
六
年
三
月
）
を
承

け
た
『
岩
波
古
語
辞
典
』
の
「
あ
て
や
か
な
り
」「
あ
て
は
か
な
り
」
項
の
記
述
。『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』「
あ
て
は
か
な
り
」
項
の
語

誌
で
も
、『
源
氏
物
語
』
の
使
用
傾
向
と
し
て
、
地
方
出
身
・
滞
在
の
人
物
に
意
外
に
も
見
出
さ
れ
る
品
位
の
さ
ま
を
指
摘
す
る
。
な
お
、『
角

川
古
語
大
辞
典
』
や
『
古
語
大
鑑
』
は
「
あ
て
や
か
」
と
同
義
と
す
る
。

⒂

此
島
正
年
「『
あ
て
は
か
』『
あ
て
や
か
』
考
│
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
て
│
」（
国
学
院
雑
誌
８８
―

１
、
一
九
八
七
年
一
月
）
で
は
「
あ
て
は
か

な
り
」
の
流
行
的
な
『
優
雅
』
な
語
」
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
、
伊
牟
田
注
⒁
論
文
が
「
あ
て
や
か
（
な
り
）」
よ
り
も
更
に
品
位
が
劣
る
と

す
る
の
に
異
議
を
唱
え
る
。

⒃

他
作
品
に
お
け
る
「
あ
て
や
か
（
な
り
）」「
あ
て
は
か
（
な
り
）」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
検
証
で
き
て
い
な
い
が
、『
源
氏
物
語
』
作
中
例

の
中
に
も
、
夕
霧
巻
の
一
条
御
息
所
の
住
ま
い
の
様
子
と
し
て
、「
は
か
な
き
小
柴
垣
も
ゆ
ゑ
あ
る
さ
ま
に
し
な
し
て
、
か
り
そ
め
な
れ
ど
あ

て
は
か
に
住
ま
ひ
な
し
た
ま
へ
る
」（
四
巻
Ｐ
３９８
）
が
あ
る
。

⒄

主
人
公
の
振
る
ま
い
を
表
し
た
例
は
や
や
後
代
の
例
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
巻
一
に
お
け
る
〈
妻
〉
四
の
君
に
対
す
る
女
中
納
言
の
穏
や
か

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
主
人
公
の
唐
后
思
慕
と
〈
ゆ
か
り
〉
へ
の
援
助
の
必
然
性
小
考

五
五



な
看
病
ぶ
り
「
あ
て
は
か
に
見
扱
ひ
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
」（
Ｐ
２０９
）
が
あ
る
。

⒅
「
思
ひ
ま
さ
る
」「
思
し
ま
さ
る
」
作
中
全
六
例
（
う
ち
「
思
し
ま
さ
る
」
は
一
例
）
の
内
実
は
、
様
々
な
登
場
人
物
が
そ
の
時
々
の
相
手
に
対

し
様
々
な
思
い
を
募
ら
せ
る
も
の
で
一
定
し
な
い
。
当
該
箇
所
以
外
の
五
例
に
お
け
る
「
思
ひ
ま
さ
る
」
内
容
は
、
唐
帝
が
、
蜀
山
か
ら
河
陽

県
の
離
宮
へ
戻
っ
て
来
た
唐
后
を
寵
愛
す
る
こ
と
、
中
納
言
が
大
弐
女
と
の
密
通
で
連
れ
出
す
こ
と
を
思
い
留
ま
る
分
別
、
中
納
言
の
義
父
左

大
将
が
中
納
言
を
子
と
し
て
睦
ま
じ
く
思
う
こ
と
、
中
納
言
が
打
ち
解
け
て
き
た
時
点
の
吉
野
姫
君
に
心
慰
め
ら
れ
る
存
在
と
し
て
大
切
に
思

う
こ
と
、
現
式
部
卿
宮
に
盗
み
出
さ
れ
て
契
っ
た
後
に
中
納
言
と
再
会
し
た
吉
野
姫
君
が
中
納
言
に
顔
向
け
で
き
な
い
と
思
う
こ
と
、
で
あ

る
。
他
に
吉
野
尼
君
が
娘
唐
后
と
再
会
し
た
い
「
も
の
思
ひ
」
が
「
ま
さ
る
」
と
語
っ
た
一
例
が
あ
る
。

⒆

伊
井
注
⑴
論
文

（
ま
つ
う
ら

あ
ゆ
み
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
・
京
都
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
主
人
公
の
唐
后
思
慕
と
〈
ゆ
か
り
〉
へ
の
援
助
の
必
然
性
小
考

五
六


