
『うつほ物語』の記録的文体

（193）898

は
じ
め
に

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
文
体
の
特
徴
は
、
た
と
え
ば
中
野
﹇
一
九
八
一
ａ
﹈
ら

が
「
記
録
的
」
と
表
し
た
よ
う
に
、
記
録
的
も
し
く
は
写
実
的
と
い
う
言
葉
で

説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
儀
式
の
詳
細
な
記
述
が
度
々
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
儀
式
以
外
の
場
面
に
お
い
て
も
、
様
々
な
対
象
に
つ
い
て
の
説
明
、
あ
る

い
は
叙
述
、
語
り
が
長
々
と
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
こ
と
ご
と
く
書
き
つ

く
し
て
し
ま
う
の
が
こ
の
物
語
の
方
法
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
神
田
﹇
一
九

九
九
﹈
の
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
。

　

こ
の
記
録
的
な
文
体
）
1
（

の
中
で
き
わ
め
て
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
列
挙
や
並

列
表
現
、
ま
た
対
象
を
詳
細
に
説
明
す
る
記
述
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う

な
表
現
を
含
む
こ
と
か
ら
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
文
章
は
、
冗
長
と
い
う
批
判

的
な
捉
え
方
を
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
清
水
﹇
一
九
八
〇
﹈
は
、「
現
実
の
世

界
で
事
実
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
は
、
文
章
の
上
に
お
い
て
も
、

物
語
全
体
の
用
不
用
を
問
わ
ず
に
書
く
」
こ
と
に
つ
い
て
、「
作
品
の
冗
長
散

漫
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
す
べ
て
事
実
ら
し
く
す
る
た
め
に
必
要

な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
清
水
の
評
価
が
こ
れ
ま
で
の

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
記
録
的
文
体
の
評
価
を
端
的
に
表
し
う
る
も
の
で
、「
冗
長

散
漫
」
と
い
う
非
難
と
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
面
か
ら
の
評
価
の
両
面
が
存
在
す
る
。

近
年
は
後
者
の
立
場
が
多
く
、
そ
の
早
期
の
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
小
西
﹇
一

九
七
四
﹈
や
片
桐
﹇
二
〇
〇
一
﹈
が
あ
る
。
片
桐
は
「
文
章
で
リ
ア
リ
テ
ィ
を

構
築
す
る
の
で
は
な
く
て
、
描
か
れ
た
事
実
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ

が
構
築
さ
れ
る
と
い
う
書
き
方
」
と
述
べ
て
い
る
。
肯
定
的
に
捉
え
れ
ば
、
記

録
的
な
文
体
と
は
詳
細
な
記
述
を
積
み
重
ね
て
読
者
を
納
得
さ
せ
て
い
く
方
法

と
も
言
え
よ
う
。

　

こ
の
方
法
は
そ
れ
な
り
に
考
え
て
選
び
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

冗
長
に
思
わ
れ
る
よ
う
な
記
録
的
な
叙
述
以
外
の
方
法
も
『
う
つ
ほ
物
語
』
が

選
択
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
う
つ
ほ
物
語
』
自
体
が
示
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
物
語
の
最
初
の
巻
で
あ
る
俊
蔭
巻
の
前
半
部

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
記
録
的
文
体

│
│ 

和
歌
の
列
挙
及
び
儀
式
的
場
面
に
つ
い
て 

│
│
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で
語
ら
れ
る
、
兼
雅
の
父
の
太
政
大
臣
の
賀
茂
詣
は
非
常
に
簡
潔
な
表
現
で
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。

か
く
て
、
八
月
中
の
十
日
ば
か
り
に
、
時
の
太
政
大
臣
、
御
願
あ
り
て
、

賀
茂
に
詣
で
給
ひ
け
る
を
、
舞
人
・
陪
従
、
例
の
作
法
な
れ
ば
、
い
と
厳

し
う
て
、
こ
の
俊
蔭
の
家
の
前
よ
り
詣
で
給
ふ
。
舞
人
・
陪
従
厳
し
う
、

御
前
数
知
ら
ず
過
ぎ
給
ふ
を
見
る
と
て
、
毀
れ
た
る
蔀
の
も
と
に
立
ち
寄

り
て
見
る
に
、
遊
び
人
・
御
車
な
ど
過
ぎ
て
、
立
ち
遅
れ
て
、
こ
れ
も
前

駆
追
ひ
て
、
歳
二
十
ば
か
り
の
男
、
ま
た
十
五
歳
ば
か
り
に
て
、
玉
光
り

輝
く
う
な
ゐ
の
、
御
馬
副
多
く
て
渡
り
給
ふ
。 

（
俊
蔭　

二
四
）

「
例
の
作
法
」
と
い
う
こ
と
で
ま
と
め
ら
れ
、
他
の
儀
式
的
な
記
述
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
、
人
数
や
服
装
へ
の
具
体
的
な
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
「
厳
し

う
」
と
い
う
言
葉
で
ま
と
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
見
る
俊

蔭
女
の
側
か
ら
も
「
厳
し
う
」「
御
前
知
ら
ず
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
捉
え
方

が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
が
で
き
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
う

つ
ほ
物
語
』
は
し
ば
し
ば
儀
式
な
ど
を
詳
細
に
叙
述
し
た
り
様
々
な
も
の
を
列

挙
し
た
り
す
る
の
で
あ
り
、
記
録
的
な
文
章
を
あ
る
程
度
意
識
的
に
作
っ
て
い

る
と
も
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
「
例
の
」
で
ま
と
め
ら
れ
る
も
の
と
、
通
例
を
超

え
た
規
模
の
も
の
と
の
間
に
懸
隔
は
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
規
模
を
超
え

た
も
の
に
つ
い
て
詳
細
に
叙
述
す
る
こ
と
は
、
そ
の
盛
大
さ
を
印
象
づ
け
る
効

果
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
や
は
り
長
く
語
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ま
た
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
は
人
数
や
物
の
数
に
つ
い
て
数
詞
を
使

用
し
て
明
確
に
す
る
傾
向
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
動
作
主
や
動
作
の
受
け
手
に
つ

い
て
逐
一
人
物
名
を
挙
げ
て
言
及
す
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な

簡
潔
な
表
現
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

女
御
の
君
、「
ま
か
で
給
は
む
」
と
聞
こ
え
給
ひ
つ
れ
ば
、
御
迎
へ
の
車

二
十
ば
か
り
、
四
位
・
五
位
・
六
位
数
多
く
、
は
ら
か
ら
の
君
た
ち
、
さ

な
が
ら
参
り
給
へ
り
。
御
輦
車
の
宣
旨
遅
く
下
り
て
、
夜
更
け
て
ま
か
で

給
へ
り
。 

（
菊
の
宴　

三
〇
四
）

正
頼
の
長
女
の
仁
寿
殿
の
女
御
が
里
に
下
が
る
際
、
四
位
・
五
位
・
六
位
の
人

数
を
「
数
多
く
」
と
、
ま
た
供
と
し
て
参
上
す
る
人
物
を
「
は
ら
か
ら
の
君
た

ち
、
さ
な
が
ら
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
て
い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
こ

の
よ
う
に
簡
潔
に
ま
と
め
た
表
現
も
存
在
す
る
一
方
で
冗
長
と
の
評
価
を
受
け

う
る
詳
細
な
叙
述
や
列
挙
表
現
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
記
録
的
な
文
体

は
何
ら
か
の
意
図
の
上
に
選
び
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

記
録
的
な
文
体
は
、
他
の
物
語
と
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
を
差
別
化
す
る
表
現

手
法
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
が
成
功
し
て
い
る
か
否
か
は
読
者
の

感
覚
に
委
ね
ら
れ
る
面
は
あ
る
が
、
記
録
的
と
い
う
言
葉
で
従
来
片
付
け
ら
れ

て
き
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
丁
寧
に
見
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
選
び
取
ら
れ
た
叙
述
の
方
法
に
は
、
物
語
に
お
い
て
重
要
な
意
味
、

も
し
く
は
場
面
の
特
徴
を
強
く
象
っ
て
魅
力
を
高
め
る
と
い
っ
た
効
果
が
見
ら

れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
も
と
づ
き
、

特
に
和
歌
の
列
挙
及
び
儀
式
的
場
面
を
例
に
、
語
り
の
あ
り
か
た
に
注
意
し
な

が
ら
検
討
し
て
ゆ
く
。
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一
　
春
日
詣
巻
に
お
け
る
二
つ
の
記
述
に
つ
い
て

　

和
歌
の
列
挙
が
度
々
見
ら
れ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
中
で
最
長
と
な
る
三
十

八
首
の
列
挙
が
春
日
詣
巻
に
見
ら
れ
る
。
正
頼
一
行
が
春
日
社
に
願
掛
け
に
訪

れ
た
場
面
で
、
正
頼
の
依
頼
を
受
け
た
仲
頼
が
和
歌
の
題
と
な
る
文
章
を
書
き
、

そ
の
文
章
の
言
葉
に
沿
っ
て
三
十
八
人
の
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
和
歌
を
詠
ん
で
い

く
。
長
く
な
る
の
で
冒
頭
の
四
人
と
最
後
の
一
人
だ
け
を
引
用
す
る
。

式
部
卿
の
親
王
に
奉
る
。
御
覧
じ
て
、「
寝
待
ち
の
月
」
を
、

昨
日
こ
そ
寝
待
ち
も
せ
し
か
春
の
夜
の
今
宵
の
月
を
い
か
が
見
る
ら

む

と
書
き
て
、
中
務
の
親
王
に
奉
り
給
ふ
。
中
務
の
親
王
、「
花
を
誘
ふ
」、

わ
が
宿
に
移
し
て
し
か
な
野
辺
に
出
で
て
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
花
の
匂

ひ
を

兵
部
卿
の
親
王
、「
鶯
を
迎
ふ
」、

里
に
咲
く
花
に
移
ら
で
奥
山
に
待
つ
に
遅
る
な
鶯
の
声

左
の
お
と
ど
、「
雁
の
列
」、

故
郷
に
友
も
残
さ
ず
来
し
雁
は
こ
こ
に
て
春
を
過
ぐ
さ
ざ
ら
め
や

（
中
略
）

同
じ
き
尉
平
惟
輔
、「
遅
れ
た
る
月
」、

朝
影
に
遥
か
に
見
れ
ば
山
の
端
に
残
れ
る
月
も
う
れ
し
か
り
け
り

な
ど
、
こ
れ
か
れ
の
た
ま
ひ
て
、
興
あ
る
夕
暮
れ
に
、
女
方
の
御
前
に
、

君
た
ち
、
物
の
音
掻
き
合
は
せ
て
遊
ば
す
中
に
、
あ
て
宮
、
か
の
一
条
殿

の
を
買
は
れ
た
る
、
都
風
と
い
ふ
琴
を
、
胡
笳
の
声
に
調
べ
て
、
こ
く
の

め
て
た
と
い
ふ
手
、
折
り
返
し
遊
ば
す
。

 

（
春
日
詣　

一
三
九
〜
一
四
四
）

三
人
目
の
兵
部
卿
の
親
王
以
下
は
、
途
中
で
和
歌
の
題
が
書
か
れ
た
紙
が
回
さ

れ
る
描
写
が
一
度
入
る
こ
と
を
除
き
、
人
物
名
、
仲
頼
の
文
章
の
言
葉
か
ら

と
っ
た
歌
題
、
歌
、
が
淡
々
と
並
べ
ら
れ
て
い
く
。
歌
の
配
列
は
身
分
順
、
ま

た
詠
者
名
は
、
高
貴
な
人
物
は
官
職
名
、
少
し
身
分
が
劣
る
者
は
官
職
名
と
姓

と
名
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
劣
る
と
姓
の
省
略
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
っ

た
法
則
性
は
他
の
場
面
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
記
録
性

に
基
づ
く
長
大
さ
と
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
以
外
に
は
、
取
り
立
て
て
表
現
の
特
徴
は

見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
中
野
﹇
一
九
九
九
﹈
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
の
こ
の
場
面
の
注
に
も
、

こ
の
物
語
の
、
最
も
特
徴
的
な
一
段
。
三
十
八
首
の
題
詠
を
、
評
言
な
し

で
、
ひ
た
す
ら
記
録
す
る
。
こ
の
執
拗
な
ま
で
の
記
録
性
に
対
し
て
は
、

文
体
と
し
て
の
情
趣
の
乏
し
さ
、
内
容
的
な
わ
ず
ら
わ
し
さ
と
い
っ
た
負

の
評
価
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
虚
構
世
界
の
現
実
感
は
、
情
報
量
に
比
例
す

る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
圧
倒
的
な
情
報
の
量
は
、
お
の
ず
か
ら
響
き
合

い
、
個
々
の
行
事
や
儀
式
に
動
か
し
が
た
い
現
実
感
を
与
え
て
い
く
。
執

筆
に
費
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
考
え
る
と
、
物
語
的
効
果
を
狙
っ
た
叙
法

と
い
う
よ
り
も
、
作
者
の
内
に
、
描
写
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
衝
動
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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と
あ
る
。
物
語
の
た
め
に
三
十
八
首
の
歌
を
作
る
労
力
は
非
常
に
大
き
く
、
そ

の
膨
大
な
情
報
量
の
結
果
、
現
実
感
が
高
ま
る
と
い
う
点
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、
こ
の
長
大
な
和
歌
の
列
挙
を
な
さ
し
め
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
や
衝
動
だ
け
で
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
慎

重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

吹
上
上
巻
で
は
、
場
所
を
変
え
て
集
団
で
歌
を
詠
む
場
面
が
連
続
す
る
。
そ

れ
ぞ
れ
が
そ
れ
な
り
に
長
い
時
間
を
か
け
た
遊
び
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
各
場
面

の
最
後
の
言
葉
か
ら
分
か
る
。

林
の
院
…
「
な
ど
言
ひ
て
、
夜
一
夜
遊
び
明
か
す
。」（
吹
上
上　

二
五
七
）

渚
の
院
…
「
な
ど
て
、
夜
一
夜
遊
び
明
か
す
。」（
吹
上
上　

二
五
九
）

藤
井
の
宮
…
「
な
ど
て
遊
び
暮
ら
す
。」（
吹
上
上　

二
六
一
）

鷹
狩
り
…
「
な
ど
て
、
皆
帰
り
ぬ
。」（
吹
上
上　

二
六
八
）

帰
京
の
前
…
「
遊
び
明
か
す
。」（
吹
上
上　

二
六
九
）

紀
伊
国
に
訪
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
参
加
者
は
そ
れ
ほ
ど

大
き
く
異
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
林
の
院
、
藤
井
の
宮
、
帰
京
の
前
に
お
い
て

は
和
歌
を
詠
ん
だ
都
か
ら
の
客
人
の
七
人
が
同
じ
で
あ
る
一
方
で
、
渚
の
院
と

鷹
狩
り
は
松
方
ら
の
歌
へ
の
言
及
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
仲
忠
一
行
内
に
は
身
分

差
が
あ
る
た
め
、
場
面
に
よ
っ
て
松
方
ら
が
近
く
に
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
も
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
渚
の
院
で
は
一
晩
を
遊
び
明
か
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

渚
の
院
の
夜
に
侍
従
、
少
将
、
行
正
だ
け
が
歌
を
詠
ん
だ
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
こ
に
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
和
歌
が
想
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ

ば
春
日
詣
巻
の
和
歌
の
列
挙
も
何
ら
か
の
方
法
で
多
少
の
省
略
が
可
能
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

春
日
詣
に
お
い
て
も
一
部
の
和
歌
を
語
ら
な
い
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
は
ず

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
長
大
な
列
挙
を
行
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
大
き
く
二
つ
の
点
か
ら
考
え
て
い
く
。

　

ま
ず
、
春
日
詣
巻
冒
頭
の
春
日
社
参
詣
は
、
巻
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
語
ら

れ
て
い
た
。

御
供
に
仕
う
ま
つ
る
べ
き
う
な
ゐ
・
下
仕
へ
の
装
束
調
ぜ
さ
せ
、
乗
尻
の

雑
色
よ
り
始
め
、
陪
従
・
舞
人
ら
の
装
束
、
臨
時
祭
の
様
な
り
。
よ
ろ
づ

の
こ
と
を
整
へ
、
人
の
か
た
ち
な
ど
を
選
ら
せ
給
ふ
こ
と
限
り
な
し
。
童

陪
従
四
十
人
を
整
へ
、
男
陪
従
四
十
人
・
舞
人
八
十
人
、
走
り
馬
十
匹
。

舞
人
は
、
殿
ば
ら
の
君
達
・
殿
上
人
・
わ
が
御
君
達
よ
り
始
め
て
、
世
の

中
に
名
高
き
逸
物
の
者
ど
も
を
な
む
。
童
陪
従
に
も
、
殿
上
の
童
を
な
む

し
た
り
け
る
。
か
く
て
、
女
は
、
大
人
四
十
人
・
う
な
ゐ
二
十
人
・
下
仕

へ
二
十
人
。
装
束
は
、
大
人
は
青
色
の
唐
衣
、
童
は
赤
色
に
綾
の
上
の
袴
、

下
仕
へ
は
青
丹
に
柳
襲
着
た
り
。
大
人
・
下
仕
へ
、
二
十
歳
の
内
、
童
、

十
五
歳
の
内
。
童
・
下
仕
へ
、
丈
等
し
く
、
姿
等
し
く
選
び
た
り
。

　

か
く
て
、
二
月
二
十
日
に
な
む
詣
で
給
ひ
け
る
。
御
車
、
糸
毛
十
・
檳

榔
毛
十
な
り
。
糸
毛
十
に
は
、
宮
よ
り
始
め
奉
り
て
、
女
御
子
た
ち
、
あ

ま
た
の
北
の
方
、
あ
な
た
こ
な
た
、
合
は
せ
て
九
所
。
女
御
の
君
は
、
孕

み
給
へ
れ
ば
、
と
ま
り
給
ふ
。
御
装
束
、
赤
色
の
唐
の
御
衣
に
羅
の
摺
り

裳
、
萌
黄
の
色
の
織
物
の
御
小
袿
設
け
た
り
。
檳
榔
毛
十
に
は
、
一
つ
に
、

四
人
づ
つ
乗
り
て
、
う
な
ゐ
は
、
鬢
頰
結
ひ
て
、
馬
に
乗
れ
り
。
下
仕
へ
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は
、
徒
歩
よ
り
歩
む
。
樋
洗
ま
し
六
人
、
青
丹
の
上
の
衣
着
て
歩
み
、
御

車
の
御
前
駆
、
四
位
十
八
人
・
五
位
三
十
人
・
六
位
五
十
人
。
馬
の
毛
・

下
襲
の
色
整
へ
た
り
。
世
の
中
に
あ
り
と
あ
る
上
達
部
・
親
王
た
ち
よ
り

始
め
奉
り
て
、
山
賤
・
民
ま
で
、
今
日
の
御
供
に
仕
う
ま
つ
ら
ぬ
な
し
。

大
宮
の
大
路
よ
り
下
り
給
ふ
。 

（
春
日
詣　

一
三
七
〜
一
三
八
）

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
は
、
参
詣
な
ど
の
際
の
儀
式
に
と
も
な
っ
て
こ
の

よ
う
な
細
部
ま
で
こ
だ
わ
っ
た
叙
述
が
複
数
見
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
で

あ
る
。
後
述
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
細
か
な
描
写
は
そ
れ
ぞ
れ
多
少
の
違
い
が

あ
り
、
丁
寧
に
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
春
日
詣
に
つ
い
て
は
、
波
線

部
の
よ
う
に
参
加
者
の
人
数
や
ど
の
よ
う
な
人
が
参
加
し
て
い
る
か
と
い
う
点

に
こ
だ
わ
っ
た
叙
述
に
な
っ
て
い
る
。
童
陪
従
、
男
陪
従
、
舞
人
の
人
数
に
始

ま
り
、
女
房
、
う
な
い
、
下
仕
え
の
女
性
の
人
数
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら

に
春
日
詣
に
参
加
す
る
女
性
、
前
駆
と
続
き
、
最
後
に
「
世
の
中
に
あ
り
と
あ

る
上
達
部
・
親
王
た
ち
よ
り
始
め
奉
り
て
、
山
賤
・
民
ま
で
、
今
日
の
御
供
に

仕
う
ま
つ
ら
ぬ
な
し
」
と
、
男
性
貴
族
か
ら
身
分
の
低
い
者
ま
で
あ
ら
ゆ
る
人

が
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
中
で
、
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
あ
え

て
参
加
し
て
い
な
い
人
が
誰
で
あ
る
か
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
参
加
す
る

べ
き
人
々
は
み
な
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
数
も
事
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
装
束

に
つ
い
て
は
多
少
の
記
述
は
あ
る
も
の
の
他
の
場
面
に
比
し
て
少
な
く
、
特
に

陪
従
や
舞
人
に
つ
い
て
は
「
臨
時
祭
の
様
な
り
」
と
い
う
言
葉
で
簡
潔
に
語
る

の
み
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
春
日
詣
に
お
い
て
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
大
勢
の
人
が
参
加

し
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
物
語
も
こ
の
設
定
を
生
か
し
な
が
ら

場
面
が
構
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
神
楽
が
中
心
の
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
春
日
社
に
到

着
し
た
後
の
神
楽
の
叙
述
は
簡
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
神
楽
そ
の
も
の
で

は
な
い
も
の
が
こ
の
場
面
の
特
徴
的
な
風
景
と
し
て
丁
寧
に
語
ら
れ
て
い
く
。

か
く
て
、
御
社
に
詣
で
着
き
給
ひ
て
、
色
々
の
幄
打
ち
渡
し
て
、
御
車
下

り
給
ふ
。
男
君
達
、
着
き
並
み
給
ひ
ぬ
。
辰
の
時
ば
か
り
よ
り
楽
始
ま
り

て
、
申
の
時
ば
か
り
に
果
て
ぬ
。
舞
人
に
、
女
の
装
束
一
装
づ
つ
賜
ふ
。

陪
従
に
は
、
桜
色
の
綾
の
細
長
一
襲
・
袷
の
袴
一
具
づ
つ
賜
ふ
。
垣
下
に

お
は
し
た
る
人
々
に
、
綾
襲
の
女
の
装
束
一
具
づ
つ
、
五
位
よ
り
下
は
、

白
き
打
ち
袴
を
な
む
賜
ひ
け
る
。
残
る
数
な
く
被
き
わ
た
る
を
見
れ
ば
、

花
を
吹
き
散
ら
し
た
る
や
う
に
な
む
見
え
け
る
。 

（
春
日
詣　

一
三
八
）

傍
線
部
は
、
参
加
者
の
多
さ
に
関
連
す
る
表
現
で
あ
る
。
様
々
な
色
の
幄
が
張

ら
れ
て
い
る
が
、
参
加
者
の
数
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
数
も
多
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
風
景
が
「
色
々
の
幄
打
ち
渡
し
て
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て

い
る
。
色
も
多
様
で
、
色
鮮
や
か
な
美
し
い
風
景
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
ま
た
、
男
君
が
居
並
ぶ
様
が
「
着
き
並
み
」
と
言
及
さ
れ
る
。
最
も
特
徴

的
な
箇
所
は
「
被
き
わ
た
る
」
で
あ
り
、
大
勢
の
人
が
す
べ
て
褒
美
の
衣
を

賜
っ
た
後
そ
れ
を
肩
に
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
花
を
吹
き
散
ら
し
た
よ
う

で
あ
る
と
い
う
比
喩
表
現
に
よ
り
、
華
や
か
で
美
し
い
様
子
で
あ
る
こ
と
が
表

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
比
喩
は
多
く
の
人
が
参
加
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
成
立
す
る
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も
の
で
あ
り
、
設
定
を
生
か
し
な
が
ら
優
美
な
風
景
が
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
身
分
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
大
勢
の
人
々
と
し
て
ま

と
め
ら
れ
る
よ
う
な
垣
下
に
控
え
る
人
々
の
人
数
の
多
さ
を
活
か
し
て
語
ら
れ

て
い
た
。

　

た
だ
し
、
高
貴
な
身
分
の
人
々
も
あ
ら
ゆ
る
人
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
春

日
詣
巻
冒
頭
の
記
録
的
な
叙
述
の
中
で
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な

る
ま
い
。
春
日
詣
の
場
面
の
和
歌
の
列
挙
は
、
こ
の
参
加
者
に
つ
い
て
注
目
す

る
叙
述
を
引
き
受
け
、
対
応
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
中
野
﹇
一
九
八
一

ｂ
﹈
も
「
世
の
中
に
あ
り
と
あ
る
上
達
部
・
親
王
た
ち
よ
り
始
め
奉
り
て
、
山

賤
・
民
ま
で
、
今
日
の
御
供
に
仕
う
ま
つ
ら
ぬ
な
し
」
の
箇
所
と
和
歌
の
列
挙

の
照
応
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
他
の
表
現
に
つ
い
て
も
広
く
照
応

が
見
ら
れ
、
問
題
の
所
在
を
大
き
く
捉
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
春
日

社
の
場
面
に
先
立
つ
記
録
的
な
叙
述
で
詳
細
に
言
及
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
そ

の
後
の
場
面
の
あ
り
方
、
も
し
く
は
場
の
捉
え
方
、
そ
し
て
語
り
方
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
貴
族
が
参
加
し
た
と
い
う
こ
と
を
強
調

し
て
述
べ
た
以
上
、
大
勢
の
貴
族
の
和
歌
が
列
挙
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

二
　
列
挙
表
現
を
誘
う
も
の
│
場
の
状
況
・

　
　
書
か
れ
る
こ
と
の
記
録
性
・
物
に
よ
る
媒
介
│

　

春
日
詣
の
和
歌
の
列
挙
に
つ
い
て
、
も
う
一
点
重
要
な
こ
と
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
、
書
か
れ
た
和
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、

ま
ず
和
歌
の
題
と
な
る
文
章
を
仲
頼
が
書
く
。

仲
頼
、「
仕
う
ま
つ
り
に
く
き
こ
と
、
必
ず
」
と
言
ひ
て
、
書
き
出
だ
す
、

「
あ
は
れ
、
今
日
は
春
の
半
ば
の
月
、
…
…
。（
中
略
）
遅
れ
た
る
月
」
と

書
き
出
だ
し
て
、
式
部
卿
の
親
王
に
奉
る
。
御
覧
じ
て
、「
寝
待
ち
の
月
」

を
、

昨
日
こ
そ
寝
待
ち
も
せ
し
か
春
の
夜
の
今
宵
の
月
を
い
か
が
見
る
ら

む

と
書
き
て
、
中
務
の
親
王
に
奉
り
給
ふ
。 

（
春
日
詣　

一
三
〇
）

次
に
、
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
、
そ
の
題
が
書
い
て
あ
る
紙
に
式
部
卿
の
親
王

が
和
歌
を
書
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
紙
が
回
っ
て
い
き
、
最
後
の
一
人

の
後
は
「
な
ど
、
こ
れ
か
れ
の
た
ま
ひ
て
」
で
あ
り
、
書
い
た
と
は
明
示
し
な

い
も
の
の
、
最
初
の
式
部
卿
の
親
王
だ
け
が
和
歌
を
書
き
付
け
た
と
は
考
え
に

く
く
、
お
そ
ら
く
こ
の
和
歌
の
列
挙
は
す
べ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
書
か
れ
た
も
の
に
対
す
る
記
録
と
、
口
承
に
よ
る
記
録
と
の
相
違
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
句
題
が
存
在
す
る
よ
う
な
や
や
形
式
の

整
っ
た
場
と
、
そ
れ
以
外
の
場
と
の
相
違
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
相
違
は
、
先
に
言
及
し
た
吹
上
上
巻
に
顕
著
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

紀
伊
国
滞
在
中
、
和
歌
の
列
挙
が
時
間
の
進
行
と
と
も
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
最

初
が
、
三
月
三
日
の
節
句
の
日
で
あ
る
。「
あ
る
じ
の
君
・
客
人
三
所
の
御
前
に
、

白
銀
の
折
敷
・
金
の
台
据
ゑ
て
」（
吹
上
上　

二
五
〇
）
に
続
き
、
種
松
が
用

意
し
た
節
句
の
豪
華
な
御
膳
が
語
ら
れ
た
後
、
次
の
よ
う
に
続
く
。

人
々
の
御
前
の
折
敷
ど
も
を
見
給
ひ
て
、
仲
忠
の
侍
従
、
花
園
の
胡
蝶
に
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書
き
て
、

花
園
に
朝
夕
分
か
ず
居
る
蝶
を
松
の
林
は
ね
た
く
見
る
ら
む

少
将
、
林
の
鶯
に
書
き
つ
く
。

常
磐
な
る
林
に
移
る
鶯
を
と
ぐ
ら
の
花
も
つ
ら
く
聞
く
ら
む

あ
る
じ
の
君
、
水
の
下
の
魚
に
、

底
清
く
流
る
る
水
に
住
む
魚
の
溜
れ
る
沼
を
い
か
が
見
る
ら
む

良
佐
、
山
の
鳥
ど
も
に
、

葦
繁
る
島
よ
り
巣
立
つ
鳥
ど
も
の
花
の
林
に
遊
ぶ
春
か
な

 

（
吹
上
上　

二
五
一
）

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
書
き
つ
く
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
田
中
﹇
一
九
九
一
﹈

が
、
ま
た
物
に
書
き
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
重
要

な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
杉
野
﹇
二
〇
〇
〇
﹈、
武
藤
﹇
二
〇
一
七
﹈

が
既
に
論
じ
て
い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
は
、
物
に
書
き
つ
け
る
と

い
う
行
為
が
物
語
中
で
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
人
々
の
関
係
を
結

ぶ
行
為
で
あ
り
、
物
語
を
展
開
さ
せ
る
一
つ
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
ひ
と
ま

ず
こ
の
場
面
で
は
、「
あ
る
じ
の
君
・
客
人
三
所
の
御
前
に
」
と
対
応
し
、
そ

の
全
員
が
漏
れ
な
く
和
歌
を
書
き
つ
け
、
そ
れ
ら
の
歌
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、
藤
井
の
宮
の
藤
の
花
の
賀
で
は
、
題
が
与
え
ら
れ
て
人
々
が
和
歌
を

詠
ん
で
い
く
。
す
べ
て
の
人
の
和
歌
を
引
用
す
る
と
長
く
な
る
た
め
、
省
略
し

た
箇
所
で
和
歌
を
詠
ん
だ
人
物
の
名
を
最
後
の
【　

】
内
に
記
す
（
以
下
、
同

様
の
引
用
本
文
で
は
同
じ
よ
う
な
処
置
を
と
る
）。

君
た
ち
、
大
和
歌
遊
ば
す
。「
藤
の
花
を
折
り
て
、
松
の
千
歳
を
知
る
」

と
い
ふ
題
を
、
国
の
守
の
ぬ
し
、

藤
の
花
挿
頭
せ
る
春
を
数
へ
て
ぞ
松
の
齢
も
知
る
べ
か
り
け
る

【
あ
る
じ
の
君
・
侍
従
・
少
将
・
良
佐
・
国
の
権
の
守
・
右
近
将
監
松
方
・

右
近
将
監
近
正
・
右
近
将
監
時
蔭
・
国
の
介
・
ま
つ
り
ご
と
人
種
松
】

 

（
吹
上
上　

二
六
〇
〜
二
六
一
）

こ
の
場
面
に
限
ら
ず
、
題
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
、
大
勢
の
人
が
詠
む
傾
向

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
紀
伊
国
か
ら
帰
京
す
る
際
も
同
様
で
、

水
の
上
に
、
花
散
り
て
浮
き
た
る
州
浜
に
、「
春
を
惜
し
む
」
と
い
ふ
題

を
書
き
て
奉
り
給
ふ
。 

（
吹
上
上　

二
六
八
）

で
始
ま
る
和
歌
の
列
挙
も
、
都
か
ら
の
人
々
の
詠
者
は
藤
井
の
宮
の
場
面
と
同

じ
人
物
た
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
林
の
院
と
巳
の
日
の
祓
は
こ
れ
ら
と
は
様

相
が
異
な
っ
て
い
く
。

　

林
の
院
に
お
い
て
歌
が
続
く
場
面
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

花
は
、
色
を
尽
く
し
、
た
だ
今
盛
り
な
り
、
風
に
競
ひ
て
散
り
交
ひ
、
漕

ぎ
渡
る
小
船
近
く
帰
る
、
花
一
つ
に
続
き
て
見
ゆ
れ
ば
、
少
将
、

行
く
船
の
花
に
ま
が
ふ
は
春
風
の
吹
き
上
げ
の
浜
を
漕
げ
ば
な
り
け

り

あ
る
じ
の
君
、

春
風
の
漕
ぎ
出
づ
る
船
に
散
り
積
め
ば
籬
の
花
を
よ
そ
に
見
る
か
な

侍
従
、行

く
船
に
花
の
残
ら
ず
降
り
敷
け
ば
我
も
手
ご
と
に
つ
ま
む
と
ぞ
思
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ふ

良
佐
、風

吹
け
ば
と
ま
ら
ぬ
船
を
見
し
ほ
ど
に
花
も
残
ら
ず
な
り
に
け
る
か

な

な
ど
の
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
宮
よ
り
、
種
松
が
妻
君
、
合
は
せ
薫
物
を
山
の

形
に
作
り
て
、
黄
金
の
枝
に
白
銀
の
桜
咲
か
せ
て
立
て
並
べ
、
花
に
蝶
ど

も
あ
ま
た
据
ゑ
て
、
そ
の
一
つ
に
か
く
書
き
つ
く
。

桜
花
春
は
来
れ
ど
も
雨
露
に
知
ら
れ
ぬ
枝
と
見
る
ぞ
悲
し
き

と
て
、
よ
き
童
し
て
、
林
の
院
に
奉
れ
り
。
君
た
ち
、
見
給
ひ
て
、
蝶
ご

と
に
書
き
つ
け
給
ふ
。
侍
従
、

雨
露
に
梢
は
分
か
ず
懸
か
れ
ば
や
花
の
枝
と
は
人
の
知
る
ら
む

【
少
将
・
あ
る
じ
の
君
・
良
佐
・
松
方
・
近
正
・
時
蔭
・
種
松
】

 

（
吹
上
上　

二
五
五
〜
二
五
七
）

こ
の
場
面
は
二
つ
の
箇
所
に
整
理
で
き
る
。
ま
ず
、
風
景
を
見
な
が
ら
あ
る
じ

の
君
と
正
式
な
客
人
の
三
人
が
歌
を
詠
む
箇
所
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
即
興
で
声

に
出
し
て
詠
ん
で
い
る
歌
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
四
人
し
か
詠
ん
で
い
な
い
か
、

他
の
人
物
に
つ
い
て
は
「
な
ど
」
で
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な

く
と
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
他
の
場
面
で
歌
に
言
及
が
あ
る
人
た
ち
の
歌
に

言
及
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
後
の
、
作
り

物
の
「
あ
ま
た
」
の
蝶
に
歌
を
書
き
つ
け
る
際
は
、
松
方
以
下
の
人
物
も
歌
を

詠
み
、
か
つ
そ
れ
ら
が
物
語
本
文
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
連
続
し
た
一
つ
の

場
面
で
は
あ
る
が
、
歌
を
詠
む
人
物
、
あ
る
い
は
歌
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
人

物
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

巳
の
日
の
祓
も
見
て
お
く
と
、
歌
が
並
ぶ
箇
所
が
二
つ
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を

引
用
す
る
。

・
夕
暮
れ
に
、
大
き
な
る
釣
舟
に
、
海
女
の
、
栲
縄
を
、
一
船
繰
り
置
き
て

漕
ぎ
渡
る
を
、
少
将
見
て
、「
こ
れ
、
か
く
見
ゆ
と
も
、
仲
頼
が
心
ざ
し

よ
り
は
短
か
ら
む
か
し
」
な
ど
言
ふ
を
、
あ
る
じ
の
君
、
う
ち
笑
ひ
て
、

く
る
人
の
心
の
内
は
知
ら
ね
ど
も
頼
ま
る
る
か
な
海
女
の
栲
縄

【
侍
従
・
少
将
】 

（
吹
上
上　

二
五
八
）

・
渚
よ
り
、
都
鳥
連
ね
て
立
つ
折
に
、
浜
千
鳥
の
、
声
々
鳴
く
を
聞
き
て
、

あ
る
じ
の
君
、

都
鳥
友
を
連
ね
て
帰
り
な
ば
千
鳥
は
浜
に
鳴
く
鳴
く
や
経
む

【
侍
従
・
少
将
・
行
正
】 

（
吹
上
上　

二
五
八
〜
二
五
九
）

こ
の
日
は
、
水
辺
の
風
景
の
中
で
二
回
、
そ
れ
ぞ
れ
三
人
と
四
人
が
歌
を
詠
ん

で
い
る
。
林
の
院
の
前
半
の
箇
所
と
同
じ
く
、
情
趣
の
あ
る
風
景
や
鳥
の
鳴
き

声
に
心
が
動
い
て
自
然
と
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
場
で
声
に
出
し
て
詠
ん

で
い
る
歌
で
、
お
そ
ら
く
書
か
れ
る
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の

日
に
歌
を
詠
ん
だ
人
物
は
あ
る
じ
の
君
の
他
は
仲
忠
、
仲
頼
、
行
正
に
限
ら
れ
、

正
式
な
客
人
の
三
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
身
分
の
高
い
者
と
低

い
者
と
の
間
に
多
少
の
距
離
が
あ
る
こ
と
も
一
因
で
は
あ
ろ
う
が
、
歌
の
詠
者

は
限
定
的
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
詠
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
省
略

さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
口
頭
で
詠
ま
れ
た
歌

が
物
語
の
中
に
示
さ
れ
る
と
き
に
は
、
周
辺
の
人
々
が
詠
ん
だ
歌
へ
の
言
及
が
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な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
場
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
が
ど
の
よ

う
な
身
分
の
人
の
歌
ま
で
言
及
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
ま
ず
理
解
で
き
る
。

　

ま
た
、
紙
な
ど
の
物
を
媒
介
に
し
て
い
る
こ
と
も
列
挙
の
拡
大
に
繋
が
っ
て

い
る
だ
ろ
う
。
春
日
詣
の
際
の
歌
の
列
挙
に
お
い
て
も
身
分
が
大
き
く
隔
た
る

と
こ
ろ
で
物
の
移
動
が
語
ら
れ
て
い
る
。

宰
相
直
正
、「
花
風
遅
し
」、

佐
保
姫
や
も
の
憂
か
る
ら
む
春
の
野
に
花
の
笠
縫
ふ
枝
の
見
え
ね
ば

と
て
、
向
か
ひ
た
る
人
の
、
四
位
よ
り
始
め
て
の
人
に
賜
ふ
。

 

（
春
日
詣　

一
四
一
）

公
卿
と
そ
れ
以
外
の
人
々
に
は
懸
隔
が
あ
る
が
、
仲
頼
の
歌
題
が
書
か
れ
た
紙

が
渡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
四
位
以
下
の
人
々
も
歌
を
詠
む
こ
と
に
な
り
、
引
き

続
き
歌
が
列
挙
さ
れ
て
い
く
。
紙
や
工
芸
物
な
ど
の
物
質
が
回
る
こ
と
に
よ
り
、

隔
て
の
あ
る
身
分
の
人
々
に
も
視
点
が
移
り
、
歌
の
列
挙
が
続
い
て
い
く
。
こ

の
方
法
は
国
譲
下
巻
の
二
十
三
首
の
歌
の
列
挙
で
も
同
じ
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

式
部
卿
の
宮
、

積
も
り
行
く
花
も
嘆
く
に
木
隠
れ
て
空
に
知
ら
れ
ぬ
下
枝
な
り
け
り

な
ど
申
し
給
へ
ば
、
こ
の
宮
、「
数
回
仕
う
ま
つ
り
そ
し
た
り
や
」
と
て
、

御
か
は
ら
け
参
り
給
ふ
。
か
は
ら
け
下
り
て
、
…
…

 

（
国
譲
下　

八
二
〇
）

嵯
峨
の
院
の
花
の
宴
で
、
式
部
卿
の
宮
の
直
前
に
は
、
嵯
峨
の
院
、
今
上
帝
、

朱
雀
院
が
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
場
面
で
は
盃
が
身
分
順
に
下
っ
て
い
き
な

が
ら
歌
を
詠
む
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
歌
の
列
挙

の
箇
所
で
は
通
常
は
身
分
順
に
歌
が
詠
ま
れ
、
低
い
身
分
の
者
の
歌
で
終
わ
る

こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
場
面
で
は
朱
雀
院
、
今
上
帝
、
嵯
峨
の
院
に
戻
っ
て
く

る
。

新
中
納
言
、

君
群
れ
て
花
見
る
今
日
と
思
は
ず
は
山
の
朽
木
も
春
を
知
ら
め
や

と
あ
る
を
、
朱
雀
院
、
い
と
い
た
く
誦
ぜ
さ
せ
給
ひ
て
、
か
は
ら
け
参
ら

せ
給
ひ
て
の
た
ま
ふ
、

わ
が
前
に
木
高
く
な
り
し
本
桜
山
辺
に
枝
ぞ
朽
つ
と
嘆
き
し

内
裏
の
御
、

朽
ち
ぬ
と
て
嘆
き
し
枝
は
春
を
知
る
あ
り
し
桜
の
見
え
ぬ
今
日
か
な

嵯
峨
の
院
、

も
ろ
と
も
に
生
ひ
し
桜
の
ま
づ
枯
れ
て
残
れ
る
枝
を
見
る
が
悲
し
さ

な
ん
ど
て
、
御
か
は
ら
け
、
度
々
に
な
り
ぬ
。 

（
国
譲
下　

八
二
二
）

儀
式
や
宴
の
場
面
の
和
歌
の
列
挙
に
お
い
て
中
納
言
の
次
に
朱
雀
院
が
歌
を
詠

む
と
い
う
の
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
異
例
と
も
言
え
よ
う
が
、
そ
れ
を
物
語

の
中
で
説
得
力
を
持
っ
て
語
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
、「
か
は
ら
け
」
と
い
う

物
体
の
媒
介
が
あ
る
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
朱
雀
院
が
新
中
納
言
の
実
忠
に

盃
を
渡
し
た
の
で
あ
り
、
新
中
納
言
か
ら
朱
雀
院
に
渡
し
た
の
で
は
な
い
が
、

か
は
ら
け
と
い
う
物
が
両
者
を
繋
ぐ
の
で
あ
る
。
物
質
と
い
う
媒
介
が
あ
る
が

ゆ
え
に
、
身
分
の
隔
て
を
超
え
て
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
整
理
で
き
る
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
面
で
は
、
小
野
に
籠
っ
て
い
た
実
忠
が
中
納
言
に
任
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ぜ
ら
れ
て
都
に
出
て
き
た
こ
と
を
朱
雀
院
が
感
慨
深
く
思
っ
て
歌
を
詠
む
の
で

あ
り
、
実
忠
の
後
に
朱
雀
院
が
歌
を
詠
む
理
由
も
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
歌
を

詠
む
際
に
盃
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
物
の
移
動
を
介

し
た
強
い
繋
が
り
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
公
卿
で
あ
る
か
否
か
な
ど
の
身
分
に
対
す
る
意
識

が
強
く
見
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
各
場
面
で
言
及
さ
れ
る
人
物
の
範
囲
に
つ
い
て

は
身
分
を
一
つ
の
基
準
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
蔵
開
上
巻
で

は
十
二
首
の
歌
が
列
挙
さ
れ
た
後
、
草
子
地
に
よ
り
省
筆
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、

公
卿
と
し
て
は
低
い
身
分
の
権
中
納
言
の
歌
ま
で
言
及
し
た
後
に
生
じ
て
い
た
。

権
中
納
言
、

緑
子
の
多
か
る
中
に
二
葉
よ
り
よ
ろ
づ
世
見
ゆ
る
宿
の
姫
松

こ
れ
よ
り
下
に
あ
れ
ど
、
書
か
ず
。 
（
蔵
開
上　

四
八
七
）

こ
の
蔵
開
上
巻
も
盃
が
回
る
場
面
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
へ
の
言
及
は
冒
頭

に
と
ど
ま
り
、
春
日
詣
の
場
面
や
国
譲
下
巻
で
見
ら
れ
た
、
歌
の
列
挙
の
途
中

で
物
に
言
及
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
や
は
り
春
日
詣
の
場

面
の
歌
の
場
の
長
大
化
に
は
物
質
性
へ
の
言
及
が
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

神
田
﹇
一
九
九
九
﹈
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
言
葉
に
つ
い
て
「
紙
面
の
上

に
現
実
と
同
じ
も
の
を
も
う
一
つ
ま
る
ご
と
つ
く
ろ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ

え
の
記
録
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
が
、
紙
が
回
っ
て
そ
こ
に
書
き
つ
け
て
い

く
と
い
う
あ
り
方
は
、
紙
で
作
ら
れ
た
書
物
を
手
に
持
っ
て
そ
の
和
歌
を
眺
め

る
読
者
の
眼
前
に
、
作
中
世
界
で
紙
や
物
に
書
か
れ
た
和
歌
を
表
出
さ
せ
る
と

も
言
え
よ
う
。
そ
れ
を
媒
介
す
る
も
の
が
、
作
中
世
界
に
お
け
る
物
質
性
、
特

に
紙
へ
の
言
及
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
す
る
例
と
し
て
、
菊
の
宴
巻
の
屏
風

歌
が
、
実
際
の
屏
風
歌
の
書
き
方
を
模
倣
し
な
が
ら
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
よ
う
。
節
を
改
め
て
も
う
少
し
だ
け
説
明
を
し
て
い
き
た
い
。

三
　
書
き
つ
け
る
言
葉
の
強
度

　

嵯
峨
の
院
の
后
で
あ
る
大
后
の
宮
の
六
十
の
御
賀
に
お
い
て
屏
風
歌
が
詠
ま

れ
る
場
面
は
、
他
の
箇
所
と
本
文
の
あ
り
よ
う
が
異
質
な
よ
う
で
あ
る
。

御
屏
風
の
歌
、

正
月
。
子
の
日
し
た
る
所
に
、
岩
に
、
松
生
ひ
た
り
。
て
う
に
、
鶴

遊
べ
り
。 

右
大
将

岩
の
上
に
鶴
の
落
と
せ
る
松
の
実
は
生
ひ
に
け
ら
し
な
今
日
に
会
ふ
と
て

二
月
。
人
の
家
に
、
花
園
あ
り
。
今
、
植
木
す
。 

民
部
卿

植
ゑ
並
む
る
人
ぞ
知
る
べ
き
花
の
色
は
い
く
代
見
る
に
か
匂
ひ
飽
く
と
は

（
中
略
）

十
二
月
。
仏
名
し
た
る
所
。 

中
将
仲
忠

か
け
て
祈
る
仏
の
数
し
多
か
れ
ば
年
に
光
や
千
代
も
さ
す
ら
む

な
ど
詠
み
て
、
少
将
仲
頼
書
け
り
。 

（
菊
の
宴　

三
一
五
〜
三
一
六
）

す
べ
て
の
写
本
で
は
な
い
が
、
こ
の
箇
所
は
、
尊
経
閣
蔵
前
田
家
十
三
行
本
や

京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
近
衛
家
旧
蔵
本
の
よ
う
に
、
詞
書
よ
り
も
和
歌
の

本
文
が
上
が
る
形
で
書
か
れ
て
い
る
写
本
も
残
っ
て
い
る
）
2
（

。『
う
つ
ほ
物
語
』

が
成
立
し
た
当
初
に
ど
の
よ
う
な
形
式
で
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
か
定



『うつほ物語』の記録的文体

（203）888

か
で
は
な
い
が
、「
御
屏
風
の
歌
」
か
ら
後
の
本
文
は
屏
風
歌
そ
の
も
の
に
あ

た
る
の
で
、
物
語
の
内
容
で
は
あ
っ
て
も
屏
風
歌
の
形
式
が
そ
の
ま
ま
活
か
さ

れ
て
記
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
少
な
く
と
も
、
屏
風
歌
の
形
式
で

記
さ
れ
る
こ
と
に
繋
が
る
よ
う
な
本
文
の
あ
り
よ
う
な
の
で
あ
る
）
3
（

。
正
月
か
ら

十
二
月
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
一
首
ず
つ
詠
ま
れ
た
屏
風
歌
が
列
挙
さ
れ
、
二
重
傍
線

部
の
よ
う
に
屏
風
に
仲
頼
が
記
し
た
こ
と
が
最
後
に
明
示
さ
れ
る
。
特
に
こ
の

屏
風
歌
の
羅
列
の
箇
所
の
本
文
は
、
月
や
人
物
名
を
含
め
て
屏
風
歌
の
体
裁
で

仲
頼
が
書
い
た
も
の
と
重
な
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
何
か
に
書

か
れ
た
言
葉
の
強
度
の
高
さ
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
は
、
内
侍
の
か
み
巻
で
俊
蔭
女
が
尚
侍
に
任
じ
ら
れ
る
場

面
で
も
言
え
る
。
そ
れ
は
、
俊
蔭
女
を
尚
侍
に
任
じ
る
こ
と
を
日
給
の
簡
に
朱

雀
帝
が
書
き
記
し
、
そ
こ
に
上
達
部
た
ち
が
署
名
と
歌
を
書
き
つ
け
て
い
く
場

面
で
あ
る
。
そ
の
場
に
い
る
人
々
が
書
い
た
も
の
が
丁
寧
に
語
ら
れ
て
い
く
。

御
前
な
る
日
給
の
簡
に
、
尚
侍
に
な
す
よ
し
書
か
せ
給
ひ
て
、
そ
れ
が
上

に
、
か
く
な
む
。

「
目
の
前
の
枝
よ
り
出
づ
る
風
の
音
は
離
れ
に
し
物
も
思
ほ
ゆ
る
か
な

こ
れ
が
あ
は
れ
な
れ
ば
な
む
」
と
書
き
つ
け
さ
せ
給
ひ
て
、
上
達
部
た
ち

の
御
中
に
、「
人
々
、
こ
れ
に
名
し
て
下
さ
れ
よ
」
と
て
賜
び
つ
。
左
の

お
と
ど
、
見
給
ひ
て
、「
い
と
お
ぼ
つ
か
な
し
。
誰
な
ら
む
」
と
思
せ
ど
、

御
手
づ
か
ら
の
こ
と
な
れ
ば
、
名
し
給
ふ
。「
左
大
臣
従
二
位
源
朝
臣
季

明
」
と
書
き
つ
け
て
、
そ
の
傍
ら
に
、

「
風
の
音
は
誰
も
あ
は
れ
に
聞
こ
ゆ
れ
ど
い
づ
れ
の
枝
と
知
ら
ず
も
あ

る
か
な

お
ぼ
つ
か
な
き
宣
旨
に
な
む
」
と
書
き
つ
け
て
、
右
の
お
と
ど
に
奉
り
給

へ
り
。 

（
内
侍
の
か
み　

四
三
〇
〜
四
三
一
）

波
線
部
の
よ
う
に
、
尚
侍
任
命
に
ふ
さ
わ
し
く
、
季
明
が
書
い
た
官
職
、
官
位

を
付
け
た
正
式
な
署
名
を
、「
と
書
き
つ
け
て
」
と
言
及
し
て
い
る
。
書
か
れ

た
言
葉
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
る
語
り
の
あ
り
よ
う
が
こ
の
箇
所
に
も
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
季
明
に
続
い
て
そ
の
場
に
い
た
上
達
部
全
員
に
日
給
の
簡

が
回
っ
て
い
き
、
お
の
お
の
が
季
明
同
様
に
官
職
、
官
位
、
氏
と
名
を
書
い
た

こ
と
が
「
右
大
臣
従
二
位
藤
原
朝
臣
忠
雅
」、「
大
納
言
正
三
位
兼
行
左
近
衛
大

将
陸
奥
出
羽
按
察
使
源
朝
臣
正
頼
」
な
ど
省
略
さ
れ
な
い
正
式
な
署
名
の
形
で

繰
り
返
さ
れ
る
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
列
挙
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
従
来
は
そ
れ
ら
を

列
挙
表
現
と
い
う
言
葉
で
等
閑
視
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
た
と
え

ば
同
じ
和
歌
の
列
挙
で
あ
っ
て
も
、
書
か
れ
た
歌
か
口
承
の
歌
か
で
記
録
の
強

度
が
異
な
る
よ
う
に
、
完
全
に
は
同
一
視
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

列
挙
表
現
を
言
葉
に
沿
っ
て
注
意
深
く
読
む
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

和
歌
が
何
か
に
書
き
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
言
及
が
列
挙
を
支
え
る

力
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
検
討
し
た
が
、
列
挙
や
記
録
的
文
体
と

い
う
言
葉
で
ま
と
め
て
捉
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
な
ぜ
そ
の
列
挙
が
生
じ
る
の

か
な
ど
と
い
っ
た
視
点
か
ら
も
捉
え
て
い
く
こ
と
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
表
現

を
考
え
て
い
く
う
え
で
重
要
な
の
で
あ
る
。
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四
　
儀
式
の
場
面
に
お
け
る
詳
細
な
記
述

　
「
は
じ
め
に
」
で
引
用
し
た
と
お
り
、
俊
蔭
巻
の
賀
茂
詣
の
場
面
は
通
常
の

賀
茂
参
詣
と
同
様
の
人
数
や
衣
装
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
簡
潔
な
表

現
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
第
一
節
で
論
じ
た
と
お
り
、
正
頼
ら
の
春

日
詣
に
お
い
て
は
参
加
者
、
参
加
人
数
が
通
常
と
異
な
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
細
か
な
叙
述
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
後
の
場
面
で
も
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え

た
表
現
が
見
ら
れ
た
。
萩
野
﹇
二
〇
一
三
﹈
は
、
記
録
的
な
文
体
の
研
究
史
を

ま
と
め
た
う
え
で
、「
物
語
の
中
で
行
わ
れ
る
公
私
の
行
事
な
ど
は
、
そ
れ
は

物
語
の
文
章
で
あ
る
と
は
到
底
思
え
な
い
ほ
ど
に
、
話
の
筋
と
は
無
関
係
な
部

分
が
肥
大
化
す
る
場
合
が
あ
る
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
そ
う
と
は
言
い
切
れ

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
大
井
田
﹇
二
〇
〇
二
﹈
ら
が
、『
う
つ
ほ
物
語
』

の
饗
宴
が
物
語
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
か
と
い
う
面
を
既
に
考
察

し
て
い
る
が
、
儀
式
や
行
事
の
場
に
つ
い
て
、
叙
述
の
表
現
そ
の
も
の
、
と
り

わ
け
詳
細
に
叙
述
す
る
あ
り
よ
う
に
は
ま
だ
論
じ
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

儀
式
的
な
場
面
で
の
詳
細
な
叙
述
は
、
物
語
の
中
で
最
も
目
立
つ
も
の
の
一

つ
で
あ
り
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
表

現
を
考
え
て
い
く
際
に
は
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
儀
式
的

場
面
に
つ
い
て
、
ひ
と
ま
ず
複
数
の
箇
所
を
取
り
上
げ
な
が
ら
検
討
し
、
表
現

に
お
け
る
特
徴
を
考
察
し
て
い
く
。

　

ま
ず
俊
蔭
巻
に
は
、
相
撲
の
還
饗
の
場
面
も
あ
り
、
そ
の
場
面
は
次
の
よ
う

に
語
ら
れ
る
。

　

例
は
、
舎
人
・
相
撲
人
な
ど
に
は
、
信
濃
の
布
を
賜
ひ
け
れ
ど
、
今
年

は
、
心
殊
に
、
陸
奥
国
の
絹
を
賜
は
す
。
蘇
枋
の
脚
つ
け
た
る
中
取
り
三

つ
に
、
東
絹
積
み
て
、
御
前
に
舁
き
立
て
て
、
政
所
の
人
、
装
束
し
て
出

で
来
て
、
召
し
立
て
つ
つ
賜
ふ
。
番
長
・
相
撲
の
最
手
に
は
四
疋
、
た
だ

の
舎
人
・
相
撲
に
は
二
疋
賜
は
す
。
ま
た
、
こ
の
中
将
・
少
将
の
御
随
身

に
は
一
疋
づ
つ
賜
は
す
。

　

被
け
物
、
垣
下
の
親
王
た
ち
に
、
赤
朽
葉
に
花
文
綾
の
小
袿
・
菊
の
摺

り
裳
・
綾
掻
練
一
襲
・
袷
の
袴
、
宰
相
よ
り
始
め
て
中
将
ま
で
は
、
綾
の

摺
り
裳
・
黄
朽
葉
の
唐
衣
一
襲
・
袷
の
袴
、
少
将
よ
り
始
め
垣
下
の
次
官

た
ち
に
は
、
薄
色
の
裳
・
黄
朽
葉
の
唐
衣
一
襲
・
袴
、
色
劣
れ
り
、
大
夫

た
ち
・
府
の
将
監
ま
で
は
、
白
き
綾
の
一
重
襲
・
袷
の
袴
、
人
々
の
御
供

な
る
、
官
あ
る
人
に
は
、
白
張
の
袴
一
具
、
府
生
に
は
、
白
き
一
重
襲
賜

ふ
。
今
日
参
り
た
る
人
、
禄
賜
は
ら
ぬ
者
、
か
つ
な
し
。

 

（
俊
蔭　

五
九
）

俊
蔭
巻
の
賀
茂
詣
と
同
様
に
、「
例
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
賀
茂

詣
の
場
合
と
異
な
り
、
こ
の
相
撲
の
還
饗
は
、
通
常
と
違
う
と
い
う
こ
と
を
示

す
た
め
に
「
例
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
通
例
以
上
の
こ
と
を
し
、
豪
華
さ
や
財

力
、
も
し
く
は
権
威
と
い
っ
た
も
の
が
示
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面

で
は
禄
の
豪
華
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
正
頼
が
禄

に
つ
い
て
命
令
を
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
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年
返
り
て
、
八
月
に
、
こ
の
殿
に
相
撲
の
還
饗
あ
る
べ
け
れ
ば
、
お
と
ど
、

北
の
方
に
聞
こ
え
給
ふ
、「
饗
の
こ
と
す
べ
き
に
、
は
や
、
被
け
物
の
こ

と
せ
さ
せ
給
へ
。
こ
の
度
の
こ
と
、
こ
こ
に
て
初
め
て
す
る
こ
と
な
る
を
、

心
殊
に
、
設
け
の
物
な
ど
労
り
て
し
給
へ
。
例
は
、
中
将
よ
り
始
め
て
、

府
の
人
、
皆
禄
は
取
ら
す
る
を
、
今
年
は
、『
そ
こ
に
も
の
し
給
ふ
』
と
、

聞
く
人
も
、
心
憎
く
思
は
む
も
の
ぞ
、
四
府
の
ぬ
し
た
ち
も
設
け
給
へ
。

例
は
、
中
将
に
は
、
女
の
装
束
一
領
づ
つ
、
少
将
に
は
、
白
き
袿
一
襲
・

袴
を
な
む
も
の
す
る
を
、
こ
の
度
は
、
中
将
に
、
な
ほ
、
細
長
を
添
へ
て
、

少
将
に
は
、
綾
の
袿
・
三
重
襲
の
袴
な
ど
を
設
け
給
へ
」

 

（
俊
蔭　

五
六
〜
五
七
）

「
例
」
と
い
う
言
葉
を
基
準
に
し
て
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
前
も
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
正
頼
の
指
示
と
実

際
に
与
え
ら
れ
た
禄
は
多
少
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
全
体
的
に
は
豪
華
な
禄
に

な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
具
体
的
に
は
、
二
つ
の
引
用
箇
所
の
波
線
部
の
表

現
を
踏
ま
え
れ
ば
、
通
例
で
あ
れ
ば
少
将
に
与
え
ら
れ
て
い
た
「
白
き
袿
一

襲
・
袴
」
が
、
今
回
の
還
饗
で
は
垣
下
の
次
官
よ
り
身
分
の
低
い
「
大
夫
た
ち
・

府
の
将
監
ま
で
」
に
「
白
き
綾
の
一
重
襲
・
袷
の
袴
」
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
表
現
の
重
な
り
か
ら
通
例
以
上
の
禄
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
儀
式
や
行
事
に

際
し
て
何
ら
か
の
こ
だ
わ
り
や
考
え
が
作
中
人
物
に
あ
り
、
そ
れ
に
沿
っ
た
準

備
が
な
さ
れ
、
語
り
手
に
よ
っ
て
実
際
の
儀
式
の
場
が
語
ら
れ
る
際
に
は
、
作

中
人
物
が
こ
だ
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
そ
の
場
の
特
徴
と
な
る
こ
と
が
語
ら
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
作
中
人
物
の
意
図
と
語
り
手
が
重
点
を
置
い

て
語
る
も
の
が
重
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
読
者
の
興
味
と
も
重
な

る
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。

五
　
儀
式
的
場
面
に
お
け
る
語
り

　

第
四
節
で
論
じ
た
儀
式
的
場
面
に
お
け
る
、
登
場
人
物
の
趣
向
と
そ
の
後
の

語
り
の
重
な
り
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
例
を
挙
げ
て
見
て
い
く
。
伊
藤
﹇
二
〇

一
一
﹈
は
、
地
の
文
と
直
後
の
和
歌
の
言
葉
の
重
な
り
か
ら
語
り
の
あ
り
よ
う

を
分
析
し
た
が
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
語
り
を
考
え
る
場
合
、
や
は
り
表
現
の

繰
り
返
し
や
重
な
り
は
大
き
な
手
が
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

儀
式
や
行
事
に
お
い
て
列
挙
や
詳
細
な
叙
述
な
ど
が
見
ら
れ
る
場
面
の
一
つ

に
、
嵯
峨
の
院
巻
の
神
楽
が
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、
才
の
男
た
ち
が

注
目
さ
れ
て
い
た
。

か
く
て
、
十
一
月
に
な
り
て
、
御
神
楽
し
給
ふ
べ
き
設
け
し
給
ふ
。
お
と

ど
、
左
大
弁
の
君
に
、「
こ
た
み
の
神
楽
は
、
し
は
す
へ
き
た
ひ
な
る
を
、

『
少
し
よ
ろ
し
く
せ
む
』
と
な
む
思
ふ
」。弁
の
君
、「
か
か
る
こ
と
は
、『
始

む
る
時
は
、
い
と
厳
し
く
は
せ
で
、
後
々
ま
さ
る
』
な
ど
な
む
申
す
こ
と

侍
る
」。
お
と
ど
、「
な
ほ
、
こ
れ
か
れ
、
上
達
部
い
ま
し
合
ひ
て
見
給
ふ

に
、
い
と
物
映
え
な
く
て
は
、
も
の
し
か
ら
む
。
才
ど
も
、
声
よ
ろ
し
か

ら
む
な
ど
選
び
て
、
も
の
せ
ら
れ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。

 

（
嵯
峨
の
院　

一
七
八
）



885（206）

こ
の
よ
う
に
正
頼
の
命
令
が
語
ら
れ
具
体
的
な
準
備
に
入
っ
て
い
く
。
そ
の
相

談
の
中
で
は
、「
た
だ
今
、
内
裏
の
御
神
楽
の
召
人
は
」
で
始
ま
る
十
六
人
の

名
の
列
挙
が
あ
り
、「
す
べ
て
三
十
人
の
者
ど
も
こ
そ
は
、
た
だ
今
の
逸
物
に

は
侍
る
な
れ
」
と
強
調
さ
れ
、「
才
ど
も
」
の
禄
が
細
か
に
語
ら
れ
て
い
く
。

神
楽
当
日
も
、「
御
神
楽
の
日
に
な
り
て
、
多
く
の
幄
ど
も
打
ち
て
、
寝
殿
の

御
前
に
に
な
く
設
け
た
り
。
日
暮
れ
て
、
才
ど
も
数
を
尽
く
し
て
参
り
、
御
神

の
子
四
人
候
ふ
」
と
才
の
男
た
ち
に
注
意
が
払
わ
れ
な
が
ら
叙
述
が
進
ん
で
い

く
の
で
あ
る
。

　

逆
に
、
春
日
詣
巻
で
は
「
四
位
十
八
人
・
五
位
三
十
人
・
六
位
五
十
人
」
と

各
位
の
人
数
が
明
示
さ
れ
て
い
た
四
位
か
ら
六
位
の
貴
族
が
、
嵯
峨
の
院
巻
で

は
「
四
位
・
五
位
・
六
位
、
合
は
せ
て
八
十
人
ば
か
り
仕
う
ま
つ
る
」
と
大
雑

把
な
語
ら
れ
方
に
な
っ
て
い
る
。
関
心
の
あ
り
ど
こ
ろ
に
よ
り
、
詳
細
な
叙
述

が
な
さ
れ
る
対
象
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
神
楽
に
お
い
て
は
、
他
の
場
面
と
異
な
り
、
衣
装
に
つ
い
て
の

言
及
が
な
い
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
才
の
男
た
ち
に
つ
い
て
は
他
の
場
面
に
例

が
な
い
ほ
ど
語
ら
れ
る
一
方
で
、
他
の
儀
式
的
場
面
で
言
及
さ
れ
る
類
の
も
の

が
語
ら
れ
ず
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
語
り
の
位
置
は
場
面
ご
と
に
揺
ら
ぐ
、
あ

る
い
は
、
少
な
く
と
も
、
記
録
的
と
言
わ
れ
る
文
体
で
は
あ
り
つ
つ
、
そ
の
記

録
は
完
全
に
は
中
立
で
は
な
く
、
他
の
叙
述
と
の
繋
が
り
や
そ
の
場
の
特
徴
に

よ
っ
て
、
語
る
対
象
の
強
弱
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
傾
向
は

嵯
峨
の
院
巻
ま
で
は
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
嵯
峨
の
院
巻
で
の
才
の
男
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
は
、
同
一
の
神

楽
の
場
面
を
語
る
菊
の
宴
巻
の
表
現
と
比
べ
て
み
る
と
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
同

一
の
神
楽
が
二
つ
の
巻
で
重
複
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
の
特

徴
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
て
、
霜
月
の
神
楽
し
給
ふ
べ
き
こ
と
、
伊
勢
の
君
に
聞
こ
え
給
ふ
、

「
府
の
源
中
将
、
も
の
し
給
は
む
と
ぞ
す
る
。
こ
の
度
の
神
楽
、
少
し
よ

ろ
し
う
せ
ば
や
。
召
人
な
ど
選
び
て
、
そ
の
行
事
、
心
留
め
て
も
の
せ
ら

れ
よ
」。
伊
勢
の
君
、「
例
の
者
ど
も
は
、
参
り
な
む
。
こ
の
そ
し
に
の
雅

楽
頭
な
ど
ら
は
、
内
裏
の
召
し
に
も
、
必
ず
な
む
侍
る
」。「
な
ほ
、
廻
文

し
て
、
奥
に
草
仮
名
書
き
つ
け
て
遣
は
さ
ば
、
す
ま
は
じ
」。
伊
勢
の
君
、

「
遊
び
の
者
ど
も
は
、え
や
見
給
ば
ざ
ら
む
。末
に
、和
歌
を
詠
ま
む
や
は
」

な
ど
の
た
ま
ふ
。

　

か
く
て
、
そ
の
夜
に
な
り
ぬ
。
お
と
ど
、「
さ
れ
ば
こ
そ
。『
さ
は
あ
ら

じ
』
と
思
ひ
つ
か
し
」
と
て
、
幄
打
ち
て
、
才
ば
ら
、
笛
吹
き
、
歌
歌
ひ
、

着
き
並
み
ぬ
。
こ
れ
に
候
ふ
、
た
だ
今
の
逸
物
ど
も
な
り
。
上
達
部
・
親

王
た
ち
、
殿
の
内
よ
り
、
世
に
あ
る
限
り
集
ひ
給
へ
り
。

 

（
菊
の
宴　

三
〇
五
〜
三
〇
六
）

菊
の
宴
巻
の
場
合
、
才
の
男
た
ち
は
例
の
者
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
注
意
が
払
わ
れ

て
お
ら
ず
、
人
名
の
列
挙
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
役
割
と
し
て
の
動
き
が
語
ら
れ

て
い
く
。
ま
た
、
神
楽
歌
の
引
用
が
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る
が
、
嵯
峨
の
院
巻
で

は
「
召
人
、
二
十
人
な
が
ら
歌
歌
ふ
」
と
大
人
数
の
召
人
が
揃
っ
て
声
を
出
す

荘
厳
な
雰
囲
気
が
感
じ
取
れ
る
が
、
菊
の
宴
巻
で
は
「
御
神
の
子
下
り
て
舞
ひ

入
り
、
山
人
返
す
物
の
音
出
だ
し
、
神
歌
仕
ま
つ
る
」（
菊
の
宴　

三
〇
六
）
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と
な
っ
て
お
り
、
嵯
峨
の
院
巻
に
比
べ
る
と
簡
素
に
な
っ
て
い
る
。
嵯
峨
の
院

巻
の
神
楽
の
準
備
の
場
面
に
お
け
る
召
人
の
名
前
の
列
挙
表
現
は
、
場
面
の
展

開
に
お
け
る
作
中
人
物
の
強
い
関
心
の
中
で
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

続
く
神
楽
の
準
備
や
当
日
の
場
面
の
語
り
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
見
た
と
き
、
こ
の
神
楽
の
日
の
最
後
に
「
才
名
告
り
」
と
い
う
特

徴
的
な
場
面
が
挟
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
召
人
が
「
才
ど
も
」
と
呼
ば

れ
る
こ
と
と
の
言
葉
の
連
想
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
可
能
性
も
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

六
　
詳
細
な
記
録
的
叙
述
の
傾
向
の
変
遷

　

こ
こ
ま
で
、
菊
の
宴
巻
ま
で
の
場
面
を
例
に
、
儀
式
的
場
面
に
お
け
る
詳
細

な
記
録
的
記
述
が
、
物
語
の
展
開
の
中
で
前
後
の
場
面
と
繋
が
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
説
明
を
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
菊
の
宴
巻
以

降
も
見
ら
れ
る
の
か
確
認
す
る
と
、
こ
の
傾
向
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
よ
う

で
あ
る
。
詳
し
く
説
明
す
れ
ば
、
物
語
の
展
開
に
伴
っ
て
、
人
々
が
大
勢
で
移

動
す
る
よ
う
な
場
面
が
、
国
譲
下
巻
の
仲
忠
ら
の
水
尾
訪
問
の
あ
た
り
ま
で
ほ

ぼ
見
ら
れ
な
く
な
る
。
ま
た
、
儀
式
や
行
事
も
、
た
と
え
ば
産
養
な
ど
出
産
か

ら
起
算
す
れ
ば
当
然
行
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
が
多
く
な
り
、
準
備
段
階
等
へ
の

言
及
も
少
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
詳
細
な
記
録
的
叙
述
が
少
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
対

象
が
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
最
後
に
お
さ
え
て
お
き

た
い
。

　

吹
上
上
巻
以
降
、
場
面
の
展
開
の
中
で
、
贈
り
物
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
て

記
録
的
か
つ
詳
細
な
叙
述
で
語
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
特
に
高
貴
な
身
分
の
者

同
士
で
贈
答
を
し
あ
う
こ
と
が
多
く
な
る
に
つ
れ
て
贈
り
物
の
記
述
は
多
く
な

る
。

　

先
に
引
用
し
た
俊
蔭
巻
を
除
け
ば
、
贈
り
物
に
つ
い
て
は
、
嵯
峨
の
院
巻
ま

で
は
、
供
と
し
て
儀
式
に
付
き
従
っ
た
者
た
ち
へ
の
禄
が
、

綾
掻
練
の
袿
一
襲
、
袴
具
し
た
る
女
の
装
束
一
領
被
け
給
ふ
。
急
ぎ
参
り

ぬ
。
異
人
々
と
ど
め
給
ひ
て
、
遊
び
明
か
し
て
、
つ
と
め
て
帰
り
給
ふ
に
、

同
じ
や
う
な
る
女
の
装
束
被
け
給
ふ
。 

（
春
日
詣　

一
五
六
）

の
よ
う
に
簡
素
に
言
及
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
吹
上
上
巻

で
仲
忠
ら
が
帰
京
す
る
際
に
種
松
が
用
意
し
た
品
々
は
、
こ
と
細
か
に
語
ら
れ

る
。

か
く
て
、
種
松
調
ぜ
さ
す
る
ほ
ど
、
贈
り
物
に
、
一
所
に
、
白
銀
の
旅
籠

一
掛
、
山
の
心
ば
へ
組
み
据
ゑ
て
、
そ
れ
に
唐
綾
・
薄
物
な
ど
入
れ
て
、

白
銀
の
馬
に
沈
の
結
鞍
置
き
て
、
白
銀
の
男
に
引
か
せ
た
り
。
沈
の
檜
破

子
一
掛
、
合
は
せ
薫
物
・
沈
を
、
同
じ
や
う
に
、
沈
の
男
に
引
か
せ
、
丁

子
の
薫
衣
香
・
麝
香
な
ど
を
、
破
子
の
籠
ご
と
に
は
入
れ
、
薬
・
香
な
ど

を
、
飯
な
ど
の
様
に
て
入
れ
て
、
沈
の
男
に
担
は
せ
た
り
。
蘇
枋
の
簏
一

掛
、
色
々
の
唐
の
組
を
籠
目
に
し
た
り
。
よ
き
絹
ど
も
を
三
十
疋
づ
つ
入

れ
て
縛
り
、
蘇
枋
の
馬
に
負
ほ
せ
て
、
同
じ
男
に
引
か
せ
た
り
。
海
の
形

を
、
白
う
、
白
銀
散
ら
し
て
鋳
て
、
合
は
せ
薫
物
を
島
の
形
に
し
、
沈
の
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枝
に
作
り
花
を
つ
け
て
、
島
に
植
ゑ
集
め
て
、
さ
や
う
の
物
を
、
鹿
・
鳥

に
作
り
据
ゑ
、
…
。 

（
吹
上
上　

二
六
三
）

こ
の
直
前
の
箇
所
に
、
仲
忠
ら
へ
の
土
産
の
用
意
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
涼
の
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
引
用
箇
所
と
一
つ
の
場
面
と
捉
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
数
々
の
土
産
は
仲
忠
ら
の
帰
京
の
時
が
訪
れ
た
が
ゆ
え

に
必
要
と
さ
れ
た
物
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
土
産
が
い
か
に
豪
華
で
、
か
つ

多
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
言
葉
の
量
に
比
例
す
る
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
で
、

種
松
ら
の
財
力
と
と
も
に
、
種
松
や
涼
と
仲
忠
ら
と
の
繋
が
り
の
強
さ
が
表
現

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
吹
上
上
巻
以
降
、
贈
り
物
に
関
す
る
詳
細
な
記
録
的
叙
述
が
多
く
現
れ

て
い
く
。
特
に
産
養
の
品
の
記
述
が
多
く
、
誰
か
ら
ど
の
よ
う
な
物
が
贈
ら
れ

た
の
か
が
細
か
に
語
ら
れ
て
い
く
。
物
語
の
展
開
に
伴
い
儀
式
の
た
め
に
人
が

大
規
模
に
移
動
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
る
中
で
、
物
の
贈
答
が
人
物
の
紐
帯
の

強
さ
を
表
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
重
要
な
も
の
だ
か
ら
こ
そ
詳
細
に
語
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
記
録
的
な
叙
述
は
そ
う
し
た
叙
述
が
あ
え
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
こ
そ
物
語
上
の
意
味
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

一
方
で
、
あ
て
宮
入
内
以
降
、
そ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
、
春
日
社
参

詣
時
の
よ
う
な
行
列
に
関
す
る
記
録
的
叙
述
の
類
の
表
現
は
、
蔵
開
下
巻
ま
で

女
御
ら
の
宮
中
か
ら
の
出
退
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
も

の
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
説
明
す
れ
ば
、
あ
て
宮
入
内
以
降
、
あ
て
宮
入
内
の

際
の
語
ら
れ
方
に
比
肩
し
う
る
よ
う
な
詳
細
な
叙
述
が
施
さ
れ
る
行
列
は
、
東

宮
決
定
後
の
あ
て
宮
参
内
の
場
面
で
あ
る
。
そ
の
少
し
前
に
仲
忠
ら
が
水
尾
に

仲
頼
を
訪
ね
る
場
面
も
詳
細
に
語
ら
れ
る
が
、
来
訪
者
そ
れ
ぞ
れ
の
供
が
語
ら

れ
る
こ
と
で
結
果
的
に
長
く
な
る
点
、
そ
れ
ぞ
れ
の
供
の
人
数
は
そ
れ
ほ
ど
多

く
な
い
点
か
ら
、
別
の
問
題
と
し
て
考
え
る
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
特
に
東
宮
決

定
後
の
あ
て
宮
参
内
は
多
く
の
物
見
車
が
出
る
ほ
ど
で
、
東
宮
の
母
と
し
て
の

あ
て
宮
の
地
位
の
高
さ
が
、
行
列
の
盛
大
さ
が
語
ら
れ
れ
ば
語
ら
れ
る
ほ
ど
強

調
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
こ
の
東
宮
決
定
後
の
あ
て
宮
参
内
の
記
述
以
降
、
人
の
移
動
に
伴

う
詳
細
な
叙
述
は
ま
た
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

い
ぬ
宮
が
京
極
に
移
る
際
と
、
い
ぬ
宮
と
俊
蔭
女
の
演
奏
を
人
々
が
聞
き
に
来

る
際
の
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
い
ぬ
宮
が
京
極
に
移
る
際
の
場
面
を
検
討

す
る
。大

将
、
渡
り
給
ふ
べ
き
人
々
の
装
束
、
宮
に
も
尚
侍
の
殿
に
も
分
か
た
せ

給
ふ
。
御
渡
り
の
料
と
て
、
人
々
に
も
奉
り
た
り
。
尚
侍
の
殿
に
、
絹
百

疋
・
綾
二
十
疋
、
織
物
・
薄
物
、
染
め
草
な
ど
は
、
殊
に
奉
り
給
ふ
。
尾

張
守
に
料
を
賜
ひ
て
せ
さ
せ
給
ふ
。
宮
の
、
皆
あ
り
。
綾
、
同
じ
数
な
り
。

同
じ
日
、
宮
も
渡
り
給
ひ
て
、
三
日
過
ぐ
し
て
帰
り
給
ふ
べ
し
。
大
人
、

尚
侍
の
殿
に
三
十
人
、
童
、
四
人
。
宮
の
御
方
も
、
同
じ
数
な
り
。
女
御

殿
の
み
ぞ
、
こ
れ
は
数
ま
さ
り
た
る
と
言
ふ
べ
き
な
り
。

（
中
略
）

　

八
月
十
三
日
な
り
。
大
将
、
か
ね
て
よ
り
も
、「
心
殊
に
て
渡
し
奉
ら

む
」
と
思
し
け
れ
ば
、
尚
侍
の
御
車
、
新
し
く
調
ぜ
さ
せ
給
へ
り
。
尚
侍

の
殿
の
は
、
濃
紫
の
糸
毛
に
唐
鳥
鏈
ら
せ
縫
は
せ
給
へ
り
。
宮
の
御
は
、
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二
藍
に
、
雲
形
つ
き
、
秋
の
野
の
形
を
、
騒
ぐ
薄
・
虫
・
鳥
の
形
を
、
色
々

に
縫
は
せ
給
へ
り
。
い
と
な
ま
め
か
し
う
、
さ
ま
ざ
ま
に
を
か
し
う
、
鞦

に
も
唐
草
の
形
を
縫
は
せ
給
へ
り
。
下
簾
も
香
の
地
に
薄
物
重
ね
て
、
小

鳥
・
蝶
な
ど
を
縫
ひ
た
り
。

　

右
の
大
殿
も
、
も
ろ
と
も
に
お
は
し
て
、
三
日
過
ぐ
し
て
帰
り
給
ふ
べ

し
。
右
大
将
殿
も
、
御
前
厳
し
う
整
へ
給
へ
り
。
左
の
大
殿
の
御
方
に
も
、

人
々
の
か
た
ち
よ
き
を
仰
せ
ら
れ
、
院
よ
り
も
、
四
位
・
五
位
・
六
位
、

か
た
ち
よ
く
、
歳
若
き
、
内
裏
の
蔵
人
経
た
る
も
選
び
て
、
か
の
三
条
京

極
な
る
所
に
渡
り
給
ふ
な
る
に
仕
う
ま
つ
る
べ
き
よ
し
仰
せ
給
ひ
つ
れ
ば
、

「
我
も
、
我
も
」
と
、「
賀
茂
の
祭
は
、
さ
る
べ
き
限
り
こ
そ
あ
れ
。
こ
れ

は
、
左
の
、
右
の
大
殿
、
院
整
へ
さ
せ
給
ふ
に
、
世
の
中
に
物
の
お
ぼ
え

あ
る
人
々
、
こ
の
内
に
参
ら
ず
、
知
ら
ざ
ら
む
は
、
い
み
じ
き
恥
な
り
」

と
申
し
、
装
束
を
整
へ
惑
ひ
た
り
。 

（
楼
の
上
上　

八
六
八
〜
八
七
〇
）

宮
中
に
関
係
す
る
移
動
を
除
く
と
、
移
動
に
伴
う
詳
し
く
長
い
記
録
的
叙
述
は

物
語
の
前
半
部
に
見
ら
れ
て
以
来
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
い
ぬ
宮
と
俊
蔭
女
の
京

極
へ
の
移
動
は
人
々
の
注
目
を
浴
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
二
重
傍

線
部
の
よ
う
に
賀
茂
の
祭
を
引
き
合
い
に
出
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
表

現
は
、
物
語
の
前
半
で
「
賀
茂
に
詣
で
給
ひ
け
る
を
、
舞
人
・
陪
従
、
例
の
作

法
な
れ
ば
、
い
と
厳
し
う
て
」（
俊
蔭　

二
四
）、「
臨
時
祭
の
様
な
り
」（
春
日

詣　

一
三
七
）
と
あ
っ
た
こ
と
と
照
応
す
る
表
現
で
あ
り
、
こ
の
場
面
で
は
賀

茂
の
祭
よ
り
も
大
勢
の
人
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点

で
も
非
常
に
重
要
な
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面
が
宮
中
の
動
き
と
は
関
連
し

な
い
人
の
移
動
に
つ
い
て
の
、
久
々
の
詳
細
な
記
録
的
叙
述
で
あ
る
こ
と
の
意

味
を
ま
ず
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

物
語
の
前
半
部
と
重
な
る
よ
う
な
記
録
的
叙
述
が
後
半
部
に
お
い
て
再
度
現

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
左
大
臣
、
右
大
臣
、
朱
雀
院
が
加
わ
っ
て
い
る
に
せ

よ
、
中
心
人
物
は
仲
忠
で
あ
る
。
物
語
の
前
半
部
分
で
華
や
か
な
衣
装
を
着
た

大
勢
の
人
々
を
伴
っ
て
儀
式
や
行
事
を
開
い
て
い
た
人
物
達
よ
り
も
若
い
世
代

の
仲
忠
が
こ
の
よ
う
な
儀
式
の
中
心
に
お
り
、
世
代
が
交
代
し
て
い
る
こ
と
が

示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
一
年
後
に
行
わ
れ
た
琴
の
演
奏
の
際
に
は
、

嵯
峨
の
院
、
朱
雀
院
ま
で
訪
れ
て
お
り
、
前
の
世
代
に
は
な
か
っ
た
ほ
ど
の
規

模
の
も
の
で
あ
っ
た
。
循
環
し
て
繰
り
返
さ
れ
つ
つ
、
発
展
も
見
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
楼
の
上
上
巻
と
楼
の
上
下
巻
は
、
俊
蔭
の
血
脈
の
、
学
問
と

琴
を
受
け
継
ぐ
人
々
を
中
心
に
語
ら
れ
て
お
り
、
俊
蔭
巻
の
物
語
と
強
く
照
応

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
過
去
を
受
け
継
い
で
い
く
物
語
の
あ
り
よ
う
と
連
動

し
な
が
ら
、
儀
式
的
場
面
に
伴
う
移
動
に
つ
い
て
も
、
か
つ
て
と
同
様
に
詳
細

な
記
録
的
叙
述
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

儀
式
や
行
事
に
伴
う
記
録
的
な
叙
述
は
、
物
語
の
構
成
面
と
い
っ
た
、
よ
り

広
い
視
野
で
捉
え
ら
れ
る
面
も
有
し
て
お
り
、
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
以
上
に

物
語
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
記
録
的
な
文
体
に
つ
い
て
は
、
従
来
「
記
録
的
」
と
い
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う
言
葉
で
説
明
さ
れ
て
片
付
け
ら
れ
て
き
た
が
ゆ
え
に
見
落
と
さ
れ
て
き
た
も

の
が
あ
っ
た
。
儀
式
的
場
面
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
何
を
詳
細
に
記
録
し
て

い
く
か
と
い
う
点
で
は
作
中
世
界
か
ら
の
要
請
が
見
ら
れ
、
単
純
に
「
記
録
的
」

と
い
う
言
葉
で
一
括
り
に
で
き
な
い
面
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
あ
っ
た
。
ま
た

和
歌
の
列
挙
を
通
じ
て
、
長
大
な
も
の
が
記
録
さ
れ
て
い
く
際
の
物
語
に
お
け

る
仕
組
み
を
検
討
し
た
。
さ
ら
に
、
物
語
全
体
の
詳
細
か
つ
記
録
的
な
叙
述
が

な
さ
れ
る
も
の
の
傾
向
か
ら
、
物
語
内
で
移
り
ゆ
く
時
間
と
そ
の
循
環
が
捉
え

ら
れ
、
物
語
の
構
成
に
も
関
係
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。『
う
つ
ほ

物
語
』
の
記
録
的
文
体
は
、
純
粋
な
記
録
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
文
学
作
品

の
中
で
の
表
現
の
一
つ
の
形
と
し
て
の
文
体
と
言
え
よ
う
。

　

な
お
、
同
時
代
の
享
受
者
に
は
、
記
録
的
な
文
体
に
お
け
る
列
挙
表
現
な
ど

の
差
異
を
読
み
取
り
、
そ
し
て
楽
し
め
る
人
々
が
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
様
々
な
儀
式
や
歌
会
に
参
加
で
き
る
貴
族
、
ま
た
近
く
で
見
ら
れ
る
女

房
た
ち
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

注

（
１

） 　
「
記
録
文
体
」
と
い
う
用
語
も
あ
る
が
、
本
稿
で
論
じ
る
よ
う
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』

の
記
録
は
純
粋
な
記
録
と
は
言
え
な
い
た
め
、「
記
録
的
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と

に
す
る
。

（
２

） 　

尊
経
閣
蔵
前
田
家
十
三
行
本
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
の
影
印
を
利
用
し
て
確
認

し
、
近
衛
家
旧
蔵
本
は
京
都
大
学
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
利
用
し
て
確
認

し
た
。
た
だ
し
、
東
京
大
学
図
書
館
所
蔵
本
（
東
京
大
学
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ポ
ー

タ
ル
を
利
用
し
て
確
認
）、
内
閣
文
庫
所
蔵
本
（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ

ブ
を
利
用
し
て
確
認
）
の
よ
う
に
和
歌
の
本
文
が
下
が
る
形
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
も

存
在
す
る
。

（
３

） 　
『
貫
之
集
』
の
屏
風
歌
群
に
も
月
ご
と
の
歌
が
残
っ
て
お
り
、
歌
と
と
も
に
、
月
、

詠
む
景
物
が
記
さ
れ
る
。
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﹇
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﹈「
あ
て
宮
求
婚
譚
の
展
開
│
そ
の
諸
相
│
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│
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九
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子
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学
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学
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田
中　
　

仁
﹇
一
九
九
一
﹈「『
書
き
つ
く
』
の
意
味
│
宇
津
保
物
語
を
主
な
資
料
と
し
て

│
」『
言
語
表
現
の
研
究
と
教
育
』
三
省
堂

中
野　

幸
一
﹇
一
九
八
一
ａ
﹈「
う
つ
ほ
物
語
の
作
者
像
」『
う
つ
ほ
物
語
の
研
究
』
武
蔵
野

書
院
↑
初
出
は
一
九
五
八
年

中
野　

幸
一
﹇
一
九
八
一
ｂ
﹈「
う
つ
ほ
物
語
に
お
け
る
長
編
構
築
の
方
法
」『
う
つ
ほ
物
語

の
研
究
』
武
蔵
野
書
院
↑
初
出
は
一
九
七
三
年

中
野　

幸
一
﹇
一
九
九
九
﹈『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
14 

う
つ
ほ
物
語
①
』
小
学
館

萩
野　

了
子
﹇
二
〇
一
三
﹈「
記
録
文
体
」　

学
習
院
大
学
平
安
文
学
研
究
会
編
『
う
つ
ほ
物
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語
大
事
典
』
勉
誠
出
版

武
藤
那
賀
子
﹇
二
〇
一
七
﹈「
物
に
書
き
つ
く
│
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
言
語
認
識
」

『
う
つ
ほ
物
語
論　

物
語
文
学
と
「
書
く
こ
と
」』
笠
間
書
院
↑
初
出
は
、
二
〇
一
一
年
、

二
〇
一
三
年

※
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
の
引
用
は
、
室
城
秀
之 

校
注
『
う
つ
ほ
物
語　

全　

改
訂
版
』

（
お
う
ふ
う
・
二
〇
〇
一
年
）
に
よ
る
。
な
お
、
引
用
の
後
の
（　

）
内
に
巻
名
と
同
書

の
ペ
ー
ジ
番
号
を
付
し
た
。
ま
た
、
傍
線
等
を
適
宜
付
し
た
。


