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一

　

和
泉
式
部
の
「
物
思
へ
ば
」
歌
は
、
現
存
す
る
数
多
く
の
彼
女
の
和
歌
の
中
で
も
人
口
に
膾
炙
し
た
歌
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
　
　

男
に
忘
ら
れ
て
侍
り
け
る
頃
、
貴
船
に
参
り
て
、
御み

た
ら
し

手
洗
川が
わ

に
蛍
の
飛
び
侍
り
け
る
を
見
て
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
泉
式
部

　
　

物
思
へ
ば
沢
の
蛍
をも

わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
にい

づ

る
け
る
た
ま
か
と
ぞ
見
る

　
　
　

御
返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

奥
山
に
た
ぎ
り
て
お
つ
る
滝
つ
瀬
にの

た
ま
ち
る
ば
か
り
物
な
思
ひ
そ

　
　
　
　

こ
の
歌
は
貴
船
の
明
神
の
御
返
し
な
り
。
男
の
声
に
て
和
泉
式
部
が
耳
に
聞
え
け
る
と
な
ん
い
ひ
伝
へ
た
る

�
（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
二
十
・
雑
六
・
神
祇
・1162

・1163

）
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二
六

　
『
後
拾
遺
和
歌
集
』（
以
下
、
後
拾
遺
集
と
略
す
）
雑
六
・
神
祇
に
収
載
さ
れ
る
こ
の
歌
は
、
貴
船
明
神
と
の
贈
答
と
し
て
お
か
れ
て
い
る
。
和
泉
式
部
の
私

家
集
で
あ
る
『
正
集
』『
続
集
』
に
は
見
え
ず）

1
（

、『
後
拾
遺
集
』
が
、
は
じ
め
て
こ
の
歌
を
歌
集
に
収
め
た
和
歌
集
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
、『
俊
頼
髄
脳
』『
無

名
草
子
』『
古
今
著
聞
集
』
な
ど
、
中
古
・
中
世
の
歌
論
、
評
論
、
説
話
集
な
ど
多
く
の
作
品
に
と
ら
れ
て
ゆ
き
、「
和
泉
式
部
の
伝
承
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
人
々

の
関
心
を
集
め
た
こ
と
が
う
か
が
え
る）

2
（

。
和
泉
式
部
の
歌
に
貴
船
明
神
が
感
応
す
る
と
い
う
や
り
と
り
が
、
神
仏
霊
験
譚
と
し
て
興
味
を
ひ
い
た
こ
と
は
想
像

に
か
た
く
な
い
。
ま
た
、
和
泉
式
部
を
忘
れ
た
（
捨
て
た
）「
男
」
は
誰
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
、
恋
多
き
女
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
人
々
の
関
心
を
集
め
た

の
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
説
話
で
は
「
男
」
で
は
な
く
「
保
昌
」
を
あ
て
る
も
の
も
多
い
が
、
真
偽
は
さ
だ
か
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
和
泉
式
部
集
に
は
所
収
さ

れ
て
お
ら
ず
、「
物
思
へ
ば
」
歌
自
体
が
和
泉
式
部
の
作
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
い
も
残
る
。
だ
が
、
何
よ
り
「
和
泉
式
部
」
の
歌
と
し
て
、
勅
撰
集
に

入
集
し
て
い
る
こ
と
、
い
か
に
も
「
和
泉
式
部
」
ら
し
い
和
歌
と
し
て
時
代
を
超
え
て
様
々
な
人
々
、
作
品
に
享
受
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
重
視
し
た
い
。

　

和
泉
式
部
の
「
物
思
へ
ば
」
歌
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
古
代
か
ら
平
安
朝
の
遊
離
魂
、「
あ
く
が
る
」「
蛍
（
歌
）」
の
表
現
史
か
ら
、
和
泉
式
部
の
当
該
歌

の
特
異
性
を
指
摘
す
る
な
ど
、
多
数
の
先
学
の
論
考
が
あ
る）

3
（

。
一
方
で
、
貴
船
明
神
の
歌
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
追
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
和
泉
式

部
の
貴
船
参
詣
の
理
由
に
つ
い
て
、
諸
注
諸
論
考
で
は
、「
今
一
度
、
恋
人
の
心
が
戻
る
こ
と
を
祈
る
た
め）

（
（

」、「
ひ
ど
く
思
い
悩
ん
で
い
ま
す
と
神
に
訴
え
た

歌）
（
（

」、「
恋
を
失
っ
た
憂
悶
の
身
を
貴
船
明
神
の
前
に
運
び
鎮
魂
の
祈
願
を
込
め
た）

6
（

」
な
ど
様
々
で
あ
る
。
何
の
た
め
に
参
詣
し
た
の
か
、
詞
書
に
明
示
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
こ
そ
、
様
々
に
想
像
で
き
る
と
も
い
え
る
が
、
数
々
あ
る
寺
社
の
中
で
も
「
貴
船
」
を
選
ん
だ
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
な
ぜ
「
貴
船
」
な
の
か
と
い
う
事
を
起
点
に
、『
後
拾
遺
集
』
雑
六
・
神
祇
に
お
か
れ
た
和
泉
式
部
と
貴
船
明
神
と
の
や
り
と
り
を

読
み
直
し
て
み
た
い
。

二

　

平
安
時
代
、「
貴
船
」
は
、
ど
の
よ
う
な
神
で
あ
っ
た
の
か
、
当
時
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
和
泉
式
部
の
生
き
た
時
代
の
前
後
、

『
後
拾
遺
集
』
編
纂
あ
た
り
ま
で
を
視
野
に
い
れ
て
確
認
し
て
お
く
。

　

貴
船
神
社
は
、
現
在
の
京
都
市
左
京
区
鞍
馬
貴
船
町
に
あ
る
。
史
料
上
の
初
出
は
『
日
本
紀
略
』
で
、「
山
城
國
愛
宕
郡
貴
布
禰
神
為
大
社
」（
弘
仁
九
（818

）
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二
七

年
五
月
八
日
条
）
と
あ
る
。『
延
喜
式
』
巻
九
〈
神
名
上
〉
山
城
国
愛
宕
郡
条
に
、「
貴
布
禰
神
社
」
と
あ
り
、
十
世
紀
半
ば
に
は
、
有
事
や
祈
雨
・
止
雨
な
ど

で
重
視
さ
れ
固
定
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
二
十
一
社
（
伊
勢
・
石
清
水
・
賀
茂
・
松
尾
・
平
野
・
稲
荷
・
春
日
・
大
原
野
・
大
神
・
石
上
・
大
和
・
広
瀬
・
龍
田
・

住
吉
・
丹
生
・
貴
布
禰
・
吉
田
・
広
田
・
北
野
・
梅
宮
・
祇
園
）
に
入
っ
て
い
た）

（
（

。「
貴
舟
」「
木
船
」
と
も
書
く
が
、
本
稿
で
の
表
記
は
、
現
在
通
行
す
る
社

名
で
あ
る
「
貴
船
」
に
統
一
し
て
お
く
。
賀
茂
川
上
流
の
貴
船
川
の
そ
ば
に
鎮
座
し
、
早
く
か
ら
水
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
平
安
遷
都
後
、
祈

雨
祈
晴
の
霊
験
あ
る
神
と
し
て
重
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
権
記
』
に
は
、「
依
霖
雨
（
長
雨
）
并
可
被
奉
赤
馬
於
丹
生
貴
布
祢
事
」（
長

保
二
（1000

）
年
八
月
十
八
日
条
）
と
い
っ
た
、
長
雨
を
止
め
る
べ
く
止
雨
祈
願
を
「
丹
生
（
大
和
国
丹
生
川
上
神
社
）」
と
「
貴
布
祢
」
で
行
っ
た
と
い
う

記
事
が
み
え
る
。
祭
神
は
闇く

ら
お
か
み寵
神の
か
み

（
竜
神
）、
高た
か
お
か
み龗
神
で
あ
る
（
罔み
ず

象は
め

女
神
「
二
十
二
社
註
式
」
と
も
伝
え
る
）。

　

当
時
の
貴
族
女
性
は
基
本
的
に
邸
宅
内
で
過
ご
す
が
、
祭
見
物
や
寺
社
参
詣
な
ど
が
数
少
な
い
外
出
の
機
会
で
あ
っ
た
た
め
、
女
性
に
よ
る
寺
社
参
詣
の
記

事
自
体
は
、
日
記
や
物
語
に
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
奈
良
の
長
谷
寺
参
詣
な
ど
は
、
観
音
信
仰
も
あ
っ
て
『
源
氏
物
語
』『
更
級
日
記
』
な
ど
多
く
の
作
品

に
記
さ
れ
て
い
る
し
、
京
都
近
郊
で
も
、
清
水
寺
は
『
枕
草
子
』『
落
窪
物
語
』『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
、
石
山
寺
は
『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
和
泉
式
部
日
記
』『
源

氏
物
語
』
な
ど
に
登
場
し
、
女
性
た
ち
が
参
詣
し
て
い
る
。
神
社
で
あ
れ
ば
、
賀
茂
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
石
清
水
や
住
吉
社
な
ど
は
た
び
た
び
登
場
す
る
。

し
か
し
、
貴
船
神
社
（
貴
船
の
神
）
は
出
て
こ
な
い）

8
（

。
山
城
国
内
と
は
い
え
、
鞍
馬
山
ふ
も
と
の
山
奥
で
薄
暗
い
立
地
と
い
う
地
理
的
な
理
由）

（
（

も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
女
流
日
記
や
王
朝
物
語
類
に
は
登
場
し
な
い
の
は
興
味
深
い
。

　

平
安
時
代
中
期
の
仮
名
散
文
作
品
で
、
貴
船
の
神
が
唯
一
登
場
す
る
の
が
、『
栄
花
物
語
』
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
の
「
栄
花
」
と
は
、
藤
原
道
長
と
そ
の

一
族
の
栄
花
で
あ
り
、
正
編
の
作
者
は
、
赤
染
衛
門
、
ま
た
彼
女
を
含
め
道
長
一
族
に
仕
え
た
女
房
集
団
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
和
泉
式
部
も

道
長
（
彰
子
）
に
仕
え
た
女
房
の
一
人
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、『
栄
花
物
語
』
の
中
で
、
貴
船
の
神
が
登
場
す
る
全
て
の
場
面
は
、
道
長
一
族
（
道
長
、
頼
通
、

教
通
、
彰
子
）
及
び
彰
子
の
子
後
一
条
天
皇
と
関
わ
る
文
脈
に
あ
る
。
和
泉
式
部
が
生
き
た
時
代
の
貴
船
の
神
の
姿
が
窺
え
る
た
め
、
や
や
冗
漫
に
な
る
が
、

三
場
面
（
全
四
例
）
す
べ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
に
は
、
祈
雨
祈
晴
と
全
く
関
わ
ら
な
い
貴
船
の
神
の
姿
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
巻
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」
を
引
く
。
頼
通
へ
の
女
二
の
宮
（
三
条
天
皇
皇
女
禔
子
内
親
王
）
降
嫁
が
決
ま
り
、
準
備
が
す
す
む
中
、
頼
通
は
原

因
不
明
の
病
で
倒
れ
、
加
持
祈
祷
の
効
果
も
な
く
、
日
々
病
状
は
重
く
な
っ
て
い
っ
た
。



二
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【
場
面
⑴
】

　
　

�
か
く
て
一
七
日
過
ぎ
ぬ
。
い
ま
七
日
延
べ
さ
せ
た
ま
へ
る
に
、
こ
た
び
ぞ
い
と
け
恐
ろ
し
げ
な
る
声
し
た
る
物
の
怪け

出
で
来
た
る
。
こ
れ
ぞ
こ
の
日
ご
ろ

（
頼
通
を
）
悩
ま
し
た
て
ま
つ
り
つ
る
物
の
怪
な
め
り
と
て
、
鳴
り
か
か
り
て
加
持
の
の
し
り
て
、
か
り
移
し
た
る
け
は
ひ
、
い
と
う
た
て
あ
り
。
い
か

に
い
か
に
と
思
す
ほ
ど
に
、
は
や
貴
船
の
現
れ
た
ま
へ
る
な
り
け
り
。「
こ
は
な
ど
か
か
る
べ
き
。
こ
の
殿
（
頼
通
は
）
あ
だ
な
る
わ
ざ
せ
さ
せ
た
ま
ふ

こ
と
も
な
か
り
け
り
」�

と
よ
く
尋
ぬ
れ
ば
、�

こ
の
内う

ち裏
わ
た
り
よ
り
聞
ゆ
る
こ
と�

（
女
二
の
宮
降
嫁
）�

に
よ
り
、��

こ
の
上�

（
頼
通
室
隆
姫
）�

の
御
乳め

の
と母

な

ど�

の
、
祈
り
を
申
さ
せ
た
る
ほ
ど
に
、
お
の
づ
か
ら
神
の
御
心
は
か
く
わ
づ
ら
は
し
き
こ
え
た
ま
ふ
な
り
け
り
。（
巻
十
二
・
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
②
六
十

頁
）

　

よ
う
や
く
祈
祷
の
効
果
が
あ
ら
わ
れ
、「
い
と
け
恐
ろ
し
げ
な
る
声
し
た
る
物
の
怪
」
が
出
て
く
る
。
寄
り
ま
し
に
の
り
移
さ
せ
、
そ
の
正
体
が
何
な
の
か

と
思
い
め
ぐ
ら
せ
る
中
、
貴
船
の
神
が
姿
を
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
貴
船
の
現
れ
た
ま
へ
る
な
り
け
り
」
の
「
な
り
け
り
」
に
は
そ
の
驚
き
が
み
て
と
れ
る
。

周
囲
の
人
々
は
、
頼
通
が
妻
で
あ
る
隆
姫
一
筋
で
「
あ
だ
な
る
わ
ざ
（
浮
気
）」
な
ど
も
な
か
っ
た
の
に
、
な
ぜ
現
れ
た
の
か
と
不
思
議
が
る
。『
栄
華
物
語
詳

解
』
が
、
こ
の
箇
所
を
更
に
具
体
的
に
「
こ
は
何
と
し
て
、
か
よ
う
に
尊
き
貴
船
の
神
の
た
ゝ
り
給
ふ
べ
き
ぞ
、
こ
の
頼
通
は
か
り
そ
め
な
る
い
た
づ
ら
わ
ざ

も
し
給
ふ
事
な
く
、
更
に
覚
え
ぬ
事
に
て
、
ふ
し
ぎ
な
る
わ
ざ
な
り
と
な
り）

（1
（

」
と
解
す
る
よ
う
に
、【
場
面
⑴
】
か
ら
は
、
男
が
「
あ
だ
な
る
わ
ざ
」（「
か
り

そ
め
な
る
い
た
づ
ら
わ
ざ
」）
を
行
っ
た
際
に
、
貴
船
の
神
が
た
た
る
、
と
当
時
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
に
貴
船
の
神
が
現
れ
た
の
は
、
頼
通
室
隆
姫
の
乳
母
が
貴
船
に
祈
願
し
た
こ
と
で
、
神
が
そ
の
願
い
に
感
応
し
た
か
ら
だ
、
と
理
由
が
明
か

さ
れ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
松
村
博
司
氏
は
、「
頼
通
の
う
わ
気
の
対
象
と
な
っ
た
女
が
、
明
神
に
祈
り
、
頼
通
を
呪
詛
し
よ
う
と
し
た
時
、
明
神
が
こ

れ
に
応
じ
て
も
の
の
け
と
な
っ
て
頼
通
に
と
り
つ
き
、
苦
し
め
た
と
理
解
さ
れ
た
」「
乳
母
の
場
合
も
こ
れ
に
同
じ）

（（
（

」
と
解
す
る
。
し
か
し
、
頼
通
は
降
嫁
の

話
を
躊
躇
す
る
ほ
ど
隆
姫
と
の
夫
婦
仲
は
良
く
、
父
道
長
に
「
男
は
妻め

は
一
人
や
は
持
た
る
、
痴
れ
の
さ
ま
や
。
い
ま
ま
で
子
も
な
か
め
れ
ば
、
と
て
も
か
う

て
も
た
だ
子
を
ま
う
け
ん
と
こ
そ
思
は
め
」（
巻
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」
②
五
六
頁
）
と
叱
責
さ
れ
し
ぶ
し
ぶ
承
諾
し
た
降
嫁
で
あ
り
、
首
肯
し
が
た
い
。

「
頼
通
の
う
わ
気
の
対
象
と
な
っ
た
女
」
と
い
う
の
は
、
頼
通
像
と
離
れ
て
い
よ
う
。
乳
母
に
つ
い
て
も
、
確
か
に
こ
の
乳
母
は
、
降
嫁
話
を
聞
い
て
「
え
忍

び
あ
え
ず
、
く
ね
く
ね
し
き
こ
と
な
ど
う
ち
い
ふ
」（
巻
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」
②
五
七
頁
）
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
乳
母
が
頼
通
を
呪
詛
す

る
と
解
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
も
し
呪
詛
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
女
二
の
宮
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
『
栄
花
物
語
』
本
文
に
は
、「
呪
詛
」

LJ 
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二
九

で
は
な
く
、「
祈
り
」
と
あ
る
。
乳
母
の
祈
り
と
は
、
降
嫁
が
中
止
に
な
り
ま
す
よ
う
と
い
っ
た
願
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
倒
れ
た
頼
通
側
に
と
っ

て
は
、「
呪
詛
」
と
受
け
止
め
る
に
十
分
の
出
来
事
で
は
あ
る
が
、
乳
母
の
側
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
貴
船
へ
の
「
祈
り
」
な
の
で
あ
る
。

　

周
囲
の
人
々
の
不
審
の
言
葉
か
ら
想
像
す
る
に
、
男
が
「
あ
だ
」
心
を
持
つ
と
、
貴
船
の
神
の
祟
り
に
あ
う
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
⑴
の
場

面
で
は
、
隆
姫
の
乳
母
の
貴
船
へ
の
「
祈
り
」
を
う
け
て
、
そ
れ
に
同
情
し
た
貴
船
の
神
が
頼
通
を
「
わ
づ
ら
は
し
」
て
し
ま
っ
た
、
と
描
い
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
【
場
面
⑴
】
よ
り
少
し
前
の
記
述
に
な
る
が
、
頼
通
が
病
に
倒
れ
た
際
、
加
持
祈
祷
の
効
果
が
な
い
の
を
見
て
、
父
道
長
は
、
病
の
原
因
を
陰
陽
師
に
占
わ

せ
て
い
た
。
そ
の
占
い
で
は
、「
御
物
の
怪
や
、
ま
た
畏か

し
こ

き
神
の
気け

や
、
人
の
呪ず

そ詛
な
ど
」（
巻
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」
②
五
八
頁
）
と
複
数
の
要
因
が

あ
が
っ
て
お
り
、
こ
の
「
畏
き
神
の
気
」
が
、
貴
船
の
神
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。「
物
の
怪
（
も
の
の
け
）」
と
「
神
の
気
（
か
み
の
け
）」
な
ど
の
様
々
な
「
け
」

が
、
頼
通
を
苦
し
め
、
数
々
の
物
の
怪
が
よ
り
ま
し
に
移
る
中
で
、
貴
船
の
神
が
顕
現
し
た
の
だ
っ
た
。

　

し
か
も
、
こ
の
貴
船
の
神
顕
現
後
、
頼
通
は
快
復
す
る
の
で
は
な
く
、
危
篤
状
態
に
陥
る
。
そ
こ
で
、
頼
通
の
父
道
長
が
法
華
経
を
読
誦
す
る
と
隆
姫
の
父

で
あ
る
故
具
平
親
王
の
物
の
怪
が
あ
ら
わ
れ
、
道
長
に
対
し
、
頼
通
へ
の
女
二
の
宮
（
三
条
天
皇
女
）
の
降
嫁
を
中
止
せ
よ
と
語
る
の
だ
っ
た
。
道
長
は
降
嫁

よ
り
も
頼
通
の
命
を
取
り
、
具
平
親
王
（
物
の
怪
）
の
望
み
を
承
諾
し
た
こ
と
で
、
頼
通
の
病
気
は
あ
っ
と
い
う
間
に
平
癒
し
た
と
『
栄
花
物
語
』
は
描
く
。

頼
通
の
病
は
、
様
々
な
物
の
怪
や
、
貴
船
明
神
ま
で
も
が
影
響
を
与
え
た
が
、
具
平
親
王
の
霊
が
主
因
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る）

（1
（

。
ち
な
み
に
『
御
堂
関
白
記
』
や

『
小
右
記
』
に
は
、
貴
船
明
神
の
顕
現
に
つ
い
て
の
記
録
は
な
く
、『
小
右
記
』
に
「
故
帥
（
伊
周
）
霊
顕
露
」
と
、
具
平
親
王
で
は
な
く
、
伊
周
の
霊
と
書
か

れ
て
い
る
。
道
長
と
中
関
白
家
（
道
隆
一
族
）
の
関
係
を
思
え
ば
、
伊
周
の
霊
と
考
え
ら
れ
た
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
物
の
怪
は
複
数
取
り
憑
く
こ
と
が
多
い
の

で
、『
栄
花
物
語
』
の
記
述
が
必
ず
し
も
創
作
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
あ
え
て
こ
の
差
異
を
意
味
づ
け
れ
ば
、
具
平
親
王
と
し
た
の
は
、
父
た
ち
（
隆
姫

父
具
平
親
王
、
頼
通
父
道
長
）
の
親
心
を
描
こ
う
と
し
た
た
め
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
貴
船
の
神
の
登
場
は
、
降
嫁
に
悩
む
妻
（
隆
姫
）
側
の
心
情
に
光
を
あ
て

る
た
め
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　

次
に
あ
げ
る
の
は
、
巻
二
一
「
後
く
ゐ
の
大
将
」
の
、
男
子
出
産
後
、
産
養
の
最
中
に
体
調
が
急
変
し
、
危
篤
に
陥
っ
た
教
通
室
（
公
任
女
）
の
容
体
を
描

く
場
面
で
あ
る
。
二
例
同
時
に
み
る
。



三
〇

　
【
場
面
⑵
】

　
ａ�
「
御
物
の
怪
人
に
移
し
の
の
し
る
。（
中
略
）。
物
の
怪
の
い
ふ
こ
と
な
れ
ば
、
誰
も
そ
れ
を
ま
こ
と
と
思
す
べ
か
ら
ぬ
を
、
貴
船
の
お
は
す
る
と
て
い
み

じ
う
恐
ろ
し
き
事
ど
も
あ
れ
ど
、
さ
り
と
も
な
ど
思
す
ほ
ど
に
、
こ
の
殿
に
は
、
小
松
の
僧
都
（
道
隆
男
隆
円
）
の
霊
の
、
こ
の
御
産
屋
な
ど
の
折
は
い

と
恐
し
か
り
し
か
ど
…
…
（
中
略
）。
例
も
つ
き
な
ら
ひ
た
る
女
房
に
小
松
僧
都
現
れ
て
、「
こ
の
加
持
と
め
よ
。
点
た
だ
ひ
き
声
を
読
め
ひ
き
声
を
読
め
」

と
言
へ
ば
」（
巻
二
一
・
後
く
ゐ
の
大
将
②
三
八
〇
～
三
八
一
頁
）

　

ｂ�

…
…
御
物
の
怪
な
ど
の
こ
と
も
、�

傳ふ

の
殿
（
道
綱
）
の
北
の
方
の
し
わ
ざ�

と
い
ひ
て
、
貴
船
の
あ
ら
は
れ
な
ど
し
て
、
今
さ
や
う
に
言
ふ
も
か
た
は
ら

い
た
く
思
さ
る
れ
ば
、
げ
に
こ
の
ご
ろ
ぞ
、
後の

ち

悔
し
き
大
将
と
も
聞
え
つ
べ
き
。（
巻
二
一
・
後
く
ゐ
の
大
将
②
三
八
五
頁
）

　
ａ
に
お
い
て
大
騒
ぎ
す
る
物
の
怪
を
加
持
祈
祷
で
調
伏
し
よ
う
と
し
て
い
た
際
現
れ
た
の
が
、「
貴
船
」
の
神
で
あ
っ
た
。「
物
の
怪
」
と
思
っ
て
い
た
ら
、

「
貴
船
」
の
神
で
あ
っ
た
、
と
い
う
展
開
は
、【
場
面
⑴
】
の
頼
通
の
場
合
と
共
通
す
る
。
た
だ
、
貴
船
の
神
の
顕
現
は
「
い
み
じ
う
恐
ろ
し
き
事
ど
も
」
と
と

ら
え
ら
れ
る
。
貴
船
の
神
か
ら
の
言
葉
は
な
く
、
物
の
怪
の
一
人
、
小
松
の
僧
都
が
、「
こ
の
加
持
と
め
よ
」
と
言
う
。
出
産
後
た
び
た
び
現
れ
て
い
た
物
の

怪
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
言
葉
を
鵜
呑
み
に
し
て
、
加
持
を
と
め
て
経
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
結
局
教
通
室
は
息
絶
え
て
し
ま
う
。

　

ｂ
は
教
通
室
死
後
、
教
通
の
邸
宅
を
訪
問
し
た
前
相
模
守
孝
義
の
夢
語
り
を
、
教
通
ら
が
回
想
す
る
場
面
で
あ
る
。
物
の
怪
の
こ
と
も
、
貴
船
の
神
が
顕
現

し
た
の
も
「
傳
の
殿
の
北
の
方
の
し
わ
ざ
」
で
あ
る
と
い
う
夢
語
り
は
、
決
し
て
教
通
ら
を
慰
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ｂ
に
教
通
室
を
苦
し
め
た
人
物
と

し
て
あ
が
っ
た
「
傳
の
殿
の
北
の
方
」
の
「
傳
の
殿
」
は
、
道
長
の
異
母
兄
弟
で
あ
る
道
綱
の
こ
と
で
、
そ
の
北
の
方
は
倫
子
（
道
長
室
）
妹
と
も
、
道
隆
女

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
教
通
室
の
死
に
は
、
小
松
の
僧
都
（
道
隆
男
隆
円
）
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
後
者
の
道
隆
女
と
と
れ
ば
、

こ
れ
ら
は
中
関
白
家
（
道
隆
一
族
）
の
怨
念
の
文
脈
で
読
む
こ
と
も
で
き
る）

（1
（

。
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
、
貴
船
の
神
を
招
い
た
の
が
、【
場
面
⑴
】
の
頼
通
の
場

合
と
同
じ
く
、「
女
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、「
女
」
が
「
女
」
に
た
た
っ
た
こ
と
、
物
の
怪
と
か
か
わ
る
こ
と
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

彰
子
の
子
後
一
条
天
皇
が
体
調
を
崩
し
た
時
に
も
、
貴
船
の
神
が
現
れ
て
い
る
。

　
【
場
面
⑶
】

　
　

�

さ
ま
ざ
ま
の
御
物
の
怪
ど
も
い
み
じ
う
こ
は
し
。
関
白
殿
わ
た
り
、
式
部
卿
宮
さ
へ
出
て
、
い
と
恐
ろ
し
き
事
多
か
る
中
に
、�

春
宮
（
敦
良
親
王
）
の

御
乳
母
な
ど�

の
、
貴
船
に
祈
り
申
し
た
る
な
ど
い
ふ
こ
と
さ
へ
御
物
の
怪
申
す
を
、
大
宮
（
彰
子
）
い
と
聞
き
に
く
く
、
か
た
は
ら
い
た
く
思
さ
る
べ
し
。

一
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三
一

（
巻
二
七
・
こ
ろ
も
の
た
ま
③
七
五
頁
）

　

後
一
条
天
皇
と
春
宮
で
あ
る
敦
良
親
王
は
、
彰
子
出
生
の
一
条
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
。
同
母
兄
弟
で
あ
る
か
ら
、「
物
の
怪
」
の
「
春
宮
の
御
乳
母
な
ど
の
、

貴
船
に
祈
り
申
し
た
る
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
母
で
あ
る
大
宮
（
彰
子
）
が
聞
き
づ
ら
く
決
ま
り
悪
く
思
う
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
春
宮
の
乳
母
が
何
を

貴
船
に
祈
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
後
一
条
天
皇
と
春
宮
は
一
才
し
か
違
わ
な
い
の
で
、
春
宮
を
早
く
帝
に
つ
け
た
い
た
め）

（1
（

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。【
場
面

⑴
】
頼
通
の
場
合
、【
場
面
⑵
】
教
通
室
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、「
物
の
怪
」
と
同
時
に
あ
ら
わ
れ
る
点
、
貴
船
に
祈
っ
た
の
が
女
と
い
う
点
が
共
通
す
る
。

た
だ
、
後
一
条
天
皇
の
場
合
は
「
い
み
じ
き
御
慎
み
」
を
し
、
こ
の
病
（
物
の
怪
）
で
命
を
落
と
す
こ
と
は
な
い
。

　

以
上
、『
栄
花
物
語
』
の
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
、
貴
船
の
神
が
、
祈
雨
祈
晴
の
役
割
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、「
物
の
怪
」
と
同
時
に
表
出
し
、
人
を
苦
し

め
る
こ
と
、
祈
る
の
は
す
べ
て
女
で
あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。【
場
面
⑴
】
の
頼
通
の
例
か
ら
は
、「
あ
だ
（
浮
気
心
）」
を
も
っ
た
男
の
も
と
に
祟
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
が
、【
場
面
⑵
】
や
【
場
面
⑶
】
は
政
治
と
関
わ
る
（
政
敵
を
恨
む
）
文
脈
で
あ
り
、
必
ず
し
も
浮
気
し
た
男
を
呪
い
殺

す
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
し
て
働
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。【
場
面
⑴
】
で
も
、
そ
も
そ
も
乳
母
は
頼
通
に
た
た
る
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。

　

散
文
同
様
、
和
歌
集
で
も
「
貴
船
」
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
が
『
赤
染
衛
門
集
』
に
一
例
あ
る
。

　
　
　

鞍
馬
に
詣
で
し
に
、
貴
船
に
幣

み
て
ぐ
ら

奉
ら
せ
し
ほ
ど
に
、
い
と
暗
う
な
り
し
か
ば
、

　
　

供
と
ど
む
か
た
に
見
え
ず
鞍
馬
山
貴
船
の
宮
に
泊
ま
り
し
ぬ
べ
し
（23（

）

　

赤
染
衛
門
が
鞍
馬
寺
に
参
詣
し
た
と
き
に
、
貴
船
社
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
何
を
祈
願
し
た
か
は
不
明
だ
が
、「
鞍
馬
に
詣
で
し
に
」

で
あ
る
の
で
、
本
来
の
目
的
は
「
鞍
馬
寺
」
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。「
貴
船
の
宮
に
と
ま
り
し
ぬ
べ
し
」
か
ら
は
、
暗
く
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、

泊
ま
ら
ず
に
帰
っ
た
の
に
、
と
い
う
思
い
も
読
み
取
れ
そ
う
で
あ
る
。

　

そ
れ
以
外
で
は
、
今
回
と
り
あ
げ
る
『
後
拾
遺
集
』
雑
六
の
神
祇
の
部
に
、
も
う
一
首
「
貴
船
」
の
神
を
詠
ん
だ
も
の
が
あ
る
。

　
　
　

貴
船
に
ま
い
り
て
斎
垣
に
書
き
つ
け
侍
り
け
る　
　

藤
原
時
房

　
　

思
ふ
こ
と
な
る
川
上
に
あ
と
た
れ
て
貴
船
は
人
を
渡
す
な
り
け
り
（11（（

）

　

詠
者
の
藤
原
時
房
は
、
生
没
年
未
詳
だ
が
、
承
保
二
（10（（

）
年
二
月
二
十
七
日
に
陽
明
門
院
殿
上
歌
合
歌
人
と
な
り
、『
金
葉
和
歌
集
』
に
藤
原
公
実
（10（3



三
二

～110（

）
と
の
交
友
を
示
す
一
首
が
あ
る
。
つ
ま
り
、『
後
拾
遺
集
』
時
代
を
生
き
た
人
で
あ
る
。
こ
の11（（

番
歌
は
、
思
う
こ
と
が
成
就
す
る
（
成な

る
）
と

い
う
、
音
高
く
鳴な

る
川
上か
み

に
現
れ
た
（
垂
迹
）
貴
船ふ
ね

の
神か
み

は
、
人
を
渡
す
船ふ
ね

の
よ
う
に
、
人
々
を
救
っ
て
く
だ
さ
る
の
だ
な
あ
、
と
い
う
「
社
の
霊
験
を
讃
え

る
歌）

（1
（

」
で
あ
る
。
貴
船
の
神
を
諸
願
が
成
就
す
る
神
と
と
ら
え
た
も
の
で
あ
り
、『
栄
花
物
語
』
の
貴
船
の
神
の
よ
う
な
、
人
を
苦
し
め
、
病
の
際
に
表
出
す

る
よ
う
な
負
の
要
素
は
な
い
。

　

以
上
ま
と
め
る
と
、
貴
船
は
和
泉
式
部
の
時
代
、
水
に
関
わ
る
神
と
し
て
祈
雨
祈
晴
を
祈
願
す
る
神
で
あ
り
、
浮
気
し
た
男
に
祟
る
神
で
あ
り
、
女
の
願
い

を
叶
え
る
神
で
あ
り
、
物
の
怪
と
感
応
し
現
れ
る
よ
う
な
存
在
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、『
後
拾
遺
集
』
で
は
、
男
の
諸
願
を
成
就
さ
せ
、
仏
の
よ
う
に
衆
生
を

救
う
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
様
々
な
性
格
を
持
っ
た
神
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る）

（1
（

が
、
そ
も
そ
も
貴
船
社
へ
の
個
人

で
の
参
詣
や
祈
り
は
例
が
少
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
も
し
く
は
語
る
こ
と
を
憚
る
よ
う
な
神
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

三

　
「
物
思
へ
ば
」
歌
を
収
載
す
る
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
は
、
応
徳
三
（1086

）
年
、
白
河
天
皇
の
御
代
、
藤
原
通
俊
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
四
番
目
の
勅
撰
和
歌

集
で
あ
る
。
全
二
十
巻
、
春
上
、
春
下
、
夏
、
秋
上
、
秋
下
、
冬
、
賀
、
別
、
羈
旅
、
哀
傷
、
恋
一
～
四
、
雑
一
～
六
の
部
立
か
ら
な
る
。
最
も
多
く
入
集
し

た
の
が
和
泉
式
部
（
六
十
八
首
）
で
、
和
泉
式
部
は
通
俊
に
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
た
歌
人
で
も
あ
っ
た
。「
物
思
へ
ば
」
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
、
巻
二
十
・
雑

六
は
三
部
に
分
け
ら
れ
、「
神
祇
」「
釈
教
」「
俳
諧
歌
」
の
順
で
配
列
さ
れ
て
お
り
、「
神
祇
」
は
、「
神
祇
信
仰
関
係
の
和
歌
を
集
め
た
部
分
。
後
拾
遺
和
歌

集
に
お
い
て
初
め
て
設
け
ら
れ
た
部
立）

（1
（

」
で
あ
る
。「
神
祇
」
に
所
収
さ
れ
た
和
歌
は
、1160

番
歌
か
ら11（8

番
歌
ま
で
十
九
首
あ
り
、
和
泉
式
部
の
和
歌

は
そ
の
三
首
目
に
あ
た
る
。
冒
頭
の1160

番
歌
は
、
伊
勢
大
神
宮
の
託
宣
に
よ
る
天
照
大
神
の
神
詠
で
、1161

番
歌
は
大
中
臣
輔
親
の
返
歌
、
そ
し
て
そ
の

次
に
配
さ
れ
た
の
が
、
和
泉
式
部
の
詠
ん
だ
「
物
思
へ
ば
」
詠
で
あ
っ
た
。

　

参
考
ま
で
に
冒
頭
部
の
二
首
を
掲
出
し
て
お
く
。

　
　
　

�

長
元
四
年
六
月
十
七
日
に
伊
勢
の
斎い
つ
き宮
の
内
の
宮
に
参
り
て
侍
り
け
る
に
、
に
は
か
に
雨
降
り
風
吹
き
て
、
斎い
つ
き宮
自
ら
託
宣
し
て
、
祭
主
輔
近
を
召
し

て
お
ほ
や
け
の
御
事
な
ど
仰
せ
ら
れ
け
る
つ
い
で
に
、
た
び
た
び
御み

き酒
め
し
て
、
か
は
ら
け
た
ま
は
す
と
て
よ
ま
せ
た
ま
へ
る
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さ
か
月
に
さ
や
け
き
か
げ
の
見
え
ぬ
れ
ば
塵
の
お
そ
り
は
あ
ら
じ
と
を
知
れ
（1160

）

　
　
　

御
返
り
た
て
ま
つ
り
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祭
主
輔
親

　
　

お
ほ
ぢ
父ち

ち

む
ま
ご
す
け
ち
か
三み

よ代
ま
で
に
い
た
だ
き
ま
つ
る
す
べ
ら
お
ほ
ん
神
（1161

）

　

伊
勢
大
神
宮
が
「
神
意
を
信
じ
、
安
ん
ぜ
よ）

（1
（

」
と
輔
親
を
慰
め
、
輔
親
が
三
代
に
続
き
神
職
を
得
て
い
る
喜
び
と
神
へ
の
礼
賛
を
述
べ
る
歌
を
返
し
て
い
る
。

神
か
ら
人
へ
詠
み
か
け
、
人
が
神
へ
返
歌
し
た
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
物
思
へ
ば
」
歌
と
貴
船
の
神
の
神
詠
で
あ
っ
た
。

　

今
回
本
稿
で
配
列
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
し
な
い）

（1
（

が
、
備
忘
録
と
し
て
、
今
後
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
か
き
と
め
て
お
く
。

一
点
目
、
雑
六
・
神
祇
の
十
九
首
の
う
ち
、
神
と
人
が
歌
を
交
わ
す
の
は
、
こ
の
伊
勢
大
神
宮
と
貴
船
の
み
で
あ
る
。1160

と1161

番
歌
は
神
か
ら
人
へ
、

1162

と1163

は
人
か
ら
神
へ
と
対
照
的
に
置
か
れ
て
い
る
。
二
点
目
、
二
節
に
引
い
た
も
う
一
つ
の
「
貴
船
」
を
詠
む
歌
で
あ
る11（（

番
歌
は
、
神
祇
の

部
の
末
尾
か
ら
数
え
て
二
首
目
に
お
か
れ
て
い
る
（
末
尾
は
春
日
社
）。
神
祇
の
部
を
神
社
で
あ
げ
て
ゆ
く
と
、
伊
勢
、
貴
船
…
…
貴
船
、
春
日
と
い
う
配
置

に
な
る
。
伊
勢
は
朝
廷
（
国
）
に
と
っ
て
、
春
日
は
藤
原
氏
に
と
っ
て
重
要
な
神
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
前
後
に
置
い
た
の
が
「
貴
船
」

な
の
で
あ
る
。
通
俊
は
、
和
泉
式
部
を
重
視
し
た
だ
け
で
は
な
く
、「
貴
船
」
の
神
も
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
配
列
に
込
め
た
『
後
拾
遺
集
』
撰
者
通

俊
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

で
は
、
改
め
て
、『
後
拾
遺
集
』「
物
思
へ
ば
」
歌
の
詠
歌
状
況
、
歌
意
を
考
察
す
る
。
再
度
、
和
泉
式
部
の
和
歌
を
詞
書
と
と
も
に
掲
出
す
る
。

　
　
　

男
に
忘
ら
れ
て
侍
り
け
る
頃
、
貴
船
に
参
り
て
、
御み

た
ら
し

手
洗
川が
わ

に
蛍
の
飛
び
侍
り
け
る
を
見
て
よ
め
る

　
　

物
思
へ
ば
沢
の
蛍
をも

わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
にい

づ

る
け
る
た
ま
か
と
ぞ
見
る
（1162

）

　

詞
書
に
よ
る
と
、
和
泉
式
部
が
男
（
夫
・
恋
人
）
に
忘
れ
ら
れ
て
い
た
頃
、
貴
船
に
参
詣
し
て
、
御
手
洗
川
に
蛍
が
飛
ん
で
い
る
の
を
見
て
詠
ん
だ
和
歌
で

あ
る
。
こ
の
「
男
」
に
つ
い
て
は
、
後
世
保
昌
を
あ
て
る
も
の
も
多
い
が
、『
後
拾
遺
集
』
に
限
っ
て
も
「
橘
道
貞
、
式
部
を
忘
れ
て
陸
奥
国
に
下
り
侍
り
け

れ
ば
、
式
部
が
も
と
に
つ
か
は
し
た
る
」（
別
・（（1

・
赤
染
衛
門
）
と
の
詞
書
を
持
つ
歌
が
あ
り
、
和
泉
式
部
を
忘
れ
た
男
は
保
昌
だ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、

固
有
名
を
明
記
せ
ず
「
男
」
と
書
く
こ
と
に
関
し
て
い
え
ば
、『
後
拾
遺
集
』
に
は
、「
丹
後
国
に
て
、
保
昌
あ
す
狩
せ
ん
と
い
ひ
け
る
夜
、
鹿
の
鳴
く
を
聞
き

て
よ
め
る
」（
雑
三
・（（（

・
和
泉
式
部
）
と
名
を
記
す
詞
書
も
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
は
「
男
」
や
「
女
」
と
あ
り
、
そ
れ
は
恋
歌
の
詞
書
の
特
徴
の
一
つ

で
も
あ
っ
た
。
こ
の1162

番
歌
は
雑
部
の
和
歌
で
は
あ
る
が
、
詞
書
で
男
が
誰
で
あ
る
か
は
秘
匿
さ
れ
、
恋
歌
の
表
現
で
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
男
に
忘



三
四

ら
れ
て
」
と
は
、
夫
な
り
恋
人
な
り
が
、
女
と
疎
遠
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
は
男
が
女
の
元
に
通
う
通
い
婚
で
あ
る
か
ら
、
忘
れ
ら
れ
た
女
は
男

と
会
う
す
べ
が
な
い
。
和
泉
式
部
に
は
、
他
に

　
　
　

男
に
忘
ら
れ
て
、
装
束
つ
つ
み
て
送
り
は
べ
り
け
る
に
、
革
の
帯
に
結
び
つ
け
は
べ
り
け
る　

和
泉
式
部

　
　

泣
き
流
す
涙
に
た
へ
で
た
え
ぬ
れ
ば
縹は

な
だ

の
帯
の
心
地
こ
そ
す
れ
（『
後
拾
遺
集
』
恋
三
・（（（

）

と
い
う
和
歌
も
あ
る
。
男
の
装
束
を
返
却
す
る
と
い
う
の
は
、
別
れ
の
意
思
表
示
で
も
あ
っ
た）

11
（

。
当
時
、
女
は
男
が
三
年
間
通
っ
て
こ
な
か
っ
た
場
合
、
男
を

待
た
ず
に
別
れ
を
切
り
出
す
こ
と
が
（
他
の
男
と
婚
姻
す
る
こ
と
が
）
可
能
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、「
男
に
忘
ら
れ
て
」
と
い
う
の
は
、
男
の
愛
情
は
既
に
自
分

に
な
い
こ
と
を
思
い
知
り
、
絶
望
す
る
に
十
分
な
時
間
を
経
て
い
る
状
態
な
の
で
あ
る
。

　
「
男
に
忘
ら
れ
て
」
和
泉
式
部
は
貴
船
に
参
詣
し
た
。
男
に
忘
れ
ら
れ
た
女
が
何
を
願
っ
た
の
か
。
こ
こ
ま
で
み
た
貴
船
の
霊
験
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え

ら
れ
る
の
は
、
浮
気
し
た
男
を
呪
う
（
あ
だ
心
に
祟
る
）、
相
手
の
女
を
呪
う
、
男
の
愛
情
の
回
復
を
祈
る
（
諸
願
成
就
）
に
な
ろ
う
か
。
様
々
に
読
む
者
の

想
像
力
を
か
き
た
て
る
。

　

参
詣
後
、
和
歌
を
詠
む
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
御
手
洗
川
の
上
を
飛
ぶ
蛍
で
あ
る
。
御
手
洗
川
は
、
賀
茂
社
の
「
御
手
洗
川
」
を
さ
す
こ
と
も
多
い
が
、
こ

こ
は
貴
船
の
御
手
洗
川
で
あ
る
。
御
手
洗
川
は
、
神
社
の
そ
ば
を
流
れ
る
、
手
を
洗
い
口
を
そ
そ
ぎ
身
を
清
め
る
川
の
こ
と
を
い
う
。
清
め
の
川
の
上
を
飛
ぶ

蛍
を
見
て
、
和
泉
式
部
は
「
物
思
へ
ば
」
の
和
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
っ
た
。

　

和
歌
の
大
意
は
、「（
恋
の
）
物
思
い
を
し
て
い
る
と
、（
御
手
洗
川
の
）
沢
の
蛍
火
を
我
が
身
か
ら
離
れ
出
て
し
ま
っ
た
魂
か
と
見
る
こ
と
で
す
」
と
な
る
が
、

こ
の
歌
は
、
男
を
呪
う
も
の
で
も
、
男
の
愛
情
の
回
復
を
願
う
も
の
で
も
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
蛍
が
飛
ぶ
の
を
見
て
、
我
が
身
か
ら
離
れ
出
る
自
己
の
魂
か
と

思
う
、
自
己
を
見
る
和
歌
な
の
で
あ
る
。
独
詠
（
ひ
と
り
ご
と
）
と
も
と
れ
る
し
、
神
に
自
己
の
思
い
を
伝
え
た
歌
と
も
と
れ
る
。

　

和
泉
式
部
は
、
物
思
い
す
る
が
ゆ
え
に
、
沢
に
飛
ぶ
蛍
を
我
が
身
か
ら
「
あ
く
が
れ
に
け
る
魂）

1（
（

」
と
し
て
見
た
。
身
か
ら
遊
離
す
る
魂
を
見
つ
め
る
和
泉
式

部
の
姿
。
物
思
い
の
せ
い
で
魂
が
遊
離
す
る
と
い
う
発
想
は
、
平
安
期
の
文
学
作
品
に
見
え
る
。
そ
の
表
現
史
に
つ
い
て
は
、
高
橋
文
二
氏
や
藤
原
克
巳
氏
に

よ
る
詳
細
な
検
討
が
あ
る
が）

11
（

、
こ
こ
で
も
同
時
代
の
作
品
を
中
心
に
確
認
し
て
お
く
。

　

ま
ず
は
、『
伊
勢
物
語
』
一
一
〇
段
を
ひ
く
。

　
　

昔
男
、
み
そ
か
に
通
ふ
女
あ
り
け
り
。
そ
れ
が
も
と
よ
り
、「
今
宵
、
夢
に
な
む
見
え
た
ま
ひ
つ
る
」
と
い
へ
り
け
れ
ば
、
男
、
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思
ひ
あ
ま
り
い
で
に
し
魂
の
あ
る
な
ら
ん
夜
ぶ
か
く
見
え
ば
魂
結
び
せ
よ
（『
伊
勢
物
語
』
一
一
〇
段
）

　

女
が
「
あ
な
た
の
夢
を
見
ま
し
た
」
と
言
う
の
を
男
が
聞
い
て
、「
あ
な
た
を
思
う
余
り
私
か
ら
抜
け
出
た
魂
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
見
え
た
な
ら
ば

魂
結
び
の
ま
じ
な
い
を
し
て
く
だ
さ
い
」
と
、
魂
が
遊
離
し
な
い
よ
う
に
願
っ
て
ほ
し
い
と
詠
む
。『
源
氏
物
語
』
葵
巻
の
、

　
　

�（
物
の
怪
）「
…
…
。
か
く
参
り
来
む
と
も
さ
ら
に
思
は
ぬ
を
、
物
思
ふ
人
の
魂
は
、
げ
に
、
あ
く
が
る
る
も
の
に
な
む
あ
り
け
る
」
と
な
つ
か
し
げ
に
言

ひ
て
、

　
　
　

な
げ
き
わ
び
空
に
乱
る
る
わ
が
魂
を
結
び
と
ど
め
よ
し
た
が
ひ
の
つ
ま
（
葵
巻
②
四
十
頁
）

も
同
様
で
あ
る
。
葵
上
に
取
り
憑
い
た
物
の
怪
が
、「
物
思
ふ
人
の
魂
は
、
げ
に
、
あ
く
が
る
る
も
の
」
は
和
泉
式
部
と
、「
わ
が
魂
を
結
び
と
ど
め
よ
」
と
魂

結
び
を
乞
う
の
は
、『
伊
勢
物
語
』
と
同
じ
で
あ
る
。
同
時
に
、
物
の
怪
と
し
て
葵
上
に
取
り
憑
い
た
と
噂
さ
れ
る
六
条
御
息
所
も
、「
げ
に
身
を
捨
て
て
や
往

に
け
む
と
う
つ
し
心
な
ら
ず
お
ぼ
え
た
ま
ふ
を
り
を
り
も
あ
れ
ば
」
と
、
魂
が
我
が
身
を
捨
て
て
離
れ
出
た
よ
う
な
感
覚
を
自
覚
す
る
。
浮
舟
巻
に
は
、『
伊

勢
物
語
』
同
様
、「
か
く
の
み
も
の
を
思
ほ
せ
ば
、
も
の
思
ふ
人
の
魂
は
あ
く
が
る
な
る
も
の
な
れ
ば
、
夢
も
騒
が
し
き
な
ら
む
か
し
」（
⑥
一
九
六
頁
）
と
、

浮
舟
が
あ
ま
り
に
も
物
思
い
を
し
た
が
た
め
に
、
離
れ
出
て
、
母
親
の
中
将
の
君
の
夢
に
出
た
と
も
語
ら
れ
る
。
和
泉
式
部
自
身
も
「
も
の
思
へ
ば
」
歌
以
外

に
、「
人
は
い
さ
わ
が
魂
は
は
か
も
な
き
宵
の
夢
路
に
あ
く
が
れ
に
け
り
」（『
和
泉
式
部
続
集
』（06

）
と
い
う
「
魂
が
夢
路
に
遊
離
し
て
し
ま
う
」
歌
を
詠
ん

で
い
る
。
恋
す
る
者
が
、
物
思
い
で
悩
む
と
、
そ
の
魂
は
身
か
ら
「
あ
く
が
れ
」
さ
ま
よ
う
の
で
あ
る
。
さ
ま
よ
い
出
る
先
は
、
恋
し
い
人
だ
っ
た
り
、
男
を

奪
っ
た
女
の
も
と
だ
っ
た
り
、
恋
し
い
母
だ
っ
た
り
す
る
。

　

そ
ん
な
中
、「
も
の
思
へ
ば
」
の
歌
に
お
い
て
、
和
泉
式
部
が
「
あ
く
が
れ
に
け
る
魂
」
と
し
て
見
た
の
は
「
蛍
」
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、「
蛍
」
が
ど
の
よ
う

に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
確
認
し
て
お
き
た
い
。
上
代
だ
と
『
万
葉
集
』
で
は
「
蛍
な
す　

ほ
の
か
に
聞
き
て
」（
巻
十
三
・33（（

）
と
、
わ
ず
か
な
様
を
形

容
す
る
枕
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
一
例
の
み
で
、『
日
本
書
紀
』
に
、「
彼
の
地
に　

多
に
蛍
火
の
光
く
神　

及
び
蠅
声
す
邪
し
き
神
あ
り
」（
巻
二　

神
代
下
）

の
混
沌
と
し
た
葦
原
の
中
つ
国
の
禍
々
し
い
不
気
味
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
歌
語
と
し
て
景
物
と
し
て
定
着
す
る
の
は
、
平
安
期
以
降
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
次
の
よ
う
に
、

　
　

あ
け
た
て
ば
蝉
の
お
り
は
へ
泣
き
く
ら
し
夜
は
蛍
の
燃
え
こ
そ
わ
た
れ
（『
古
今
集
』
恋
一
・（（3

）

　
　

夕
さ
れ
ば
蛍
よ
り
け
に
燃
ゆ
れ
ど
も
光
見
ね
ば
や
人
の
つ
れ
な
き
（『
古
今
集
』
恋
二
・（62
）



三
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夏
の
夜
は
と
も
す
蛍
の
胸
の
火
を
を
し
も
た
え
た
る
た
ま
と
見
る
か
な
（『
古
今
六
帖
』
蛍
・
つ
ら
ゆ
き
・4012

）

　
　

昼
は
な
き
夜
は
燃
え
て
ぞ
な
が
ら
ふ
る
蛍
も
蝉
も
我
が
身
な
り
け
り
（『
古
今
六
帖
』
蛍
・
つ
ら
ゆ
き
・（01（

）

鳴
く
（
泣
く
）
蝉
と
対
照
的
に
、「
夜
」
燃
え
る
虫
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、「
私
は
夕
方
に
な
る
と
、
恋
の
思
い
で
蛍
よ
り
も
燃
え
て
い
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、

男
の
身
を
焦
が
す
燃
え
る
恋
の
思
い
を
重
ね
る
歌
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
燃
え
る
蛍
は
「
胸
の
火
」
を
と
も
し
、「
た
ま
（
魂
）」
に
た
と
え
ら
れ
る
。

　

物
語
の
素
材
と
し
て
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
、『
伊
勢
物
語
』
で
は
「
ゆ
く
蛍
雲
の
上
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
秋
風
吹
く
と
雁
に
つ
げ
こ
せ
」（
四
十
五
段
）
と
、

夏
か
ら
秋
へ
の
季
節
の
推
移
、
亡
き
女
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
託
す
手
段
と
し
て
「
蛍
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、

　
　

�

…
…
天
の
下
の
色
好
み
、
源
の
至
と
い
ふ
人
、
こ
れ
も
も
の
見
る
に
、
こ
の
車
を
女
車
と
見
て
、
寄
り
来
て
と
か
く
な
ま
め
く
あ
ひ
だ
に
、
か
の
至
、
蛍

を
と
り
て
、
女
の
車
に
入
れ
た
り
け
る
を
、
車
な
り
け
る
人
、
こ
の
蛍
の
と
も
す
火
に
や
見
ゆ
ら
ん
、
と
も
し
消
ち
な
む
ず
る
と
て
…
…
（『
伊
勢
物
語
』

三
十
九
段
）

と
、
葬
送
の
中
に
あ
っ
て
女
の
顔
を
見
よ
う
と
す
る
照
明
と
し
て
蛍
火
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
蛍
火
を
照
明
と
し
て
用
い
る
発
想
は
、『
晋
書
』
車
胤
・
孫
康

の
い
わ
ゆ
る
蛍
雪
の
故
事
を
も
と
と
す
る
が
、
他
に
も
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
書
物
を
、『
源
氏
物
語
』
蛍
巻
で
は
女
性
の
姿
を
見
る
た
め
に
用
い
る
な
ど
散

見
さ
れ
る
。
蛍
火
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
玉
鬘
の
姿
を
垣
間
見
た
後
、
兵
部
卿
宮
は
、
玉
鬘
に
「
鳴
く
声
も
聞
え
ぬ
虫
の
お
も
ひ
だ
に
人
の
消
つ
に
は
消
ゆ
る
も

の
か
は
」
と
詠
み
か
け
て
お
り
、「
鳴
く
声
も
聞
こ
え
ぬ
虫
の
お
も
ひ
」
つ
ま
り
、
蛍
火
を
消
そ
う
と
思
っ
て
も
消
え
な
い
よ
う
に
、
あ
な
た
へ
の
「
思
ひ
」

の
「
火
」
は
消
え
な
い
と
玉
鬘
へ
の
恋
心
を
訴
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
王
朝
文
学
の
中
で
「
蛍
」
は
、
そ
の
光
で
書
物
や
女
を
見
る
灯
り
と
し
て
用
い
た
り
、
一
人
で
身
を
焦
が
す
よ
う
に
し
て
相
手
を
恋
う
心
を

託
す
素
材
と
し
て
類
型
化
さ
れ
て
い
た
。「
蛍
火
」
を
魂
に
見
立
て
る
も
の
も
あ
る
が
、
部
立
か
ら
も
み
て
と
れ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
蛍
火
に
身
を
こ
が
す

の
は
男
で
あ
っ
た
。

　

発
想
と
し
て
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
物
思
へ
ば
沢
の
蛍
を
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
に
け
る
た
ま
か
と
ぞ
見
る
」
と
、「
蛍
」
を
女
が
詠
む
こ
と
、「
蛍
」

を
遊
離
す
る
自
己
の
「
魂
」
と
見
立
て
る
こ
と
が
、
松
井
氏
を
は
じ
め
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
王
朝
和
歌
の
類
型
か
ら
は
ず
れ
る
特
殊
な
も
の
で
あ

る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う）

11
（

。
蛍
火
が
川
の
上
を
浮
遊
し
て
い
る
よ
う
に
、
和
泉
式
部
は
自
ら
の
魂
が
御
手
洗
川
の
上
を
浮
遊
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
に
陥
る
。

「
御
手
洗
川
」
と
い
う
清
め
の
川
は
、
和
泉
の
身
も
心
も
浄
化
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
遊
離
魂
は
、
自
分
が
思
う
（
憎
む
）
相
手
の
所
に
向
か
う
の
が
常
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だ
が
、
和
泉
式
部
の
魂
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
後
拾
遺
集
』
を
読
む
限
り
、
ま
だ
眼
前
に
あ
る
。
葵
上
を
苦
し
め
た
物
の
怪
は
「
空
に
乱
る
る
」
と
詠
ん
だ
が
、

和
泉
式
部
の
魂
は
こ
こ
、
貴
船
の
御
手
洗
川
（
沢
）
の
上
に
あ
る
の
で
あ
る
。
遊
離
す
る
魂
は
、
こ
の
あ
と
自
分
を
忘
れ
た
男
の
元
に
ゆ
く
の
か
、
男
を
奪
っ

た
女
の
元
に
ゆ
く
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
こ
に
と
ど
ま
る
の
か
…
…
。
そ
も
そ
も
こ
の
蛍
は
私
の
魂
な
の
か
。
い
ず
れ
と
も
し
れ
ず
、
い
ず
れ
の
可
能
性
も
秘
め

て
い
る
の
が
、
こ
の
「
物
思
へ
ば
」
歌
と
い
え
よ
う
か
。
貴
船
の
神
が
な
ぜ
和
歌
を
詠
ん
だ
か
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
検
討
し
て
ゆ
く
。

四
　

　

和
泉
式
部
の
和
歌
に
神
は
「
返
し
」
を
す
る
。

　
　
　

御
返
し　
　

　
　

奥
山
に
た
ぎ
り
て
お
つ
る
滝
つ
瀬
の
た
ま
ち
る
ば
か
り
物
な
思
ひ
そ
（1163

）

　
　
　
　

こ
の
歌
は
貴
船
の
明
神
の
御
返
し
な
り
。
男
の
声
に
て
和
泉
式
部
が
耳
に
聞
え
け
る
と
な
ん
い
ひ
伝
へ
た
る

　

和
泉
式
部
の
和
歌
の
「
御
返
し
」
と
し
て
、「
貴
船
の
明
神
」
が
詠
ん
だ
和
歌
だ
と
左
注
は
説
く
。「
御
返
し
」
と
あ
っ
て
も
、
和
泉
式
部
の
歌
が
贈
歌
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い）

11
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が
、
貴
船
の
明
神
が
、
和
泉
式
部
の
和
歌
に
感
応
し
て
詠
ん
だ
和
歌
と
し
て
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
歌
が
な

け
れ
ば
、「
神
祇
」
に
「
物
思
へ
ば
」
歌
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
和
泉
式
部
の
歌
の
何
に
感
応
し
、
貴
船
の
神
は
和
歌
を
詠
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

神
祇
歌
の
特
性
に
つ
い
て
、
阿
部
泰
郎
氏
は
、「
神
祇
歌
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
一
方
で
は
、
神
に
た
い
し
て
人
が
呼
び
か
け
る
“
祈
り
”
の
歌
、
つ

ま
り
神
祇
へ
の
問
い
か
け
で
あ
り
、
神
徳
を
讃
え
神
社
に
奉
納
す
る
歌
で
あ
る
。
も
う
一
方
は
、
神
か
ら
人
へ
も
た
ら
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。
そ
れ
は
歌
に
よ
る

神
の
告
げ
で
あ
り
、
託
宣
の
歌
す
な
わ
ち
神
詠
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
中
古
の
神
祇
歌
に
は
、
截
然
と
し
た
区
別
は
な
く
、
こ
の
和
泉
式
部
と
貴
船
明
神

の
贈
答
の
よ
う
に
、「
人
と
神
と
の
親
し
い
交
流
が
、
そ
の
二
つ
の
面
を
繋
い
で
い
る
」
と
い
う）

11
（

。
和
泉
式
部
の
態
度
、
歌
に
神
へ
の
親
し
さ
ま
で
読
み
取
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
和
泉
の
歌
は
神
へ
の
問
い
か
け
や
祈
り
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
貴
船
の
神
が
「
男
」
の
声
で
伝
え
た
と
こ
ろ
に
も
、
和
泉
式
部

へ
の
親
和
性
は
看
取
さ
れ
る
。
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従
来
、
和
泉
式
部
の
「
物
思
へ
ば
」
歌
ほ
ど
に
、
貴
船
明
神
の
「
奥
山
に
」
歌
お
よ
び
詞
書
・
左
注
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
関
し
て

は
、
松
井
氏
が
、「
こ
の
返
歌
を
黙
殺
す
べ
き
で
は
な
い
。
二
首
の
関
係
を
考
え
る
な
ら
ば
「
沢
の
螢
」
歌
（「
物
思
へ
ば
」
歌
の
こ
と=

稿
者
注
）
享
受
に
と
っ

て
「
た
ぎ
つ
瀬
」
歌
の
考
察
は
不
可
避）

11
（

」
と
い
わ
れ
た
言
葉
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
管
見
の
限
り
、
こ
の
提
言
以
降
も
貴
船
の
神
詠
で
は
な

く
和
泉
式
部
詠
に
関
し
て
焦
点
を
あ
て
た
論
考
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
「
物
思
へ
ば
」
歌
が
異
質
で
、
人
々
を
ひ
き
つ
け
る
力
を
持
っ
て
い
る
と

も
い
え
る
が
、『
後
拾
遺
集
』
に
貴
船
の
神
の
歌
を
載
せ
て
い
る
以
上
、
貴
船
の
神
が
和
泉
式
部
の
歌
を
、
思
い
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
の
か
検
討
し
な

け
れ
ば
、『
後
拾
遺
集
』
が
描
い
た
和
泉
式
部
の
思
い
は
読
み
取
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

貴
船
明
神
は
、
和
泉
式
部
に
対
し
て
「
奥
山
で
わ
き
か
え
り
落
ち
る
激
流
に
よ
っ
て
飛
び
散
る
玉
で
は
な
い
が
、
魂
が
砕
け
散
る
ほ
ど
の
物
思
い
を
な
さ
る

な
よ
」
と
詠
ん
だ
。
諸
注
を
通
覧
す
る
と
和
泉
式
部
を
慰
め
る
歌
と
解
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、「
事
態
は
好
転
す
る
か
ら
ひ
ど
く
思
い
悩
む
な
と

慰
め
た
神
詠）

11
（

」
と
慰
撫
す
る
内
容
ま
で
踏
み
込
ん
だ
も
の
も
あ
る
。
た
だ
し
、「
事
態
」
の
「
好
転
」
が
ど
の
よ
う
な
状
態
を
い
う
の
か
ま
で
は
指
摘
し
て
い

な
い
。
和
歌
の
詠
み
ぶ
り
を
見
る
と
、「
奥
山
」
は
貴
船
の
地
を
さ
し
、「
た
ぎ
り
て
落
つ
る
滝
つ
瀬
」
と
は
、
貴
船
神
社
近
く
を
流
れ
る
貴
船
川
の
急
流
を
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
、「
玉
散
る
（
魂
散
る
）」
の
序
詞
と
す
る
。
ま
た
、
和
泉
「
物
思
へ
ば
」
神
「
物
な
思
ひ
そ
」、
和
泉
「
た
ま
か
と
ぞ
見
る
」
神
「
た
ま
散
る
ば

か
り
」
と
歌
の
言
葉
に
丁
寧
に
応
じ
な
が
ら
返
し
て
い
る
。
前
引
の1160

番
歌
と1161

番
歌
が
「
言
葉
」
の
上
で
全
く
照
応
し
て
い
な
い
と
対
照
的
で
も
あ

る
。
そ
し
て
、
丁
寧
に
返
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
和
泉
式
部
の
歌
の
「
蛍
」
と
い
う
言
葉
が
貴
船
の
神
詠
に
は
な
い
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
は
し
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

蛍
で
は
な
く
、
代
わ
り
に
呼
び
込
ま
れ
た
の
は
、「
滝
つ
瀬
」
で
あ
っ
た
。
和
泉
式
部
が
、
自
分
の
魂
を
蛍
火
に
た
と
え
た
の
に
対
し
、
貴
船
の
神
は
、
蛍

火
で
は
な
く
、
奥
山
の
激
流
で
飛
び
散
る
水
滴
に
置
き
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
改
め
て
王
朝
和
歌
の
「
蛍
」
が
、
伝
統
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
思
い
焦
が
れ
、
燃
え
る
恋
情
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
和

泉
式
部
の
「
物
思
へ
ば
」
の
歌
の
蛍
は
、
自
身
の
魂
を
見
立
て
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
物
思
ひ
」
の
結
果
、
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
恋
の

思
い
は
、「
火
」
と
通
じ
、
蛍
と
同
じ
よ
う
に
燃
え
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。「
時
過
ぎ
て
か
れ
ゆ
く
小
野
の
浅
茅
に
は
い
ま
は
思
ひ
ぞ
絶
え
ず
も
え
け

る
」（『
古
今
集
』
恋
五
・（（0

）
で
、
男
の
夜
離
れ
が
あ
っ
て
も
な
お
「
思
ひ
」
の
火
を
「
絶
え
ず
」
燃
や
し
て
い
る
女
の
恋
情
が
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
男

に
忘
ら
れ
て
」
な
お
男
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
和
泉
式
部
は
、
そ
の
物
思
い
を
止
む
こ
と
を
祈
っ
て
貴
船
に
参
詣
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
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『
古
今
集
』
は
、（（0

番
歌
の
次
に
「
冬
枯
れ
の
野
辺
と
我
が
身
を
思
ひ
せ
ば
も
え
て
も
は
る
を
待
た
ま
し
も
の
を
」（
恋
五
・（（1

）
と
い
う
野
火
を
燃
え
（
萌

え
）
あ
が
ら
せ
る
恋
情
を
詠
ん
だ
歌
を
配
し
た
後
、「
水
の
泡
の
消
え
で
う
き
身
と
い
ひ
な
が
ら
な
が
れ
て
な
ほ
も
頼
ま
る
る
か
な
」（
恋
五
・（（2

）、「
水
無

瀬
川
あ
り
て
行
く
水
な
く
は
こ
そ
」（
恋
五
・（（3

）、「
吉
野
川
よ
し
や
人
こ
そ
つ
ら
か
ら
め
」（
恋
五
・（（3

）
と
火
の
和
歌
の
続
き
に
水
の
歌
を
置
い
て
お
り
、

火
と
水
の
対
比
が
配
列
か
ら
読
み
取
れ
る
。『
後
拾
遺
集
』
の
和
泉
式
部
と
貴
船
の
神
の
や
り
と
り
も
火
と
水
を
対
す
る
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

和
泉
式
部
が
参
詣
し
た
の
は
、
自
分
を
忘
れ
た
男
へ
の
「
思
ひ
」
の
火
を
消
す
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
貴
船
」
で
あ
っ
た
の
は
、
貴
船
が
水
神
だ
っ
た
こ

と
を
契
機
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
の
で
あ
る
。「
恋
せ
じ
と
御
手
洗
川
に
せ
し
禊
ぎ
神
は
う
け
ず
ぞ
な
り
に
け
ら
し
も
」（『
古
今
集
』
恋
一
・（01

、『
伊

勢
物
語
』
六
五
段
）
の
歌
で
は
、「
も
う
恋
は
し
ま
い
」
と
神
に
願
っ
て
も
神
が
受
け
て
く
れ
ず
男
は
恋
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
が
、
和
泉
式
部
は
男
へ
の
ど
う

し
よ
う
も
な
い
熱
い
「
思
ひ
」
の
火
を
鎮
火
す
べ
く
、
水
神
で
あ
る
貴
船
に
参
詣
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
思
い
を
受
け
止
め
た
か
ら
こ
そ
、
貴

船
の
神
は
、「
奥
山
に
た
ぎ
り
て
落
つ
る
滝
つ
瀬
の
」
と
激
流
を
序
と
し
て
和
歌
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。

　

最
後
に
左
注
に
つ
い
て
考
え
た
い
。1162
番
歌
と1163

番
歌
が
「
神
祇
」
に
入
る
の
は
、
こ
の
左
注
に
「
貴
船
の
明
神
」
と
書
か
れ
た
こ
と
に
支
え
ら
れ

て
い
る
。「
明
神
」
は
「
名
神
」
で
も
あ
り
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
へ
の
敬
称
で
あ
る
。『
後
拾
遺
集
』
の
神
は
『
栄
花
物
語
』
の
よ
う
に
人
を
苦
し
め
る
も
の

と
し
て
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
物
思
い
の
あ
ま
り
、
蛍
さ
え
も
自
己
の
魂
と
見
て
し
ま
う
和
泉
式
部
の
惑
乱
に
寄
り
添
い
、
導
く
神
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。
神
は
「
男
の
声
」
で
、
和
泉
の
耳
に
和
歌
を
さ
さ
や
く）

11
（

。
こ
の
「
男
」
は
、
貴
船
の
神
が
神
の
声
で
は
な
く
「
男
の
声
」
を
装
っ
て
和
泉
に
語
り
か
け

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
男
」
と
は
、「
男
に
忘
ら
れ
て
」
の
「
男
」
の
声
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
、「
男
の
声
」
に
仮
託
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
和
泉
式
部

の
魂
を
流
離
さ
せ
な
い
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
遊
離
し
た
魂
が
、
都
の
男
の
元
へ
、
も
し
く
は
女
の
元
へ
彷
徨
う
前
に
、
貴
船
に
「
男
」
を
呼
び
込
む
こ
と

で
、
魂
を
受
け
止
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
貴
船
の
神
詠
を
、
神
の
夢
告
と
し
て
と
ら
え
る
解
釈）

11
（

も
あ
る
が
、
た
と
え
実
際
に
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
こ
の
左
注
に
「
夢
」
と
語
ら
れ
な
い
所
に
意
味
が
あ
る
。
暗
闇
の
中
、
貴
船
の
御
手
洗
川
の
蛍
を
見
な
が
ら
、
自
己
の
魂
が
遊
離
す
る
和
泉
式
部
の
惑

乱
の
様
が
、「
男
」
に
成
り
代
わ
る
こ
と
で
恋
の
贈
答
に
装
い
な
が
ら
、「
神
」
と
し
て
導
こ
う
と
し
た
貴
船
の
神
の
姿
が
、
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
『
後
拾
遺
集
』
は
、
和
泉
式
部
の
「
物
の
思
へ
ば
」
歌
を
貴
船
の
神
詠
と
対
に
す
る
こ
と
で
、
和
泉
式
部
の
蛍
火
の
よ
う
に
身
を
こ
が
す
ば
か
り
の
思
い
を
、

沢
の
蛍
を
自
己
の
遊
離
す
る
魂
と
み
る
心
情
を
、
貴
船
の
神
が
鎮
め
る
も
の
と
し
て
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
貴
船
の
霊
験
著
し
い
こ
と
を
示
す



四
〇

の
み
で
は
な
く
、
和
泉
の
「
も
の
思
ひ
」
が
、
霊
験
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
深
刻
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
印
象
づ
け
る
。
貴
船
の
神
詠
が
な
け
れ
ば
、

和
泉
は
「
も
の
思
ひ
」
の
は
て
に
命
を
落
と
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。
神
を
必
要
と
し
た
和
泉
の
惑
乱
が
看
取
さ
れ
る
。

　

※�

以
上
、『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
栄
花
物
語
』
本
文
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）、
和
歌
引
用
は
、
日
本
文
学
ｗ
ｅ
ｂ
図
書
館
所

収
、
新
編
国
歌
大
観
・
私
家
集
大
成
に
よ
る
。
便
宜
上
、
表
記
の
変
更
や
（　

）
内
に
注
を
施
す
な
ど
私
に
改
め
た
部
分
も
あ
る
。

注

（
1
）�

『
和
泉
式
部
集
』
Ⅲ
（12（
）、『
同
』
Ⅳ
（208

）
は
掲
載
す
る
が
、
こ
れ
ら
二
本
は
、
勅
撰
集
所
収
歌
を
主
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）�

こ
の
説
話
は
、『
無
名
草
子
』『
古
本
説
話
集
』『
世
継
物
語
』『
十
訓
抄
』『
古
今
著
聞
集
』『
沙
石
集
』『
俊
頼
髄
脳
』『
歌
枕
名
寄
』『
和
歌
童
蒙
抄
』『
袋
草
紙
』「
保
安

二
年
九
月
十
二
日
関
白
内
大
臣
歌
合
」（
六
番　

3（
・
（0　

判
詞
）
な
ど
に
収
載
さ
れ
、
中
古
か
ら
中
世
ま
で
二
〇
〇
年
に
わ
た
り
、
当
該
歌
は
受
容
さ
れ
て
き
た
。

（
3
）�

遊
離
魂
に
関
し
て
は
、
高
橋
文
二
「
あ
く
が
る
る
心
」
と
鎮
魂
―
古
代
文
学
研
究
の
一
つ
の
視
座
―
」（
坂
本
信
幸
・
寺
川
真
知
夫
・
丸
山
顯
德
編
『
論
集　

古
代

の
歌
と
説
話
』
和
泉
書
院　

一
九
九
〇
年
十
一
月
）、
同
「
物
語
の
視
座
―
「
あ
く
が
る
る
心
」
の
う
ち
の
自
己
救
済
―
」（『
物
語
鎮
魂
論
』
お
う
ふ
う　

一
九
九
〇

年
）、
西
郷
信
綱
「
夢
殿
」（『
古
代
人
と
夢
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー　

一
九
九
三
年
六
月
）、
藤
原
克
巳
「
平
安
朝
文
学
史
の
試
み
―
「
あ
く
が
る
る
心
」
を
め
ぐ
っ
て
」

―
」（
秋
山
虔
編
『
平
安
文
学
史
論
考
』
武
蔵
野
書
院　

二
〇
〇
九
年
十
二
月
）、
藤
原
克
巳
「「
あ
く
が
る
」
再
考
―
野
分
巻
鑑
賞
の
た
め
に
―
」（『
む
ら
さ
き
』

（0
号　

二
〇
一
三
年
）、
今
井
上
「
平
安
朝
の
遊
離
魂
現
象
と
『
源
氏
物
語
』
―
葵
巻
の
虚
と
実
―
」（『
源
氏
物
語
』
表
現
の
理
路
）
笠
間
書
院　

二
〇
〇
八
年
）、
藤
井

由
紀
子
「『
源
氏
物
語
』
の
霊
魂
巻
」（『
異
貌
の
『
源
氏
物
語
』』
武
蔵
野
書
院　

二
〇
二
一
年
五
月
）、
和
泉
式
部
の
「
物
思
へ
ば
」
歌
お
よ
び
蛍
に
関
し
て
は
、
松
井
健

児
「
和
泉
式
部
歌
「
沢
の
螢
」
考
」（『
野
州
国
文
学
』
26
号　

一
九
八
〇
年
十
二
月
）、
渡
辺
秀
夫
「
蛍
」（『
詩
歌
の
森　

日
本
語
の
イ
メ
ー
ジ
』
大
修
館
書
店　

一
九
九

五
年
五
月
）、
小
柴
良
子
「
和
泉
式
部
「
物
思
へ
ば
」
の
歌
の
「
ほ
た
る
」
と
「
魂
」
に
つ
い
て
―
周
辺
の
蛍
を
見
な
が
ら
―
」（『
清
心
語
文
』
第
（
号　

二
〇
〇
五

年
七
月
）、
長
谷
川
範
彰
「
和
泉
式
部
「
も
の
思
へ
ば
…
」
歌
覚
書
」（『
日
本
文
学
論
叢
』
6
号　

二
〇
〇
六
年
八
月
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
（
）�

上
村
悦
子
「
和
泉
式
部
の
歌
」（『
和
泉
式
部
の
歌
入
門
』
笠
間
書
院　

一
九
九
四
年
十
月
）

（
（
）�

新
大
系
脚
注
。

（
6
）�

実
川
恵
子
「『
後
拾
遺
和
歌
集
』
女
性
歌
人
増
大
の
意
味
す
る
も
の
」『
後
拾
遺
和
歌
集　

新
風
と
「
を
か
し
き
風
躰
」』（
武
蔵
野
書
院　

二
〇
二
〇
年
三
月
）

（
（
）�

藤
原
克
巳
「
神
」（
秋
山
虔
編
『
王
朝
語
辞
典
』
東
京
大
学
出
版
会
）

（
8
）�

貴
船
の
神
は
、『
竹
取
物
語
』『
落
窪
物
語
』『
う
つ
ほ
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』『
浜
松
中
納
言
物
語
』『
土
佐
日
記
』『
蜻
蛉
日
記
』『
和
泉
式



『
後
拾
遺
和
歌
集
』
和
泉
式
部
「
物
思
へ
ば
」
歌
と
貴
船
の
神
詠

四
一

部
日
記
』『
紫
式
部
日
記
』『
更
級
日
記
』『
枕
草
子
』
に
登
場
し
な
い
。

（
（
）�

『
枕
草
子
』「
近
う
て
遠
き
も
の
」
に
「
鞍
馬
の
つ
づ
ら
を
り
と
い
ふ
道
」（
新
全
集
・
一
六
〇
段
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
清
少
納
言
の
鞍
馬
に
つ
い
て
の
感
慨
だ
が
、
貴
船

も
近
い
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
10
）�
和
田
英
松
・
佐
藤
球
『
源
氏
物
語
詳
解
』（
明
治
書
院
）。

（
11
）�

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』（
角
川
書
店
）
補
説
。

（
12
）�

貴
船
の
神
が
去
る
こ
と
で
、
具
平
親
王
の
力
が
強
く
出
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
13
）�

注（
10
）同
書
補
説
に
詳
し
い
。

（
1（
）�

注（
10
）に
同
じ
。

（
1（
）　
『
後
拾
遺
和
歌
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
岩
波
書
店
）
脚
注
。

（
16
）�

勅
撰
集
で
は
、『
千
載
和
歌
集
』
に
貴
船
の
神
を
詠
む
歌
が
二
首
あ
る
。「
貴
布
禰
の
社
に
ま
う
で
て
柱
に
書
き
付
け
侍
り
け
る　

今
ま
で
に
な
ど
沈
む
ら
む
貴
舟
川
か

ば
か
り
早
き
神
を
頼
む
に　
　

か
く
て
の
ち
な
ん
ほ
ど
な
く
蔵
人
に
な
り
侍
り
に
け
る
、
近
衛
院
の
御
時
な
り
」（
平
実
重
・
神
祇
歌
・12（0

）、「
同
社
（
賀
茂
社
）
の
後

番
の
歌
合
の
時
、
月
の
歌
と
て
よ
め
る　

貴
舟
川
た
ま
散
る
瀬
々
の
岩
波
に
氷
を
く
だ
く
秋
の
夜
の
月
」（
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
・
神
祇
歌
・12（（

）。12（0

番
歌
は
諸
願

成
就
を
願
い
、
詠
み
、
効
験
に
よ
っ
て
蔵
人
に
な
っ
て
い
る
。12（（

番
歌
は
、『
後
拾
遺
集
』1163

番
歌
の
貴
船
の
神
の
歌
を
本
歌
と
し
た
歌
で
あ
る
。
詞
書
か
ら
も
窺

え
る
よ
う
に
、
こ
の
時
す
で
に
貴
船
は
賀
茂
社
の
末
社
に
な
っ
て
い
た
。

（
1（
）�

注（
1（
）同
書
、「
神
祇
」
脚
注
。

（
18
）�

注（
1（
）同
書1161

番
歌
脚
注
。

（
1（
）�

勅
撰
和
歌
集
の
「
神
祇
部
」
に
つ
い
て
は
、
深
津
睦
夫
「
勅
撰
和
歌
集
神
祇
部
に
関
す
る
覚
え
書
き
」（『
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
書
紀
要
』6（-（　

二
〇
一
五
年
）、
水

尻
成
美
「
勅
撰
和
歌
集
に
お
け
る
部
立
「
神
祇
部
」
に
つ
い
て
」（『
皇
學
館
論
叢
』（2-2　

二
〇
一
九
年
四
月
）
が
あ
り
、
水
尻
論
文
に
は
、
神
祇
歌
巻
頭
歌
や
、
神
社

別
再
録
歌
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）�

倉
田
実
「
女
が
男
に
物
を
返
す
時
」（『
王
朝
の
恋
と
別
れ　

言
葉
と
物
の
情
愛
表
現
』
森
話
社　

二
〇
一
四
年
十
一
月
）
に
詳
し
い
。

（
21
）�

福
島
尚
「
後
拾
遺
集
一
一
六
二
番
和
泉
式
部
詠
歌
の
本
文
異
同
と
受
容
」（『
高
知
大
国
文
』
（0
号　

二
〇
〇
九
年
十
二
月
）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
諸
注
釈

が
底
本
と
す
る
『
後
拾
遺
集
』
は
「
あ
く
が
れ
出
づ
る
」
で
は
な
く
、「
あ
く
が
れ
に
け
る
」
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
上
深
入
り
は
し
な
い
が
、「
に
け
る
」
で
あ
れ
ば
、

魂
が
離
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
客
観
的
に
眺
め
る
意
が
強
く
な
り
、「
出
づ
る
」
で
あ
れ
ば
、
今
ま
さ
に
魂
が
抜
け
出
て
ゆ
く
よ
う
な
感
覚
を
表
す
と
い
え
よ
う
か
。

（
22
）�

注（
3
）松
井
、
藤
原
論
文
。

（
23
）�

注（
3
）松
井
論
文
、
小
柴
論
文
、
長
谷
川
論
文
参
照
。
蛍
を
魂
と
見
た
歌
に
、「
思
ひ
あ
ま
り
恋
し
き
君
が
魂
と
か
け
る
蛍
を
よ
そ
へ
て
ぞ
見
る
」（『
高
遠
集
』286

）



四
二

が
あ
る
。
高
遠
の
方
が
年
長
で
は
あ
る
が
、
和
泉
式
部
と
ど
ち
ら
が
先
行
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
高
遠
の
方
が
先
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
白
居
易
「
長
恨
歌
」
の
「
夕

殿
蛍
飛
思
悄
然　

秋
灯
挑
尽
未
能
眠
」
を
下
敷
き
に
相
手
の
魂
を
蛍
に
よ
そ
え
た
高
遠
の
歌
と
、
自
己
の
魂
を
蛍
火
に
見
る
和
泉
式
部
の
歌
は
か
な
り
違
っ
て
い
る
。
ま
た
、

『
伊
勢
物
語
』
四
十
五
段
の
「
蛍
」
も
、
亡
き
女
の
魂
と
重
な
り
も
す
る
が
、
発
送
と
し
て
通
ず
る
所
は
あ
っ
て
も
、
表
向
き
は
雁
へ
の
使
者
で
あ
り
、
明
確
に
見
立
て
た

も
の
で
は
な
い
。

（
2（
）�

吉
井
祥
「「
和
す
」
と
い
う
こ
と
―
古
代
に
お
い
て
返
歌
は
い
か
に
記
さ
れ
た
か
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
第
一
二
〇
号　

二
〇
二
〇
年
六
月
）
は
、「
従
来
、「
返
し
」

と
付
く
と
反
射
的
に
「
贈
答
歌
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、「
返
し
」
は
様
々
な
歌
の
付
き
方
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
、「
返
し
」
が
贈
答

歌
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
2（
）�

阿
部
泰
郎
「
慈
円
と
神
祇
歌
―
日
吉
山
王
詠
と
神
詠
を
め
ぐ
り
て
」（『
赤
羽
淑
先
生
退
職
記
念
論
集
』
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学　

二
〇
〇
五
年
三
月
）

（
26
）�

注（
3
）松
井
論
文
。

（
2（
）�

注（
1（
）同
書
。1163

番
歌
脚
注
。「
和
泉
の
心
を
慰
撫
す
る
貴
船
の
神
」（
川
村
晃
生
校
注
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
和
泉
書
院　

一
九
九
一
年
三
月
）1163

番
歌
頭
注
。

（
28
）�

『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
の
「
…
…
い
と
き
よ
げ
な
る
男
の
寄
り
来
て
、
い
ざ
た
ま
へ
、
お
の
が
も
と
へ
、
と
言
ひ
て
、
抱
く
心
地
の
せ
し
を
、
宮
と
聞
こ
え
し
人
の
し
た

ま
ふ
と
お
ぼ
え
し
ほ
ど
よ
り
心
地
ま
ど
ひ
に
け
る
な
め
り
、
知
ら
ぬ
所
に
据
ゑ
お
き
て
、
こ
の
男
は
消
え
失
せ
ぬ
と
見
し
を
…
…
」（
⑥
二
九
六
頁
）
と
、
浮
舟
が
「
い
と

き
よ
げ
な
る
男
」（
物
の
怪
、
霊
）
を
「
宮
（
匂
宮
）」
と
錯
覚
し
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。

（
2（
）�

注（
3
）西
郷
論
文
。
松
井
健
児
氏
も
こ
れ
に
賛
同
す
る
。

（
30
）�

注（
3
）藤
井
論
文
も
和
泉
式
部
の
「
死
に
近
づ
い
て
い
く
自
分
の
身
体
が
意
識
さ
れ
た
」
歌
と
解
す
る
。


