
平
安
期
の
継
子
譚
展
開

︱
中
国
継
子
譚
と
の
関
わ
り

︱

森

あ

か

ね

一

は
じ
め
に

平
安
期
物
語
に
お
い
て
︑
継
子
い
じ
め
は
単
に
物
語
の
枠
組
み
だ
け
で
な
く
︑

登
場
人
物
の
思
考
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
た
︒

い
か
な
る
罪
を
作
り
て
か
ゝ
る
め
を
見
る
ら
ん
︑
ま
ゝ
母
の
に
く
む
は
例

の
事
に
人
も
語
る
た
ぐ
ひ
あ
り
て
聞
く
︑
お
と
ゞ
の
御
心
さ
へ
か
ゝ
る
を

い
と
い
み
じ
う
思
ふ
︒︵﹃
落
窪
物
語
﹄
巻
一

八
九
頁①

︶

﹃
落
窪
物
語
﹄
で
︑
閉
じ
込
め
ら
れ
た
女
君
は
実
の
父
親
さ
え
味
方
に
な
り
え

な
い
自
身
の
状
況
を
︑
世
間
一
般
の
継
母
に
迫
害
さ
れ
る
継
子
と
比
較
し
た
上

で
悩
み
苦
し
む
︒
継
母
の
継
子
い
じ
め
は
通
例
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
上
で
︑

女
君
の
思
考
は
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹃
源
氏
物
語
﹄﹁
手
習
﹂
で
は
︑

い
か
で
︑
さ
る
田
舎
人
の
住
む
あ
た
り
に
︑
か
か
る
人
落
ち
あ
ぶ
れ
け
ん
︑

物
詣
な
ど
し
た
り
け
る
人
の
︑
心
地
な
ど
わ
づ
ら
ひ
け
ん
を
︑
継
母
な
ど

や
う
の
人
の
た
ば
か
り
て
置
か
せ
た
る
に
や
な
ど
ぞ
思
ひ
寄
り
け
る
︒

︵﹃
源
氏
物
語
﹄
﹁
手
習
﹂
二
九
一
頁②

︶

と
︑
小
野
の
妹
尼
は
助
け
ら
れ
た
浮
舟
を
継
母
の
策
略
に
貶
め
ら
れ
た
身
分
の

あ
る
人
か
と
推
測
す
る
︒
継
母
が
生
死
の
境
を
彷
徨
う
状
況
に
継
子
を
貶
め
て

も
お
か
し
く
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
を
示
す
︒
継
子
い
じ
め
の
現
象
が
︑

人
物
の
状
況
把
握
に
も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
後
に
確
認
す
る
が
︑
継
子
い
じ
め
は
当
時
の
貴
族
社
会
で
表
面
化
す

る
問
題
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
物
語
に
繰
り
返
し
継
子
い
じ
め

は
描
か
れ
︑
人
々
の
常
識
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く
︒
こ
の
こ
と
に
対
し
て
︑
何

ら
か
の
背
景
を
推
測
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
注
目
し
た
い
の
は
︑
こ
れ
ま

で
先
行
研
究
で
の
言
及
が
少
な
か
っ
た
大
陸
伝
来
の
継
子
譚
の
存
在
で
あ
る
︒

現
存
す
る
継
子
譚
が
限
ら
れ
る
中
︑
日
本
の
説
話
集
へ
大
陸
伝
来
の
継
子
譚
が

数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
事
実
は
看
過
し
が
た
い
︒
本
稿
は
大
陸
伝
来
の
継
子

平
安
期
の
継
子
譚
展
開

一
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譚
︑
特
に
中
国
の
継
子
譚
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
︑
平
安
期
の
継
子
譚
展
開
の

背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒

二

先
行
研
究
概
観
と
問
題
点

日
本
に
お
け
る
継
子
譚
の
発
生
に
つ
い
て
は
様
々
な
先
行
研
究
の
見
解
が
示

さ
れ
て
い
る
が
︑
大
陸
か
ら
伝
播
し
た
と
考
え
る
立
場
と
︑
日
本
古
来
の
型
と

見
な
す
立
場
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

大
陸
伝
播
の
立
場
は
主
と
し
て
︑
中
国
や
イ
ン
ド
の
継
子
話
の
伝
播
に
よ
っ

て
日
本
の
継
子
譚
が
創
出
さ
れ
た
と
想
定
す
る
︒
柳
田
國
男
は
遅
く
と
も
平
安

期
頃
に
大
陸
か
ら
シ
ン
デ
レ
ラ
型
の
継
子
譚
が
入
っ
て
き
た
と
し
︑﹃
落
窪
物

語
﹄﹃
住
吉
物
語
﹄
を
始
め
と
す
る
︑
昔
話
の
継
母
話
に
お
け
る
種
と
し
て
の

関
係
を
想
定
す
る③

︒
山
室
静
氏
は
日
本
の
説
話
集
に
収
録
さ
れ
た
中
国
・
イ
ン

ド
の
継
子
説
話
に
対
し
て
︑
日
本
を
舞
台
と
す
る
継
子
説
話
の
少
な
さ
を
指
摘

し
︑
大
陸
伝
来
の
継
子
譚
を
踏
ま
え
て
創
出
さ
れ
た
﹃
落
窪
物
語
﹄
か
﹃
住
吉

物
語
﹄
か
が
日
本
の
継
子
譚
の
始
ま
り
と
す
る④

︒
三
木
雅
博
氏
に
よ
る
中
国
・

イ
ン
ド
の
継
子
譚
と
の
比
較
に
よ
る
平
安
期
継
子
物
語
の
位
置
づ
け⑤

も
︑
大
陸

伝
播
の
立
場
を
基
に
し
た
研
究
と
言
え
よ
う
︒
し
か
し
継
子
譚
は
世
界
中
に
見

受
け
ら
れ
る
話
で
︑
中
に
は
同
一
の
モ
チ
ー
フ
を
有
す
る
話
も
数
多
い
︒
そ
れ

ら
を
単
純
に
結
ぶ
こ
と
が
困
難
で
あ
る
よ
う
に
︑
大
陸
伝
来
の
継
子
譚
と
日
本

の
継
子
譚
の
間
に
も
偶
然
的
一
致
と
い
う
可
能
性
が
つ
き
ま
と
う
︒
確
か
な
記

録
が
な
い
以
上
︑
完
全
に
こ
の
可
能
性
を
潰
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
が
︑

伝
播
の
立
場
を
と
る
た
め
に
は
日
本
と
大
陸
を
結
ぶ
確
か
な
線
の
確
立
が
求
め

ら
れ
る
︒

こ
れ
に
対
し
日
本
古
来
の
型
の
立
場
の
多
く
は
︑
折
口
信
夫
の
貴
種
流
離
譚

か
ら
の
分
岐
を
継
子
譚
と
す
る
説⑥

を
始
発
と
し
︑
成
年
・
成
女
式
等
の
通
過
儀

礼
に
よ
っ
て
継
子
譚
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
関
敬
吾
氏
の
示
唆⑦

を
踏
ま
え
て
論

が
展
開
さ
れ
︑
三
谷
邦
明
氏⑧

は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
︒
三
谷
氏
は
継
母

子
関
係
が
生
ま
れ
る
社
会
体
制
で
あ
れ
ば
︑
上
代
の
貴
種
流
離
譚
も
継
母
子
譚

に
転
化
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
を
提
示
す
る
︒
一
方
で
具
体
的
な
継
子
譚
の

淵
源
を
模
索
す
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
︒
藤
井
貞
和
氏
は
﹃
古
事
記
﹄
に
お

け
る
大
穴
牟
遅
神
話
を
例
に
挙
げ
︑
嫉
妬
の
心
情
が
継
子
い
じ
め
と
表
裏
一
体

を
な
す
と
し
︑
こ
の
後
妻
妬
み
の
形
を
淵
源
と
し
て
想
定
す
る⑨

︒
古
橋
信
孝
氏

は
神
話
に
お
け
る
親
子
の
対
立
を
淵
源
だ
と
し
︑
﹃
丹
後
国
風
土
記
﹄
逸
文
奈

具
社
の
由
来
︑
﹃
竹
取
物
語
﹄
等
に
見
ら
れ
る
神
の
子
の
追
放
の
形
と
関
連
づ

き
︑
継
子
譚
へ
至
る
過
程
を
見
て
い
る⑩

︒
確
か
に
先
行
研
究
が
示
す
淵
源
に
は
︑

継
子
譚
と
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
が
認
め
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
は
継
子
譚

そ
の
も
の
で
は
な
い
︒
そ
の
淵
源
は
何
故
︑
継
子
譚
と
い
う
形
に
変
化
し
た
の

か
︒
そ
の
距
離
を
埋
め
る
も
の
へ
の
言
及
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
︒

そ
も
そ
も
継
子
物
語
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
平
安
摂
関
期
の
社
会
で
は
︑

継
子
い
じ
め
は
表
面
化
す
る
問
題
で
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
池
田
弥
三
郎
氏

平
安
期
の
継
子
譚
展
開
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に
よ
っ
て
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る⑪

︒
当
時
の
貴
族
は
そ
の
婚
姻
形
態
の
都

合
上
︑
結
婚
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
継
母
が
夫
と
別
の
妻
の
間
に
生
ま
れ
た
子
と
同

居
す
る
可
能
性
は
限
り
な
く
低
い
︒
養
育
制
度
と
の
関
連
か
ら
服
藤
早
苗
氏
も

詳
し
く
述
べ
て
い
る
︒

継
母
子
物
語
が
全
盛
期
で
あ
っ
た
摂
関
期
に
は
︑
実
態
的
に
は
継
母
の
継

子
い
じ
め
は
さ
ほ
ど
表
面
化
す
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
当

時
の
婚
姻
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
婿
取
婚
﹂
で
あ
り
︑
婿
は
妻
の
両
親
に
婿
取

ら
れ
︑
結
婚
当
初
は
妻
方
で
妻
の
両
親
と
同
居
す
る
か
も
し
く
は
妻
方
の

援
助
で
の
夫
婦
独
立
家
屋
で
︑
新
生
活
の
ス
タ
ー
ト
が
切
ら
れ
た
︒
そ
の

後
︑
一
定
期
間
た
つ
と
夫
方
や
妻
方
の
提
供
に
よ
る
家
屋
に
別
居
す
る
居

住
形
式
だ
っ
た
︒
妻
方
に
婿
取
ら
れ
た
夫
は
︑
妻
が
死
去
し
た
場
合
︑
実

子
を
妻
方
に
遺
し
︑
実
家
に
戻
っ
た
り
︑
他
の
妻
を
見
つ
け
婿
入
り
す
る
︒

ゆ
え
に
︑
子
ど
も
は
外
祖
父
母
や
母
方
親
族
に
養
育
さ
れ
る
場
合
が
多
い⑫

︒

服
藤
氏
は
乳
母
も
継
子
い
じ
め
を
防
ぐ
存
在
と
し
て
挙
げ
る
︒
子
ど
も
の
養
育

の
責
任
は
母
親
一
人
が
負
う
も
の
で
は
な
く
︑
子
に
は
複
数
の
保
護
者
が
つ
い

て
い
た
︒
継
母
が
継
子
を
直
接
攻
撃
し
︑
誰
も
防
止
で
き
な
い
と
い
う
状
況
は

一
般
的
と
は
言
い
が
た
い
︒
ま
た
︑
継
父
母
は
養
父
母
と
同
一
で
は
な
く
︑
子

へ
の
権
限
に
は
差
が
あ
る
こ
と
を
倉
田
実
氏
は
注
意
す
る
︒

継
母
に
は
結
婚
に
よ
っ
て
誰
で
も
な
れ
る
︒
し
か
し
︑
必
ず
し
も
養
母
に

な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
養
母
に
は
︑
結
婚
を
介
さ
な
く
て

も
な
れ
る
が
︑
信
頼
関
係
や
委
譲
す
る
措
置
な
ど
が
な
け
れ
ば
︑
養
親
子

関
係
に
は
な
れ
な
い
︒
︵
中
略
︶
養
父
に
な
っ
て
い
た
な
ら
ば
︑
妻
の
連

れ
子
で
あ
っ
て
も
︑
親
権
の
行
使
は
可
能
で
あ
り
︑
妻
の
意
向
を
確
認
し

な
が
ら
結
婚
問
題
を
推
進
し
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
継
父
の
ま
ま
で
い

た
な
ら
ば
︑
自
ら
推
進
す
る
権
利
は
な
い⑬

︒

現
実
に
お
い
て
継
母
は
自
由
に
継
子
を
扱
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
継
子
に

親
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
養
母
に
な
る
必
要
が
あ
る
が
︑
継
母
子
関
係
が
養

母
子
関
係
へ
と
移
行
し
た
平
安
期
の
記
録
例
は
極
め
て
少
な
い⑭

︒
継
子
い
じ
め

の
問
題
が
全
く
浮
上
し
な
い
と
言
え
る
訳
で
は
な
い
が
︑
物
語
に
描
か
れ
る
継

子
い
じ
め
の
現
象
は
現
実
と
隔
た
り
が
あ
る
︒
物
語
の
創
作
・
享
受
者
で
あ
る

貴
族
達
の
社
会
の
中
で
継
子
い
じ
め
認
識
が
自
然
に
発
生
し
︑
一
般
常
識
と
し

て
広
ま
り
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
は
考
え
に
く
い
︒

継
子
譚
発
生
に
関
す
る
二
つ
の
立
場
を
概
観
し
た
が
︑
単
純
に
ど
ち
ら
か
の

立
場
の
上
に
立
っ
て
継
子
譚
を
分
析
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

継
子
譚
の
物
語
取
り
込
み
方
法
を
考
え
る
際
に
は
︑
社
会
背
景
と
の
関
連
付
け

な
が
ら
の
複
眼
的
分
析
が
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︒

三

継
子
い
じ
め
発
端
要
因
の
設
定

平
安
期
の
継
子
譚
展
開
を
考
え
る
た
め
に
︑
継
子
譚
に
お
け
る
い
じ
め
の
発

端
と
な
る
要
因
描
写
に
注
目
し
た
い
︒
継
子
い
じ
め
と
い
う
現
象
が
現
実
と
隔

平
安
期
の
継
子
譚
展
開

一
七



た
り
が
あ
っ
た
の
な
ら
ば
︑
そ
の
背
景
を
基
に
語
ら
れ
た
継
子
い
じ
め
発
端
の

分
析
が
︑
継
子
譚
展
開
の
在
り
方
を
考
え
る
際
の
糸
口
に
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
︒

平
安
期
に
お
い
て
継
子
い
じ
め
が
組
み
込
ま
れ
た
物
語
・
説
話
に
お
け
る
発
端

要
因
を
大
き
く
分
類
す
る
と
以
下
の
①
～
③
の
よ
う
に
な
る
︒
な
お
︑
継
子
譚

が
問
題
と
な
る
物
語
は
︑
先
行
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
が
異
な
る
︒
例
え
ば
︑

﹃
大
和
物
語
﹄
一
四
二
段
や
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
玉
鬘
物
語
で
あ
る
が
︑﹃
大
和

物
語
﹄
の
場
合
は
﹁
ま
ま
母
の
手
に
い
ま
す
か
り
け
れ
ば
︑
心
に
も
の
の
か
な

は
ぬ
時
も
あ
り
︒﹂︵
三
六
一
頁⑮

︶
と
︑
継
母
子
関
係
の
不
和
が
匂
わ
さ
れ
る
が

実
母
で
な
い
た
め
の
遠
慮
と
も
解
釈
で
き
︑
実
際
に
い
じ
め
が
行
わ
れ
た
の
か

は
明
ら
か
で
な
い
︒
玉
鬘
も
継
母
に
よ
る
直
接
的
被
害
は
受
け
て
い
な
い
︒
こ

こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
継
子
い
じ
め
発
端
の
要
因
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
継

母
の
立
場
に
あ
る
人
物
の
攻
撃
︵
い
じ
め
や
い
じ
め
に
準
ず
る
と
規
定
さ
れ
る

迫
害
行
為
︶
に
よ
る
継
子
の
被
害
が
描
か
れ
る
も
の
を
対
象
と
す
る
︒

①
継
母
の
懸
想
に
対
す
る
継
子
の
拒
否
を
要
因
と
す
る
︵
一
例
︶

�
『う
つ
ほ
物
語
﹄﹁
忠
こ
そ
﹂

忠
こ
そ
一
人
来
ぬ
れ
ば
︑
よ
し
︑
か
の
御
代
り
に
と
て
︑
忠
君
の
御
前
に

参
り
た
ま
ひ
て
︑
小
さ
き
菖
蒲
に
︑
か
く
書
き
て
置
き
た
り
︒
箸
の
台
に
︑

今
日
だ
に
も
生
ふ
と
知
ら
な
む
あ
や
め
草
涙
の
川
の
深
き
汀
に

と
あ
り
︒
忠
君
見
て
︑
い
と
あ
や
し
く
︑
か
く
の
た
ま
ふ
は
︑
お
と
ど
に

悪
し
と
思
は
せ
た
て
ま
つ
ら
む
と
に
や
あ
ら
む
︑
と
思
ふ
に
︑
ま
し
て
い

と
ほ
し
か
り
け
れ
ば
︑
た
だ
か
く
な
む
︒

｢寄
る
波
の
す
す
ぎ
わ
た
れ
ば
あ
や
め
草
な
ほ
思
ふ
こ
そ
苦
し
か
り

け
れ

か
し
こ
き
こ
と
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
︑
う
れ
し
か
ら
ま
し
﹂
と
聞
こ
え
た

ま
へ
り
︒

北
の
方
︑
こ
れ
を
見
た
ま
ひ
て
︑
御
心
誤
り
た
ま
ひ
て
︑
わ
れ
に
恥
見

す
る
こ
と
︒
い
か
で
か
こ
れ
が
報
い
せ
む
と
思
ひ
な
り
て
︑︵﹁
忠
こ
そ
﹂

二
二
二
頁⑯

︶

継
母
の
北
の
方
は
︑
橘
千
陰
の
訪
れ
が
遠
の
き
︑
そ
の
代
わ
り
に
と
継
子
の
忠

こ
そ
に
懸
想
し
思
い
を
伝
え
る
︒
忠
こ
そ
は
こ
れ
を
回
避
す
る
が
︑
北
の
方
は

誤
解
し
激
怒
す
る
︒
こ
こ
か
ら
継
母
は
貶
め
を
計
画
し
︑
懸
想
拒
否
が
継
子
い

じ
め
の
引
き
金
に
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
継
母
の
継
子
へ
の
懸
想
は
や
や
唐
突
な

印
象
を
受
け
る
が
︑
こ
の
継
子
い
じ
め
発
端
設
定
は
イ
ン
ド
の
継
子
譚
で
あ
る

ク
ナ
ラ
太
子
譚
に
よ
る
も
の
で⑰

︑
ま
た
︑
国
籍
不
明
の
継
子
譚
﹁
胡
楊
は
鏑
を

免
る

第
九
十
八
﹂
︵﹃
注
好
選
﹄
上
︶
に
も
見
ら
れ
る
設
定
で
あ
る
︒

②
継
母
血
筋
の
優
位
・
繁
栄
へ
の
思
い
を
要
因
と
す
る
︵
四
例
︶

�
『住
吉
物
語
﹄

中
納
言
︑
北
の
方
に
︑
の
給
や
う
︑
﹁
行
末
は
知
ら
ず
︑
二
人
の
君
は
︑

あ
り
つ
き
ぬ
︒
此
対
の
方
を
︑
今
年
の
五
節
に
参
ら
せ
ば
や
と
思
ふ
に
︑

打
あ
は
ぬ
事
の
心
憂
さ
よ
﹂
と
て
歎
き
給
へ
ば
︑
我
子
ど
も
に
思
ひ
ま
し

平
安
期
の
継
子
譚
展
開

一
八



給
へ
る
を
︑﹁
ね
た
し
﹂
と
思
ひ
な
が
ら
︑
言
ふ
や
う
︑﹁
な
か
〳
〵
︑
お

ぼ
え
す
く
な
き
宮
仕
よ
り
も
︑
時
め
か
ん
上
達
部
な
ど
に
︑
あ
は
せ
給
へ

か
し
﹂
な
ど
言
へ
ば
︑﹁
な
み
〳
〵
の
人
に
は
見
せ
ん
事
も
あ
た
ら
し
さ

に
﹂
な
ど
︑
の
給
へ
ば
︑
ま
ゝ
母
︑﹁
と
も
か
く
も
︑
御
は
か
ら
ひ
に
て

こ
そ
﹂
と
言
な
が
ら
︑﹁
い
か
に
し
て
か
︑
あ
や
し
き
名
を
立
て
て
︑
思

ひ
う
と
ま
せ
ん
﹂
と
案
じ
け
り
︒︵
上
巻

三
一
六
頁
︶

﹃
住
吉
物
語
﹄
で
継
子
い
じ
め
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
は
︑
中
納
言
の
姫
君
入

内
計
画
の
相
談
で
あ
る
︒
中
納
言
は
姫
君
を
宮
腹
の
姫
君
と
し
て
扱
う
︒
そ
れ

は
諸
大
夫
の
娘
で
あ
る
北
の
方
に
と
っ
て
︑
自
分
腹
の
子
と
の
差
別
で
あ
り
︑

血
筋
の
劣
等
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
姫
君
の
優
位
を
妨
げ
︑
優

劣
の
落
差
を
埋
め
よ
う
と
す
る
欲
求
が
継
母
を
突
き
動
か
す
こ
と
と
な
る
︒

�
『源
氏
物
語
﹄
光
源
氏
︱
弘
徽
殿
女
御
と
の
関
係
に
お
い
て⑱

明
く
る
年
の
春
︑
坊
定
ま
り
た
ま
ふ
に
も
︑
い
と
ひ
き
越
さ
ま
ほ
し
う
思

せ
ど
︑
御
後
見
す
べ
き
人
も
な
く
︑
ま
た
︑
世
の
う
け
ひ
く
ま
じ
き
こ
と

な
り
け
れ
ば
︑
な
か
な
か
あ
や
ふ
く
思
し
憚
り
て
︑
色
に
も
出
だ
さ
せ
た

ま
は
ず
な
り
ぬ
る
を
︑﹁
さ
ば
か
り
思
し
た
れ
ど
限
り
こ
そ
あ
り
け
れ
﹂

と
世
人
も
聞
こ
え
︑
女
御
も
御
心
落
ち
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
︒︵﹁
桐
壺
﹂
三
七

頁
︶

一
の
皇
子
の
立
坊
が
決
ま
り
︑
そ
の
後
光
源
氏
が
弘
徽
殿
に
出
入
り
す
る
よ
う

に
な
る
と
弘
徽
殿
女
御
の
憎
し
み
は
一
旦
消
え
る
︒
そ
れ
は
実
子
立
坊
へ
の
危

機
感
か
ら
生
ま
れ
︑
立
坊
実
現
に
よ
り
要
因
が
消
失
し
た
た
め
で
あ
る
︒

こ
よ
な
う
心
寄
せ
き
こ
え
た
ま
へ
れ
ば
︑
弘
徽
殿
女
御
︑
ま
た
︑
こ
の
宮

と
も
御
仲
そ
ば
そ
ば
し
き
ゆ
ゑ
︑
う
ち
添
へ
て
︑
も
と
よ
り
の
憎
さ
も
立

ち
出
で
て
も
の
し
と
思
し
た
り
︒︵﹁
桐
壺
﹂
四
四
頁
︶

憎
し
み
は
︑
光
源
氏
と
藤
壺
の
親
交
に
よ
り
再
発
す
る
︒
桐
壺
帝
の
寵
愛
の
深

い
者
同
士
の
親
交
は
︑
桐
壺
帝
の
藤
壺
方
へ
の
思
い
入
れ
を
強
め
︑
更
に
は
藤

壺
勢
力
の
拡
大
に
繋
が
る
︒
東
宮
の
外
戚
と
し
て
帝
の
後
ろ
盾
を
得
た
い
弘
徽

殿
女
御
側
に
と
っ
て
︑
二
人
の
結
び
つ
き
は
再
び
生
じ
た
障
害
で
あ
る
︒
こ
の

憎
し
み
が
情
勢
と
と
も
に
膨
ら
み
続
け
︑
光
源
氏
側
の
追
い
落
と
し
に
繋
が
っ

て
い
く
︒
光
源
氏
へ
の
憎
悪
は
感
情
的
な
も
の
で
な
く
︑
政
治
的
思
惑
が
強
く

関
わ
り
︑
自
身
の
血
筋
の
盤
石
化
を
願
う
思
い
に
起
因
す
る
と
言
え
よ
う
︒

�
『源
氏
物
語
﹄
紫
の
上
︱
式
部
卿
宮
北
の
方
と
の
関
係
に
お
い
て

北
の
方
も
︑
母
君
を
憎
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
心
も
う
せ
て
︑
わ

が
心
に
ま
か
せ
つ
べ
う
思
し
け
る
に
違
ひ
ぬ
る
は
口
惜
し
う
お
ぼ
し
け
り
︒

︵﹁
若
紫
﹂
二
六
〇
頁
︶

北
の
方
は
嫉
妬
に
よ
っ
て
紫
の
上
の
母
を
追
い
詰
め
た
が
︑
紫
の
上
の
引
き
取

り
が
決
定
し
た
時
に
は
紫
の
上
の
母
に
対
す
る
憎
し
み
が
消
え
︑
養
育
を
期
待

し
て
い
た
︒
実
母
へ
の
嫉
妬
は
継
子
へ
と
引
き
継
が
れ
な
い
設
定
を
と
っ
て
い

る
︒
紫
の
上
は
度
々
︑
継
母
を
意
識
す
る
継
子⑲

と
し
て
語
ら
れ
る
が
︑
明
確
に

継
母
の
憎
し
み
の
要
因
と
し
て
示
さ
れ
る
の
は
︑
実
子
と
の
差
で
あ
っ
た
︒

平
安
期
の
継
子
譚
展
開

一
九



嫡
腹
の
限
り
な
く
と
思
す
は
︑
は
か
ば
か
し
う
も
え
あ
ら
ぬ
に
︑
ね
た
げ

な
る
こ
と
多
く
て
︑
継
母
の
北
の
方
は
︑
安
か
ら
ず
思
す
べ
し
︒
物
語
に
︑

こ
と
さ
ら
に
作
り
出
で
た
る
や
う
な
る
御
あ
り
さ
ま
な
り
︒︵﹁
賢
木
﹂
一

〇
三
頁
︶

北
の
方
は
実
子
の
縁
談
に
よ
る
幸
せ
を
望
ん
で
い
た
が
︑
思
い
通
り
に
運
ば
な

い
苛
立
ち
を
抱
え
て
い
る
︒
物
語
が
進
む
と
︑
帰
京
後
の
式
部
卿
宮
家
に
対
す

る
光
源
氏
の
冷
淡
さ
︑
玉
鬘
を
要
因
と
す
る
自
分
腹
の
娘
と
髭
黒
の
離
婚
に
対

す
る
不
満
が
語
ら
れ
て
い
く
が
︑
全
て
自
分
の
血
筋
の
冷
遇
に
起
因
し
て
い
る
︒

繁
栄
す
る
継
子
と
の
比
較
に
よ
り
劣
等
感
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑

紫
の
上
を
苦
し
め
た
北
の
方
の
嫌
味
は
︑
継
子
を
不
幸
な
身
の
上
と
し
て
貶
め

る
こ
と
で
︑
実
子
と
の
差
を
埋
め
よ
う
と
す
る
心
情
に
よ
る
と
言
え
る
︒

�
｢陸
奥
国
府
官
大
夫
介
子
語
第
五
﹂︵﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
二
十
六
︶

継
母
︑
男
ノ
物
ヲ
皆
進
退
シ
得
テ
思
フ
様
︑﹁
此
男
ハ
年
既
ニ
七
十
ニ
成

テ
︑
今
日
明
日
共
不
知
︒
此
男
子
無
ハ
︑
若
干
多
カ
ル
︵
脱
字
︶
下
ノ
心

カ
ナ⑳

︒

脱
字
が
見
受
け
ら
れ
る
が
前
後
の
流
れ
か
ら
︑
継
母
が
夫
の
年
齢
を
思
い
︑
自

分
の
連
れ
子
で
あ
る
娘
に
財
産
を
願
っ
て
い
る
と
読
み
と
れ
る
︒
財
産
の
独
占

を
目
的
に
︑
邪
魔
な
継
子
の
殺
害
を
計
画
す
る
︒

こ
れ
ら
の
例
で
は
本
人
の
意
図
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
︑
男
子
の
継
子
は
立
坊
や
財

産
争
い
︑
女
子
の
継
子
は
結
婚
争
い
が
継
母
の
実
子
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ

て
い
る
︒
実
子
優
位
を
望
む
継
母
の
対
向
者
に
対
す
る
攻
撃
と
し
て
︑
継
子
い

じ
め
を
据
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
実
子
優
位
に
よ
る
恩
恵
は
︑
血
筋
全
体
の
格

上
げ
を
期
待
さ
せ
︑
身
分
制
社
会
で
は
見
過
ご
せ
な
い
問
題
で
あ
っ
た
︒
こ
の

継
母
の
欲
求
は
︑
中
国
の
継
子
譚
に
も
見
出
せ
る
特
徴
で
あ
る
︒
三
木
雅
博
氏

は
中
国
の
継
子
譚
の
背
景
を
家
督
相
続
と
関
連
付
け
︑
継
子
の
存
在
故
に
実
子

の
相
続
が
叶
わ
な
い
こ
と
に
対
す
る
継
母
の
親
と
し
て
の
情
を
指
摘
す
る㉑

︒
日

本
と
は
相
続
方
法
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
︑
継
母
血
筋
の
優
位
�
繁
栄
を
望
む

心
情
は
根
底
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

③
理
由
は
描
か
れ
な
い
︵
四
例
︶

�
『落
窪
物
語
﹄

�
『源
氏
物
語
﹄
式
部
卿
宮
の
御
む
す
め
︱
北
の
方
と
の
関
係
に
お
い
て
︵﹁
蜻

蛉
﹂
二
六
三
頁
︶

�
｢亀
︑
報
山
陰
中
納
言
恩
語
第
二
十
九
﹂
︵
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
十
九
︶

�
『堤
中
納
言
物
語
﹄
﹁
貝
あ
は
せ
﹂

こ
れ
ら
の
例
で
は
継
子
い
じ
め
の
発
端
の
理
由
の
説
明
は
さ
れ
ず
︑
読
み
手
に

委
ね
ら
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
︒

継
子
い
じ
め
の
発
端
要
因
に
つ
い
て
は
一
夫
多
妻
制
か
ら
生
じ
る
前
妻
の
後

妻
妬
み
と
さ
れ
る
が㉒

︑
確
認
の
通
り
︑
話
の
中
で
そ
れ
は
直
接
的
要
因
と
し
て

現
れ
て
い
な
い
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
光
源
氏
・
紫
の
上
の
例
で
は
実
母
の
死
後
︑

継
母
の
憎
し
み
は
一
度
消
え
た
と
語
ら
れ
︑
直
接
的
に
後
妻
妬
み
が
継
子
い
じ

平
安
期
の
継
子
譚
展
開

二
〇



め
に
繋
が
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
て
い
る
︒
作
中
で
設
定
さ
れ
た
要
因
は
前
掲
の

①
と
②
の
よ
う
に
大
陸
伝
来
の
継
子
譚
と
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
︒
継
子
い
じ

め
の
起
こ
り
に
く
い
平
安
摂
関
期
に
お
い
て
物
語
の
発
端
設
定
が
大
陸
伝
来
の

も
の
と
重
な
る
の
は
︑
単
な
る
偶
然
と
は
片
付
け
に
く
い
︒
先
行
す
る
大
陸
伝

来
の
継
子
譚
に
準
え
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
想
定
は
︑

③
の
場
合
に
お
け
る
説
明
に
も
な
る
︒
伝
来
の
継
子
譚
や
そ
れ
を
踏
ま
え
た
①

②
の
パ
タ
ー
ン
の
継
子
譚
が
普
及
し
︑
い
じ
め
に
至
る
発
端
の
説
明
が
絶
対
的

で
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
平
安
期
の
継
子
譚
展
開
の
背
景
に
は
大

陸
伝
来
の
継
子
譚
の
存
在
が
あ
り
︑
そ
の
普
及
に
よ
っ
て
継
子
い
じ
め
認
識
や

発
端
要
因
が
共
有
さ
れ
︑
日
本
の
継
子
譚
の
骨
組
み
に
至
っ
た
と
い
う
道
筋
が

推
定
さ
れ
る
︒

た
だ
し
こ
の
道
筋
は
貴
種
流
離
譚
な
ど
の
日
本
古
来
の
型
や
︑
通
過
儀
礼
の

問
題
と
切
り
離
せ
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒﹃
落
窪
物
語
﹄
や
﹃
住
吉
物
語
﹄

に
お
い
て
皇
族
の
血
を
引
く
継
子
が
苦
難
や
流
離
を
切
り
抜
け
︑
結
婚
に
よ
り

地
位
を
回
復
す
る
と
い
う
死
と
再
生
の
枠
組
み
は
︑
貴
種
流
離
譚
や
通
過
儀
礼

と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
︒
一
方
で
大
陸
伝
来
の
継
子
譚
も
多
数
の
例
を
︽
継
母

が
継
子
を
殺
害
・
追
放
↓
継
子
が
死
の
危
機
や
流
離
を
体
験
↓
超
自
然
的
力
の

加
護
で
再
生
︾
と
い
う
形
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
︑
死
と
再
生
の
枠
組
み
で
考

え
ら
れ
る
︒
こ
の
死
と
再
生
と
い
う
点
で
︑
日
本
古
来
の
型
と
大
陸
伝
来
の
継

子
譚
は
結
び
つ
き
︑
前
節
で
確
認
し
た
日
本
古
来
の
型
に
お
け
る
継
子
譚
と
の

距
離
を
埋
め
る
も
の
に
成
り
得
る
の
で
あ
る
︒
両
者
は
互
い
に
作
用
し
︑
平
安

期
の
継
子
譚
の
基
盤
と
な
っ
た
と
想
定
し
た
い
︒

四

｢孝
﹂
と
中
国
継
子
譚
の
受
容

大
陸
と
日
本
を
繋
ぐ
線
︑
つ
ま
り
大
陸
伝
来
の
継
子
譚
が
平
安
期
継
子
譚
に

組
み
込
ま
れ
る
背
景
を
︑
元
の
出
典
に
お
け
る
主
題
と
の
関
連
か
ら
考
え
て
い

き
た
い
︒
イ
ン
ド
の
継
子
譚
の
場
合
は
仏
教
経
典
を
出
典
と
し
︑
仏
教
思
想
に

根
差
し
た
展
開
か
ら
︑
仏
教
信
仰
の
浸
透
に
よ
る
文
学
へ
の
取
り
込
み
が
推
測

で
き
る
︒
仏
教
と
文
学
の
関
係
は
膨
大
な
数
の
先
行
研
究
が
あ
る
の
で
そ
ち
ら

に
譲
る
こ
と
し
て
︑
以
下
は
中
国
の
継
子
譚
の
場
合
を
取
り
上
げ
る
︒

平
安
期
説
話
集
に
引
か
れ
る
中
国
の
継
子
譚
と
し
て
︑
舜
譚
︵﹃
注
好
選
﹄

上
四
六
︑﹃
宝
物
集
﹄
六㉓

︶
・
王
祥
譚
︵﹃
注
好
選
﹄
上
五
一
︑﹃
宝
物
集
﹄

一
︶・
閔
子
騫
譚
︵﹃
注
好
選
﹄
上
四
七
︶
・
伯
奇
譚
︵
﹃
注
好
選
﹄
上
四
六
︑

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
九
巻
二
〇
︶・
申
生
譚
︵
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
九
巻
四
三
︶
が
挙

げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
は
﹃
孝
子
伝
﹄
に
収
録㉔

さ
れ
た
︑
孝
子
賛
美
を
主
題
と
し

た
孝
子
説
話
で
あ
る
︒
一
例
を
挙
げ
る
と
︑
舜
譚
は
継
母
を
主
犯
と
す
る
殺
害

計
画
を
受
け
︑
舜
は
家
か
ら
脱
出
す
る
が
︑
一
家
が
困
窮
・
病
に
苦
し
む
際
に

無
償
で
支
援
し
︑
天
が
そ
の
孝
に
感
動
し
奇
跡
が
起
こ
る
と
い
う
話
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
中
国
の
継
子
譚
で
は
︑
血
の
繋
が
り
が
な
い
継
母
の
い
じ
め
の
試

練
に
耐
え
︑
一
途
に
孝
を
示
す
姿
を
語
る
こ
と
で
︑
理
想
的
な
孝
を
説
く
も
の

平
安
期
の
継
子
譚
展
開
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一



が
主
な
形
で
あ
る㉕

︒
そ
う
す
る
と
﹁
孝
﹂
と
の
関
係
が
︑
中
国
の
継
子
譚
の
受

容
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

儒
教
か
ら
の
平
安
期
文
学
の
分
析
は
︑
田
中
徳
定
氏㉖

や
工
藤
重
矩
氏㉗

に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
い
る
が
現
状
で
十
分
と
は
言
え
な
い
︒
儒
教
が
平
安
時
代
の
政
治

や
道
徳
に
交
渉
が
な
か
っ
た
と
す
る
津
田
左
右
吉
氏
の
指
摘㉘

が
こ
れ
ま
で
の
研

究
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
儒
教
の
基
本
徳
目
で
あ
り
︑

国
家
統
一
理
念
で
あ
る
孝
思
想㉙

が
︑
日
本
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
︑

唐
の
律
令
の
形
式
や
政
治
理
念
を
基
に
し
て
制
定
さ
れ
た
﹃
大
宝
律
令
﹄・﹃
養

老
律
令
﹄
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
︒

部
内ニ

有ラ
バ㆘

好
学
︑
篤
道
︑
孝
悌
︑
忠
信
︑
清
白
︑
異
行
︑
発レ
㆓-
聞エ

タ
ル

於
郷

閭ニ
㆒

者
㆖︑
挙コ

シ
テ

而
進メ

ヨ

之
︒︵﹃
令
義
解
﹄
巻
二
・
戸
令
︶

凢
孝
子
︑
順
孫
︑
義
夫
︑
節
婦
︑
志
行
聞エ

ハ㆓

於
国
郡ニ
㆒

者
︑
申セ
㆓

太
政
官ニ
㆒︒

奏
聞シ

テ

表セ
ヨ㆓

其
門
閭ニ
㆒︑
同
籍ハ

悉ニ

免セ
㆓

課
役ヲ
㆒︒
有ラ

ハ㆓

精
誠ノ

通
感ス
㆒ ル

コ
ト

者
︑
別ニ

加ヘ
ヨ㆓

優

賞ヲ
㆒︒︵﹃
令
義
解
﹄
巻
三
・
賦
役
令㉚

︶

戸
令
は
孝
悌
の
者
の
推
挙
︑
賦
役
令
は
孝
子
を
表
彰
・
同
門
の
課
役
免
除
を
記

す
︒
孝
に
よ
っ
て
天
下
を
治
め
よ
う
と
す
る
治
世
観
が
反
映
さ
れ
︑
孝
子
に
対

す
る
恩
賞
の
設
置
に
よ
り
民
に
孝
を
奨
励
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
実
態
を
伴
っ
た

規
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
大
宝
二
年
十
月
の
詔
を
初
め
と
し
︑

﹃
六
国
史
﹄
の
記
録
か
ら
見
受
け
ら
れ
る
︒

乙
卯
︑
詔
し
た
ま
は
く
︑﹁
上
は
曾
祖
よ
り
下
は
亥
孫
に
至
る
ま
で
に
︑

奕
世
孝
順
な
る
者
に
は
︑
戸
を
挙
り
て
復
を
給
ひ
︑
門
閭
に
表
旌
し
て
義

家
と
す
﹂
と
の
た
ま
ふ
︒︵
﹃
続
日
本
紀
﹄
大
宝
二
年
十
月㉛

︶

以
降
︑
天
皇
の
代
替
わ
り
や
吉
兆
の
出
現
な
ど
の
大
赦
と
し
て
︑
孝
子
へ
の
表

彰
・
課
役
免
除
の
勅
令
は
繰
り
返
し
記
録
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
天
平
三
年
十
二
月

に
は
神
馬
出
現
を
祝
し
て
︑
朝
廷
が
人
民
に
食
糧
を
施
す
勅
令
が
発
布
さ
れ
︑

そ
の
対
象
に
孝
子
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
朝
廷
の
孝
子
厚
遇
姿
勢
は
︑
政
策
と
し

て
如
実
に
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
実
際
に
孝
奨
励
政
策
の
対
象
者
の
記
録

も
残
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
続
日
本
紀
﹄
和
銅
七
年
十
一
月
に
大
倭
忌
寸
果
安
︑
奈

良
許
知
麻
呂
︑
四
比
信
紗
の
三
名
が
孝
子
と
し
て
表
彰
︑
終
身
課
役
免
除
の
恩

賞
が
与
え
ら
れ
た
例
を
筆
頭
と
し
て
︑﹃
六
国
史
﹄
全
体
で
計
二
三
名㉜

が
孝
を

理
由
に
課
役
免
除
・
位
階
授
与
と
い
っ
た
恩
賞
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
記
録
さ
れ
た
孝
子
は
庶
民
階
級
が
中
心
で
あ
っ
た
が
︑
孝
奨
励
政
策

の
直
接
的
影
響
を
受
け
た
の
は
官
人
達
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
官
人
養
成
機
関
の

大
学
寮
で
︑
孝
の
基
本
書
で
あ
る
﹃
孝
経
﹄
は
﹃
論
語
﹄
と
と
も
に
必
修
書
で

あ
っ
た
︒
更
に
孝
謙
天
皇
の
天
平
宝
字
元
年
四
月
の
詔
︵﹃
続
日
本
紀
﹄
︶
で
は

﹃
孝
経
﹄
の
学
習
︑
家
ご
と
に
一
冊
の
所
持
が
勧
め
ら
れ
た
︒
中
国
聖
代
の
孝

統
治
観
に
基
づ
く
唐
の
玄
宗
に
よ
る
天
宝
三
載
赦
文
を
元
に
し
た
勅
令
で
︑
孝

統
治
観
の
反
映
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
う
い
っ
た
勅
令
を
理
解
し
政
策

を
実
行
す
る
た
め
に
︑
当
時
の
官
人
達
に
孝
思
想
の
知
識
が
求
め
ら
れ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
︒
そ
こ
で
思
い
返
し
た
い
の
が
︑
孝
子
説
話
で
あ
る
︒
孝
子
説
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話
は
孝
子
の
賞
賛
を
目
的
と
し
︑
理
想
的
孝
の
具
体
例
を
示
し
て
い
る
︒
孝
子

奨
励
と
い
う
政
策
に
は
模
範
例
が
必
要
で
あ
り
︑
官
人
達
の
孝
理
解
を
支
え
る

も
の
と
し
て
の
孝
子
説
話
の
在
り
方
が
推
測
さ
れ
る㉝

︒
実
際
に
前
掲
の
﹃
令
義

解
﹄︵
巻
三
・
賦
役
令
︶
で
は
︑﹁
孝
子
︑
順
孫
﹂
の
注
釈
に
︑

謂
︑
高
柴
泣
㆑

血
三
年
︒
願
悌
絶
㆑

漿
五
日
之
類
︑
孝
子
也
︒
原
穀
喩
㆑

父

迎
㆑

祖
︒
劉
殷
冒
㆑

雪
獲
㆑

芹
之
類
︑
順
孫
也
︒︵﹃
令
義
解
﹄
巻
三
・
賦
役

令
︶

と
高
柴
・
願
悌
・
原
穀
・
劉
殷
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
該
当
者
の
具
体
例
と
し
て
孝

子
説
話
が
活
用
さ
れ
て
い
る
︒
孝
子
説
話
は
孝
思
想
理
解
を
支
え
る
中
で
︑
次

第
に
具
体
例
を
越
え
て
い
っ
た
︒﹃
経
国
集
﹄
巻
二
十
に
所
収
さ
れ
た
神
蟲
麿

の
対
策
文
︵
二
五
五
︶
に
注
目
し
た
い
︒

対
ふ
︒
竊
に
聞
く
︑﹁
孝
子
匱
ず
﹂
と
い
ふ
こ
と
は
︑
已
に
六
義
の
典
に

著
は
れ
︑﹁
父
の
蠱
を
幹
る
﹂
と
い
ふ
こ
と
は
︑
式
て
八
象
の
文
に
編
め

り
と
︒
是
に
知
る
︑
国
を
興
し
家
を
隆
に
す
る
は
︑
必
ず
孝
道
に
由
る
と

い
ふ
こ
と
を
︒
故
蒸
蒸
な
る
虞
帝
︑
終
に
昭
華
の
珪
を
受
け
︑
翹
翹
な
る

漢
臣
︑
乃
ち
萬
石
の
号
を
標
さ
し
む
︒
爾
自
り
阿
劉
が
淳
孝
な
る
︑
乃
ち

身
を
殞
し
て
親
に
令
へ
︑
桓
温
が
篤
誠
な
る
︑
終
に
刀
を
振
ひ
て
敵
を
殺

す
︒
魏
陽
首
を
斬
り
て
︑
薦
祭
の
心
を
存
ち
︑
趙
娥
仇
を
刺
し
て
︑
就
刑

の
請
を
致
す㉞

︒

臣
と
子
の
道
の
両
立
で
き
る
か
︑
否
か
の
問
い
に
対
し
︑
舜
と
漢
家
の
臣
︑
更

に
四
人
の
孝
子㉟

を
組
み
込
み
︑
答
え
が
作
ら
れ
て
い
る
︒
前
半
は
虞
帝
と
漢
臣

の
対
句
︑
後
半
は
男
女
の
組
で
の
対
句
と
さ
れ
︑
更
に
桓
温
︑
魏
陽
︑
趙
娥
の

三
人
は
親
の
仇
の
死
を
以
っ
て
孝
を
示
す
点
で
共
通
し
て
い
る
︒
未
詳
の
阿
劉

も
そ
れ
に
関
連
す
る
話
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
よ
う
︒
連
想
に
よ
る
対
句
構
成

と
い
う
単
な
る
具
体
的
例
示
を
越
え
た
方
法
に
よ
り
︑
孝
子
説
話
が
文
学
活
動

へ
参
入
し
︑
創
作
素
材
と
し
て
発
展
し
た
様
が
窺
わ
れ
る
︒

こ
の
参
入
は
︑
物
語
に
も
至
っ
た
︒
男
性
官
人
の
作
者
が
想
定
さ
れ
る
﹃
宇

津
保
物
語
﹄﹁
俊
陰
﹂
に
て
︑
母
を
養
う
仲
忠
の
様
が
語
ら
れ
る
中
︑
氷
の
張

っ
た
冬
の
日
︑
仲
忠
は
母
に
魚
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
嘆
く
︒
そ
こ
で

﹁
ま
こ
と
に
わ
れ
孝
の
子
な
ら
ば
︑
氷
解
け
て
魚
出
で
来
︒
孝
の
子
な
ら
ず
は
︑

な
出
で
来
そ
﹂︵
﹁
俊
陰
﹂
七
三
頁
︶
と
問
い
か
け
た
と
こ
ろ
︑
魚
が
飛
び
出
て

き
て
仲
忠
の
孝
が
認
め
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
氷
の
張
る
冬
に
継
母
か
ら
魚
を
求
め

ら
れ
︑
嘆
く
王
祥
の
前
に
魚
が
飛
び
出
て
き
た
と
い
う
王
祥
譚
を
踏
ま
え
た
上

で
の
描
写
と
な
っ
て
い
る
︒
元
は
天
か
ら
の
救
出
と
し
て
奇
跡
が
起
こ
さ
れ
る

が
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
で
は
仲
忠
の
言
葉
に
応
じ
︑
奇
跡
が
起
こ
さ
れ
る㊱

︒
孝

子
説
話
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
の
で
は
な
く
︑
物
語
に
応
じ
て
加
工
し
つ
つ
組

み
込
む
方
法
が
と
ら
れ
︑
更
に
工
夫
さ
れ
た
素
材
使
用
の
方
法
と
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
文
学
素
材
と
成
り
得
た
孝
子
説
話
の
中
に
︑
継
子
譚
が
含
ま
れ

て
い
た
︒
孝
子
説
話
が
共
通
知
識
・
文
学
素
材
と
し
て
共
有
さ
れ
る
中
で
︑
継

子
譚
も
同
時
に
共
有
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
政
治
に
関
連
す
る
官
人
達
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の
学
問
知
識
を
始
発
と
し
て
︑
取
り
込
み
の
場
は
文
学
活
動
へ
と
及
ん
で
い
っ

た
︒
次
第
に
家
柄
に
よ
っ
て
官
位
が
独
占
さ
れ
︑
学
問
知
識
が
現
実
の
出
世
と

切
り
離
さ
れ
て
い
く
中
で
︑
依
然
と
し
て
知
識
を
最
大
限
に
生
か
せ
る
場
が
文

学
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
詩
作
に
限
ら
ず
︑
政
治
と
無
関
係
な
物
語
で
も
同
様
で
︑

知
識
に
基
づ
き
生
ま
れ
た
優
れ
た
物
語
は
︑
評
価
が
高
ま
る
に
従
い
多
数
の
読

者
を
獲
得
し
広
が
っ
て
い
く
︒
作
者
達
は
己
の
知
識
が
発
揮
・
評
価
さ
れ
る
場

へ
︑
現
実
で
は
満
た
さ
れ
な
い
欲
求
を
託
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
享
受
層
の
拡

大
に
伴
い
︑
学
問
知
識
は
女
性
や
子
ど
も
に
も
届
く
こ
と
と
な
る
が
︑
知
識
に

元
々
根
差
し
て
い
た
政
治
性
は
次
第
に
抜
け
落
ち
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
し

か
し
政
治
性
の
読
み
取
り
は
︑
前
掲
し
た
仲
忠
の
例
の
よ
う
に
必
ず
し
も
必
要

で
は
な
く
︑
孝
子
説
話
は
奇
跡
や
理
想
性
に
さ
え
注
目
で
き
れ
ば
︑
十
分
楽
し

め
る
素
材
で
あ
っ
た
︒
孝
子
説
話
の
広
が
り
は
︑
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
継
子
譚

も
共
有
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
示
す
︒
一
方
で
仏
典
引
用
の
継
子
譚
も
仏
教
信
仰

の
浸
透
に
よ
り
受
容
さ
れ
て
い
く
︒
説
法
と
い
っ
た
仏
教
行
事
な
ど
の
機
会
で

も
︑
こ
れ
ら
は
広
が
っ
て
い
っ
た
︒
こ
う
し
て
継
子
譚
は
人
々
の
間
で
普
及
し

て
い
き
︑
そ
れ
が
冒
頭
で
述
べ
た
物
語
の
登
場
人
物
の
継
子
い
じ
め
の
認
識
描

写
︑
物
語
の
継
子
譚
組
み
込
み
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
︒

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
忠
こ
そ
の
継
子
い
じ
め
物
語
は
︑﹁
吹
上

下
﹂
に
お
い
て
︑

落
ち
ぶ
れ
た
継
母
と
の
再
会
に
よ
り
結
末
を
迎
え
る
︒
こ
こ
で
忠
こ
そ
は
︑
継

母
の
生
時
中
の
世
話
︑
死
後
の
供
養
を
誓
う
︒
継
母
の
所
業
を
知
っ
て
も
な
お
︑

怨
み
を
見
せ
ず
に
仕
え
る
忠
こ
そ
か
ら
︑
孝
子
と
し
て
の
姿
が
読
み
と
れ
よ
う
︒

﹃
落
窪
物
語
﹄
で
も
︑
父
の
中
納
言
と
女
君
の
再
会
後
に
孝
養
が
重
ね
ら
れ
て

い
く
が
︑
そ
の
契
機
と
な
る
男
君
の
言
葉
に
﹁
孝
﹂
が
使
用
さ
れ
る
︒

世
人
は
老
い
た
る
親
の
た
め
に
す
る
孝
こ
そ
い
と
け
う
あ
り
と
思
ふ
事
は
︑

七
十
や
六
十
な
る
年
︑
賀
と
言
ひ
て
遊
び
︑
楽
を
し
て
見
せ
給
︑
又
若
菜

ま
い
る
と
て
年
の
は
じ
め
に
す
る
事
︑
さ
て
八
講
と
言
ひ
て
︑
経
︑
仏
か

き
供
養
す
る
事
こ
そ
は
あ
め
れ
︒︵﹃
落
窪
物
語
﹄
巻
三

二
一
九
頁
︶

日
本
の
継
子
譚
と
孝
思
想
の
繋
が
り
を
思
わ
せ
る
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
︑
孝
子

説
話
の
一
種
で
あ
る
中
国
の
継
子
譚
は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
言
え
よ
う
︒

五

お
わ
り
に

平
安
期
の
婚
姻
制
度
・
養
育
制
度
で
は
︑
継
子
い
じ
め
は
現
実
的
に
起
こ
り

に
く
い
社
会
で
あ
っ
た
︒
そ
の
中
で
描
か
れ
た
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
発
端
要

因
は
︑
中
国
・
イ
ン
ド
伝
来
の
継
子
譚
の
発
端
要
因
と
共
通
し
て
お
り
︑
平
安

期
の
継
子
譚
に
お
け
る
影
響
や
作
用
を
推
測
さ
せ
る
︒
中
国
の
継
子
譚
は
孝
子

説
話
の
一
種
で
あ
っ
た
︒
孝
を
国
家
統
一
理
念
と
す
る
治
世
観
に
基
づ
き
︑
日

本
に
お
い
て
も
孝
奨
励
の
政
策
が
と
ら
れ
た
︒
そ
う
い
っ
た
中
︑
孝
子
説
話
は

政
治
知
識
を
始
発
と
し
︑
文
学
知
識
と
な
り
共
有
さ
れ
て
い
く
︒
広
く
享
受
さ

れ
る
中
で
政
治
性
は
後
退
し
て
い
く
も
の
の
︑
こ
の
素
材
の
広
が
り
に
よ
っ
て
︑

継
子
譚
の
展
開
は
支
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

平
安
期
の
継
子
譚
展
開

二
四



注①

﹃
落
窪
物
語
﹄・﹃
住
吉
物
語
﹄
の
引
用
は
全
て
藤
井
貞
和
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文

学
大
系

落
窪
物
語

住
吉
物
語
﹄︵
岩
波
書
店

一
九
八
九
年
︶
に
よ
る
︒
以
下
︑

引
用
資
料
の
旧
字
・
異
体
字
等
は
現
行
の
も
の
に
改
め
︑
ル
ビ
は
省
略
し
た
︒
ま
た
︑

傍
線
は
稿
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
︒

②

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
引
用
は
全
て
阿
部
秋
生
︑
秋
山
虔
︑
今
井
源
衛
︑
鈴
木
日
出
男

校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

源
氏
物
語
①
～
⑥
﹄︵
小
学
館

一
九
九

四
年
～
一
九
九
八
年
︶
に
よ
る
︒

③

柳
田
國
男
﹁
桃
太
郎
の
誕
生
﹂︵﹃
柳
田
國
男
全
集

第
六
巻
﹄
筑
摩
書
房

一
九

九
八
年
︶

④

山
室
静
﹃
世
界
の
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
﹄︵
新
潮
社

一
九
七
九
年
︶

⑤

三
木
雅
博
﹁︿
継
子
い
じ
め
﹀
の
物
語
と
中
国
文
学

︱
﹃
う
つ
ほ
﹄
忠
こ
そ
・

落
窪
・
住
吉
の
成
立
を
考
え
る
た
め
に

︱
﹂︵﹃
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究

五
〇
︱
四
号
﹄
二
〇
〇
五
年
四
月
︶

⑥

折
口
信
夫
﹁
日
本
文
学
の
発
生

序
説
﹂︵﹃
折
口
信
夫
全
集

第
七
巻
﹄
中
央
公

論
社

一
九
五
五
年
︶

⑦

関
敬
吾
﹁
婚
姻
譚
と
し
て
の
住
吉
物
語

︱
物
語
文
学
と
昔
話

︱
﹂︵﹃
国
語
と

国
文
学

三
九
︱
一
〇
号
﹄
一
九
六
二
年
一
〇
月
︶

⑧

三
谷
邦
明
﹁
継
子
も
の

︱
世
界
と
日
本
﹂︵﹃
解
釈
と
鑑
賞

三
九
︱
一
号
﹄
一

九
七
四
年
一
月
︶︑
三
谷
邦
明
﹃
物
語
文
学
の
方
法
Ⅰ
﹄︵
有
精
堂

一
九
八
九
年
)

⑨

藤
井
貞
和
﹃
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
﹄︵
冬
樹
社

一
九
八
〇
年
︶

⑩

古
橋
信
孝
﹁
物
語
文
学
と
神
話

︱
継
子
い
じ
め
譚
の
発
生
論
﹂︵﹃
神
話
・
物
語

の
文
芸
史
﹄
ぺ
り
か
ん
社

一
九
九
二
年
︶

⑪

池
田
弥
三
郎
﹁
ま
ま
子
い
じ
め
の
文
学
と
そ
の
周
辺
﹂︵﹃
池
田
弥
三
郎
著
作
集

第
四
﹄
角
川
書
店

一
九
八
〇
年
︶

⑫

服
藤
早
苗
﹁
児
童
と
文
学
﹂︵
久
保
田
淳
ほ
か
編
﹃
岩
波
講
座

日
本
文
学
史

第
二
巻

九
・
十
世
紀
の
文
学
﹄
岩
波
書
店

一
九
九
六
年
︶

⑬

倉
田
実
﹁
真
木
柱
と
紅
梅
大
納
言
の
子
ど
も
た
ち

︱
実
女
・
養
女
・
継
女

︱
﹂︵﹃
古
代
文
学
研
究
第
二
次

一
五
号
﹄
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
︶

⑭

倉
田
実
氏
は
﹃
王
朝
摂
関
期
の
養
女
た
ち
﹄
︵
翰
林
書
房

二
〇
〇
四
年
︶
に
て

継
母
子
関
係
か
ら
養
母
子
に
移
行
し
た
例
の
少
な
さ
を
示
す
︒

⑮

片
桐
洋
一
︑
福
井
貞
助
︑
高
橋
正
治
︑
清
水
好
子
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集

竹
取
物
語

伊
勢
物
語

大
和
物
語

平
中
物
語
﹄︵
小
学
館

一
九
九

四
年
︶

⑯

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
引
用
は
全
て
中
野
幸
一
編
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

う

つ
ほ
物
語
①
﹄
︵
小
学
館

一
九
九
九
年
︶
に
よ
る
︒

⑰

三
木
雅
博
﹁
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
忠
こ
そ
の
︿
継
子
い
じ
め
譚
﹀
の
位
相

︱
﹃
孝

子
伝
﹄
の
伯
奇
譚
・
ク
ナ
ラ
太
子
譚
と
の
比
較
考
察
か
ら

︱
﹂︵
﹃
国
語
国
文

七

三
︱
一
号
﹄
二
〇
〇
四
年
一
月
︶

⑱

弘
徽
殿
女
御
は
﹁
継
母
﹂
と
呼
称
さ
れ
な
い
が
︑
桐
壺
帝
が
弘
徽
殿
女
御
の
御
簾

の
中
に
光
源
氏
を
入
れ
親
交
を
依
頼
し
て
お
り
︵﹁
桐
壺
﹂
三
八
頁
︶︑
継
母
的
立
場

に
あ
る
人
物
と
し
て
と
れ
る
︒

⑲

｢継
母
の
北
の
方
な
ど
の
︑
﹁
に
は
か
な
り
し
幸
い
の
あ
わ
た
た
し
さ
︒
あ
な
ゆ
ゆ

し
や
︒
思
ふ
人
︑
か
た
が
た
に
つ
け
て
別
れ
た
ま
ふ
人
か
な
﹂
と
の
た
ま
ひ
け
る
を
︑

さ
る
た
よ
り
あ
り
て
漏
り
聞
き
た
ま
ふ
に
も
︑
い
み
じ
う
心
憂
け
れ
ば
︑﹂︵
﹁
須
磨
﹂

一
七
二
頁
︶
︑
﹁
式
部
卿
宮
の
大
北
の
方
︑
常
に
う
け
は
し
げ
な
る
こ
と
ど
も
を
の
た

ま
ひ
出
で
つ
つ
︑
あ
ぢ
き
な
き
大
将
の
御
事
に
て
さ
へ
︑
あ
や
し
く
恨
み
そ
ね
み
た

ま
ふ
な
る
を
︑
か
や
う
に
聞
き
て
︑
い
か
に
い
ち
じ
る
く
思
ひ
あ
は
せ
た
ま
は
む
﹂

︵﹁
若
菜
上
﹂
五
三
頁
︶
と
︑
紫
の
上
は
物
語
で
繰
り
返
し
︑
継
母
と
の
不
仲
が
語
ら

れ
る
︒

⑳

小
峯
和
明
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

今
昔
物
語
③
﹄︵
岩
波
書
店

一
九

九
九
年
︶

平
安
期
の
継
子
譚
展
開

二
五



㉑

注
⑰
に
同
じ
︒

㉒

日
向
一
雅
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
と
継
子
譚
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
主
題
﹁
家
﹂
の
遺
志
と

宿
世
の
物
語
の
構
造
﹄
桜
楓
社

一
九
八
三
年
︶︑
金
鍾
徳
﹁
継
子
譚
の
類
型
表
現

と
パ
ロ
デ
ィ
﹂︵
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
編
﹃
パ
ロ
デ
ィ
と
日
本
文
化
﹄
笠
間
書

院

二
〇
一
四
年
︶
な
ど
︒

㉓

﹃
宝
物
集
﹄
の
巻
数
は
小
泉
弘
︑
山
田
昭
全
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

宝

物
集
﹄︵
岩
波
書
店

一
九
九
三
年
︶
に
基
づ
く
︒

㉔

﹃
孝
子
伝
﹄
は
﹃
令
集
解
﹄
に
よ
る
引
用
︑
説
話
集
に
よ
る
典
拠
利
用
︑﹃
う
つ
ほ

物
語
﹄
の
物
語
素
材
な
ど
︑
平
安
期
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
︒
黒
田
彰
﹃
孝
子
伝

の
研
究
﹄︵
思
文
閣

二
〇
〇
一
年
︶
が
詳
し
い
︒

㉕

﹃
酉
陽
雑
俎
﹄
続
集
所
収
の
﹁
葉
限
﹂
は
︑
シ
ン
デ
レ
ラ
型
の
例
で
あ
る
が
︑
南

イ
ン
ド
シ
ナ
の
伝
承
記
録
で
︑
平
安
期
以
前
の
唯
一
の
例
で
あ
る
た
め
︑
中
国
継
子

譚
は
主
と
し
て
孝
子
説
話
形
式
を
取
る
と
言
っ
て
よ
い
︒

㉖

田
中
徳
定
﹃
孝
思
想
の
受
容
と
古
代
中
世
文
学
﹄︵
新
典
社

二
〇
〇
七
年
︶

㉗

工
藤
重
矩
﹃
平
安
朝
文
学
と
儒
教
の
文
学
観

︱
源
氏
物
語
を
読
む
意
義
を
求
め

て

︱
﹄︵
笠
間
書
院

二
〇
一
四
年
︶

㉘

津
田
左
右
吉
﹃
文
学
に
現
は
れ
た
る
国
民
思
想
の
研
究

第
一
巻

改
訂
版
﹄

︵
岩
波
書
店

一
九
五
一
年
︶

㉙

拙
稿
﹁
光
源
氏
の
物
語
に
お
け
る
舜
譚
利
用

︱
孝
思
想
と
の
関
わ
り
か
ら

︱
﹂︵﹃
社
会
科
学

第
四
五
巻
第
一
・
二
号
﹄
二
〇
一
五
年
八
月
︶

㉚

黒
川
勝
美
編
﹃
新
訂
増
補
国
史
大
系

令
義
解
﹄︵
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
〇
年
︶

㉛

青
木
和
夫
ほ
か
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

続
日
本
紀
①
﹄︵
岩
波
書
店

一
九
八
九
年
︶

㉜

徳
田
進
﹃
孝
子
説
話
集
の
研
究

中
世
篇
﹄︵
井
上
書
房

一
九
六
三
年
︶
を
参

考
に
︑
孝
子
本
人
に
対
す
る
恩
賞
記
録
例
を
調
査
し
た
︒

㉝

田
中
徳
定
氏
は
︑
孝
子
説
話
が
孝
子
表
旌
の
判
断
基
準
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性

を
指
摘
し
て
い
る
︒︵﹁
孝
子
表
旌
に
み
る
孝
思
想
﹂﹃
孝
思
想
の
受
容
と
古
代
中
世

文
学
﹄
新
典
社

二
〇
〇
七
年
︶

㉞

小
島
憲
之
﹁
経
国
集
詩
注
﹂︵
﹃
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学

補
篇
﹄
塙
書
房

二
〇

〇
二
年
︶

㉟

小
島
憲
之
氏
は
注
㉞
で
阿
劉
を
未
詳
と
し
つ
つ
も
︑
女
性
の
孝
子
と
推
測
し
て
い

る
︒

㊱

山
本
登
朗
氏
は
︑
奇
瑞
を
引
き
起
こ
す
仲
忠
の
発
言
に
︑
物
語
を
貫
く
﹁
親
子
の

愛
し
さ
﹂
と
奇
瑞
を
出
現
さ
せ
る
﹁
孝
﹂
を
結
び
つ
け
る
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
の
方
法

を
指
摘
す
る
︒
︵﹁
親
と
子

︱
宇
津
保
物
語
の
方
法
﹂
﹃
森
重
先
生
喜
寿
記
念
こ
と

ば
と
こ
と
の
は
﹄
刊
行
会
編
﹃
こ
と
ば
と
こ
と
の
は
﹄
和
泉
書
院

一
九
九
九
年
︶

︹
付
記
︺

本
稿
は
二
〇
一
五
年
度
同
志
社
大
学
国
文
学
会
研
究
発
表
会
︵
二
〇
一
五
年

六
月
二
一
日
︶
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
す
︒
多
く
の
貴

重
な
ご
意
見
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

平
安
期
の
継
子
譚
展
開

二
六


