
『

�坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
と
『
花
桜
折
る
少
将
』
と
に
お
け
る

男
主
人
公
の
〈
恋
〉
の
行
方
を
め
ぐ
っ
て

大
倉
比
呂
志

一

『

�坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
の
冒
頭
は
、

①

�

五
月
待
ち
つ
け
た
る
花
橘
の
香
も
、
昔
の
人
恋
し
う
、
秋
の
夕
べ
に
も
劣
ら
ぬ
風
に
、

う
ち
匂
ひ
た
る
は
、
を
か
し
う
も
あ
は
れ
に
も
思
ひ
知
ら
る
る
を
、
山
ほ
と
と
ぎ
す
も
里

な
れ
て
語
ら
ふ
に
、
三
日
月
の
か
げ
ほ
の
か
な
る
は
、
折
か
ら
忍
び
が
た
く
て
、

�例
の

宮
わ
た
り
に
お
と
な
は
ま
ほ
し
う
思
さ
る
れ
ど
、
か
ひ
あ
ら
じ
と
う
ち
な
げ
か
れ
て
、

�

あ
る
わ
た
り
の
、
な
ほ
情
け
あ
ま
り
な
る
ま
で
と
思
せ
ど
、
そ
な
た
は
も
の
憂
き
な
る

べ
し
。
（
四
三
一

（
１
））

と
語
ら
れ
て
お
り
、

�は
有
名
な
「
さ
つ
き
ま
つ
花
た
ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人

の
袖
の
香
ぞ
す
る

（
２
）」
（
古
今
和
歌
集

�夏

�一
三
九

�よ
み
人
し
ら
ず
）
が
ふ
ま
え
ら
れ
て

い
る
わ
け
だ
が
、
橘
に
は

�トゲ

�が
あ
る
と
い
う
点
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

�トゲ

�に
は
物
事
が
順
調
に
進
行
な
い
し
は
展
開
し
て
い
か
な
い
障
壁
、

い
わ
ば

�障害

�と
い
う
負
的
な
意
味
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
男
主
人
公

権
中
納
言
（
以
下
、
権
中
納
言
と
称
す
る
）
に
と
っ
て
近
い
将
来
何
ら
か
の

�障
害

�に

遭
遇
す
る
可
能
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
冒
頭
部
で
語
ら

れ
て
い
る
点
が
重
要
な
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、

�に
は
花
橘
の
香
が
権
中
納
言
に
昔
馴
染

の
女
を
想
起
さ
せ
る
機
能
を
帯
び
て
い
る
わ
け
だ
が
、

�の
ご
と
く
権
中
納
言
に
媚
態

を
尽
く
す
女
よ
り
も
、

�の
よ
う
に
権
中
納
言
が
来
訪
し
て
も
冷
淡
に
し
か
対
応
し
よ

う
と
し
な
い
姫
宮
に
執
着
し
て
い
る
状
況
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
根

合
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
小
宰
相
の
君
か
ら
左
右
ど
ち
ら
に
味
方
す
る
の
か
と

尋
ね
ら
れ
て
、
権
中
納
言
は
「
『
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
身
な
れ
ど
も
、
引
き
取
り
た
ま
は

む
方
に
こ
そ
』
」
（
四
三
二
）
と
答
え
て
、
左
方
の
方
人
と
な
る
の
に
対
し
て
、
右
方
の

方
人
と
な
っ
た
三
位
中
将
は
「『
こ
と
に
も
侍
ら
ぬ
。
心
の
思
は
む
限
り
こ
そ
は
』
と
、

た
の
も
し
う
の
た
ま
ふ
」
（
四
三
三
）
と
あ
る
点
か
ら
、
消
極
的
な
権
中
納
言
と
積
極

的
な
三
位
中
将
と
が
対
照
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
根
合
の
当
日
、
権
中
納
言

は
夜
明
け
か
ら
準
備
に
い
そ
し
む
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
左
方
が
勝
利
を
収
め
る
の

で
あ
る
。

―２―
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�

冒
頭
に
お
け
る
結
末
の
暗
示
も
し
く
は
予
告
の
提
示

�



そ
の
根
合
終
了
後
に
、
管
弦
の
遊
び
が
開
催
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、

②
中
納
言
、
堪
へ
ず
を
か
し
う
や
思
さ
る
ら
む
、
和
琴
取
り
寄
せ
て
、
弾
き
合
せ
た
ま
へ
り
。

こ
の
世
の
こ
と
と
も
聞
こ
え
ず
。
三
位
、
横
笛
、
四
位
少
将
、
拍
子
と
り
て
、

�蔵
人
少
将
、

伊
勢
の
海
う
た
ひ
た
ま
ふ
、
声
ま
ぎ
れ
ず
う
つ
く
し
。
…
…

�中
納
言
ま
か
り
で
た
ま
ふ
と

て
、
「
階
の
も
と
の
薔
薇
も
」
と
、
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
を
、
若
き
人
々
は
、
あ
か
ず
慕

ひ
ぬ
べ
く
、
め
で
き
こ
ゆ
。

�

ヘか
の
宮
わ
た
り
に
も
、
お
ぼ
つ
か
な
き
ほ
ど
に
な
り
に
け
る

を
と
、
お
と
な
は
ま
ほ
し
う
思
せ
ど
、
い
た
う
更
け
ぬ
ら
む
と
て
、
う
ち
臥
し
た
ま
へ
れ

ど
、
ま
ど
ろ
ま
れ
ず
。
「
人
は
物
を
や
」
と
ぞ
言
は
れ
た
ま
ひ
け
る
。
…
…
例
の
か
ひ
な

さ
を
思
し
な
げ
く
ほ
ど
に
、
は
か
な
く
五
月
も
過
ぎ
ぬ
。
（
四
三
七

�四
三
九
）

と
語
ら
れ
て
い
る
。

�に
よ
り
蔵
人
少
将
が
催
馬
楽
「
伊
勢
の
海
」
を
歌
う
わ
け
だ
が
、

そ
れ
は
、

③
伊
勢
の
海
の
き
よ
き
渚
に
潮
間
に
な
の
り
そ
や
摘
ま
む
貝
や
拾
は
む
や
玉
や

拾
は
む
や
（
伊
勢
の
海
の
汚
れ
な
く
美
し
い
海
岸
で
、
潮
の
引
い
て
い
る
間
に
、
な
の
り
そ
を
摘

も
う
。
貝
を
拾
お
う
よ
。
玉
を
拾
お
う
よ

（
３
）。）

で
あ
り
、
「
祝
宴
賀
宴
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
祝
言
の
歌
謡
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た

（
４
）」

と
考
え
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
波
線
部
「
貝
や
拾
は
む
や
」
は
単
に
貝
を
意
味
す
る
の

で
は
な
く
、
『
土
左
日
記
』
に
も
「
何
の
葦
蔭
に
こ
と
づ
け
て
、
老
海
鼠

ほ
や

の
つ
ま
の

胎
鮨

い
ず
し

、
鮨
鮑 あ
は
びを
ぞ
、
心
に
も
あ
ら
ぬ
脛
に
あ
げ
て
見
せ
け
る

（
５
）」
（
一
月
十
三
日
条
）
と
あ

る
よ
う
に
、
貝
の
仲
間
で
あ
る
「
胎
貝
」
と
「
鮑
」
は

�女陰

�を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
「
伊
勢
の
海
」
に
お
け
る
「
貝
」
に
も
深
層
的
に
は

�女

�の
意
味
が
内

在
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

（
６
）。
だ
か
ら
こ
そ
、
公
的
な

�根合

�で
勝
利
を

収
め
た
権
中
納
言
は
欲
情
が
そ
そ
ら
れ
た
結
果
、
へ

�の
ご
と
く
、

�根
合

�と
同
音
で

あ
る
姫
宮
と
の

�寝合

�を
希
求
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
深
夜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
で
姫
宮
訪
問
を
諦
め
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
権
中
納
言
の
消
極
性
が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

�に
お
け
る
権
中
納
言
の
朗
詠
は
何
を
意
味
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

④
甕
頭
竹
葉
は
春
を
経
て
熟
す
階
底
の
薔
薇
は
夏
に
入
つ
て
開
く
（
甕
頭
と
か
竹
葉
な
ど

と
い
わ
れ
る
酒
が
、
今
年
も
熟
成
の
春
を
過
ぎ
て
い
っ
そ
う
お
い
し
く
な
っ
た
。
階
段
の
辺
り
の
薔

薇
の
花
は
夏
を
迎
え
て
り
っ
ぱ
に
咲
い
て
い
る
。

�

『
和
漢
朗
詠
集
』
首
夏

�白
居
易

（
７
）

�）

の
波
線
部
を
権
中
納
言
は
朗
詠
し
た
わ
け
だ
が
、
「
薔
薇
」
は
花
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に

�女

�の
意
味
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
薔
薇
」
が
夏
に
な
っ
て
美
し
く
咲
い
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
姫
宮
も

�女

�と
し
て
充
分
に
開
花
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
権

中
納
言
は
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
、
「
橘
」
と
同
様
「
薔
薇
」
に
も

�ト

ゲ

�が
あ
り
、
そ
れ
は

�障害

�の
意
味
を
内
在
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

た
め
に
権
中
納
言
は
姫
宮
を
訪
問
し
た
い
と
希
望
す
る
も
の
の
、
消
極
的
に
な
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
つ
ま
り
、
権
中
納
言
に
と
っ
て

�障害

�が
二
個

所
も
語
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
権
中
納
言
と

姫
君
と
の
将
来
に
お
け
る

�障害
の
可
能
性

�が
予
告
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
六
月
に
な
っ
て
権
中
納
言
は
姫
宮
を
訪
問
し
、
姫
宮
付
き
の

侍
女
で
あ
る
宰
相
の
君
と
対
面
し
た
後
、

⑤
「
例
の
、
か
ひ
な
く
と
も
、
か
く
と
聞
き
つ

ば
か
り
の
（
姫
宮

ノ
）
御
こ
と
の
は
を
だ
に
」

と
（
権
中
納
言

ガ
宰

相
の

君
ヲ
）
せ
め
た
ま
へ

ば
、
「
い
さ
や
」
と
う
ち
な
げ
き
て
入
る
に
、

（
権
中
納
言
ハ
）
や
を
ら
つ
づ
き
て
入
り
ぬ
。
（
四
三
九
）

と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
権
中
納
言
は
姫
宮
の
部
屋
へ
の
闖
入
は
成
功
し
た
も
の
の
、

―３―



結
果
的
に
は
姫
宮
と
の
私
的
な

�寝合

�に
失
敗
し
た
と
い
う
点
か
ら

（
８
）、
冒
頭
に
お
け

る
「
橘
」
と
こ
の
「
薔
薇
」
が
と
も
に

�トゲ

�を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が

�障害

�を
意
味
す
る
隠
喩
で
あ
る
点
に
注
目
す
る
と
、「
薔
薇
」

の
内
在
化
さ
れ
た
意
味
と
と
も
に
、
冒
頭
に
お
い
て
結
末
が
暗
示
も
し
く
は
予
告
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
『

�坂
越
え
ぬ
権
中

納
言
』
は
以
下
述
べ
る
ご
と
く
、
『
花
桜
折
る
少
将
』
と
同
様
な
構
成
の
う
え
に
成
り

立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二

そ
の
『
花
桜
折
る
少
将
』
の
冒
頭
は
「
月
に
は
か
ら
れ
て
」
（
三
八
七
）
と
あ
る
よ

う
に
、
主
人
公
中
将
（
以
下
、
中
将
と
称
す
る
）
が
月
明
か
り
に
よ
っ
て
夜
明
け
に
な
っ

た
と
誤
認
し
て
い
る
点
か
ら
、
月
に
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
結

末
の

�女

�の
取
り
違
え
に
脈
絡
し
て
い
る

（
９
）。
そ
こ
で
中
将
の
女
性
関
係
を
考
え
て
み

る
と
、
ま
だ
真
夜
中
で
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
月
光
に
よ
っ
て
夜
明
け
に
な
っ

た
と
錯
覚
し
て
女
の
家
を
飛
び
出
し
、
途
中
で
そ
れ
に
気
付
い
た
も
の
の
、
女
の
家
に

戻
ろ
う
と
は
し
な
い
中
将
は
そ
れ
ほ
ど
そ
の
女
（
現
在
の
女
）
に
魅
力
を
感
じ
て
お
ら

ず
、
ま
た
そ
の
途
中
で
過
去
の
女
を
思
い
出
し
て
安
否
を
尋
ね
た
結
果
、
中
将
は
「
あ

は
れ
の
こ
と
や
。
尼
な
ど
に
や
な
り
た
る
ら
む
と
、
う
し
ろ
め
た
く
」
（
三
八
八
）
思

っ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
現
時
点
に
お
い
て
は
過
去
の
で
き
ご
と
で
あ
り
、
中
将

に
と
っ
て
現
在
と
過
去
の
女
と
は
い
わ
ば
不
毛
な
る
恋
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
垣
間
見
た

姫
君
（
未
来
の
女
）
も
結
末
で
姫
君
と
祖
母
と
を
取
り
違
え
た
と
い
う
こ
と
に
表
象
さ

れ
て
い
る
ご
と
く
、
未
来
の
女
に
対
し
て
も
不
毛
な
る
恋
に
な
る
こ
と
が
冒
頭
で
暗
示

な
い
し
は
予
告
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て

（

�）、
主
人
公
の

�恋

�の
行
方
は
冒
頭
に
お
い

て
既
に
結
末
が
暗
示
も
し
く
は
予
告
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
『

�坂
越
え
ぬ

権
中
納
言
』
と
『
花
桜
折
る
少
将
』
の
二
作
品
は
同
趣
向
の
作
品
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
二
作
品
は
結
末
に
お
い
て
男
主
人
公
の

�恋

�の
行
方
が
照
射
さ
れ

て
い
る
と
同
時
に
、
冒
頭
の
直
後
で
『

�坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
は
、

⑥
い
か
に
せ
む
と
、
（
権
中
納
言
ハ
）
な
が
め
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
「
内
裏
に
、
御
遊
び
始
ま
る

を
、
た
だ
今
、
参
ら
せ
た
ま
へ
」
と
て
、
蔵
人
少
将
参
り
た
ま
へ
り
。
「
（
帝
ガ
）
待
た
せ

た
ま
ふ
を
」
な
ど
、
そ
そ
の
か
し
き
こ
ゆ
れ
ば
、
も
の
憂
な
が
ら
、
「
車
さ
し
寄
せ
よ
」

な
ど
、
の
た
ま
ふ
を
、
…
…
（
四
三
一
）

と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
帝
が
管
弦
の
遊
び
を
開
く
に
当
た
っ
て
、
権
中
納
言
の
参

加
を
希
望
し
て
い
る
た
め
に
使
者
を
遣
わ
し
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
権
中
納
言
は

管
弦
の
遊
び
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

一
方
、『
花
桜
折
る
少
将
』
の
中
将
も
姫
君
を
垣
間
見
て
、
自
邸
に
帰
宅
し
、「
日
さ
し

あ
が
る
ほ
ど
に
起
き
た
ま
」
（
三
九
〇
）
う
た
後
、
現
在
進
行
中
の
女
か
ら
贈
ら
れ
て

き
た
後
朝
の
返
歌
を
見
て
い
た
折
、
友
人
の
源
中
将
と
兵
衛
佐
が
来
訪
し
、

⑦
「
昨
夜
は
、
い
づ
く
に
隠
れ
た
ま
へ
り
し
ぞ
。
内
裏
に
御
遊
び
あ
り
て
召
し
し
か
ど
も
、

見
つ
け
た
て
ま
つ
ら
で
こ
そ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
「
こ
こ
に
こ
そ
侍
り
し
か
。
あ
や
し
か

り
け
る
こ
と
か
な
」
な
ど
（
中
将
ハ
）
の
た
ま
ふ
。
（
三
九
〇
）

と
あ
る
ご
と
く
、
昨
夜
宮
中
で
管
弦
の
遊
び
が
あ
っ
て
、
帝
が
中
将
を
捜
し
て
い
た
こ

と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
「
琵
琶
を
黄
鐘
調
に
し
ら
べ
て
、
い
と
の
ど
や
か
に
、
を

か
し
く

弾
き
た
ま
ふ
（
中
将

ノ
）
御

手
つ
き
な
ど
、

限
り
な
き
女
も
、
か
く
は
え
あ
ら

じ
と
見
ゆ
。
こ
の
か
た
の
人
々
召
し
出
で
て
、
さ
ま
ざ
ま
う
ち
合
せ
つ
つ
遊
び
た
ま
ふ
」

―４―



（
三
九
一

�三
九
二
）
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
中
将
も
権
中
納
言
と
同
様
、
管
弦
に

堪
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
音
楽
に
堪
能
で
あ
る
二
人

の
男
主
人
公
が
、
巻
末
に
お
い
て
意
中
の
女
に
対
し
て
思
い
通
り
の
結
果
を
招
来
で
き

な
か
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
も
両
作
品
に
お
け
る
同
趣

向
の
展
開
が
指
摘
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三

以
上
の
点
か
ら
、
両
作
品
の
成
立
の
前
後
関
係
を
考
え
る
と
、
『

�坂
越
え
ぬ
権
中

納
言
』
は
天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）
五
月
三
日
庚
申
の
夜
に
開
催
さ
れ
た
「
六
条
斎
院

�子
内
親
王
物
語
歌
合
」
に
小
式
部
作
と
し
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
の

に
対
し
て
、
『
花
桜
折
る
少
将
』
は
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る

『
風
葉
和
歌
集
』
（
巻
二

�春
下

�一
〇
三
）
に
、

⑧
花
の
散
る
こ
ろ
、
人
の
ま
う
で
き
た
り
け
る
に

花
桜
折
る
中
将

散
る
花
を
惜
し
み
お
き
て
も
君
な
く
は
た
れ
に
か
見
せ
む
宿
の
桜
を

（

�）

の
歌
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
『

�坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
が
『
花
桜
折
る

少
将
』
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
一
応
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
あ
く
ま

で
も
臆
測
の
域
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
、
二
人
の
男
主
人
公
の
意
中
の
女

に
対
す
る

�恋

�の
行
方
を
め
ぐ
っ
て
負
的
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
性
は
否
定

し
が
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
も
冒
頭
に
お
い
て
、
男
主
人
公
に
と
っ
て
は
不

毛
な
る
恋
が
暗
示
も
し
く
は
予
告
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
類
似
性
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
状
況
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

四

と
こ
ろ
で
、
『
堤
中
納
言
物
語
』
の
よ
う
な
短
編
物
語
の
特
性
を
考
え
る
際
に
は
、

「
例
の
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
後
述
す
る

ご
と
く
『
源
氏
物
語
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
例
の
」
と
は
明
ら
か
に
差
異
性
を
帯
び

て
い
る
か
ら
だ
。
ち
な
み
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
「
例
の
」
は
『
源
氏
物
語
大

成
』
の
索
引

�に
よ
れ
ば
、
三
七
〇
余
例
ほ
ど
（
「
例
の
人
様
」
「
例
の
人
め
く
」
各
二
例

も
含
む
）
が
指
摘
で
き
る
が
、
そ
の
中
で
最
初
の
巻
近
く
か
ら
「
例
の
」
と
い
う
こ
と

ば
の
用
例
を
任
意
に
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
例
え
ば
帚
木
巻
に
お
け
る
、

⑨
（
光
源
氏
ハ
）
例
の
、
内
裏
に
日
数
経
た
ま
ふ
こ
ろ
、
（
紀
伊
守
邸
デ
空

	ニ

�ウ
タ
メ
ニ
）

さ
る
べ
き
方
の
忌
待
ち
出
で
た
ま
ふ
。
（

1
�一

〇
九

（


））

の
「
例
の
」
を
含
め
た
傍
線
部
は
、
同
巻
の
前
に
あ
る
、

⑩
ま
だ
（
光
源
氏
ガ
）
中
将
な
ど
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
時
は
、
内
裏
に
の
み
さ

ぶ
ら
ひ
よ
う

し
た
ま
ひ
て
、
大
殿
（
＝
左
大
臣
邸
）
に
は
絶
え
絶
え
ま
か
で
た
ま
ふ
。
（

1
�五

三
）

の
傍
線
部
を
受
け
て
お
り
、
ま
た
若
紫
巻
に
お
け
る
、

⑪
い
と
す
ご
げ
に

荒
れ
た
る
所
の
、
人
少
な
な
る
に
、
い
か
に

幼
き
人
（
＝

紫
上
）
お
そ
ろ

し
か
ら
む
と
見

ゆ
。
例
の
所
に
（
光
源
氏

ヲ
）
入
れ
た
て
ま

つ
り
て
、
少
納
言
、
（

尼
君

ノ

臨
終

ノ
）
御
あ
り
さ
ま
な
ど
う
ち

泣
き

つ
つ

聞
こ
え

つ
づ
く
る
に
、
（
光
源
氏
ハ
）
あ
い
な

う
御
袖
も
た
だ
な
ら
ず
。
（

1
�二

四
〇

�二
四
一
）

の
傍
線
部
は
、
や
は
り
同
巻
の
少
し
前
に
あ
る
、

―５―



⑫
（
光
源
氏
ヲ
）
帰
し
た
て
ま
つ
ら
む
は
か
し
こ
し
と
て
、
南
の
廂
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
入
れ

た
て
ま
つ
る
。
（

1
�二

三
六
）

の
傍
線
部
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
『
源
氏
物
語
』
の
諸
巻
の
中
で
多
数
の
「
例
の
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
総

角
巻
（
三
〇
例
）
と
宿
木
巻
（
二
七
例
）
と
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
前
者
に

お
け
る
「
例
の
」
は
、

⑬
（
宇
治
姫
君
タ
チ
ガ
）
け
ざ
や
か
に
お
と
な
び
て
も
（
八
宮
ノ
一
周
忌
ノ
法
事
ヲ
）
い
か
で
か

は
さ
か
し
が
り
た
ま
は
む
こ
と
わ
り
に
て
、
例
の
、
古
人
（
＝
弁
）
召
し
出
で
て
ぞ
（
薫

ハ
）
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。
（

5
�二

二
七
）

と
あ
り
、
傍
線
部
は
二
巻
前
の
橋
姫
巻
に
あ
る
、

⑭
さ
て
、
暁
方
の
宮
（
＝
八
宮
）
の
御
行
ひ
し
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
（
薫
ハ
）
か
の
老
人
召
し
出

で
て
ぞ
あ
ひ
た
ま
へ
り
。
（

5
�一

五
九
）

の
傍
線
部
を
受
け
て
お
り
、
後
者
に
お
け
る
、

⑮
（
中
君
ガ
）
こ
よ
な
く
奥
ま
り
た
ま
へ
る
も
い
と
つ
ら
く
て
、

�の
下
よ
り
几
帳
を
す
こ

し
押
し
入
れ
て
、
例
の
馴
れ
馴
れ
し
げ
に
（
薫
ガ
）
近
づ
き
寄
り
た
ま
ふ
が
い
と
苦
し
け

れ
ば
、
わ
り
な
し
と
思
し
て
、
…
…
（

5
�四

四
五
）

の
傍
線
部
は
、
同
巻
の
前
で
語
ら
れ
て
い
る
、

⑯
（
薫
ハ
）
え
つ
つ
み
あ
へ
で
、
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
柱
の
も
と
の

�の
下
よ
り
、
や
を
ら
お

よ
び
て
（
中
君
ノ
）
御
袖
を
と
ら
へ
つ
。
女
（
＝
中
君
）、
さ
り
や
、
あ
な
心
憂
と
思
ふ
に
、

…
…
（

5
�四

二
七
）

の
傍
線
部
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
長
編
物
語
に
お
い
て
は
、
「
例
の
」
と
い
う

こ
と
ば
を
受
け
る
部
分
が
そ
れ
以
前
で
語
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
い
う
傾
向
を
生

じ
て
お
り
、
こ
れ
が
長
編
物
語
の
ひ
と
つ
の
特
性
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、『
堤
中
納
言
物
語
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
一
〇
編
の
中
で
「
例
の
」

と
い
う
こ
と
ば
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
が
、
『

�坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
と
『
思
は
ぬ

方
に
泊
り
す
る
少
将
』
で
あ
る
が
、
『

�坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
に
お
け
る
「
例
の
」

は
、

⑰
三
日
月
の
か
げ
ほ
の
か
な
る
は
、
折
か
ら
忍
び
が
た
く
て
、
例
の
宮
（
＝
姫
宮
）
わ
た
り

に
（
権
中
納
言
ハ
）
お
と
な
は
ま
ほ
し
う
思
さ
る
れ
ど
、
か
ひ
あ
ら
じ
と
う
ち
な
げ
か
れ

て
、
…
…
（
四
三
一
）

⑱
（
権
中
納
言
ハ
）
に
く
か
ら
ず
う
ち
笑
ひ
て
、
出
で
た
ま
ひ
ぬ
る
を
、
例
の
、
つ
れ
な
き
御

気
色
こ
そ
わ
び
し
け
れ
、
か
か
る
折
は
、
う
ち
乱
れ
た
ま
へ
か
し
と
ぞ
（
女
房
タ
チ
ハ
）

見
ゆ
る
。
（
四
三
三
）

⑲
例
の
（
姫
宮
ヘ
ノ
）
か
ひ
な
さ
を
（
権
中
納
言
ガ
）
思
し
な
げ
く
ほ
ど
に
、
は
か
な
く
五
月

も
過
ぎ
ぬ
。
（
四
三
八

�四
三
九
）

⑳
「
例
の
、
か
ひ
な
く
と
も
、
か
く
と
聞
き
つ
ば
か
り
の
御
こ
と
の
は
を
だ
に
」
と
（
権
中

納
言
ハ
姫
宮
付
キ
ノ
女
房
デ
ア
ル
宰
相
の
君
ヲ
）
せ
め
た
ま
へ
ば
、
「
い
さ
や
」
と
う
ち
な
げ

き
て
入
る
に
、
や
を
ら
（
権
中
納
言
ハ
）
つ
づ
き
て
入
り
ぬ
。
（
四
三
九
）

�「
例
の
、
わ
り
な
き
こ
と
こ
そ
。
え
も
言
ひ
知
ら
ぬ
（
権
中
納
言
ノ
）
御
気
色
、
常
よ
り
も

い
と
ほ
し
う
こ
そ
見
た
て
ま
つ
り
は
べ
れ
。
『
た
だ
ひ
と
こ
と
（
姫
宮
ニ
）
聞
こ
え
知
ら
せ

ま
ほ
し
く
て
な
む
。
野
に
も
山
に
も
』
と
、
（
権
中
納
言
ガ
）
か
こ
た
せ
た
ま
ふ
こ
そ
。
わ

り
な
く
侍
る
」
と
（
宰
相
の
君
ガ
姫
宮
ニ
）
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
…
…
（
四
三
九

�四
四
〇
）

―６―



�「
い
か
が
」
と
（
宰
相
の
君
ガ
姫
宮
ニ
）
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
「
例
は
、
宮
（
＝
姫
宮
）
に
（
ア
ナ

タ
ガ
）
教
ふ
る

（

�）」
と
て
、
動
き
た
ま
ふ
べ
う
も
あ
ら
ね
ば
、
…
…
（
四
四
〇
）

の
六
例
で
あ
る
。
だ
が
、
「
例
の
」
が
意
味
す
る
部
分
が
そ
れ
以
前
の
個
所
で
は
語
ら

れ
て
は
お
ら
ず
、
『
思
は
ぬ
方
に
泊
り
す
る
少
将
』
に
お
い
て
は
「
例
の
」
は
六
例
用

い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、

�（
少
将
ハ
）
も
と
よ
り
御
志
あ
り
け
る
こ
と
に
て
、
姫
君
（
＝
姉
君
）
を
か
き
抱
き
て
、
御

帳
の
う
ち
へ
入
り
た
ま
ひ
に
け
り
。
（
姉
君
ノ
）
思
し
あ
き
れ
た
る
さ
ま
、
例
の
こ
と
な
れ

ば
書
か
ず
。
（
四
五
八
）

�権
少
将
は
、
（
お
ば
デ
ア
ル
）
大
将
殿
の
上
の
御
風
の
気
お
は
す
る
に
こ
と
つ
け
て
、
例
の

（
大
将
邸
ニ
）
泊
り
た
ま
へ
る
に
、
…
…
（
四
六
三
）

�例
の
、
人
の
ま
ま
な
る
（
姉
君
ノ
）
御
心
に
て
、
薄
色
の
な
よ
よ
か
な
る
が
、
い
と
し
み

深
う
、
な
つ
か
し
き
ほ
ど
な
る
を
、
い
と
ど
心
苦
し
げ
に
し
ま
せ
て
、
乗
り
た
ま
ひ
ぬ
。

（
四
六
四
）

�（
権
少
将
ト
姉
君
ト
ハ
）
へ
だ
て
な
く
さ
へ
な
り
ぬ
る
を
、
女
は
死
ぬ
ば
か
り
ぞ
心
憂
く
思

し
た
る
。
か
か
る
こ
と
は
、
例
の
、
あ
は
れ
も
浅
か
ら
ぬ
に
や
、
た
ぐ
ひ
な
く
ぞ
思
さ
る

る
。
（
四
六
五
）

�例
の
、
清
季
参
り
て
、
「
御
車
を
」
と
言
ふ
を
、
申
し
伝
ふ
る
人
も
、
一
所
（
＝
姉
君
）

は
（
少
将
ノ
モ
ト
ヘ
）
お
は
し
ぬ
れ
ば
、
疑
ひ
な
く
思
ひ
て
、
か
く
と
（
姉
君
ニ
）
申
す
に
、

こ
れ
も
、
い
と
に
は
か
に
と
は
思
せ
ど
、
い
ま
少
し
若
く
お
は
す
る
に
や
、
何
と
も
思
ひ

い
た
り
も
な
く
て
、
人
々
御
衣
な
ど
着
せ
か
へ
た
て
ま
つ
れ
ば
、
わ
れ
に
も
あ
ら
で
、
お

は
し
ぬ
。
（
四
六
六
）

�（
姉
君
ト
妹
君
ト
ガ
）
帰
り
た
ま
ふ
暁
に
、
（
後
朝
ノ
）
御
歌
ど
も
あ
れ
ど
、
例
の
、
も
ら
し

に
け
り
。
（
四
六
七
）

で
あ
る
が
、

�と

�と
は
い
わ
ゆ
る
省
筆
の
草
子
地
で
あ
り
、

�は
推
測
の
そ
れ
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
残
り
の
三
例
の
「
例
の
」
も
『

	坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
と
同
様
、

そ
れ
以
前
の
部
分
で
「
例
の
」
を
受
け
る
個
所
が
直
接
語
ら
れ
て
は
い
な
い
の
だ
。
と

す
れ
ば
、
「
例
の
」
と
い
う
こ
と
ば
を
受
け
る
部
分
が
そ
れ
以
前
の
個
所
で
語
ら
れ
て

い
な
い
の
が
短
編
物
語
の
特
性
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
例
の
」
と
い
う
こ
と
ば
は

長
編
物
語
に
お
い
て
「
物
語
自
身
の
中
か
ら
類
同
的
状
況
を
選
び
出
し
」
て
、
そ
れ
を

読
者
に
想
起
さ
せ
る
装
置

（


）で
は
あ
る
も
の
の
、
「
作
者
の
一
方
的
な
独
断
で
は
な
く
、

読
者
も
暗
黙
の
う
ち
に
了
解
す
る
事
項

（

�）」
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
種
の
物
語
内
引
用
と
し

て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
短
編
物
語
の
場
合
に
は
語
ら
れ
る
分
量
が
制
限
さ
れ
、

凝
縮
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
内
容
に
対
し
て
読
者
の
想
像
力

が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
「
省
力
化

（

�）」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
の
想

像
力
を
最
大
限
に
喚
起
さ
せ
よ
う
と
す
る
新
形
式
に
よ
る
方
法
だ
っ
た
の
だ
。

例
え
ば
『

	坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
六
条
斎
院

子
内
親

王
物
語
歌
合
」
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
物
語
合
と
い
う
性
格
上
、
分
量
の
制
約

が
一
因
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
何
の
前
置
き
も
な
し
に
多
く
の
「
例
の
」

と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
の
想
像
力
を
最
大
限
に
喚
起
さ

せ
よ
う
と
す
る
語
り
手
側
に
よ
る
新
企
画
が
、
上
述
の
「
例
の
」
の
多
出
現
象
を
も
た

ら
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

と
同
時
に
、
前
述
し
た
『

	坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
と
『
花
桜
折
る
少
将
』
の
二
作

品
の
よ
う
に
、
冒
頭
に
お
い
て
結
末
の
暗
示
も
し
く
は
予
告
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う

点
も
、
短
編
物
語
で
あ
る
が
ゆ
え
の
特
性
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
短
編

と
い
う
分
量
が
制
約
さ
れ
た
枠
組
み
の
中
で
破
綻
す
る
こ
と
な
く
整
然
と
し
た
形
態
で

結
末
を
提
示
し
て
い
く
た
め
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
冒
頭
に
お
け
る
結
末
の
暗
示

も
し
く
は
予
告
と
い
う
方
法
が
有
効
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

―７―



こ
の
よ
う
に
、
今
後
『
堤
中
納
言
物
語
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
各
物
語
間
の
類
似
性

が
照
射
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
堤
中
納
言
物
語
』
の
諸
作
品
の
相
互
的
特
性
が
解

明
さ
れ
、
そ
れ
が
短
編
物
語
の
特
性
並
び
に

�語り

�の
方
法
を
考
え
る
際
の
一
助
と

な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

注
（

1）
『

�坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
『
花
桜
折
る
少
将
』
『
思
は
ぬ
方
に
泊
り
す
る
少
将
』
の

本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
漢
数
字
は
当
該
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
な

お
、
表
記
を
私
に
一
部
改
め
た
個
所
が
あ
る
。

（

2）
『
古
今
和
歌
集
』
の
本
文
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

（

3）
催
馬
楽
「
伊
勢
の
海
」
の
本
文
と
現
代
語
訳
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（

4）
永
池
健
二
「
磯
遊
び
の
歌
謡
（
上
）

�催
馬
楽
「
伊
勢
海
」
歌
の
背
景

�」
（
「
歌
謡

研
究
と
資
料
」
第
三
号
一
九
九
〇

�
10）

（

5）
『
土
左
日
記
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（

6）
橘
守
部
は
こ
の
部
分
を
「
思
ふ
女
を
障
り
な
き
間
に
、
は
や
く
手
に
入
む
と
い
ふ
た

と
へ
」
と
読
解
し
、
「
上
の
莫
名
告

ナ
ノ
リ
ソ

は
、
人
に
は
そ
れ
と
告 ノ
ラ

ず
し
て
忍
び
て
も
の
せ

ん
よ
し
に
そ
へ
た
る
な
る
べ
し
」
と
し
、「
弓
削
皇
子
、
紀
皇
女
を
思
ふ
御
歌
四
首
」

の
中
の
一
首
「
夕
さ
ら
ば
潮
満
ち
来
な
む
住
吉
の
浅
香
の
浦
に
玉
藻
刈
り
て
な
」

（
『
万
葉
集
』
巻
二

�一
二
一
）
を
あ
げ
て
、
「
こ
れ
も
事
な
き
う
ち
に
わ
が
手
に
入
ん

と
云
こ
と
を
告
げ
し
ら
せ
給
へ
る
う
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
「
催
馬
楽
譜
入
文
」

『
橘
守
部
全
集
』
第
七
所
収
国
書
刊
行
会
一
九
二
一

�
1）。

（

7）
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
本
文
と
現
代
語
訳
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（

8）
こ
の
こ
と
は
既
に
大
倉
「
「

�坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
」
の
構
成

�意
味
転
換
に
よ
る

相
関
性

�」
（「
解
釈
」
一
九
八
九

�
10）

で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

（

9）
岡
一
男
『
古
典
と
作
家
』
（
文
林
堂
双
魚
房

一
九
四
三

�
7）、

阿
部
好
臣
「
短
編
物

語
の
時
間

�序
説

�『
こ
の
つ
い
で
』
を
め
ぐ
っ
て

�」
（「
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
」

第
五
号
一
九
七
九

�
3）

（

10）
大
倉
「
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
手
法

�暗
示
の
重
層
化

�」
（
「
解
釈
」
一
九
九
一

�

3）

（

11）
『
風
葉
和
歌
集
』
の
本
文
は
岩
波
文
庫
『
王
朝
物
語
秀
歌
選
』
に
よ
る
。

（

12）
『

源
氏
物
語
』
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
算
用
数
字
は
当
該
の

巻
が
所
収
さ
れ
て
い
る
分
冊
の
番
号
、
漢
数
字
は
そ
の
当
該
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

（

13）
宰
相
の
君
が
姫
君
に
教
え
る
内
容
を
明
確
に
は
し
が
た
い
が
、
注
（

1）
前
掲
書
の

頭
注
で
は
、
「
男
に
軽
々
し
く
返
事
を
す
る
な
と
教
え
る
意
と
も
、
い
つ
も
は
返
事

の
仕
方
を
あ
な
た
が
私
に
教
え
て
く
れ
る
で
は
な
い
か
の
意
と
も
と
れ
る
。
宰
相
の

君
は
姫
宮
の
日
常
に
責
任
を
も
つ
乳
母
の
よ
う
な
立
場
の
女
房
ら
し
い
」
と
指
摘
し

て
い
る
。

（

14）
三
田
村
雅
子
「

�方
法

�語
り
と
テ
ク
ス
ト

�実
例

�源
氏
物
語
で
」
（
「
国
文
学
」

一
九
九
一

�
9）

（

15）
神

尾
暢
子
「

慣
例
方

式
の
表
現

効
果
」
（
『
王
朝
文
学
の
表
現

形
成
』
新
典

社
一
九
九

五

�
6。

初
出
、「
表
現
研
究
」
第
五
十
四
号
一
九
九
二

�
3）

（

16）
三
田
村
雅
子
「
短
編
物
語
の
構

造

�堤
中
納
言
物
語
の

�例

�
�」

（
「
解
釈
と

鑑
賞
」

一
九
九
一

�
10）

（
お
お
く
ら

ひ
ろ
し

日
本
語
日
本
文
学
科
）
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