
一
、

は
じ
め
に

「
枕
草
子
j

「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ、

西
の
廂
に」

段
に
お
け
る
清
少
納
言
自
詠
歌
の
機
能

「
枕
草
子」

を
丁
寧
に
説
み
解
い
て
ゆ
く
時、

作
者
が
「
杏
く」
と
い
う

行
為
に
対
し
て
自
党
的
で
あ
る
こ
と
に
い
つ
も
驚
か
さ
れ
る。

殊
に
日
記
的

章
段
は、

た
だ
身
辺
雑
事
を
気
の
向
く
ま
ま
に
並
べ
立
て
て
い
る
わ
け
で
は

な
く`

構
成
を
考
え
た
上
で
歯
き
は
じ
め、

必
要
な
こ
と
を
述
べ
て
か
ら
梱

き
お
わ
る、

と
い
う
姿
勢
が
顕
若
に
見
ら
れ
る。

そ
こ
に
は
ス
ト
ー
リ
ー
性

が
あ
り、

銃
み
手
に
伝
え
た
い
テ
ー
マ
が
あ
る。

繰
り
返
し
に
な
る
が、

そ

れ
ら
は
偶
然
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く、

そ
う
読
み
と
れ
る
よ
う
作
者
が

意
図
的
に
配
低
し、

昏
き
上
げ
た
も
の
な
の
だ。

「
枕
草
子」

と
聞
い
て
最
初
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は、

和
歌
や
漢
詩
文
の
I

遍
を
適
切
な
時
に
引
用
し、

褒
め
そ
や
さ
れ
る
梢
少
納
言
自
身
の
姿
を
描
い

た
「
自
賛
m」
で
あ
ろ
う。

し
か
し、
「
枕
箪
子
j

上
で
彼
女
は
常
に
賛
辞

の
対
象
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い。

誰
か
の
引
用
で
は
な
く、

彼
女
自
身
が
和

歌
を
詠
む
時、

消
少
納
言
は
賛
辞
を
受
け
る
こ
と
な
く、

無
反
応
で
あ
っ
た

り、

笑
わ
れ
る
破
目
に
陥
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る。

た
だ
そ
れ
は、

単
に
笑

わ
れ
る
自
分
の
姿
を
描
い
て
終
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く、

道
化
役
と
し

て
自
分
を
下
げ
る
こ
と
で、

主
君
で
あ
る
中
宮
定
子
を
一
培
高
く
持
ち
上
げ

て
い
る
の
だ。
（
註
こ

本
稿
で
は、
一
般
に
「
雷
山
の
段」
と
呼
ば
れ
る
「
職
の
御
咄
司
に
お
は

し
ま
す
こ
ろ、

西
の
廂
に
（
八＝―-
段）」
を
中
心
に
考
察
し、

梢
少
納
言
自

詠
歌
が
定
子
賛
美
へ
と
繋
が
る
梢
造
を
見
て
ゆ
き
た
い。

な
お、
『
枕
草
子」
本
文・
章
段
番
号
の
引
用
は
石
田
穣
二
訳
注
「
枕
草
子」

（一
九
七
九
年
八
月

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
卯）

に
拠
る。

二、

清
少
納
言
と
「
常
陸
介」

雪
山
の
段
は、

載
の
御
曹
司
に
つ
く
ら
れ
た
雷
山
が
い
つ
ま
で
残
る
か
と

い
う
賭
け
に、
一
人
だ
け
「一
ヶ
月
残
る」
ほ
う
に
賭
け、

前
日
ま
で
賭
け

に
勝
て
る
と
有
頂
天
だ
っ
た
泄
少
納
言
が、

当
日
に
突
如
と
し
て
習
山
が
消

え
た
た
め、
一
転
し
て
敗
者
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
あ
ら
す
じ
で
あ
る。

し
か
も
そ
れ
は
定
子
の
画
策
し
た
悪
戯
で
あ
っ
た
こ
と
が
後
に
知
れ
る。

梢

少
納
言
は
定
子
と
御
付
の
女
房
た
ち
に
笑
わ
れ、
一
条
帝
に
も
か
ら
か
わ
れ、

同

免

木

利

加
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章
段
の
最
後
に
「
い
と
ど
憂
く
つ
ら
く、
う
ち
も
泣
き
ぬ
ぺ
き
こ
こ
ち
ぞ
す

る。」
と
己
の
心
梢
を
綴
っ
て
い
る。

こ
の
段
の
最
初
に
は、
「
常
陸
介」
と
呼
ば
れ
る
女
法
師
が
登
場
す
る。

彼
女
は
尼
で
あ
り
な
が
ら
「
は
な
や
ぎ`

み
や
ぴ
や
か」
な
様
を
し
て
い
る

こ
と、
卑
猥
で
滑
稽
な
歌
や
踊
り
を
得
意
と
す
る
こ
と
か
ら、
消
少
納
言
を

初
め
と
す
る
定
子
サ
ロ
ン
の
女
房
た
ち
に
「
笑
ひ
に
く」
ま
れ
る。
そ
の
後、

．
消
少
納
首
た
ち
が
別
の
謙
虚
な
尼
に
衣
を
与
え
て
い
る
の
を
見
て
嫉
妬
し
た

ら
し
く
姿
が
見
え
な
く
な
り、
話
題
が
雪
山
に
移
っ
て
か
ら
は
し
ば
ら
く
登

場
し
な
い。
雪
山
が
少
し
小
さ
く
な
っ
た
頃
に
再
び
現
れ
た
常
陸
介
は
「
う

ら
や
ま
し
足
も
引
か
れ
ず
わ
た
つ
海
の
い
か
な
る
人
に
物
賜
ふ
ら
む」
と
詠

み、
再
ぴ
「
に
く
み
笑」
わ
れ、
「
人
の
目
も
見
入
れ
ね
ば、
霊
の
山
に
登

り
か
か
づ
ら
ひ
あ
り
き
て
去
ぬ
る」
後、
章
段
の
後
半
で
は
全
く
姿
を
見
せ

な
く
な
る。

こ
の
前
陸
介
の、
段
の
最
初
に
登
楊
し
な
が
ら
後
半
は
全
く
章
段
の
流
れ

と
関
係
無
く
な
る
と
い
う
描
か
れ
方
は、
「
枕
草
子
j

日
記
的
章
段
の
構
成

の
稚
拙
さ
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
て
い
た。
常
陸
介
の
描
写

に
意
味
を
見
出
し
た
の
は
河
内
山
消
彦
「
枕
草
子
「
雪
山」
の
段
の
構
成」

（
註
二）
で
あ
る。
常
陸
介
と
消
少
納
l百
の
共
通
点
と
し
て
「
あ
ま
り
物
怖

じ
せ
ず、
頭
の
回
転
が
早
い
こ
と」
「
女
房
た
ち
に
憎
ま
れ
反
感
を
抱
か
れ

な
が
ら
も、
同
時
に
あ
る
種
の
人
気
が
あ
り、
か
つ
彼
女
自
身
も
人
気
の
中

心
に
あ
る
こ
と
が
好
き
で、
特
別
扱
い
を
受
け
た
が
っ
て
い
る
こ
と」
の
二

点
を
挙
げ、
ま
た
段
の
構
成
の
上
か
ら
も、

①
そ
の
過
程
に
お
い
て、
自
己
中
心
的
で
（
前
述
の
性
格
に
も
と
づ
く）、

し
か
も
そ
れ
が
際
立
っ
て
得
意
な
状
態
に
あ
っ
た
点。
幣
陸
介
は
そ
の
オ

覚
（
？）
に
よ
っ
て
女
房
達
の
「
御

得意」
で
あ
る
こ
と
に
有
頂
天
に
な

り
少
々
図
に
の
り
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
る。
そ
れ
で
自
分
を
特
別
視
し
た

た
め、
他
の
尼
乞
食
が
自
分
と
同
じ
よ
う
に
頂
き
も
の
を
す
る
の
に
我
慢

が
な
ら
な
か
っ
た。
一
方、
梢
少
納
言
も、
並
は
ず
れ
た
予
想
を
た
て、

そ
の
実
現
の
み
を
心
に
か
け、
周
囲
の
状
況
を
考
慮
す
る
余
裕
を
も
っ
て

い
な
い。
②
結
末
に
お
い
て、
と
も
に
あ
て
が
外
れ
た
と
い
う
か、
失
蔑

落
胆
の
状
態
で
終
っ
て
い
る。
お
そ
ら
く
常
陸
介
は、
姿
を
見
せ
な
い
と

女
房
た
ち
が
自
分
を
な
っ
か
し
が
り
存
在
価
値
を
思
い
知
る
だ
ろ
う
と
蹄

ん
だ
よ
う
で、
し
ば
ら
く
あ
ら
わ
れ
な
い。
そ
し
て、
ひ
さ
し
ぶ
り
に
や

っ
て
き
て、
自
分
の
心
中
を
よ
ん
だ
和
歌
を
披
露
す
る。
こ
れ
に
よ
っ
て

再
ぴ
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
た
よ
う
だ
が、
結
果
は、
こ
れ
ま
で

よ
り
い
っ
そ
う
憎
ま
れ
相
手
に
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う。
消
少
納
言
も

自
己
の
勝
利
を
は
な
ば
な
し
く
飾
る
計
画
を
粉
砕
さ
れ、「
あ
さ
ま
し
j「
い

と
ど
憂
く、
つ
ら
く、
う
ち
も
泣
き
ぬ
べ
き
心
地」
と
い
っ
た
感
情
を
し

た
た
か
に
味
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た。

と
い
う
共
通
点
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る。
ま
た、
そ
の
よ
う
に
消
少
納

言
と
共
通
点
を
持
つ
湘
陸
介
を
こ
の
段
に
登
楊
さ
せ
た
理
由
に
つ
い
て
は、

②と
し
て
結
末
の
類
似
性
に
つ
い
て
指
摘
し
た
け
れ
ど
も、
と
同
時
に
そ

こ
に
は
微
妙
な
相
述
が
存
す
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う。
す
な

わ
ち、
常
陸
介
は
準
備
し
て
い
た
和
歌
を
唱
う
よ
う
に
詠
じ
出
し、
そ
の
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も
し、

中
宮
の
牽
制
に
会
わ
ず
に
消
女
の
計
画
通
り
罷
々
し
く
事
が
進

ん
だ
な
ら
ば、

彼
女
は
ど
う
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か。
望
み
ど
お
り
宮

廷
捉
族
の
話
題
に
は
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が、

そ
の
評
判
が
高
ま
れ
ば
高
ま

る
だ
け、

そ
の
踏
台
に
さ
れ
た
か
た
ち
の
他
の
宮
廷
女
房
た
ち
は
不
快
な

思
い
を
強
め、

消
少
納
言
を
憎
み、
彼
女
は
決
定
的
に
孤
立
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か。
そ
れ
は、

和
歌
を
詠
じ
出
し
て
「
に
く」
ま
れ
黙
殺
さ

れ
た
常
陸
介
の
姿
に
あ
ま
り
に
似
て
い
な
い
だ
ろ
う
か。
（
中
略）

中
宮

定
子
は
た
ぶ
ん
そ
の
間
の
事
梢
を
十
分
に
諒
解
し
て、
「
か
う
心
に
入
れ

て
思
ひ
た
る
こ
と
を
た
が
へ
た
れ
ば、

罪
得
ら
ん」
と
党
悟
し
た、
？
又
で、

消
女
の
勝
利
を
目
前
に
し
て
雷
山
を
取
り
捨
て
さ
せ
た
の
で
あ
る。

と
い
う
よ
う
に、

舌
山
を
取
り
捨
て
た
定
子
の
行
動
は、

桁
少
納
言
が
疎
ま

れ、

孤
立
す
る
の
を
避
け
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
と
し
て
い
る。
こ
の
よ
う

な
考
え
方
は、

池
田
爪
鐙

『全
碑
枕
草
子」
（
註＝―)
で、

問
題
は、

な
ぜ
作
者
が
こ
れ
ほ
ど
に
「
愛
く
つ
ら
く、

う
ち
も
泣
き
ぬ
ベ

き
心
地」
が
し
た
の
か、

ま
た
中
宮
は
何
ゆ
え
に
宵
を
か
き
払
わ
せ
ら
れ

た
の
か、

文
章
は、
「
勝
た
せ
じ
と
思
し
け
る
な
り」
と
い
う
主
上
の
お

あ
る。

結
果
女
房
た
ち
に
徹
底
的
に
批
厭
さ
れ
憎
ま
れ
な
が
ら
姿
を
消
し
て
し
ま

っ
た。
そ
の
後
二
度
と
戦
の
御
曹
司
に
足
を
迎
ん
で
い
な
い。
し
か
し、

梢
少
納
言
は
雷
山
が
く
ず
さ
れ
た
た
め、
「
を
か
し
う
よ
み
出
で
て、
人

に
も
語
り
伝
へ
さ
せ
ん
と
う
め
き
誦
じ
た
る
歌」
を
発
表
す
る
機
会
を
失

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。
こ
れ
が
最
も
服
開
す
べ
き
肝
心
な
相
迩
点
で

詞
で
終
つ
て
い
る
が、

そ
れ
は
ど
ん
な
意
味
か、
と
い
う
点
に
あ
る
で
あ

ろ
う。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て、

作
者
は
何
の
説
明
も
加
え
て
い
な
い。

そ
れ
は
読
者
の
心
々
に
任
さ
れ
て
い
る。

本
術
の
労
者
と
し
て
は、

主
上

の
こ
れ
ら
の
お
詞
の
意
を
重
く
み
た
い。
す
な
わ
ち、

中
宮
は
梢
少
納
酋

を
真
実
に
愛
し
て
お
ら
れ
れ
ば
こ
そ、
こ
れ
を
勝
た
せ
ま
い
と
さ
れ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か。

雪
が
十
五
日
ま
で
保
っ
た
時
の
梢
少
納―
i

日
の
得
意
さ、

従
っ
て
そ
の
場
合
の
周
囲
の
人
々
の
羨
望
・
嫉
視、

そ
れ
ら
は
梢
少
納
言

自
身
に、
ど
ん
な
益
も
も
た
ら
さ
な
い
で
あ
ろ
う。
こ
の
深
い
思
慮
と
愛

梢
が、

そ
の
ま
ま
に
消
少
納
言
に
感
じ
と
ら
れ
ず
に
は
い
な
い。
作
者
は

身
の
浅
慇
を
恥
じ、

中
宮
の
限
り
な
い
厚
惜
に
感
謝
し
て、

そ
の
回
想
を、

こ
こ
に
詳
細
に
附
き
綴
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

雪
の
山
の
段
は、

決
し
て
作
者
自
ら
を
誇
示
す
る
自
歌
の
話
で
は
な
い。
こ
れ
も
ま
た、

中

宮
に
対
す
る
限
り
な
い
息
硲
と
感
謝
と
の
結
品
と
し
て
考
え
る
べ
き
も
の

で
あ
る。
(-
九
二
頁）

と
さ
れ
て
以
来、

広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る。

確
か
に
消
少
紡
言
は、

過
去
に
定
子
サ
ロ
ン
か
ら
孤
立
し
た
こ
と
が
あ

る。
「
殿
な
ど
の
を
は
し
ま
さ
で
後
（一
＿
l

-

八
段）」
に
描
か
れ
て
い
る
時
期

で
あ
る。
一
＿
二
八
段
の
史
実
年
次
と
さ
れ
る
長
徳一一
年
(
996)
は、

前
年
に

定
子
の
父
で
あ
る
迫
隆
が
病
死
し、

政
権
が
迫
隆
の
弟
で
あ
る
道
長
に
移
り、

定
子
の
兄
弟
で
あ
る
伊
周
と
隆
家
が
大
宰
府
権
帥、

出
雲
権
守
に
そ
れ
ぞ

二、

孤
立
す
る
清
少
納
言
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れ
貶
さ
れ、

罪
人
の
兄
弟
を
持
っ
た
定
子
は
宮
中
に
は
居
ら
れ
ず
二
条
の
宮

に
造
御
し
洛
飾
す
る
が、

二
条
の
宮
は
遷
御
後
わ
ず
か
二
月
足
ら
ず
で
焼
失、

母
方
の
叔
父
で
あ
る
高
階
明
順
の
邸
へ
と
さ
ら
に
移
る
こ
と
と
な
る。
一

三

八
段
に
よ
る
と、

こ
の
時
期
の
消
少
納
言
は、

．

御
け
し
き
に
は
あ
ら
で、

さ
ぶ
ら
ふ
人
た
ち
な
ど
の、
「
左
の
大
殿
方
の
人、

知
る
筋
に
て
あ
り」

と
て`

さ
し
梨
ひ
も
の
な
ど
言
ふ
も、

下
よ
り
ま
ゐ

る
を
見
て
は、

ふ
と
言
ひ
ゃ
み、

放
ち
出
で
た
る
け
し
き
な
る
が、

見
な

ら
は
ず、

に
く
け
れ
ば、
（
宮）
「
ま
い
れ
」

な
ど、

た
び
た
ぴ
あ
る
お
ほ

せ
曾
を
も
過
し
て、

げ
に
久
し
く
な
り
に
け
る
を、

ま
た、

宮
の
辺
に
は、

た
だ
あ
な
た
方
に
酋
ひ
な
し
て、

そ
ら
首
な
ど
も
出
で
来
ぺ
し。

と
い
う
よ
う
に、
「
左
の
大
殿」、

左
大
臣
道
長
と
親
し
く
し、

内
通
し
て
い

る
と
い
う
閑
を
た
て
ら
れ、

居
た
た
ま
れ
な
く
な
り
里
に
長
く
篭
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る。

実
際
に
彼
女
が
道
長
方
と
内
通
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か

で
は
な
い
が、

疑
わ
れ
る
だ
け
の
材
料
が
揃
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る

ま
い
。

こ
の
里
居
の
時
期
を
題
材
に
し
た
章
段
は
他
に
「
里
に
ま
か
で
た
る

に
（
八
0
段）
」

が
有
る
が、

こ
の
時
に
己
の
居
所
を
教
え
て
い
た
人
間
と

し
て
「
左
中
将
経
房
の
君」
「
済
政
の
君」
「
左
衛
門
の
尉
則
光」

の
三
名
の

名
が
挙
が
っ
て
お
り、

彼
ら
は
全
て
道
長
方
と
親
し
い
と
言
え
る
の
で
あ
る。

源
経
房
は
道
長
の
猶
子
の
よ
う
な
間
柄
で
あ
り、

源
済
政
は
道
長
の
正
要
倫

子
の
甥
に
あ
た
る
。

橘
則
光
は
滑
少
納
言
の
か
つ
て
の
夫
で
あ
る
か
ら
居
所

を
知
ら
せ
て
も
当
然
で
あ
る
と
言
え
な
く
も
な
い
が、

失
脚
し
た
伊
周
の
後

を
嬰
っ
た
藤
原
斉
信
の
郎
党
で
あ
る
則
光
は、

定
子
サ
ロ
ン
か
ら
見
て
近
し

い
人
間
と
は
言
え
な
い
。

さ
ら
に、
「
関
白
殿、

黒
戸
よ
り
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
（
ー

ニ
五
段）
」

に
お
い
て、

消
少
納
言
は
追
長
に
つ
い
て
定
子
に
「
か
へ
す
が
へ
す
聞」

え、

定
子
に
「
「
例
の
思
ひ
人
」

と
笑
は
せ
た
ま
」

う
と
い
う
反
応
を
さ
れ
た
こ

と
が
あ
り
（
註
四）
、

梢
少
納
言
が
道
長
贔
屈
で
あ
っ
た
こ
と
は
彼
女
自
身

が
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
径
生
前
も
没
後
も、

変
わ
ら
ず
定
子
に
仕

え
た
消
少
納
言
で
あ
る
か
ら、

道
長
贔
原
と
酋
っ
て
も
飽
く
ま
で
「
定
子
の

叔
父、

道
隆
の
弟」

で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
追
長
を
「
思
」

っ
て
い
た

の
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
が、

道
長
が
中
宮
大
夫
を
務
め
明
ら

か
に
遥
隆
の
力
が
道
長
に
上
回
っ
て
い
た
ー

ニ
五
段
当
時
な
ら
ば
と
も
か
く、

そ
の
勢
力
が
逆
転
し
て
し
ま
っ
た
一

三
八
段
に
お
い
て
は、
「
左
の
大
殿
方

の
人、

知
る
筋
に
て
あ
り」

と
後
ろ
指
を
さ
さ
れ
る
に
十
分
な
理
由
で
あ
っ

た
だ
ろ
う。

し
か
し、

雪
山
の
段
は
ど
う
か。

消
少
納
言
は
定
子
に
対
す
る
衷
切
り
行

為
を
拗
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
雪
山
の
賭
け
な
ど
と
い
う
取
る
に
足
ら

な
い
も
の
に、
「
「
白
山
の
観
音、

こ
れ
消
え
さ
せ
た
ま
ふ
な」

な
ど
祈
る
も、

も
の
狂
ほ
し。
」
「
今
一

日、

二
日
も
待
ち
つ
け
で
と、

夜
も
起
き
ゐ
て
言
ひ

喚
け
ば、

冊
く
人
も、

も
の
狂
ほ
し
と
笑
ふ
。
」

と、
「
も
の
狂
ほ
し」

い
ほ

ど
に
熱
中
し
た
だ
け
で
あ
る。

そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
仲
が
崩
れ
る
ほ
ど、

定

子
サ
ロ
ン
と
い
う
の
は
幼
い
集
ま
り
で
あ
っ
た
の
か。
一

三
八
段
の
出
来
出

で
一

度
信
頼
が
簿
れ
た
か
ら、

消
少
納
言
は
筒
単
な
こ
と
で
孤
立
し
て
し
ま

う
よ
う
に
な
っ
た
の
か。

そ
れ
は
や
は
り
辿
う
で
あ
ろ
う。

し
か
し、

消
少
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四
、

納
言
と
常
陸
介
が
非
常
に
似
通
っ
た
描
写
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
問
述

い
あ
る
ま
い。
そ
れ
で
は、
そ
の
対
比
は
何
の
た
め
に
為
さ
れ
た
の
か。

一

条
帝
中
宮
と
し
て
の
定
子
賞
賛

三
田
村
雅
子
「
枕
草
子

表
現
の
論
理」
（
註
五）
が、
「
こ
の
酋
山
の
段

は
（
中
略）
深
培
の
主
題
は
中
宮
定
子
の
宮
廷
復
帰
と
い
う
大
事
件
で
あ
っ

た
に
述
い
な
い。
（一
六
二
頁）」
と
す
る
よ
う
に、
こ
の
定
子
の
宮
中
復
帰

は
消
少
納
言
が
描
き
た
か
っ
た、
一
人
で
も
多
く
の
人
に
知
ら
し
め
た
い、

彼
女
に
と
っ
て
の
「
其
尖」
だ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う。

賭
け
の
決
消
す
る
二
五
日、
里
居
の
消
少
納
言
は
己
の
敗
北
を
知
り、
「
夜

の
ほ
ど
に、
人
の
に
く
み
て
取
り
捨
て
て
は
べ
る」
と
定
子
に
文
を
杏
く。

二
0
日
に
宮
中
に
昇
っ
た
消
少
納
言
は
事
の
真
相
を
開
か
さ
れ
る
こ
と
と
な

る。
こ
こ
で
定
子
の
口
か
ら、

「
上
も
き
こ
し
め
し
て、
（
帝）
「
い
と
思
ひ
や
り
ふ
か
く
あ
ら
が
ひ
た

り」
な
ど、
殿
上
人
ど
も
な
ど
に
も、
お
ほ
せ
ら
れ
け
り」

と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
て
い
る。
そ
の
後、
箭
少
納
言
が
猶
も
悔
し
が
っ

て
い
る
と、
一
条
天
息
が
や
っ
て
き
て、

上
も
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
て、
（
帝）
「
ま
こ
と
に
年
ご
ろ
は
お
ぽ
す
人
な

め
り
と
見
し
を、
こ
れ
に
ぞ、
あ
や
し
と
見
し」
な
ど、
お
ほ
せ
せ
ら

る
る
に、
い
と
ど
憂
く
つ
ら
く、
う
ち
も
泣
き
ぬ
べ
き
こ
こ
ち
ぞ
す
る。

と、

帝
の
仰
せ
ご
と
に
最
後
ま
で
隈
く
沼
少
納
言
の
姿
が
描
写
さ
れ
て
い
る

の
だ
が、
こ
の
よ
う
に
章
段
の
最
後
に
な
っ
て、
l

条
天
皇
の
言
動
が
描
か

れ
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

中
関
白
家
全
盛
期
と
異
な
り、

長
徳
四
年
（
筑）
―
二
月
か
ら
五
年
（
正

月一
三
日
に
改
元
し
て
長
保
元
年）
正
月
ま
で
を
描
い
た
八
三
段
は、

史
実

の
上
で
は
暗
い
色
が
定
子
を
悛
っ
て
い
る，
一
条
帝
の
父
で
あ
る
円
融
院
は

既
に
亡
く、

母
の
東
三
条
院
詮
子
は
定
子
の
父
道
隆
と
仲
が
悪
か
っ
た
た
め、

道
長
を
偏
直
し
た。
こ
の
年
の一
―
月
に
は
道
長
の
長
女
彩
子
が
入
内
す
る

こ
と
と
な
る。
全
て
は
定
子
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
方
向
へ
動
い
て
い
た

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い。
し
か
し、
「
枕
草
子」
の、
八
三
段
の

定
子
は
そ
の
よ
う
な
蒻
り
を一
切
見
せ
る
こ
と
な
く、

消
少
納
言
を
賜
し
て

一
条
帝
と
と
も
に
「
い
み
じ
く
笑
は
せ
た
ま」
う
て
い
る。
ま
る
で、
全
盛

期
の
頃
と
今
と、

何
の
変
化
も
無
い
か
の
よ
う
に。

定
子
と一
条
帝
の
変
わ
ら
な
い
関
係
を
描
き
出
し、

彼
ら
を
賛
美
す
る
た

め
に
必
要
な
逍
化
師
役
を、
常
陸
介
か
ら
消
少
納
言
が
受
け
継
ぐ
こ
と
と
な

る。
こ
の
二
人
の
入
れ
替
わ
り
を
表
す
か
の
よ
う
に、
消
少
納
言
の
「
こ
こ

に
の
み
め
づ
ら
し
と
見
る
雪
の
山
所
々
に
ふ
り
に
け
る
か
な」
の
歌
と、
常

陸
介
の
「
う
ら
や
ま
し」
の
歌
は
前
後
し
て
登
場
し
て
い
る。

五、

雪
山
の
段
の
構
造

職
の
御
咄
司
に
作
ら
れ
た
雷
山
に
関
す
る
描
写
の
顛
序
に
注
目
し
た
い。

二
十
日
の
ほ
ど
に
雨
降
れ
ど、
消
ゆ
べ
き
や
う
も
な
し。
す
こ
し
た

け
ぞ
劣
り
も
て
ゆ
く。
「
白
山
の
観
音、
こ
れ
消
え
さ
せ
た
ま
ふ
な」

な
ど
祈
る
も、
も
の
狂
ほ
し。
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と
言
ふ
を、

に
く
み
笑
ひ
て、

人
の
目
も
見
入
れ
ね
ば、

雪
の
山
に
登

り
か
か
づ
ら
ひ
あ
り
き
て
去
ぬ
る
後
に、
右
近
の
内
侍
に
（
清
少）
「
か

ら
む

さ
て、

そ
の
山
作
り
た
る
日、

御
使
に、

式
部
の
丞
忠
隆
ま
ゐ
り
た

れ
ば、

歯
さ
し
出
し
て、

も
の
な
ど
言
ふ
に、
「
今
日、

省
の
山
作
ら

せ
た
ま
は
ぬ
所
な
む
な
き。

御
前
の
壺
に
も
つ
く
ら
せ
た
ま
へ

り。

春

宮
に
も、

弘
徽
殿
に
も
つ
く
ら
れ
た
り。

京
極
殿
に
も
作
ら
せ
た
ま
へ

り
け
り」

な
ど
酋
へ
ぱ、

（
消
少）

こ
こ
に
の
み
め
づ
ら
し
と
見
る
笞
の
山
所
々
に
ふ
り
に

け
る
か
な

と、

か
た
は
ら
な
る
人
し
て
言
は
す
れ
ば、

た
ぴ
た
ぴ
傾
き
て、
「
返

し
は
、

つ
か
う
ま
つ

り
け
が
さ
じ。

あ
ざ
れ
た
り。

御
簾
の
前
に
て、

人
に
を
語
り
は
べ
ら
む」

と
て、

立
ち
に
き。

歌
い
み
じ
う
好
む
と
闘

く
も
の
を、

あ
や
し。

御
前
に
き
こ
し
め
し
て、
（
宮）
「
い
み
じ
う
よ

く
と
ぞ、

思
ひ
つ
ら
む」

と
ぞ、

の
た
ま
は
す
る
。

つ
ご
も
り
が
た
に、

す
こ
し
小
さ
く
な
る
や
う
な
れ
ど、

な
ほ
い
と

高
く
て
あ
る
に＞

昼
つ
方、

縁
に
人
々
出
で
居
な
ど
し
た
る
に、

常
陸

の
介
出
で
来
た
り。
（
消
少）
「
な
ど
い
と
久
し
う
見
え
ざ
り
つ
る
」

と

問
へ
ば、
（
常
陸
介）
「
な
に
か
は
。

心
憂
き
こ
と
の
は
ぺ
り
し
か
ば
」

と
い
ふ
。
（
消
少）
「
な
に
事
ぞ」

と
問
ふ
に、
（
常
陸
介）
「
な
ほ
か
く

思
ひ
は
べ
り
し
な
り」

と
て、

長
や
か
に
詠
み
い
づ
。

う
ら
や
ま
し
足
も
引
か
れ
ず
わ
た
つ
海
の
い
か
な
る
人
に
物
賜
ふ

く
な
む」

と
言
ひ
や
り
た
れ
ば、
（
右
近
内
侍）
「
な
ど
か、

人
涼
へ
て

は
賜
は
せ
ざ
り
し。

か
れ
が
は
し
た
な
く
て、

雪
の
山
ま
で
登
り
っ
た

ひ
け
む
こ
そ、

い
と
か
な
し
け
れ
」

と
あ
る
を、

ま
た
笑
ふ
。

さ
て、

酋
の
山
つ
れ
な
く
て、

年
も
返
り
ぬ
。

ま
ず
宮
山
を
作
っ
た
日
の
出
来
事
が
描
か
れ、

そ
の
後
に
は
そ
れ
か
ら
数
日

後
の
雪
山
と
桁
少
納
言
の
様
子
が
語
ら
れ
る。

し
か
し
そ
の
次
に
は、
「
さ
て、

そ
の
山
作
り
た
る
日
」

と、

時
系
列
を
無
視
し
て
日
に
ち
を
再
び
雪
山
を
作

っ
た
日
に
戻
し、

消
少
納
酋
が
「
こ
こ
に
の
み
」

の
歌
を
詠
む
姿
が
描
か
れ

る。

そ
し
て
そ
の
次
に
は
常
陸
介
が
登
場
し
て
歌
を
詠
む
年
末
の
或
る
一

日

が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
れ
は、

消
少
納
言
の
構
成
力
の
欠
如
と

見
る
説
も
あ
る
よ
う
だ
が、

消
少
納
哲
の
「
こ
こ
に
の
み
」

の
歌
を
常
陸
介

の
歌
「
う
ら
や
ま
し
足
も
引
か
れ
ず
わ
た
つ
海
の
い
か
な
る
人
に
物
賜
ふ
ら

む
」

と
意
図
的
に
並
ぺ
て
宙
く
た
め
の
操
作
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

ま
ず、

消
少
納
酋
の
詠
ん
だ
「
こ
こ
に
の
み
」

の
歌
に
対
す
る
式
部
の
丞

忠
陸
の
返
答
で
あ
る
が、

歌
を
返
す
こ
と
は
な
く、
「
返
し
は、

つ
か
う
ま

つ
り
け
が
さ
じ。

あ
ざ
れ
た
り。

御
簾
の
前
に
て、
人
に
を
語
り
は
べ
ら
む」

と
述
べ
て
去
っ
て
し
ま
う。

こ
れ
は
一

見
褒
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め

る
が、

前
掲
「
枕
草
子

表
現
の
論
理
j

が
「
そ
の
雪
山
へ
の
余
り
の
思
い

入
れ
に
閉
口
し
た
式
部
丞
忠
陰
に
よ
っ
て
返
歌
を
拒
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
る
(
-

三
三
頁）
」、

萩
谷
朴
「
枕
草
子
解
現」

第
二
巻
が
「
泊
少
納

言
の
詠
歌
を
必
要
以
上
に
致
説
し
て、

返
し
歌
を
詠
む
貨
任
を
の
が
れ
よ
う

と
し
て
い
る
下
心
（
二
八
0
頁）
」
（
註
六）

と
す
る
よ
う
に、
実
の
と
こ
ろ
は、
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「
酋
山
が
融
け
ず
に
何
日
も
つ
か」
と
い
う
賭
け
に
熱
狂
す
る
消
少
納
言
に

付
い
て
行
く
こ
と
の
出
来
な
い
気
持
ち
の
裏
返
し
が
「
返
し
は、
つ
か
う
ま

つ
り
け
が
さ
じ」
以
下
の
言
菜
だ
っ
た
の
で
あ
る。

し
か
し、

飽
く
ま
で
真

剣
に
雪
山
に
熱
中
す
る
〈
甜
ら
れ
る
消
少
納
目〉
は
「
歌
い
み
じ
う
好
む
と

問
く
も
の
を、

あ
や
し」
と
思
う
だ
け
で、

忠
隆
の
言
葉
の
裏
の
意
味
に
は

気つ
か
な
い。

そ
の
出
来
事
を
聞
か
さ
れ
た
定
子
が
「
い
み
じ
う
よ
く
と
ぞ、

思
ひ
つ
ら
む」
と
あ
て
こ
す
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
な
い。

当
然、
「
枕

草
子」

作
者
と
し
て
の
消
少
納
言
は
こ
の
擦
れ
述
い
に
気
づ
い
た
上
で
こ
の

場
面
を
描
写
し
て
お
り、
〈
語
ら
れ
る
消
少
納
言〉
の
迫
化
と
し
て
の
役
割
は、

既
に
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る。

ま
た、

雷
山
を
作
っ
た
当
H
か

ら
消
少
納
言
が
こ
の
よ
う
に
道
化
化
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
手
に
不
自
然
に

思
わ
せ
な
い
た
め、

こ
の
当
日
の
描
写
は、
「
も
の
狂
ほ
し」
い
ほ
ど
に
雪

山
に
熱
狂
し
て
い
る
「
二
十
日
の
ほ
ど」
よ
り
も
後
に
描
写
さ
れ、

そ
の
統

き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
ま
せ
る
よ
う
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
だ。
こ
れ
が

日
に
ち
を
逆
に
描
写
し
た
二
つ
目
の
理
由
で
あ
る。

も
し
読
み
手
が
忠
隆
や
定
子
の
言
葉
の
裏
の
意
味
に
気
付
か
な
か
っ
た
と

し
て
も、
「
こ
こ
に
の
み」
の
歌
は
「
拾
逍
和
歌
集
j

に
も
採
ら
れ
た
源
景

明
の
「
宮
こ
に
て
め
づ
ら
し
と
見
る
初
雪
は
吉
野
の
山
に
ふ
り
や
し
ぬ
ら
ん

（
冬・
ニ
四
三）」
を
明
ら
か
に
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り、

桁
少
納
言
が
『
枕

草
子」

中
に
得
意
な
も
の
と
し
て
描
く、

和
歌
の
改
変
に
近
し
い
も
の
を
思

わ
せ
る。
こ
の
歌
が
褒
め
ら
れ
た
の
は
有
名
な
歌
を
引
い
た
か
ら
だ、

と
い

う
言
い
逃
れ
が
可
能
に
な
る
の
だ。

自
詠
歌
が
兵
正
而
か
ら
賛
辞
さ
れ
る
様

六、

お
わ
り
に

は
「
枕
草
子」
中
に
一
例
も
描
か
な
か
っ
た
が、
引
用
や
改
変
に
よ
っ
て
様
々

な
人
か
ら
褒
め
ら
れ
る
「
自
焚
忠
j

を
多
く
描
い
た
彼
女
は、

外
か
ら
の
椛

威
付
け
が
照
け
れ
ば
自
身
を
肯
定
的
に
描
く
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い。

そ
の
数
日
後、

幣
陸
介
が
現
れ
て
歌
を
詠
む。

消
少
納
言
の
「
こ
こ
に
の

み」
と
比
ぺ、

技
巧
を
凝
ら
し
た
而
白
い
和
歌
で
は
あ
っ
た
が、
「
古
今
和

歌
集」

や
「
伊
勢
物
語」

に
見
え
る
小
野
小
町
の
和
歌
「
み
る
め
な
き
我
身

を
う
ら
と
し
ら
ね
ば
や
か
れ
な
で
あ
ま
の
あ
し
た
ゆ
く
く
る」
を
本
歌
と
し、

自
身
を
小
町
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
と
い
う
出
す
ぎ
た
哀
似
を
し
た
た
め、

定

子
サ
ロ
ン
の
女
房
た
ち
は
「
に
く
み
笑」
っ
て
相
手
に
し
な
い。

以
後
営
陸

介
は
姿
を
見
せ
な
く
な
り、

代
わ
り
に
消
少
納
言
が、

そ
れ
ま
で
常
陸
介
が

担
っ
て
い
た
道
化
役
を
背
負
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る。

章
段
の
前

半
で
は、

確
か
に
「
笑
ふ」
測
で
あ
っ
た
は
ず
の
消
少
納
言
は、
こ
こ
で
の

描
写
を
切
っ
掛
け
に
常
陸
介
の
役
割
を
引
き
継
ぎ、
定
子
た
ち
に
「
笑
は」
れ、

読
み
手
に
「
笑
わ」
れ
る
存
在
へ
と
変
わ
っ
て
行
く。
「
笑
ふ」
者
か
ら
「
笑

は
る
る」

者
へ
の
落
差
を
広
げ
る
た
め、

梢
少
納
言
は
常
陸
介
と
立
湯
を
逆

転
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ。

こ
の
章
段
が、

「
勝
た
せ
じ
と
お
ぼ
し
け
る
な
な
り」
と
て、

上
も
笑
は
せ
た
ま
ふ。

と
い
う
よ
う
に、
一
条
天
塁
の
笑
顔
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
は、

繰
り
返
し
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註一
、
拙
秘「「
枕
痒
子
j

日
記
的
京
段
に
お
け
る
梢
少
納
百
自
詠
歌
の
横
能

—「
宮

に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ」
段
を
中
心
に
ー
」

（「
岡
大
国
文
論
枡」

第
三
四
号
二
0
0
六
年
三
月）
を
参
照
さ
れ
た
い。

二、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
部
分
は
「
枕
痒
子
表
現
と
構
造
J

(一
九
九
四
年
七

月

有
籾
堂
出
版）
九
0
頁
以
降。
ま
た、
こ
の
論
文
の
初
出
は
「
解
釈」

一
九
七
六
年一二
月
号。

三、
池
田
凡
毀
『
全
講
枕
草
子
j

（一
九
六
二
年
二
月

至
文
盆）

幽
こ
こ
の「
思
ひ
人
j

が
誼
長
で
は
な
く
道
陸
を
酋
う
と
す
る
説
が
萩
谷
朴「
枕

箪
子
解
閑」
三
巻
（一
九
八
二
年ー
一
月

同
朋
社
出
版）
一
三
九
頁
に
見

え
る
が、
こ
こ
で
は
通
説
で
あ
る
追
長
と
す
る
説
を
採
る。

五、
三
田
村
雅
子
「
枕
箪
子

表
現
の
論
理
J

(一
九
九
五
年
二
月

版
）

六、
萩
谷
朴
「
枕
平
子
序
環」
一一
巷
（一
九
八
二
年ーニ
月

同
肌
舎
出
版） 有

精
堂
出

に
な
る
が
大
き
な
意
味
を
持
つ。
政
局
に
よ
っ
て
長
く
引
き
裂
か
れ
た
ま
ま

で
あ
っ
た一
条
帝
と
中
宮
定
子
が、
久
し
ぶ
り
に
出
会
え
た
の
だ
と
は
思
え

な
い
ほ
ど
自
然
に
寄
り
添
い、
笑
っ
て
い
る。
そ
の

幸福
な一
日
を
描
き
た

い
が
た
め
に、
消
少
納
言
は
自
身
を
道
化
師
と
し
て
こ
の
章
段
に
登
場
さ
せ

た
の
だ。
全
身
全
翁
を
賭
け
て
い
た
雪
山
は
取
り
払
わ
れ、
周
囲
の
人
間
に

笑
わ
れ、
〈
語
ら
れ
る
梢
少
納
君〉
は
ま
さ
に
道
化
師
の
名
に
相
応
し
い
貶

・
め
ら
れ
よ
う
で
あ
る。
だ
が
そ
の
泣
き
額
の
裏
で
道
化
師
は、
己
が
創
り
あ

げ
た
幸
福
な一
日
に
満
足
し
て
い
た
で
あ
ろ
う。
そ
の
た
め
に
こ
そ、
こ
の

章
段
は
咎
か
れ
た
の
だ
か
ら。

（
ど
う
め
ん
き

研
究
室
受
賭
図
書
雑
誌
目
録
w

言
語
表
現
研
究
（
兵
眼
教
育
大
学
言
語
表
現
学
会）
二
四

言
語
文
化
(-
橋
大
学
語
学
研
究
室）
四
四

言
語
文
化
学
研
究

日
本
語
日
本
文
学
組
（
大
阪
府
立
大
学
人
間
社
会
学
部

言
語
文
化
学
科）
三

言
文
（
福
島
大
学
国
語
教
育
文
化
学
会）
五
五

神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
（
神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能

研
究
セ
ン
タ
ー）
一

語
学
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
大
東
文
化
大
学
諾
学
教
育
研
究
所）
十
六

語
学
と
文
学
（
群
馬
大
学
語
文
学
会）
四
四

国
語
学
研
究
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
「
国
語
学
研
究」
刊
行
会）

国
語
教
育
論
叢
（
島
根
大
学
教
育
学
部
国
文
学
会）
十
六、
十
七

国
語
国
文
学
（
福
井
大
学
首
語
文
化
学
会）
四
七

因
語
国
文
学
（
別
府
大
学
国
語
国
文
学
会）
四
九

國
語
國
文
學
會
結
（
學
習
院
大
学
固
語
憩
文
媒
會）
五一

屈
語
國
文
躾
報
（
愛
知
教
育
大
学
國
栢
国
文
学
研
究
室）
六
六

国
語
国
文
学
誌
（
広
島
女
学
院
大
学
日
本
文
学
会）
三
七

国
語
国
文
学
研
究
（
熊
本
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会）
四
三

四
七

り
か

岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科）

- 39 -




