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推
薦
の
こ
と
ば

原
　
　
岡
　
　
文
　
　
子

健
康
を
取
り
戻
さ
れ
、
以
来
、
そ
の
御
活
躍
も
一ひ

と
し
お入

め
ざ
ま
し
い
川
村
裕
子
氏
の
、
ま
さ
に
時
宜
に
か
な
っ
た
企
画
と
し
て

『
平
安
朝
の
文
学
と
文
化
─
紫
式
部
と
そ
の
時
代
─
』
が
、
刊
行
の
運
び
と
な
っ
た
。
国
文
学
の
み
な
ら
ず
国
史
分
野
を

も
併
せ
重
鎮
、
気
鋭
、
と
も
に
煌
び
や
か
な
二
十
五
名
か
ら
成
る
最
前
線
の
研
究
者
の
論
を
収
め
る
一
書
で
あ
る
。
近
年
の
平

安
文
学
探
究
の
動
向
を
顧
み
れ
ば
、
作
品
を
、
極
め
て
個
人
的
な
内
面
の
営
み
と
し
て
掘
り
下
げ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
む
し
ろ
作

品
・
作
家
を
支
え
、
取
り
巻
く
環
境
、
例
え
ば
出
仕
先
の
後
宮
の
相
等
、
歴
史
、
文
化
、
そ
し
て
そ
れ
を
自
ず
か
ら
担
う
「
モ

ノ
」
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
新
た
に
拓
か
れ
る
作
品
の
読
み
を
探
る
試
み
へ
と
、
概
ね
大
き
く
緩
や
か
に
向
か
う
変
化
が
浮

か
び
上
が
ろ
う
。
タ
イ
ト
ル
に
刻
ま
れ
た
「
文
学
と
文
化
」「
時
代
」
は
、
そ
の
意
味
で
ま
さ
し
く
時
の
要
請
を
背
負
う
本
書

の
位
相
を
伝
え
る
。
一
方
、
同
時
に
決
し
て
徒
い
た
ず
ら

に
目
配
り
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
常
に
そ
こ
か
ら
こ

と
ば
、
作
品
を
照
ら
し
返
し
読
み
深
め
る
営
為
も
ま
た
、
本
書
の
多
岐
に
わ
た
る
緒
論
に
期
せ
ず
し
て
一
貫
す
る
姿
勢
で
あ
っ

て
、
読
者
は
そ
の
快
く
新
鮮
な
刺
激
に
と
き
め
き
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
更
に
、
今
一
つ
本
書
を
貫
く
特
性
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
論
の
、
明
快
な
論
旨
、
そ
し
て
表
現
、
文
体
に
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
た
い
。
編
者
は
「
序
」
に
、
本
書
が
「
研
究
者

の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
方
々
に
も
」
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
記
す
。K

A
D
O
K
A
W
A

の
「
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
ク
ラ
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シ
ッ
ク
ス
」
シ
リ
ー
ズ
を
始
め
、
緻
密
な
検
証
の
成
果
を
鮮
や
か
に
踏
ま
え
つ
つ
、
広
く
一
般
読
者
に
古
典
の
世
界
の
魅
力
を

伝
え
る
目も
く
ろ
み

論
見
が
、
編
者
、
川
村
氏
の
こ
れ
ま
で
の
分
厚
い
業
績
の
一
翼
を
担
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
る
。
そ
の

古
典
「
啓
蒙
」
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
編
者
の
情
熱
に
響
き
合
う
よ
う
に
、
清
新
極
ま
り
な
い
論
の
数
々
が
、
平
明
な
形
で
寄
稿
さ

れ
た
と
言
う
べ
き
か
。
編
者
と
執
筆
者
の
幸
せ
な
こ
の
呼
応
に
よ
っ
て
、「
文
学
と
文
化
」
を
め
ぐ
る
研
究
の
旅
は
、
軽
や
か

に
様
々
な
読
者
に
拓
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
て
多
岐
に
わ
た
る
二
十
五
編
の
各
論
の
紹
介
は
、
編
者
に
よ
る
「
本
書
掲
載
論
文
の
概
要
」（
521
頁
）
に
譲
る
と
し
て
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
、
論
の
展
開
が
図
ら
れ
た
の
か
、
試
み
に
全
体
の
見
取
り
図
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。
様
々
な
要

素
が
微
妙
に
交
錯
す
る
論
の
分
類
は
ま
こ
と
に
難
し
く
、
異
論
も
多
々
生
じ
よ
う
が
、
ひ
と
ま
ず
の
試
み
提
示
を
許
さ
れ
た
い
。

全
体
は
、
お
お
よ
そ
次
の
五
群
に
分
け
ら
れ
よ
う
か
。
①
「
文
化
、「
モ
ノ
」
を
中
心
と
す
る
論
」　

②
「
歴
史
の
視
座
が
中
心

と
な
る
論
」　

③
「『
紫
式
部
日
記
』
作
品
論
を
中
心
と
す
る
論
」
④
「『
源
氏
物
語
』
作
品
論
を
中
心
と
す
る
論
」　

⑤
「『
源

氏
物
語
』
以
後
の
後
期
物
語
、
歴
史
物
語
等
の
展
開
を
中
心
と
す
る
論
（
な
お
文
学
史
的
展
開
、
と
い
う
意
味
で
『
源
氏
物
語
』

以
前
の
私
家
集
論
も
こ
れ
に
含
め
る
）」
の
五
群
で
あ
る
。

①
に
は
、「
装
束
」、「
文
付
枝
」
等
の
「
モ
ノ
」、「
遣
唐
使
」
等
の
制
度
を
切
り
口
と
す
る
論
の
他
、「
翻
訳
」（
英
訳
）、

「
女
子
教
育
」
等
を
視
座
と
す
る
論
も
加
わ
り
、
全
体
の
中
で
は
七
編
と
最
も
数
の
多
い
群
と
な
る
。
例
え
ば
「
文
付
枝
」「
う

つ
ろ
ひ
菊
」
の
詳
細
な
検
証
か
ら
、
新
た
に
探
り
取
ら
れ
る
道
綱
母
の
密
や
か
に
誇
り
高
い
主
張
を
始
め
、
小
さ
な
も
の
、
極

め
て
あ
り
ふ
れ
た
具
体
的
な
「
モ
ノ
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
導
か
れ
る
読
み
の
更
新
に
は
、
予
想
外
の
鮮
や
か
な
躍
動
が
溢
れ

る
。
②
賢
子
、
姸
子
を
め
ぐ
る
史
的
視
座
か
ら
の
検
証
も
併
せ
、「
文
化
」
と
い
う
軸
足
を
し
か
と
据
え
る
本
書
の
試
み
の
確

か
さ
は
、
ひ
と
ま
ず
①
②
併
せ
て
九
編
と
い
う
論
の
少
な
か
ら
ぬ
数
か
ら
も
見
て
取
ら
れ
よ
う
。
更
に
③
④
は
、
も
と
よ
り
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「
紫
式
部
と
そ
の
時
代
」
に
ふ
さ
わ
し
く
そ
れ
ぞ
れ
五
編
、
本
書
の
も
う
一
つ
の
魅
力
的
な
柱
と
も
言
う
べ
き
二
つ
の
群
で
あ

る
。
同
時
に
そ
れ
ら
は
、
例
え
ば
③
、「
絵
巻
」「
漢
籍
女
房
」、
或
い
は
「
硯
」
等
の
切
り
口
、
ま
た
「
中
世
」
か
ら
の
視
座

等
、
実
は
①
と
ま
ぎ
れ
も
な
く
響
き
合
う
文
化
、
歴
史
等
の
命
題
を
周
到
に
選
び
取
る
作
品
論
の
集
積
で
も
あ
っ
た
。
④
に
於

い
て
も
ほ
ぼ
そ
の
動
向
は
同
様
で
、「
歴
史
意
識
」「
性
的
同
意
」「
時
間
」「
葬
送
」
等
、
文
化
、
歴
史
に
結
ぶ
視
座
か
ら
の
読

み
の
更
新
が
大
き
な
魅
力
を
放
つ
。『
源
氏
物
語
』
以
降
の
文
学
史
的
展
開
を
論
じ
る
⑤
は
六
編
か
ら
成
る
が
、「
女
房
た
ち
」

「
寺
院
空
間
」「
交
遊
圏
」
と
い
っ
た
視
座
は
、
な
お
文
化
に
切
り
結
ぶ
こ
と
も
付
け
加
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
本
書

は
縦
横
自
在
に
「
平
安
朝
の
文
学
と
文
化
」
を
論
じ
る
一
書
に
他
な
ら
な
い
。

実
は
、
先
頃
「
道
長
っ
て
ほ
ん
と
に
「
い
い
人
」
な
ん
で
す
か
」
と
問
わ
れ
た
。
も
と
よ
り
今
年
度
の
大
河
ド
ラ
マ
「
光
る

君
へ
」
を
視
聴
し
て
の
問
い
か
け
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
は
高
校
で
触
れ
た
だ
け
、
と
い
う
そ
の
方
の
問
い
に
満
足
に
答
え

ら
れ
な
か
っ
た
筆
者
は
、
後
に
な
っ
て
「
道
長
の
鷹
揚
さ
」
が
『
枕
草
子
』
を
は
じ
め
数あ
ま
た多

の
文
化
の
結
実
の
残
さ
れ
た
要
因
、

と
い
う
本
書
の
一
節
を
ふ
と
思
い
起
こ
し
た
。
法
成
寺
で
仏
道
に
励
む
道
長
、
光
源
氏
の
晩
年
を
基
底
に
描
か
れ
た
『
栄
花
物

語
』
の
道
長
…
…
、
顧
み
れ
ば
本
書
に
は
そ
の
素
朴
な
問
い
か
け
に
向
き
合
う
手
が
か
り
が
生
き
生
き
と
潜
め
ら
れ
て
い
る
。

ド
ラ
マ
に
興
じ
つ
つ
、
一
方
で
史
実
や
習
俗
、
物
語
と
、
映
像
と
の
重
な
り
や
ず
れ
を
顧
み
る
時
に
、
本
書
を
手
に
取
っ
て
み

る
こ
と
は
充
分
有
益
で
あ
ろ
う
。
研
究
者
は
も
と
よ
り
様
々
な
読
者
に
向
け
て
本
書
を
心
よ
り
推
薦
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

二
〇
二
四
年　

四
月

─
聖
心
女
子
大
学
名
誉
教
授

─
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『
光
る
君
へ
』
が
、
二
〇
二
四
年
に
放
送
予
定
の
大
河
ド
ラ
マ
（
第
六
三
作
）
と
な
っ
た
。
紫
式
部
を
中
心
に
し
た
ド
ラ
マ
で
あ
る
。

一
月
か
ら
す
で
に
配
信
も
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
出
版
物
が
多
く
出
さ
れ
、
講
座
並
び
に
イ
ベ
ン
ト
も
数
多
く
催
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
同
時
代
を
研
究
す
る
者
と
し
て
は
、
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
『
源
氏
物
語
』
の
普
及
性
と
同
時
に
、
絶
え
ざ
る
考
究
の
深
化
が
、
紫
式
部
周
辺
の
研
究
を
支
え
て
き
た
。

た
だ
し
、
紫
式
部
一
個
人
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
や
文
化
の
光
を
浴
び
て
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
紫
式
部

と
い
う
単
体
の
光
だ
け
で
は
な
く
、
数
多
く
の
光
が
プ
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
紫
式
部
や
こ
の
時
代
を
く
る
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
た
。

交
錯
す
る
こ
の
よ
う
な
光
、
つ
ま
り
、
平
安
朝
の
文
学
・
歴
史
・
環
境
・
文
化
・
社
会
を
支
え
て
い
る
周
辺
の
輝
き
を
解
析
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
紫
式
部
の
時
代
を
、
は
じ
め
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
紫
式
部
関
連

の
研
究
に
大
き
な
光
を
与
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
第
一
線
の
研
究
者
た
ち
に
よ
る
紫
式
部
や
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
の
新
た
な
解
析
が
開
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
成
果
は
、
必

ず
や
こ
の
時
代
の
研
究
に
一
石
を
投
じ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
先
端
の
研
究
成
果
は
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
方
々
に

も
大
い
な
る
刺
戟
と
知
識
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
書
が
、
研
究
を
広
く
一
般
に
知
ら
し
め
る
端
緒
と
な
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。	

	
	

	
	

	

川　
　

村　
　

裕　
　

子





vii 『三条右大臣集』試論

『
三
条
右
大
臣
集
』
試
論

荒
　
　
井
　
　
洋
　
　
樹

一
　
緒
言

三
条
右
大
臣
藤
原
定
方
は
、
北
家
良
門
流
高
藤
男
で
あ
る
。
兄
定
国
が
四
〇
歳
で
薨
じ
た
た
め
家
督
を
継
ぎ
、
同
母
姉
の
胤
子
が
醍
醐

を
生
ん
だ
こ
と
で
外
戚
と
な
り
、
右
大
臣
ま
で
昇
進
し
た
。
紫
式
部
の
曾
祖
父
兼
輔
と
は
い
と
こ
で
、
婚
姻
関
係
も
あ
り
懇
意
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
そ
の
家
集
『
三
条
右
大
臣
集
』
や
『
兼
輔
集
』、『
後
撰
和
歌
集
』
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
。
定
方
の
伝
記
的
側
面
に
つ
い
て
は
村

瀬
敏
夫
が
整
理
し
、『
古
今
集
』
成
立
前
後
に
お
け
る
定
方
の
社
会
的
位
置
を
描
出
し
て
い
る
）
（
（

。
定
方
の
歌
壇
的
位
置
づ
け
に
は
山
口
博

の
論
考
が
あ
る
）
（
（

。

　

関
係
系
図
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本
稿
で
は
『
三
条
右
大
臣
集
』
を
取
り
上
げ
る
。
家
集
を
持
つ
貴
顕
と
し
て
は
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
藤
原
伊
尹
や
『
御
堂
関
白
集
』

の
藤
原
道
長
に
先
ん
じ
て
お
り
、
先
駆
的
な
人
物
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
本
集
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
和
歌
が
貴
顕
の
た
し

な
み
と
な
っ
て
ゆ
く
道
程
を
把
握
す
る
一
階
梯
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

『
三
条
右
大
臣
集
』
は
三
五
首
か
ら
な
り
、
伝
本
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
が
孤
本
で
あ
る
。
同
本
は
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
四
月
二

十
六
日
の
真
観
書
写
と
す
る
本
奥
書
と
、
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
十
月
十
三
日
の
書
写
奥
書
を
有
す
る
。
枡
形
本
で
「
三
条
右
大
臣

集
」
と
外
題
が
あ
る
。

『
三
条
右
大
臣
集
』
の
研
究
は
、
久
曾
神
昇
に
よ
っ
て
先
鞭
が
付
け
ら
れ
、
定
方
の
近
親
者
に
よ
る
編
纂
と
さ
れ
た
）
（
（

。
以
降
、
山
岸
徳

平
も
こ
れ
を
踏
襲
す
る
）
（
（

。
久
保
木
哲
夫
は
兼
輔
撰
で
あ
り
、
定
方
没
後
、
兼
輔
の
歿
す
る
ま
で
の
期
間
に
成
っ
た
と
す
る
）
（
（

。

一
方
、
佐
藤
高
明
は
最
終
的
に
は
久
保
木
の
提
示
す
る
成
立
年
代
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
と
想
定
す
る
も
の
の
、
本
集
内
部
の
断
層
か
ら
、

三
名
か
ら
四
名
の
人
物
に
よ
っ
て
順
次
増
補
さ
れ
な
が
ら
成
立
し
た
と
み
る
）
（
（

。

他
方
、
迫
徹
朗
は
本
集
に
は
現
存
す
る
定
方
詠
が
す
べ
て
み
え
る
こ
と
、
本
集
独
自
の
定
方
詠
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
後
代
に

至
っ
て
定
方
の
詠
作
を
集
成
し
た
も
の
が
『
三
条
右
大
臣
集
』
だ
と
し
、
そ
の
編
者
は
勧
修
寺
家
の
後
裔
で
、
書
陵
部
本
の
本
奥
書
に
名

の
見
え
る
真
観
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
た
）
（
（

。

田
中
仁
も
佐
藤
、
迫
の
論
を
受
け
て
、
あ
る
段
階
で
定
方
の
詠
歌
を
集
成
し
た
も
の
が
本
集
だ
と
み
た
上
で
、『
後
撰
集
』
や
『
兼
輔

集
』
な
ど
の
現
存
家
集
で
は
な
い
「
歌
稿
」
の
存
在
を
仮
定
し
つ
つ
、
そ
の
成
立
を
説
き
、
最
終
的
な
編
者
を
真
観
と
す
る
）
（
（

。

敬
語
法
な
ど
の
観
点
か
ら
本
集
内
部
に
は
断
層
が
看
取
で
き
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
が
、
佐
藤
の
い
う
よ
う
に
原
家
集
を
い
わ
ば
解

体
し
て
増
補
す
る
と
い
う
の
は
、
新
た
な
家
集
を
編
纂
し
て
い
る
と
い
う
の
に
等
し
い
。
田
中
の
い
う
「
歌
稿
」
も
結
局
は
現
存
し
な
い

代
物
で
あ
る
。
新
た
な
家
集
と
し
て
編
纂
し
な
お
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
原
資
料
を
追
求
す
る
こ
と
で
本
集
の
成
立
を
明
ら
か
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に
し
よ
う
と
す
る
両
論
は
あ
ま
り
建
設
的
な
議
論
と
は
い
え
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
現
存
本
『
三
条
右
大
臣
集
』
を
家
集
と
し
て
読
み
直
す
こ
と
で
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
定
方
像
を
復
元
し
、
本
集
が
ど

の
よ
う
な
機
制
の
も
と
に
製
作
さ
れ
た
の
か
を
論
じ
る
。『
三
条
右
大
臣
集
』
は
書
陵
部
本
よ
り
翻
刻
し
、
表
記
を
整
え
た
。
校
訂
箇
所

に
は
傍
点
を
付
し
、
末
尾
に
校
訂
一
覧
を
付
し
た
。

二
　
構
成
再
考

本
集
の
形
態
に
つ
い
て
、『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
は
「
雑
纂
形
式
」
と
し
て
お
り
）
（
（

、
定
方
の
詠
歌
集
成
と
し
て
の
側
面
に
重
き
が
置
か

れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
改
め
て
本
集
の
内
容
を
精
査
す
る
と
、
そ
こ
に
構
成
意
識
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
集
は
主
と
し
て
季
節
の
歌
を
収
め
る
一
番
歌
か
ら
一
七
番
歌
ま
で
（
以
下
Ａ
部
）
と
、
恋
の
歌
を
収
め
る
一
八
番
歌
か
ら
二
二
番
歌

ま
で
（
以
下
Ｂ
部
）、
そ
し
て
哀
傷
歌
を
収
め
る
二
三
番
歌
か
ら
三
五
番
歌
ま
で
（
以
下
Ｃ
部
）
の
三
つ
に
分
か
れ
る
。
し
か
し
、
季
節
の

歌
を
集
め
る
部
分
に
し
て
も
、
四
季
順
で
は
な
く
、
夏
歌
を
含
ま
な
い
な
ど
の
問
題
も
あ
り
、
他
撰
を
前
提
と
す
る
こ
と
も
相
ま
っ
て

「
雑
纂
形
式
」
と
さ
れ
る
の
も
や
む
な
い
こ
と
で
は
あ
っ
た
。

本
集
の
構
成
上
注
目
さ
れ
る
の
は
、
Ａ
部
Ｂ
部
に
お
い
て
そ
の
先
頭
に
意
味
の
あ
る
和
歌
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

Ａ
部
の
先
頭
に
は
、

寛
平
の
帝
の
朱
雀
院
に
て
女
郎
花
合
は
せ
さ
せ
た
ま

ひ
け
る
時
、
詠
み
た
ま
へ
り
け
る

秋
に
し
て
あ
ふ
こ
と
か
た
き
女
郎
花
天
の
河
原
に
生
ひ
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
（
一
）

が
配
さ
れ
て
い
る
。
宇
多
に
よ
る
女
郎
花
合
は
幾
度
か
催
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
歌
は
、『
古
今
集
』
秋
上
に
、
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（
朱
雀
院
の
を
み
な
へ
し
あ
は
せ
に
よ
み
て
た
て
ま
つ

り
け
る
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
定
方
朝
臣

秋
な
ら
で
あ
ふ
こ
と
か
た
き
を
み
な
へ
し
あ
ま
の
か
は
ら
に
お
ひ
ぬ
も
の
ゆ
ゑ	

（
古
今
集
・
秋
上
・
二
三
一
）

と
載
っ
て
い
る
）
（（
（

。
同
じ
歌
群
に
属
す
る
歌
か
ら
推
察
す
る
に
、
昌
泰
元
年
（
八
九
八
）
催
行
の
亭
子
院
女
郎
花
合
で
の
詠
作
と
わ
か
る
）
（（
（

。

『
古
今
集
』
の
詞
書
の
「
朱
雀
院
」
は
宇
多
を
指
す
が
、
本
集
詞
書
で
は
朱
雀
院
で
開
催
さ
れ
た
女
郎
花
合
で
あ
る
よ
う
に
記
す
。『
古
今

集
』
詞
書
の
「
朱
雀
院
」
を
邸
第
と
し
て
の
朱
雀
院
と
誤
認
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
女
郎
花
合
は
宇
多
の
ほ
か
、
時
平
、
温
子
兄
妹
も

参
画
し
て
お
り
、
宇
多
が
近
し
い
も
の
た
ち
と
の
紐
帯
を
確
認
す
る
催
し
で
あ
っ
た
）
（（
（

。
宇
多
を
中
心
と
し
た
催
事
の
中
に
、
定
方
も
参
加

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

続
く
二
番
歌
は
、

延
喜
御
時
、
賀
茂
臨
時
祭
の
日
、
御
前
に
て
か
は
ら

け
と
り
て
、
詠
み
た
ま
へ
る

か
く
て
の
み
や
む
べ
き
も
の
か
ち
は
や
ぶ
る
賀
茂
の
社
の
よ
ろ
づ
よ
を
見
む
（
二
）

で
あ
り
、
定
方
が
賀
茂
臨
時
祭
に
お
い
て
醍
醐
の
御
前
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
賀
茂
臨
時
祭
は
宇
多
朝
創
始
の
祭
祀
で
あ
る
が
、
醍
醐
朝

に
は
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
ず
、『
政
事
要
略
』
所
引
『
外
記
日
記
』
昌
泰
二
年
（
八
九
九
）
十
一
月
十
九
日
条
に
、

自
内
裏
奉
遣
鴨
使
。
是
朱
雀
院
太
上
天
皇
恒
例
。
奉
遣
臨
時
使
也
。
今
上
相
傳
。
始
自
今
年
被
行
也
。

内
裏
よ
り
鴨
使
を
奉
遣
す
。
是
れ
朱
雀
院
太
上
天
皇
の
恒
例
な
り
。
臨
時
の
使
を
奉
遣
す
る
な
り
。
今
上
相
伝
す
。
今
年
よ
り
始

め
て
行
は
る
な
り
。

と
あ
る
）
（（
（

こ
と
か
ら
、
昌
泰
二
年
以
降
に
復
活
、
恒
例
と
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
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詞
書
に
拠
れ
ば
、
御
前
に
て
「
か
は
ら
け
」
を
取
っ
た
際
の
歌
で
あ
る
。
勅
使
以
下
に
盃
を
賜
う
の
は
出
立
前
の
庭
中
盃
酌
儀
と
帰
参

後
の
還
立
御
神
楽
終
了
後
の
二
度
あ
る
。
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
次
第
の
途
中
で
は
な
く
帰
参
後
の
後
者
と
見
る

の
が
穏
当
だ
ろ
う
。

定
方
歌
は
、
こ
れ
だ
け
で
終
わ
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
終
わ
る
べ
き
で
は
な
い
、
賀
茂
の
社
の
万
代
続
く
繁
栄
を
見
よ
う
、

と
詠
む
。
今
日
こ
の
日
だ
け
の
勅
使
の
奉
献
だ
け
で
は
な
く
、
万
代
に
わ
た
っ
て
続
く
勅
使
奉
献
を
詠
む
こ
と
で
、
勅
使
を
使
わ
し
た
帝

た
る
醍
醐
の
長
久
を
予
祝
す
る
。「
か
く
て
の
み
」
と
限
定
用
法
を
用
い
て
お
り
、
醍
醐
朝
で
は
こ
の
賀
茂
臨
時
祭
が
初
度
の
も
の
で
あ

る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。『
三
条
右
大
臣
集
注
釈
稿
』（
以
下
『
注
釈
稿
』
と
す
る
）
は
定
方
が
勅
使
で
あ
っ
た
可
能
性
に
言
及
す
る
。
そ

の
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
が
、『
注
釈
稿
』
も
指
摘
す
る
よ
う
に
現
存
資
史
料
か
ら
裏
付
け
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
問
題

は
こ
の
詞
書
が
ど
う
読
め
る
か
で
あ
る
。
御
前
で
盃
を
取
っ
て
詠
歌
し
、
そ
の
詠
歌
内
容
も
こ
の
祭
祀
の
永
続
を
祈
願
す
る
も
の
で
、
こ

の
記
述
は
定
方
が
勅
使
で
あ
る
よ
う
に
読
ま
せ
ん
と
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

そ
の
よ
う
に
読
ん
だ
場
合
、
こ
の
記
事
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
寛
平
元
年
（
八
八
九
）、
初
度
の
賀
茂
臨
時
祭
の
折
の
勅
使

は
、
蔵
人
頭
の
時
平
で
あ
っ
た
。
関
白
太
政
大
臣
基
経
男
の
時
平
は
そ
の
後
継
者
た
る
位
置
づ
け
で
、
次
代
の
要
と
な
る
人
物
を
勅
使
に

宛
て
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
の
勅
使
奉
献
は
醍
醐
は
自
身
が
は
じ
め
て
行
う
賀
茂
臨
時
祭
で
あ
る
。
定
国
在
世
時
の

定
方
は
、「
廷
臣
と
し
て
目
立
た
な
い
存
在
」
と
評
さ
れ
）
（（
（

、『
公
卿
補
任
』
記
載
の
官
歴
を
除
く
と
足
跡
を
辿
る
こ
と
も
容
易
で
は
な
い
。

官
人
と
し
て
の
定
方
の
人
生
史
を
考
え
る
上
で
、
賀
茂
臨
時
祭
の
勅
使
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
は
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
に
相
違
な
い
）
（（
（

。
す

な
わ
ち
、
定
方
が
醍
醐
朝
に
お
い
て
将
来
を
嘱
望
さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
賀
茂
臨
時
祭
の
歌
が
巻
頭

二
番
歌
に
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

続
く
三
番
歌
は
、
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相
撲
の
か
へ
り
饗
の
暮
れ
つ
か
た
、
女
郎
花
を
折
り

て
式
部
卿
の
み
こ
の
挿
頭
に
さ
し
た
ま
ふ
と
て
、

女
郎
花
花
の
名
な
ら
ぬ
も
の
な
ら
ば
な
に
か
は
君
が
か
ざ
し
に
も
せ
む
（
三
）

で
、「
式
部
卿
の
み
こ
」
す
な
わ
ち
敦
慶
親
王
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
相
撲
の
節
会
の
還
饗
の
折
に
、
定
方
が
敦
慶
に
女
郎
花
を
挿
頭

と
し
て
指
す
際
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
女
郎
花
が
花
の
名
前
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
あ
な
た
の
挿
頭
に
挿
し
た
で
し
ょ
う
か
、
と
詠

む
。
敦
慶
に
挿
頭
を
挿
す
ほ
ど
に
近
く
、
ま
た
そ
れ
に
際
し
冗
談
め
か
し
た
詠
歌
を
送
る
と
こ
ろ
か
ら
、
定
方
と
敦
慶
の
親
昵
を
看
取
で

き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
歌
は
『
後
撰
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、

す
ま
ひ
の
か
へ
り
あ
る
じ
の
く
れ
つ
か
た
、
を
み
な

へ
し
を
を
り
て
あ
つ
よ
し
の
み
こ
の
か
ざ
し
に
さ
す

と
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
条
右
大
臣

を
み
な
へ
し
花
の
な
な
ら
ぬ
物
な
ら
ば
何
か
は
君
が
か
ざ
し
に
も
せ
ん	

（
後
撰
集
・
秋
中
・
三
四
八
）

年
ご
ろ
家
の
む
す
め
に
せ
う
そ
こ
か
よ
は
し
侍
り
け

る
を
、
女
の
た
め
に
か
る
が
る
し
な
ど
い
ひ
て
ゆ
る

さ
ぬ
あ
ひ
だ
に
な
ん
侍
り
け
る

と
あ
り
、
左
注
に
お
い
て
敦
慶
が
定
方
女
に
懸
想
を
し
て
い
た
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
。
す
る
と
、
こ
の
一
首
は
、
女
郎
花
が
花
の
名
で
は

な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
娘
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
挿
頭
と
し
て
差
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
つ
ま
り
定
方
が
敦
慶
に
娘
を

託
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
含
意
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
。
本
集
で
は
そ
う
し
た
背
景
の
提
示
は
な
く
、
あ
く
ま
で
両
者
の
親
昵
を

描
出
す
る
に
留
め
て
お
り
、
冒
頭
二
首
に
続
い
て
貴
顕
の
交
流
圏
に
参
画
す
る
定
方
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
違
い
に
こ
そ
、


