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凡
例

一
、
底
本
に
は
榊
原
家
所
蔵
「
源
頼
実
集
」（『
榊
原
本
私
家
集
三
』
日
本
古
典
文

学
影
印
叢
刊
11
、
財
団
法
人
日
本
古
典
文
学
会
編
集
、
貴
重
本
刊
行
会
、
一

九
七
九
年
）
を
用
い
た
。

一
、
本
稿
で
は
、「
源
頼
実
集
」
全
一
〇
三
首
中
の
１
～
52
ま
で
の
歌
を
扱
う
。

一
、
本
稿
は
、
本
文
、【
通
釈
】
、【
語
釈
】
、【
参
考
】
の
項
目
を
立
て
て
記
し
た
。

一
、
本
文
は
底
本
を
翻
字
し
、
そ
れ
に
濁
点
、
句
読
点
を
施
し
た
。
翻
字
を
優
先

し
た
の
で
、
必
ず
し
も
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
従
っ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。

一
、
本
文
に
お
い
て
明
ら
か
に
誤
写
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
囲
み
文
字
で
表
記
し
、

【
語
釈
】
で
そ
の
旨
を
触
れ
た
。

一
、【
通
釈
】
は
、
詞
書
・
和
歌
を
通
釈
し
、
意
味
を
補
っ
た
場
合
は
、（　
　
　

）

で
そ
れ
を
示
し
た
。

一
、【
語
釈
】
は
、
語
句
に
関
す
る
注
釈
お
よ
び
本
文
の
校
訂
を
記
し
た
。
語
釈

を
施
し
た
語
句
は
、「
○
」
を
付
し
、
見
出
し
語
と
し
て
本
文
を
掲
げ
た
。

一
、【
参
考
】
で
は
、【
語
釈
】
で
論
述
し
き
れ
な
い
問
題
を
、【
参
考
】
を
設
け

て
こ
こ
に
記
し
た
。
特
に
問
題
な
い
場
合
は
、【
参
考
】
を
立
項
し
な
い
。

一
、【
語
釈
】
、【
参
考
】
で
引
用
す
る
歌
は
、
原
則
と
し
て
『
新
編
国
歌
大
観
』

（
角
川
書
店
・
Ｃ
Ｄ
─
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
）
所
載
本
文
を
用
い
、
仮
名
を
適
宜
漢
字

に
改
め
掲
載
し
た
。
引
用
文
献
の
呼
称
は
、『
古
今
集
』『
躬
恒
集
』
な
ど
と

略
称
で
掲
げ
た
。

　

故
侍
中
左
金
吾
家
集　

源
頼
実

春
三
月
三
日
、
あ
る
人
の
家
に
て
、
花
見
く
ら
し
て
、
を
の
〳
〵
さ
か
づ
き

と
り
て
よ
め
る

１
は
な
を
み
る
春
は
や
み
だ
に
な
か
り
せ
ば
け
ふ
も
く
れ
ぬ
と
な
げ
か
ま
し
や
は

【
通
釈
】�

三
月
三
日
、
あ
る
人
の
家
で
、
一
日
中
花
を
見
て
く
ら
し
て
、
各
人
杯

を
取
っ
て
詠
ん
だ
（
歌
）

桜
の
花
を
見
る
春
は
闇
さ
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
今
日
も
日
が
暮
れ
た
と
嘆
か

な
か
っ
た
も
の
を
。

【
語
釈
】
○
故
侍
中
左
金
吾
家
集　

内
題
。
源
頼
実
の
家
集
の
こ
と
。
侍
中
は
底

「
源
頼
実
集
」
注
釈
稿
上

吉
田
　
茂
・
田
中
拓
也
・
金
子
節
哉
・
塩
屋
貴
之
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本
で
は
「
備
中
」
と
あ
る
が
、
蔵
人
の
唐
名
で
あ
る
「
侍
中
」
に
訂
し
た
。「
左

金
吾
」
は
「
左
衛
門
督
」
の
唐
名
。「
侍
中
左
金
吾
」
で
源
頼
実
を
指
し
、「
故
」

（
故
人
の
意
）」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
集
は
他
撰
と
考
え
ら
れ
る
。
〇
あ
る
人
の
家　

未
詳
。
○
花
見
く
ら
し
て　

花
を
一
日
中
見
て
、
の
意
。
〇
さ
か
づ
き
と
り
て　

酒
の
入
っ
た
杯
を
手
に
と
っ
て
。
○
春
は
や
み
だ
に　

春
は
闇
さ
え
の
意
。『
古

今
集
』
春
上
、
四
一
、
躬
恒
の
「
春
の
夜
の
や
み
は
あ
や
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
見

え
ね
香
や
は
か
く
る
る
」
の
歌
以
来
、「
春
ま
た
は
春
の
夜
」
と
「
闇
」
が
と
も

に
用
い
ら
れ
る
歌
の
伝
統
を
踏
ま
え
、「
春
は
や
み
だ
に
な
か
り
せ
ば
」
と
詠
ん

だ
。
○
な
げ
か
ま
し
や
は　

嘆
い
た
ろ
う
か
（
嘆
か
な
か
っ
た
）
の
意
。「
ま
し
」

は
反
実
仮
想
の
助
動
詞
。

三
月
十
五
日
、
し
ら
川
寺
に
五
時
か
う
に
人
〳
〵
い
き
て
、
ふ
み
な
ど
つ

ら
ね
て
の
ち
、
け
ふ
こ
と
に
か
な
ら
ず
す
べ
き
よ
し
を
、
か
は
ら
け
と
り

て
よ
み
け
る

２
し
ら
川
の
け
ふ
の
契
り
を
た
が
へ
ず
は
春
の
み
こ
ふ
と
人
や
お
も
は
む

【
通
釈
】�

三
月
十
五
日
、
白
川
寺
に
五
十
講
に
人
々
が
行
っ
て
、
漢
詩
な
ど
連
ね

て
後
、
今
日
は
必
ず
す
べ
き
事
を
、
酒
杯
を
取
り
て
詠
ん
だ
（
歌
）

白
川
で
の
今
日
の
約
束
を
違
え
な
い
な
ら
ば
、
春
だ
け
恋
う
と
人
は
思
う
だ

ろ
う
か
。

【
語
釈
】
○
し
ら
川
寺　

京
白
川
に
あ
っ
た
寺
と
推
測
さ
れ
る
が
、
詳
細
は
未

詳
。
○
五
時
か
う　

五
十
講
、
の
こ
と
か
。
五
十
講
と
は
、『
法
華
経
』
八
巻
二

十
八
品
を
五
十
講
座
に
分
け
て
講
義
を
す
る
法
会
。
○
ふ
み
な
ど
つ
ら
ね
て　

複

数
の
男
が
漢
詩
を
詠
み
合
っ
て
。
〇
け
ふ
こ
と
に
か
な
ら
ず
す
べ
き
よ
し　

五
十

講
の
行
わ
れ
る
今
日
特
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仏
の
誓
い
な
ど
を
い
う
か
。

〇
春
の
み
こ
ふ
と
人
や
お
も
は
む　

春
の
季
節
だ
け
を
恋
い
慕
っ
て
い
る
と
人
は

思
う
だ
ろ
う
か
、
い
や
仏
を
も
恋
い
慕
っ
て
い
る
と
思
う
だ
ろ
う
よ
、
の
意
。

【
参
考
】『
為
仲
集
』
八
九
に
「
四
月
十
日
ご
ろ
、
平
等
院
五
十
講
の
ほ
ど
、
慶

暹
阿
闍
梨
宿
坊
に
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
ま
つ
、
と
い
ふ
だ
い
を
よ
み
し
に
」
と
い

う
詞
書
で
、「
山
べ
に
も
き
な
か
ざ
り
け
り
郭
公
み
や
こ
に
待
ち
し
よ
ひ
ぞ
か
か

り
し
」
の
歌
が
あ
り
、
平
等
院
の
五
十
講
の
記
事
が
見
え
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、

『
橘
為
仲
集
全
釈
』
の
著
者
石
井
文
夫
は
そ
の
中
で
「
五
十
講
は
比
較
的
時
代
が

下
が
っ
て
か
ら
行
わ
れ
は
じ
め
た
よ
う
で
、
こ
の
例
な
ど
は
早
い
方
に
属
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
白
川
寺
で
の
例
も
早
い
方
で
あ
ろ
う
。

や
ま
ぶ
き
を
お
り
て
、
あ
る
人
の
哥
よ
み
て
お
こ
せ
た
る

返
し

３
ゐ
で
に
ゆ
く
人
に
も
あ
ら
で
わ
が
や
ど
に
お
り
て
ぞ
見
つ
る
や
ま
ぶ
き
の
花

【
通
釈
】�

山
吹
を
折
っ
て
あ
る
人
が
和
歌
を
詠
ん
で
お
く
っ
て
く
れ
た
の
で
、
返

歌
（
を
送
り
ま
し
た
。）

井
出
に
行
く
こ
と
も
な
い
私
の
家
に
あ
な
た
が
お
く
っ
て
く
れ
た
山
吹
の
花

を
家
に
い
な
が
ら
見
て
い
る
こ
と
だ
。

【
語
釈
】
○
や
ま
ぶ
き　

バ
ラ
科
ヤ
マ
ブ
キ
属
の
落
葉
低
木
。
黄
色
の
花
を
つ
け

る
。
古
歌
に
も
詠
ま
れ
、「
か
は
づ
（
蛙
）」
と
詠
み
合
わ
さ
れ
る
。
〇
ゐ
で　

歌

枕
。
京
都
府
綴
喜
郡
井
出
町
。
木
津
川
に
注
ぐ
玉
川
が
流
れ
て
い
る
。
湧
水
の
豊

か
な
土
地
で
「
井
出
の
玉
水
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
左
大
臣
橘
諸
兄
が
こ
の
地
に

別
荘
を
構
え
、
山
吹
の
花
を
植
え
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。『
古
今
集
』
で
は
、
井
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出
は
歌
枕
で
あ
り
、
山
吹
と
取
り
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。「
蛙
な
く
井
出
の

山
吹
散
り
に
け
り
花
の
さ
か
り
に
逢
は
ま
し
も
の
を
」（『
古
今
集
』
春
下
、
一
二

五
、
よ
み
人
知
ら
ず
）
な
ど
と
詠
ま
れ
る
。
○
お
り
て　
「
折
り
て
」
に
「
居
り
て
」

を
掛
け
る
。

長
久
二
年
源
大
納
言
家
に
て
、
り
む
じ
に
お
つ
る
花
を
ゝ
し
む
と
い
ふ
だ

い
を

４
ち
る
こ
ろ
は
ち
る
を
見
つ
つ
も
な
ぐ
さ
め
つ
は
な
な
き
は
る
の
な
を
や
の
こ
ら
ん

【
通
釈
】�

長
久
二
年
源
大
納
言
の
家
で
、「
臨
時
に
落
ち
る
花
を
惜
し
む
」
と
い

う
歌
題
を

花
が
散
っ
て
い
る
こ
ろ
は
そ
れ
を
見
な
が
ら
心
を
慰
め
た
。
花
の
ま
っ
た
く

な
い
春
で
も
心
に
は
花
が
残
る
だ
ろ
う
か
。

【
語
釈
】
○
長
久
二
年　

西
暦
一
○
四
一
年
。
○
源
大
納
言　

源
師
房
（
一
○
○

八
～
一
○
七
七
）
の
こ
と
。
村
上
天
皇
の
皇
子
具
平
親
王
の
子
。
父
具
平
親
王
を

早
く
に
亡
く
し
、
姉
の
隆
姫
女
王
の
夫
で
あ
る
藤
原
頼
通
の
猶
子
と
な
っ
た
。
万

寿
元
年
（
一
○
二
四
）
藤
原
道
長
の
五
女
尊
子
を
妻
と
し
た
た
め
道
長
や
頼
通
と

密
接
な
関
係
を
持
っ
た
。
漢
詩
や
和
歌
に
も
優
れ
『
後
拾
遺
集
』
以
下
の
勅
撰
集

に
一
○
首
入
集
す
る
。
自
邸
の
土
御
門
邸
で
歌
会
や
歌
合
を
催
し
た
。
○
り
む
じ

に
お
つ
る
は
な
を
を
し
む　
「
り
む
じ
」
が
不
明
。
底
本
は
「
に
む
じ
」
と
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
「
り
む
じ
」
と
考
え
た
。
○
な
を
や
の
こ
ら
む　
『
源
氏
物
語
』
柏
木

「
い
ま
は
と
て
燃
え
む
け
ぶ
り
も
む
す
ぼ
ほ
れ
絶
え
ぬ
思
ひ
の
な
ほ
や
残
ら
む
」

の
結
句
「
な
ほ
や
残
ら
む
」
と
同
じ
か
。
や
は
り
残
る
だ
ろ
う
か
、
の
意
。

【
参
考
】
高
重
久
美
『
和
歌
六
人
党
と
そ
の
時
代
』
で
は
、
藤
原
範
永
の
「
庭
の

う
へ
の
お
つ
る
は
な　

仁
和
寺
」
の
詞
書
で
詠
ま
れ
た
「
春
の
ひ
も
身
ぞ
さ
え
ぬ

べ
き
ち
る
は
な
の
つ
も
れ
る
に
は
ゝ
ゆ
き
と
見
え
つ
ゝ
」（『
範
永
集
』
三
一
）
と

と
も
に
、
こ
の
歌
は
頼
実
の
異
母
弟
頼
綱
の
叔
父
範
永
と
頼
実
ら
の
小
規
模
な
歌

会
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
今
の
と
こ
ろ
そ
の
確
証
を
持
ち
得
な

い
が
、
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
り
む
じ
」
は
「
仁
和
寺
」
の
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
未
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
ら
川
寺
に
て
、
花
浮
澗
水
題
を

５
な
が
れ
つ
る
瀧
の
水
だ
に
な
か
り
せ
ば
ち
り
に
し
は
な
を
ま
た
も
み
ま
し
や

【
通
釈
】
白
川
寺
で
、「
花
、
谷
川
の
水
に
浮
か
ぶ
」
と
い
う
題
を
（
詠
ん
だ
歌
）

流
れ
て
い
る
滝
の
水
さ
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
散
っ
て
し
ま
っ
た
桜
の
花
を

ま
た
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

【
語
釈
】
〇
し
ら
川
寺　

未
詳
。
京
都
の
白
川
に
あ
る
寺
か
。
二
番
歌
に
も
見
え

る
。
〇
花
浮
澗
水　

桜
の
花
が
谷
川
（
滝
）
の
水
に
浮
か
ぶ
、
と
い
う
歌
題
。「
澗

水
」
は
谷
川
、
滝
の
水
。
白
居
易
の
「
春
至
」
の
詩
句
「
白
片
落
梅
浮
澗
水　

黄

梢
新
柳
出
城
墻
」（『
和
漢
朗
詠
集
』
上
、
春
）
に
想
を
得
て
の
歌
題
か
。

宮
に
て
、
は
な
に
よ
り
て
春
を
お
し
む
と
い
ふ
題
を

６
ゆ
く
は
る
を
お
し
む
心
は
ち
り
の
こ
る
花
み
る
人
や
の
ど
け
か
る
ら
ん

【
通
釈
】
宮
の
邸
宅
で
、「
花
に
よ
っ
て
春
を
惜
し
む
」
と
い
う
題
で
（
詠
ん
だ
歌
）

過
ぎ
行
く
春
を
惜
し
む
心
は
な
く
な
ら
ず
残
っ
て
い
る
。
散
ら
ず
に
今
も
残

る
桜
の
花
を
見
る
人
は
穏
や
か
な
気
持
ち
で
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
な
あ
。

【
語
釈
】
〇
宮　

祐
子
内
親
王
の
こ
と
か
。
後
三
条
天
皇
第
三
皇
女
、
母
は
藤
原
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嫄
子
（
敦
康
親
王
女
、
頼
通
養
女
）。
嫄
子
の
死
後
、
頼
通
に
養
育
さ
れ
る
。
頼

通
の
後
見
の
も
と
「
祐
子
内
親
王
家
歌
合
」
を
開
催
す
る
。
○
は
な
に
よ
り
て
春

を
お
し
む　

桜
の
花
に
よ
っ
て
春
の
季
節
の
終
わ
り
を
惜
し
む
、
意
。
底
本
で
は

「
花
」
と
あ
る
が
、
他
本
に
よ
り
「
春
」
と
改
め
た
。

【
参
考
】『
和
歌
一
字
抄
』
墨
書
補
入
歌
四
〇
に
「
依
花
惜
春
」
の
詞
書
で
こ
の

歌
が
載
る
。

春
の
夜
の
月

７
く
も
り
な
き
そ
ら
も
か
す
み
に
か
す
み
つ
ゝ
ひ
か
り
に
あ
か
ぬ
春
の
夜
の
月

【
通
釈
】
春
の
夜
の
月

曇
り
も
な
い
空
も
霞
に
か
す
ん
で
光
に
満
足
し
な
い
春
の
夜
の
月
で
あ
る
よ
。

【
語
釈
】
〇
そ
ら
も
か
す
み
に
か
す
み
つ
　ゝ
「
か
す
み
」
を
二
度
繰
り
返
す
表

現
が
良
い
。

【
参
考
】「
六
条
斎
院
歌
合
」
三
一
、
宣
旨
の
歌
「
み
る
ほ
ど
も
空
に
霞
の
へ
だ

つ
れ
ば
光
に
あ
か
ぬ
春
の
夜
の
月
」
の
下
の
句
が
共
通
す
る
。
こ
の
歌
は
『
夫
木

和
歌
抄
』
春
四
、
一
五
八
四
に
「
禖
子
内
親
王
家
歌
合
、
霞
月
を
へ
だ
つ
る
」
の

詞
書
で
載
る
。「
光
に
あ
か
ぬ
春
の
夜
の
月
」
の
下
の
句
は
７
の
歌
と
こ
の
歌
の

み
に
限
定
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
歌
合
は
永
承
六
年
（
一
〇
五
一
）
正
月
八
日
に

六
条
斎
院
禖
子
の
も
と
で
の
歌
合
で
、
頼
通
が
後
見
し
た
。

源
大
納
言
家
の
ね
の
日
に

８
ね
の
日
し
て
け
ふ
ひ
き
そ
む
る
ひ
め
小
松
い
く
た
び
春
に
あ
は
む
と
す
ら
ん

【
通
釈
】
源
大
納
言
家
の
子
の
日
に

子
の
日
に
根
が
延
び
る
よ
う
に
、
今
日
引
き
始
め
た
ば
か
り
の
小
さ
な
松

は
、
こ
れ
か
ら
幾
度
春
に
め
ぐ
り
逢
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

【
語
釈
】
〇
源
大
納
言　

４
の
歌
の
語
釈
参
照
。
〇
子
の
日　

十
二
支
の
子
に
あ

た
る
日
の
、
特
に
正
月
の
最
初
の
子
の
日
、
平
安
時
代
中
期
ま
で
は
、
若
菜
は
正

月
七
日
で
は
な
く
、
正
月
初
子
の
日
に
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
若
菜
摘
み
の
こ
と

を
子
の
日
、
ま
た
子
の
日
の
遊
び
と
呼
ん
だ
。
こ
の
日
に
貴
族
た
ち
が
楽
し
む
野

遊
び
を
指
す
。
小
松
の
根
引
き
（
小
松
引
き
）
や
若
菜
摘
み
な
ど
が
行
わ
れ
た
が
、

こ
れ
ら
は
年
頭
に
あ
た
っ
て
、
松
の
寿
を
身
に
つ
け
た
り
、
若
菜
の
羹
を
食
し
て

邪
気
を
払
お
う
と
し
た
も
の
。
そ
の
「
子
の
日
」
に
「
根
延
び
」
を
掛
け
る
。
〇

い
く
た
び
春
に
あ
は
む
と
す
ら
む　

幾
度
春
に
会
う
の
だ
ろ
う
か
と
詠
み
、
源
大

納
言
を
言
祝
い
で
い
る
。

夏

夏
日
見
る
遠
山
雲

９
な
つ
山
の
を
ち
に
た
な
び
く
し
ら
雲
の
た
ち
出
て
み
ね
と
な
り
に
け
る
か
な

【
通
釈
】
夏　
　

夏
の
日
遠
山
の
雲
を
見
る

夏
山
の
遠
い
と
こ
ろ
に
棚
引
く
白
雲
が
立
ち
現
れ
て
峰
と
な
っ
た
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
〇
夏
日
見
る
遠
山
雲　

夏
の
日
、
遠
い
山
に
か
か
る
雲
を
見
る
、
と
い

う
歌
題
。
あ
ま
り
用
例
を
見
な
い
。
〇
み
ね　

峰
に
「
見
ね
」
を
掛
け
る
。

く
ひ
な

10
た
ゝ
く
と
も
し
ば
し
と
ぢ
な
ん
あ
ま
の
戸
は
あ
く
れ
ば
か
く
る
く
ひ
な
な
り
け
り

【
通
釈
】
水
鶏
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（
コ
ン
コ
ン
と
戸
を
）
叩
く
音
が
す
る
と
し
て
も
少
し
の
間
閉
じ
て
し
ま
お

う
。
閉
ざ
し
て
い
た
戸
（
天
の
門
）
を
開
け
て
み
た
ら
、
隠
れ
て
し
ま
う
水

鶏
で
あ
っ
た
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
〇
く
ひ
な　

水
鳥
の
名
、
ク
イ
ナ
。
水
辺
に
住
み
小
魚
を
食
べ
る
。
旧

暦
五
月
頃
に
鳴
く
。鳴
き
声
が
物
を
た
た
く
音
に
似
る
こ
と
か
ら
、鳴
く
の
を
「
た

た
く
」
と
い
う
。「
叩
く
と
て
宿
の
妻
戸
を
開
け
た
れ
ば
人
も
こ
ず
ゑ
の
水
鶏
な

り
け
り
」（『
拾
遺
集
』
恋
三
、
八
二
二
、
よ
み
人
知
ら
ず
）
と
あ
る
。
〇
と
ぢ
な

ん　

閉
じ
て
し
ま
お
う
、
の
意
。
〇
あ
ま
の
戸　

①
天
上
の
渡
り
通
。「
秋
風
に

声
を
ほ
に
あ
げ
て
来
る
舟
は
天
の
門
渡
る
雁
に
ぞ
あ
り
け
る
」（『
古
今
集
』
秋
上
、

二
一
二
、
藤
原
菅
根
）
に
同
じ
。
②
高
天
原
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
天
上
界
へ
の
入

り
口
の
門
。
こ
こ
で
は
②
か
。『
後
撰
集
』
恋
二
、
六
二
一
、
よ
み
人
し
ら
ず
の
「
あ

ま
の
と
を
あ
け
ぬ
あ
け
ぬ
と
い
ひ
な
し
て
そ
ら
な
き
し
つ
る
鳥
の
こ
ゑ
か
な
」
に

同
じ
。
〇
か
く
る　

底
本
は
「
か
へ
る
」
だ
が
、
他
本
に
従
い
「
か
く
る
」
と
改

め
た
。「
隠
る
」
に
（
錠
を
）「
懸
く
る
」
を
掛
け
、「
あ
く
れ
ば
」
と
と
も
に
「
戸
」

の
縁
語
と
な
る
。

【
参
考
】『
詞
花
集
』
夏
、
六
四
に
「
土
御
門
右
大
臣
の
家
に
歌
合
し
侍
り
け
る

に
よ
め
る　

源
頼
家
朝
臣
」
の
詞
書
で
、「
よ
も
す
が
ら
た
た
く
く
ひ
な
は
あ
ま

の
と
を
あ
け
て
の
ち
こ
そ
お
と
せ
ざ
り
け
れ
」
の
歌
が
あ
り
、
趣
向
が
似
て
い
る
。

源
頼
家
は
源
頼
光
の
次
男
で
頼
実
の
叔
父
、
和
歌
六
人
党
の
一
人
と
し
て
頼
実
ら

と
歌
会
や
歌
合
に
出
詠
し
た
。
歌
人
と
し
て
と
も
に
詠
作
す
る
こ
と
か
ら
く
る
も

の
か
。

ほ
と
ゝ
ぎ
す

11
ゆ
ふ
や
み
に
な
き
て
す
ぐ
な
り
ほ
と
ゝ
ぎ
す
か
へ
ら
ん
と
き
も
道
な
た
が
へ
そ

【
通
釈
】
ほ
と
と
ぎ
す

夕
闇
の
中
鳴
い
て
飛
び
す
ぎ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。
ほ
と
と
ぎ
す
よ
。
帰
っ
て

行
く
と
き
も
道
を
間
違
え
る
な
よ
。

【
語
釈
】
〇
ほ
と
と
ぎ
す　

カ
ッ
コ
ウ
科
の
鳥
。
橘
や
卯
の
花
と
と
も
に
詠
ま
れ

る
。
他
に
恋
の
歌
で
詠
ま
れ
た
り
、
あ
の
世
と
こ
の
世
を
つ
な
ぐ
取
り
「
死
出
の

鳥
」
と
し
て
も
詠
ま
れ
る
。
〇
な
き
て
す
ぐ
な
り
ほ
と
と
ぎ
す　
「
宮
こ
人
ね
で

ま
つ
ら
め
や
ほ
と
と
ぎ
す
い
ま
ぞ
や
ま
べ
を
な
き
て
す
ぐ
な
る
」（『
道
綱
母
集
』

三
八
）、「
め
づ
ら
し
く
な
き
て
す
ぐ
な
る
ほ
と
と
ぎ
す
い
づ
こ
も
こ
れ
や
は
つ
ね

な
る
ら
ん
」（『
下
野
集
』
一
七
三
）、「
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
て
す
ぐ
な
り
な
に
は
が

た
あ
し
ま
の
千
ど
り
し
ば
し
お
と
す
な
」（『
為
仲
集
』
二
三
）
の
よ
う
に
用
例
が

多
い
。

あ
る
所
に
て
、
詠
木
下
風

12
な
つ
の
夜
は
木
の
し
た
わ
た
る
風
の
を
と
も
ゆ
ふ
か
げ
に
こ
そ
す
ゞ
し
か
り
け
れ

【
通
釈
】
あ
る
所
で
、「
木
下
風
」
を
詠
む

夏
の
夜
は
木
の
下
を
吹
き
わ
た
る
風
の
音
も
夕
か
げ
こ
そ
涼
し
い
の
で
あ
る

よ
。

【
語
釈
】
〇
あ
る
所　

未
詳
。
〇
木
下
風　

歌
題
と
し
て
は
珍
し
い
。

【
参
考
】
結
句
を
「
す
ず
し
か
り
け
り
（
す
ず
し
か
り
け
る
）」
と
詠
む
例
は
、「
さ

よ
か
き
い
づ
み
の
水
の
お
と
き
け
ば
む
す
ば
ぬ
そ
で
も
す
ず
し
か
り
け
り
」（『
後

拾
遺
集
』
夏
、
二
三
三
、
源
師
賢
）、「
い
つ
し
か
と
あ
き
の
は
つ
か
ぜ
ふ
き
ぬ
れ

ば
心
の
う
ち
は
す
ず
し
か
り
け
り
」（『
相
模
集
』
三
五
一
）、「
河
か
ぜ
の
吹
き
く
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る
ば
か
り
あ
ら
ね
ど
も
月
み
る
ほ
ど
は
す
ず
し
か
り
け
り
」（『
為
仲
集
』
七
）
な

ど
の
歌
に
見
え
る
。
こ
の
時
代
以
降
流
行
し
た
結
句
か
。

な
が
を
か
に
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
ま
つ
と
い
ふ
事
を

13
ほ
と
ゝ
ぎ
す
き
な
か
ぬ
さ
き
に
あ
け
に
け
り
な
ど
な
が
つ
き
に
ま
た
ず
な
り
け
ん

【
通
釈
】
長
岡
に
て
、「
ほ
と
と
ぎ
す
を
待
つ
」
と
い
う
題
を

ほ
と
と
ぎ
す
が
来
て
鳴
か
な
い
う
ち
に
夜
が
あ
け
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
し
て

（
秋
の
夜
長
と
言
わ
れ
る
）
長
月
を
待
た
な
い
で
夜
が
あ
け
て
し
ま
っ
た
の

か
。

【
語
釈
】
〇
な
が
を
か　

い
ま
の
京
都
府
長
岡
京
市
。
平
安
京
の
前
、
都
が
置
か

れ
た
所
。
〇
な
が
つ
き　
「
な
が
」
に
「
長
岡
」
の
「
長
」
を
掛
け
る
。
秋
の
夜

長
で
あ
る
「
長
月
」
を
待
た
な
い
で
夜
が
明
け
た
の
か
と
、
地
名
の
「
長
岡
」
を

匂
わ
せ
つ
つ
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

ほ
と
と
ぎ
す
を
き
ゝ
て

14
一
こ
ゑ
の
お
ぼ
つ
か
な
き
に
ほ
と
ゝ
ぎ
す
き
ゝ
て
の
後
も
ね
ら
れ
ざ
り
け
り

【
通
釈
】
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
聞
い
て

一
声
だ
け
で
は
満
足
で
き
な
い
の
で
ほ
と
と
ぎ
す
を
聞
い
た
後
も
寝
ら
れ
な

か
っ
た
よ
。

【
語
釈
】
〇
一
こ
ゑ
の
お
ぼ
つ
か
な
き
に　

ほ
と
と
ぎ
す
の
一
声
を
聞
い
た
だ
け

で
は
満
足
で
な
い
、
の
意
。

【
参
考
】「
ほ
と
と
ぎ
す
ま
つ
ほ
ど
と
こ
そ
思
ひ
つ
れ
き
き
て
の
の
ち
も
ね
ら
れ

ざ
り
け
り
」（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
夏
、
一
九
八
、
道
命
法
師
、『
赤
染
衞
門
集
』

四
〇
八
）
の
歌
と
下
の
句
が
共
通
す
る
。
ま
た
、
和
歌
六
人
党
の
一
人
、
家
経
に

「
聞
郭
公
」
の
詞
書
で
「
ま
ち
で
て
も
ね
ら
れ
ざ
り
け
り
ほ
と
と
ぎ
す
な
き
な
む

の
ち
と
思
ひ
し
か
ど
も
」（『
家
経
集
』
四
三
）
の
同
趣
の
歌
が
あ
る
。

月
夜
ほ
と
ゝ
ぎ
す

15
五
月
雨
は
お
ぼ
つ
か
な
き
を
ほ
と
ゝ
ぎ
す
さ
や
か
に
月
の
か
げ
に
き
ゝ
つ
る

【
通
釈
】
月
夜
の
ほ
と
と
ぎ
す

五
月
雨
の
夜
は
心
も
と
な
い
も
の
よ
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
明
る
い
月
の
光

の
も
と
で
聞
い
た
よ
。

【
語
釈
】
〇
月
夜
ほ
と
ゝ
ぎ
す　

あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
歌
題
。
○
五
月
雨　

陰
暦

五
月
ご
ろ
降
り
続
く
長
雨
、
梅
雨
。
○
お
ぼ
つ
か
な
き　
「
対
象
が
は
っ
き
り
せ

ず
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
い
」
が
原
義
。
○
さ
や
か
に　

は
っ
き
り
し
て
い
る
、
明

瞭
で
あ
る　

○
月　

月
が
明
る
い
夜
に
詠
ま
れ
た
。

【
参
考
】『
躬
恒
集
』
一
〇
八
「
さ
み
だ
れ
の
つ
き
の
ほ
の
か
に
み
ゆ
る
よ
は
ほ

と
と
ぎ
す
だ
に
さ
や
か
に
を
な
け
」（『
玉
葉
和
歌
集
』
夏
、
三
七
○
）
の
歌
に
用

い
ら
れ
て
い
る
語
が
似
る
。
躬
恒
の
歌
の
影
響
が
あ
る
か
。

長
久
二
年
四
月
九
日
於
源
大
納
言
家
有
哥
合
事
。
左
右
方
人
各
十
人
お
と

こ
五
人
を
ん
な
五
人

左　

侍
従
乳
母　

宰
相
乳
母　

権
弁　

五
節　

中
務　

実
範　

頼
家　

重

成　

隆
方　

定
家

右　

少
将
乳
母　

宰
相　

小
弁　

山
城　

大
史　

棟
仲　

義
清　

経
衡　

親
範　

頼
実
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三
月
つ
い
た
ち
の
ほ
ど
に
題
を
た
ま
は
せ
た
り
け
れ
ど
、
こ
と
し
げ
き
事

に
て
け
ふ
ま
で
な
り
た
る
に
や

夏
衣

16
み
な
人
も
け
ふ
や
こ
ろ
も
は
か
へ
つ
ら
ん
ひ
と
へ
に
な
つ
の
き
ぬ
と
お
も
へ
ば

此
哥
被
撰
左
一
番
。
而
右
一
番
右
衛
門
侍
従
哥
云
、
式
部
権
大
輔
挙
周
母

言
経
古
キ
賢
当
時
打
者
也
。
而
有
言
の
間
被
定
持
。
取
は
世
無
恥
願
於
身
、

有
愁
願
。
令
来
者
重
而
是
非
故
書
入
此
集
乎
。

（
此
の
哥
右
一
番
に
撰
ば
る
。
而
し
て
右
一
番
は
右
衛
門
侍
従
哥
と
云

ふ
。
式
部
権
大
輔
挙
周
の
母
に
て
、
古
き
賢
と
言
経
る
当
時
の
打
者
な
り
。

而
し
て
言
有
る
の
間
持
と
定
め
ら
る
。
取
ら
る
る
は
世
に
恥
な
く
、
身
に

願
う
は
、
愁
願
有
る
の
み
。
重
ね
て
是
非
を
来
さ
し
め
者
り
。
故
に
此
の

集
に
書
き
入
る
る
か
。）

17
た
ち
て
ゆ
く
春
を
お
し
め
ど
夏
こ
ろ
も
き
た
る
は
こ
れ
も
な
つ
か
し
き
か
な

【
異
同
】
右
（
一
番
）
─
左
か

【
通
釈
】�

長
久
二
年
四
月
九
日
源
大
納
言
家
で
歌
合
の
事
が
あ
っ
た
。
左
右
の
方

人
は
各
々
十
人
で
、
男
五
人
、
女
五
人
で
あ
る
。

左　

侍
従
乳
母　

宰
相
乳
母　

権
弁　

五
節　

中
務　

実
範　

頼
家　

重
成　

隆
方　

定
家

右　

少
将
乳
母　

宰
相　

小
弁　

山
城　

大
史　

棟
仲　

義
清　

経
衡　

親
範　

頼
実

三
月
一
日
こ
ろ
に
歌
題
を
下
賜
さ
れ
た
が
、（
そ
の
後
）
い
ろ
い
ろ
と

用
事
が
多
い
た
め
に
（
開
催
が
）
今
日
に
な
っ
た
か
。

夏
衣

み
な
人
も
今
日
衣
を
更
え
た
の
だ
ろ
う
か
、
ひ
た
す
ら
夏
が
来
た
と
思
う
の

で
。

此
の
歌
左
一
番
に
選
ば
れ
た
。
そ
し
て
右
一
番
は
右
衛
門
侍
従
の
歌
だ

と
い
う
。（
右
衛
門
の
侍
従
と
い
う
の
は
）
式
部
権
大
輔
（
大
江
）
挙

周
の
母
に
て
、
古
き
賢
者
と
言
わ
れ
続
け
て
い
る
、
当
時
の
優
れ
た
歌

人
で
あ
る
。
評
定
の
言
が
あ
り
そ
の
結
果
「
持
（
引
き
分
け
）」
と
定

め
ら
れ
た
。
選
ば
れ
た
の
は
、
世
に
恥
の
な
い
こ
と
だ
が
、
わ
が
身
に

願
う
の
は
、
愁
い
の
願
意
が
あ
る
の
み
だ
。
重
ね
て
（
歌
の
優
劣
の
）

是
非
を
決
し
た
い
の
だ
。
だ
か
ら
こ
の
集
に
書
き
入
れ
た
の
か
。

立
ち
去
っ
て
い
く
春
を
惜
し
む
け
れ
ど
も
、
夏
衣
を
着
て
み
る
と
こ
れ
も
心

惹
か
れ
る
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
○
源
大
納
言
家
有
哥
合
事　

長
久
二
年
（
一
○
四
一
）
四
月
九
日
、
源

師
房
の
土
御
門
第
で
行
わ
れ
た
歌
合
。「
二
十
巻
歌
合
」
断
簡
に
よ
れ
ば
、
同
年

四
月
七
日
の
開
催
で
あ
る
。
〇
侍
従
乳
母　

侍
従
乳
母
は
大
江
挙
周
の
姉
（
ま
た

は
妹
）
の
江
侍
従
か
。
〇
宰
相
乳
母　

藤
原
広
業
の
女
か
。
こ
れ
で
あ
れ
ば
、
藤

原
経
衡
の
従
姉
妹
。
〇
権
弁　

未
詳
。
〇
五
節　
『
栄
花
物
語
』
の
「
後
悔
大
将
」

「
玉
の
飾
」「
着
る
は
侘
び
し
と
歎
く
女
房
」
に
そ
の
名
が
見
え
る
。「
後
悔
大
将
」

に
は
「
参
河
守
方
隆
が
女
、
衛
門
の
大
夫
致
方
が
妻
」
と
あ
る
。
岩
野
祐
吉
に
よ

れ
ば
、
藤
原
方
隆
の
兄
方
正
の
女
で
、
右
衛
門
尉
平
致
方
の
妻
と
な
っ
た
女
性
で

あ
る
と
い
う
。
方
正
は
道
長
の
家
司
で
、
そ
の
娘
が
教
通
の
男
子
の
乳
母
と
な
り
、

三
条
天
皇
の
中
宮
姸
子
の
女
房
と
な
る
。
姸
子
亡
き
後
、
上
東
門
院
彰
子
の
女
房

と
な
っ
た
。
長
元
五
年
（
一
○
三
二
）
十
月
十
八
日
「
上
東
門
院
彰
子
菊
合
」、

長
暦
二
年
（
一
○
三
八
）
晩
冬
「
権
大
納
言
師
房
歌
合
」
に
出
詠
し
て
い
る
。
〇
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中
務　

藤
原
惟
風
の
妻
、
惟
経
の
母
。
三
条
天
皇
の
中
宮
姸
子
の
乳
母
。
藤
原
灑

子
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
未
詳
。　

〇
実
範　

源
実
範
の
こ
と

か
。
〇
頼
家　

源
頼
家
（
生
没
年
未
詳
）。
頼
光
の
男
、
母
は
平
惟
仲
女
。
備
中
・

越
中
・
筑
前
守
を
歴
任
、
藤
原
頼
通
家
の
家
司
で
あ
っ
た
。
和
歌
六
人
党
の
一
人
。

『
後
拾
遺
集
』
以
下
十
首
入
集
。
右
の
歌
合
の
ほ
か
に
「
橘
義
清
歌
合
」「
頼
通
家

蔵
人
所
歌
合
」
に
出
詠
す
る
。
天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
）「
越
中
守
頼
家
名
所
歌
合
」

を
主
催
し
、
藤
原
道
雅
の
「
西
八
条
山
荘
障
子
絵
合
」
に
も
詠
進
し
た
。
〇
重
成　

源
重
成
か
。
こ
の
重
成
は
兼
長
の
こ
と
で
「
歌
人
備
前
讃
岐
守
正
五
下
右
兵
衛
佐
。

本
重
成
」
と
注
が
あ
る
。
長
久
二
年
（
一
○
四
一
）
四
月
七
日
「
権
大
納
言
師
房

歌
合
」
に
出
詠
。
〇
隆
方　

藤
原
隆
方
。（
生
没
年
未
詳
）。
備
中
守
隆
光
の
男
。

『
後
拾
遺
集
』
に
入
集
す
る
。
〇
定
家　

未
詳
。
〇
少
将
乳
母　

未
詳
。
底
本
に

は
「
母
乳
」
と
あ
る
が
、「
乳
母
」
と
改
め
た
。
〇
宰
相　

未
詳
。
〇
小
弁　

未
詳
。

〇
山
城　

未
詳
。
〇
大
史　

未
詳
。
〇
棟
仲　

平
棟
仲
（
生
没
年
未
詳
）。
重
義

の
男
。
周
防
、
因
幡
守
を
歴
任
従
五
位
上
に
至
る
。
和
歌
六
人
党
の
一
人
。
長
暦

二
年
（
一
〇
三
八
）
九
月
「
権
大
納
言
師
房
歌
合
」
に
出
詠
、
右
の
歌
合
で
右
の

方
人
と
な
る
。
〇
義
清　

橘
義
清
（
生
没
年
未
詳
）。「
橘
義
清
歌
合
」
を
主
催
す

る
。
〇
経
衡　

藤
原
経
衡
（
一
〇
五
五
～
一
〇
七
二
）。
増
淵
勝
一
は
『
経
衡
集
』

の
「
周
防
守
通
宗
」
に
着
目
し
、
承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
一
〇
月
三
日
以
降
の

没
と
推
測
す
る
。
参
議
有
国
の
孫
、
公
業
の
男
。
兵
部
少
進
筑
前
守
と
な
る
。
和

歌
六
人
党
の
一
人
。『
後
拾
遺
集
』
以
下
に
一
六
首
入
集
。「
権
大
納
言
家
歌
合
」

「
祐
子
内
親
王
家
歌
合
」
道
雅
の
「
西
八
条
山
荘
障
子
絵
合
」
な
ど
に
出
詠
す
る
。

ほ
か
に
後
三
条
天
皇
の
大
嘗
会
に
屏
風
歌
、
前
関
白
頼
通
八
十
賀
に
賀
歌
、
後
三

条
天
皇
祇
園
行
幸
に
東
遊
歌
を
献
上
す
る
。
〇
親
範　

源
親
範
（
生
没
年
未
詳
）。

源
道
済
の
子
。
能
因
と
も
交
流
が
あ
っ
た
。
〇
頼
実　

源
頼
国
の
三
男
。
叔
父
の

頼
家
と
共
に
和
歌
六
人
党
の
一
人
。
長
元
八
年
（
一
○
三
五
）
に
「
関
白
左
大
臣

頼
通
歌
合
」
に
出
詠
、
源
師
房
家
の
歌
合
に
も
出
詠
し
た
。
長
久
四
年
（
一
○
四

三
）
蔵
人
に
補
さ
れ
た
が
、
翌
年
三
○
歳
で
死
去
。『
後
拾
遺
集
』
以
下
の
勅
撰

集
に
七
首
入
集
。
○
こ
と
し
げ
き
事
に
て　

師
房
の
多
忙
さ
を
指
す
か
。
同
年
三

月
一
日
頃
に
歌
題
が
下
賜
さ
れ
る
兼
題
歌
合
で
あ
っ
た
が
、
様
々
な
用
事
の
た
め

に
延
引
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
。
○
夏
衣　

夏
に
着
る
着
物
、
ひ
と
え
の
薄
い
着

物
。（
枕
詞
）
夏
に
着
る
衣
が
ひ
と
え
で
薄
い
こ
と
か
ら
「
ひ
と
へ
」「
薄
し
」
に
、

夏
の
衣
に
用
い
る
生
地
「
縑
（
か
と
り
）」
と
同
音
の
地
名
「
か
と
り
」
に
、
ま

た
「
衣
」
の
縁
語
で
あ
る
「
た
つ
」「
き
る
」「
ひ
も
」「
す
そ
」
な
ど
に
か
か
る
。

〇
け
ふ
や
こ
ろ
も
は　

二
十
巻
歌
合
で
は
「
け
ふ
や
こ
ろ
も
を
」
と
あ
る
。
○
ひ

と
へ
に　
「
偏
え
に
」
に
「
単
衣
」、「
来
ぬ
」
に
「
衣
」
を
そ
れ
ぞ
れ
掛
け
る
。「
か

へ
」「
ひ
と
へ
」「
き
ぬ
」
は
「
こ
ろ
も
」
の
縁
語
。
〇
右
一
番　

左
一
番
の
誤
り

か
。〇
右
衞
門
侍
従　

左
方
人
の
一
人
侍
従
乳
母
を
指
し
、二
十
巻
歌
合
で
は
「
加

賀
」
と
な
る
。
〇
挙
周
母　

赤
染
衞
門
（
生
没
年
未
詳
）
を
指
す
。
赤
染
時
用
女
。

母
は
初
め
平
兼
盛
と
結
婚
し
て
い
た
の
で
、
実
父
は
兼
盛
で
あ
る
と
『
袋
草
紙
』

に
見
え
る
。大
江
匡
衡
と
の
間
に
挙
周
、江
侍
従
な
ど
を
も
う
け
た
。『
後
拾
遺
集
』

入
集
は
第
四
位
の
三
二
首
で
あ
る
。
長
元
八
年
（
一
〇
三
五
）
五
月
の
「
関
白
左

大
臣
家
歌
合
」、
長
久
二
年
の
「
弘
徽
殿
女
御
家
歌
合
」
な
ど
に
出
詠
し
晩
年
ま

で
歌
壇
で
活
躍
し
た
。
〇
言
経
古
キ
賢
当
時
打
者
也　

古
く
か
ら
賢
者
と
言
わ
れ

続
け
、
さ
ら
に
当
代
の
優
れ
た
歌
人
、
の
意
か
。「
打
者
」
と
は
優
れ
た
人
の
意
。

〇
而
有
言
の
間
被
定
持　
（
頼
実
は
自
分
の
勝
ち
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
い
ろ
い

ろ
と
）
評
言
が
あ
っ
た
の
で
「
持
」（
引
き
分
け
）
と
定
め
ら
れ
た
、
の
意
。
〇
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取
ら
る
る
は
世
に
恥
な
く
、
身
に
願
う
は
、
愁
願
有
る
の
み
。
重
ね
て
是
非
を
来

さ
し
め
者
り
。
故
に
此
の
集
に
書
き
入
る
る
か　

右
の
歌
合
に
自
分
の
歌
が
採
用

さ
れ
た
の
は
歌
人
と
し
て
恥
の
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
我
が
身
が
願
う
の
は

（「
持
」
と
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
）
私
の
愁
い
を
は
ら
す
こ
と
だ
。
重
ね
て
歌
の

優
劣
に
決
着
を
付
け
た
い
。
だ
か
ら
こ
の
集
に
書
き
入
れ
た
の
か
、
の
意
。「
取

ら
る
る
は
世
に
恥
な
く
、
身
に
願
う
は
、
愁
願
有
る
の
み
。
重
ね
て
是
非
を
来
さ

し
め
者
り
。」
は
頼
実
の
思
い
で
あ
る
が
、「
故
に
此
の
集
に
書
き
入
る
る
か
」
は

後
人
の
推
測
を
書
き
入
れ
た
も
の
か
。
書
き
入
れ
た
人
物
は
不
明
で
あ
る
。
〇
た

ち
て
ゆ
く
…　

侍
従
乳
母
す
な
わ
ち
加
賀
の
歌
。「
た
ち
て
」
は
（
夏
が
）
立
ち

て
に
（
衣
を
）
裁
ち
て
を
掛
け
る
。「
な
つ
か
し
き
」
の
「
な
つ
」
に
「
夏
」
を

掛
け
る
。「
た
ち
」「
き
」
は
「
こ
ろ
も
」
の
縁
語
。

款
冬

18�

い
と
ゞ
し
く
も
（
本
ノ
マ
ゝ
）
や
ま
ぶ
き
は
に
ほ
は
な
ん
は
る
さ
へ
ふ
か
く
さ

け
る
し
る
し
に

【
通
釈
】
や
ま
ぶ
き

非
常
に
（　
　
　
　
　

）
山
吹
は
匂
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
。
春
ま
で
も
咲
い

て
い
る
証
拠
に
。

【
語
釈
】
〇
い
と
ゞ
し
く　

底
本
に
は
「
ひ
と
ゝ
し
く
」
と
あ
る
が
、「
い
と
ど

し
く
の
誤
り
」
と
考
え
改
め
た
。〇
（
本
ノ
マ
マ
）　

二
字
欠
字
。他
本
に
よ
り
「
や

へ
」
を
補
う
。

ふ
ぢ
の
は
な

19
と
き
は
な
る
ま
つ
に
か
ゝ
れ
る
ふ
ぢ
の
花
ち
と
せ
の
春
に
に
ほ
ふ
べ
き
か
な

【
通
釈
】
藤
の
花

永
遠
に
変
わ
ら
な
い
松
に
か
か
っ
て
い
る
藤
の
花
で
あ
る
よ
。
千
年
の
春
に

匂
う
に
違
い
な
い
な
。

【
語
釈
】
○
松
に
藤　

藤
原
氏
の
栄
華
を
言
祝
い
で
い
る
。
こ
の
時
代
流
行
の
言

祝
ぎ
か
。

【
参
考
】
少
し
時
代
が
下
る
が
、『
後
拾
遺
集
』
賀
、
四
四
〇
、
藤
原
顕
房
が
「
ち

と
せ
ふ
る
ふ
た
ば
の
ま
つ
に
か
け
て
こ
そ
ふ
ぢ
の
わ
け
え
は
は
る
ひ
さ
か
え
め
」

と
詠
み
、
白
川
天
皇
の
第
一
親
王
で
あ
る
敦
文
親
王
の
五
十
日
の
祝
い
で
、
親
王

の
長
寿
を
願
い
、
藤
原
氏
の
栄
華
を
言
祝
い
で
い
る
の
と
似
て
、
本
歌
も
「
と
き

は
な
る
ま
つ
に
か
か
れ
る
ふ
ぢ
の
花
」
と
言
祝
ぎ
、「
ふ
ぢ
の
花
」
す
な
わ
ち
藤

原
氏
を
言
祝
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

卯
花

20
う
の
は
な
の
さ
か
り
す
ぎ
な
ん
山
ざ
と
は
す
む
人
や
み
の
心
地
こ
そ
せ
め

【
通
釈
】
卯
の
花

卯
の
花
の
盛
り
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
山
里
で
は
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
は

（
卯
の
花
が
散
っ
て
し
ま
っ
て
）
悲
し
い
気
分
に
な
る
の
だ
ろ
う
な
あ
。

【
語
釈
】
○
卯
花　

ウ
ツ
ギ
の
花
。
初
夏
に
鐘
状
の
小
さ
い
花
が
集
ま
っ
て
白
く

咲
き
乱
れ
る
。「
卯
の
花
」
は
陰
暦
四
月
に
咲
く
の
で
、
四
月
を
「
卯
月
」
と
い
う
。

梅
と
鴬
の
関
係
と
同
じ
く
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
の
組
み
合
わ
せ
で
、
卯
の
花
が

咲
き
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
く
と
夏
が
来
る
と
考
え
ら
れ
、
人
々
に
め
で
ら
れ
た
。

一
面
に
白
く
咲
き
乱
れ
る
の
で
、
雪
に
た
と
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
〇
心
地
こ
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そ
せ
め　

心
地
が
す
る
意
。『
躬
恒
集
』
二
三
八
の
「
さ
く
ら
ば
な
ち
り
な
む
の

ち
は
み
も
は
て
ず
さ
め
ぬ
る
ゆ
め
の
心
地
こ
そ
せ
め
」
の
歌
以
来
、「
心
地
こ
そ

せ
め
」
と
い
う
歌
句
が
用
い
ら
れ
た
。『
後
拾
遺
集
』
夏
、
一
七
三
、
よ
み
人
し

ら
ず
の
「
月
か
げ
を
い
ろ
に
て
さ
け
る
う
の
は
な
は
あ
け
ば
あ
り
あ
け
の
心
地
こ

そ
せ
め
」
が
「
う
の
は
な
」「
心
地
こ
そ
せ
め
」
と
二
語
が
共
通
し
て
い
る
。

葵

21
け
ふ
み
れ
ば
か
け
て
か
へ
ら
ぬ
人
ぞ
な
き
あ
ふ
ひ
そ
神
の
し
る
し
な
り
け
る

　
　
　
（　
　

）
可
被
撰
入
勝
了

【
通
釈
】
葵

今
日
見
る
と
、
ど
の
人
も
葵
を
か
け
て
帰
っ
て
い
る
。
そ
の
葵
こ
そ
神
の
印

で
あ
る
の
だ
な
あ
。（　
　

）
撰
入
せ
ら
れ
「
勝
ち
」
と
な
る
。

【
語
釈
】
○
葵　

五
月
一
五
日
（
中
の
酉
の
日
）
に
行
な
わ
れ
る
賀
茂
神
社
の
例

祭
で
あ
る
葵
祭
で
は
、
参
列
者
や
諸
用
具
に
葵
を
飾
る
。
〇
か
け
て
か
へ
ら
ぬ　

葵
を
牛
車
に
、
身
に
掛
け
て
家
に
帰
っ
て
い
く
、
の
意
。「
か
け
」
は
「
あ
ふ
ひ
」

の
縁
語
。
〇
神
の
し
る
し　

賀
茂
神
社
の
御
印
の
こ
と
。『
輔
親
集
』
九
五
の
「
ゆ

ふ
だ
す
き
か
け
は
な
れ
た
る
こ
こ
ろ
あ
れ
ば
神
の
し
る
し
に
あ
ふ
ひ
と
あ
ら
じ
」

の
歌
と
同
じ
く
「
あ
ふ
ひ
」
と
「
神
の
し
る
し
」
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
〇
（　
　

）

可
被
撰
入
勝
了　
「
葵
」
の
歌
に
関
す
る
付
注
か
。
二
十
巻
歌
合
で
は
、「
持
」
と

な
っ
て
い
る
。

【
参
考
】
本
歌
合
、
十
番
右
の
歌
。
ま
た
、『
後
葉
集
』
雑
四
、
五
六
九
、『
続
詞

花
集
』
神
祇
、
三
六
一
、
結
句
「
し
る
し
な
る
ら
ん
」
で
採
ら
れ
、『
和
歌
一
字
抄
』

夏
一
、
二
四
八
七
に
も
載
る
。

早
苗

22
五
月
雨
を
ま
た
ば
さ
な
へ
や
お
ひ
ぬ
べ
き
水
ひ
く
た
ご
の
い
そ
が
し
き
か
な

【
通
釈
】
早
苗

も
し
五
月
雨
を
待
つ
の
な
ら
ば
、
待
っ
て
い
る
間
に
早
苗
は
成
長
し
て
し
ま

う
に
ち
が
い
な
い
。
田
ん
ぼ
で
水
を
引
く
田
子
（
農
夫
）
は
忙
し
い
の
だ
ろ

う
な
あ
。

【
語
釈
】
○
早
苗　

苗
代
か
ら
田
へ
移
し
植
え
る
頃
の
稲
の
苗
。
○
お
ひ
ぬ
べ
き　

成
長
す
る
に
ち
が
い
な
い
、
の
意
。「
お
ひ
」
は
「
お
い
」
が
正
し
い
。

【
参
考
】
こ
の
歌
は
、『
夫
木
和
歌
抄
』
夏
一
、
二
五
九
一
に
「
家
集
、
早
苗　

源
頼
実
」
の
詞
書
で
採
ら
れ
る
。
ま
た
、『
和
漢
朗
詠
集
』
下
、
五
七
○
、『
古
今

和
歌
六
帖
』
第
二
、
一
一
一
二
の
貫
之
の
「
と
き
す
ぎ
ば
さ
な
へ
も
い
た
く
お
い

ぬ
べ
し
あ
め
に
も
た
ご
は
さ
は
ら
ざ
ら
な
む
」
の
歌
と
、「
雨
」「
さ
な
へ
」「
お

い
ぬ
べ
し
」「
た
ご
」
の
語
が
共
通
す
る
。
頼
実
の
歌
は
こ
の
貫
之
の
歌
を
踏
ま

え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ほ
と
ゝ
ぎ
す

23
ほ
と
ゝ
ぎ
す
き
な
く
道
だ
に
し
る
か
ら
ば
あ
ふ
さ
か
ま
で
も
ゆ
く
べ
き
も
の
を

【
通
釈
】
ほ
と
と
ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す
が
来
て
鳴
く
道
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
る
な
ら
ば
、
逢
坂
ま
で

も
行
っ
て
、
逢
う
こ
と
が
で
き
る
の
に
。

【
語
釈
】
○
あ
ふ
さ
か　

い
ま
の
滋
賀
県
大
津
市
逢
坂
。
山
城
国
と
近
江
国
の
境

と
な
っ
て
い
た
逢
坂
関
、
標
高
三
二
五
メ
ー
ト
ル
の
逢
坂
山
（
関
山
と
も
）
が
あ

る
。
ま
た
近
く
に
は
、
国
境
周
辺
で
最
高
峰
で
あ
る
音
羽
山
が
あ
り
、
と
も
に
歌
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枕
で
あ
る
。

【
参
考
】『
古
今
集
』
夏
、
一
四
二
、
紀
友
則
「
音
羽
山
け
さ
こ
え
く
れ
ば
郭
公

こ
ず
ゑ
は
る
か
に
今
ぞ
な
く
な
る
」、
同
集
、
離
別
、
三
八
四
、
紀
貫
之
「
音
羽

山
こ
だ
か
く
な
き
て
郭
公
君
が
別
れ
を
を
し
む
べ
ら
な
り
」
の
歌
の
よ
う
に
、「
ほ

と
と
ぎ
す
」
は
「
音
羽
山
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
た
が
、
頼
実
よ
り
後
、『
金
葉
集
』

夏
、
一
二
四
、
源
定
信
「
わ
ぎ
も
こ
に
あ
ふ
さ
か
や
ま
の
ほ
と
と
ぎ
す
あ
く
れ
ば

か
へ
る
そ
ら
に
な
く
な
り
」、『
忠
盛
集
』
一
六
四
「
み
ち
す
が
ら
た
づ
ね
て
ゆ
け

ば
ほ
と
と
ぎ
す
け
ふ
も
は
つ
ね
に
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
」
の
歌
の
よ
う
に
「
ほ
と
と

ぎ
す
」
に
「
逢
坂
山
（
関
）」
が
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
音
羽
山
と
逢
坂
山
は

隣
接
す
る
が
、
歌
の
世
界
で
は
流
行
の
時
期
が
異
な
る
よ
う
に
思
う
。

く
ひ
な

24
ふ
る
さ
と
は
と
ひ
く
る
人
も
な
か
り
け
り
た
ゝ
く
く
ひ
な
の
を
と
ば
か
り
し
て

【
通
釈
】
く
い
な

古
里
は
訪
ね
て
来
る
人
も
な
い
こ
と
よ
。
水
鶏
の
鳴
き
声
だ
け
が
聞
こ
え
て

（
悲
し
い
こ
と
だ
）。

【
語
釈
】
○
ふ
る
さ
と　

本
来
、
昔
何
か
あ
っ
た
土
地
、
の
意
。
旧
都
や
、
昔
な

じ
み
の
土
地
、
な
ど
の
意
に
広
く
用
い
る
。
○
と
ひ
く
る　

訪
ね
て
く
る
、
の
意
。

「
と
」
に
「
戸
」
を
掛
け
、「
く
ひ
な
」
の
縁
語
と
す
る
。

呉
竹

25
こ
ち
く
る
を
わ
が
と
も
と
の
み
み
ゆ
る
か
な
よ
を
へ
て
か
ぜ
の
を
と
し
た
え
ね
ば

【
通
釈
】
呉
竹

近
づ
い
て
来
る
よ
う
な
物
音
は
、
私
の
友
人
と
思
わ
れ
て
仕
方
が
な
い
。
夜

通
し
、
風
の
音
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
の
だ
か
ら
。

【
語
釈
】
〇
こ
ち
く
る　
「
こ
ち
」
は
近
く
の
意
。「
ち
く
」
に
「
竹
」
を
詠
み
込

む
。
物
名
の
歌
。
〇
よ　

竹
の
節
と
節
の
間
を
表
す
「
よ
」
を
掛
け
る
。

【
参
考
】『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
、
藤
原
篤
茂
（
あ
つ
も
ち
）
の
詩
に
「
唐
太
子

賓
客
白
楽
天　

愛
為
吾
友
」
と
あ
る
。
篤
茂
は
白
居
易
の
「
池
上
竹
下
作
」
に
あ

る
「
水
能
性
淡
為
我
友　

竹
解
心
虚
即
我
師
」
を
曲
解
し
て
「
愛
為
吾
友
」
と
し

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
白
居
易
は
し
ば
し
ば
竹
を
詠
ん
で
い
る
の
で
、
一
概

に
誤
り
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
歌
は
篤
茂
（
あ
つ
も
ち
）
の
句
を
踏
ま
え
て
詠
ま

れ
た
も
の
か
。

潺
湲

26
か
き
な
が
す
水
も
に
ご
ら
ぬ
や
ど
な
れ
ば
う
つ
れ
る
月
の
か
げ
さ
へ
ぞ
す
む

【
通
釈
】
潺
湲
（
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
る
水
）

か
き
流
す
水
も
濁
ら
ぬ
屋
戸
で
あ
る
の
で
映
っ
て
い
る
月
の
光
ま
で
澄
ん
で

い
る
よ
。

【
語
釈
】
〇
潺
湲
（
せ
ん
か
ん
・
せ
ん
え
ん
）　

さ
ら
さ
ら
と
流
れ
る
水
。
あ
る

い
は
そ
の
様
。
〇
水　
「
な
が
す
」「
に
ご
ら
ぬ
」「
す
む
」
は
「
水
」
の
縁
語
。

四
月
ば
か
り
に
夜
ふ
け
て
女
の
も
と
に
い
ひ
や
り
け
る

27
ま風

雅

ち
こ
ひ
て
き
ゝ
や
し
つ
る
と
ほ
と
ゝ
ぎ
す
人
に
さ
へ
こ
そ
と
は
ま
ほ
し
け
れ

【
通
釈
】
四
月
の
こ
ろ
、
夜
更
け
て
女
性
の
と
こ
ろ
に
手
紙
を
遣
っ
た
。

待
ち
恋
し
く
て
、（
あ
な
た
は
）
聞
い
た
か
と
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
、
せ
め
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て
人
に
だ
け
で
も
尋
ね
た
い
も
の
よ
。

【
語
釈
】
○
ま
ち
こ
ひ
て　

ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
聞
き
た
い
と
強
く
思
い
待
っ
て

い
て
、
の
意
。

【
参
考
】
初
句
が
「
待
ち
わ
び
て
」
と
な
り
、『
風
雅
集
』
夏
、
三
一
六
に
「
四

月
ば
か
り
人
の
も
と
に
い
ひ
や
り
け
る
」
の
詞
書
で
本
歌
が
採
ら
れ
る
。

（
い
り
あ
ひ
を
き
き
て
）

28
く
れ
は
て
し
人
の
ま
れ
ら
に
な
る
ま
ゝ
に
い
り
あ
ひ
の
か
ね
の
こ
ゑ
は
き
こ
ゆ
る

【
通
釈
】
入
相
の
鐘
を
聞
い
て

辺
り
が
暗
く
な
っ
て
、
人
の
出
入
り
が
ま
ば
ら
に
な
っ
た
。
入
相
の
鐘
の
音

だ
け
が
聞
こ
え
る
。

【
語
釈
】
○
い
り
あ
ひ　

他
本
に
従
い
、「
い
り
あ
ひ
を
き
き
て
」
を
補
う
。
入

相
の
鐘
で
日
没
の
頃
つ
く
鐘
。
ま
た
、
そ
の
音
。「
い
り
あ
ひ
の
か
ね
」
の
語
は
、

こ
の
歌
の
ほ
か
に
大
江
匡
房
が
「
い
と
ど
い
と
ど
い
り
あ
ひ
の
か
ね
の
か
な
し
き

に
し
で
の
た
を
さ
の
こ
ゑ
き
こ
ゆ
な
り
」（『
江
帥
集
』
六
三
）
と
詠
ん
だ
の
み
で
、

嚆
矢
の
時
代
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
○
ま
れ
ら
に　

め
ず
ら
し
い
、
ま
れ
な

こ
と
。
ま
れ
ら
は
「
天
の
河
よ
は
ふ
け
に
つ
つ
さ
ぬ
る
夜
の
と
し
の
ま
れ
ら
に
た

だ
ひ
と
よ
の
み
」（『
人
丸
集
』
八
八
）
の
歌
以
来
詠
ま
れ
た
が
、「
人
の
ま
れ
ら
に
」

の
表
現
は
『
頼
実
集
』
に
限
定
さ
れ
る
。

棟
仲
が
家
に
て
な
で
し
こ
を
よ
む

29
と
こ
な
つ
に
つ
ゆ
を
き
わ
た
る
あ
さ
ぼ
ら
け
に
し
き
に
た
ま
を
う
け
て
こ
そ
み
れ

【
通
釈
】
棟
仲
の
家
で
「
瞿
麦
」
を
詠
む

常
夏
（
瞿
麦
）
に
露
が
一
面
に
置
い
て
い
る
夜
明
け
ど
き
、
錦
が
玉
を
受
け

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

【
語
釈
】
〇
棟
仲　

16
の
歌
の
語
釈
参
照
。
〇
な
で
し
こ
を
よ
む　

歌
題
の
ひ
と

つ
。『
経
衡
集
』
一
五
の
「
う
す
く
こ
く
か
き
ね
に
に
ほ
ふ
な
で
し
こ
の
は
な
の

い
ろ
に
ぞ
つ
ゆ
も
お
き
け
る
」（『
詞
花
集
』
夏
、
七
一
に
も
採
ら
れ
る
）
に
歌
語

が
共
通
す
る
。
〇
と
こ
な
つ　

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
長
く
咲
く
こ
と
か
ら
、
な
で

し
こ
の
古
名
と
な
る
。

【
参
考
】『
千
載
集
』
時
代
の
歌
人
で
あ
る
が
、
源
有
房
は
「
は
ん
げ
ん
そ
う
づ

の
歌
合
に
、
あ
め
の
う
ち
の
な
で
し
こ
と
い
ふ
こ
と
を
」
と
い
う
詞
書
で
、「
と

こ
な
つ
を
つ
ゆ
も
て
か
ざ
る
む
ら
さ
め
は
に
し
き
に
た
ま
を
そ
へ
て
み
よ
と
や
」

（『
有
房
集
』
一
○
二
）
と
詠
む
が
、
歌
題
は
「
な
で
し
こ
」
に
対
し
て
「
あ
め
の

う
ち
の
な
で
し
こ
」
と
微
妙
に
異
な
る
が
、
よ
く
似
た
歌
と
な
っ
て
い
る
。
頼
実

の
歌
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
。

氷
室

30
な後

拾

つ
の
日
に
な
る
ま
で
と
け
ぬ
冬
こ
ほ
り
春
た
つ
か
ぜ
や
よ
き
て
吹
ら
ん

【
通
釈
】
氷
室

夏
の
日
に
な
る
ま
で
溶
け
な
い
冬
氷
で
あ
る
。
立
春
の
日
の
風
は
（
氷
を
）

避
け
て
吹
く
の
だ
ろ
う
か
。

【
語
釈
】
○
氷
室　

冬
の
氷
を
夏
ま
で
蓄
え
て
お
く
室
。

【
参
考
】『
後
拾
遺
集
』
夏
、
二
二
一
に
「
氷
む
ろ
を
よ
め
る　
　

源
頼
実
」
の

詞
書
で
「
な
つ
の
ひ
に
な
る
ま
で
き
え
ぬ
ふ
ゆ
ご
ほ
り
春
た
つ
風
や
よ
き
て
ふ
き

け
ん
」
と
見
え
る
が
、
第
二
句
が
「
な
る
ま
で
き
え
ぬ
」
で
異
同
が
見
ら
れ
る
。
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草
む
ら
に
む
か
ひ
て
秋
を
ま
つ
と
い
ふ
題
を
、
六
月
廿
日
の
ほ
ど
に

31
秋
を
ま
つ
花
を
ほ
り
う
へ
て
み
る
人
は
な
つ
を
す
ぐ
す
ぞ
ひ
さ
し
か
り
け
る

【
通
釈
】�「
草
む
ら
に
向
か
っ
て
秋
を
待
つ
」
と
い
う
歌
題
を
、
六
月
廿
日
の
頃

に

秋
を
持
つ
花
を
掘
り
植
え
て
、
そ
れ
を
見
る
人
は
夏
の
季
節
を
過
ご
す
の
が

久
し
く
な
る
こ
と
で
あ
る
よ
。

【
語
釈
】
○
草
む
ら
に
む
か
ひ
て
秋
を
ま
つ　

他
の
例
を
見
い
だ
せ
な
い
歌
題
。

○
六
月
廿
日　

晩
夏
の
半
ば
す
ぎ
。
○
秋
を
ま
つ
花　

夏
の
花
。
○
ひ
さ
し
か
り

け
る　

貫
之
の
「
松
風
は
ふ
け
ど
ふ
か
ね
ど
白
浪
の
よ
す
る
岩
ほ
ぞ
久
し
か
り
け

る
」
以
来
、
比
較
的
詠
ま
れ
た
歌
句
。

秋

中
逢
秋

32
秋
か
ぜ
は
ま
だ
夏
な
が
ら
ふ
き
に
け
り
月
の
た
つ
を
も
な
に
か
ま
つ
べ
き

【
通
釈
】
秋　
（
夏
の
）
中
に
秋
に
逢
う
（
と
い
う
歌
題
で
）

秋
風
は
ま
だ
夏
で
あ
る
が
吹
い
て
い
る
。
月
が
経
つ
の
を
ど
う
し
て
待
つ
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、（
い
や
待
て
な
い
。早
く
秋
本
番
と
な
っ
て
ほ
し
い
）

【
語
釈
】
〇
秋　

こ
れ
よ
り
秋
の
歌
が
続
く
。
〇
中
逢
秋　

夏
の
中
な
の
に
秋
の

風
物
に
逢
っ
た
、
と
い
う
意
の
課
題
。
〇
夏
な
が
ら　

ま
だ
夏
で
あ
る
が
、
の
意
。

〇
な
に
か
ま
つ
べ
き　

結
句
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
表
現
。「
よ
そ
に
か
く
こ
ふ
べ

き
身
と
し
知
り
ぬ
れ
ば
久
し
き
千
代
を
何
か
待
つ
べ
き
」（『
輔
親
集
』
九
七
）、

「
朝
夕
に
た
へ
な
る
の
り
を
読
む
君
は
世
世
の
後
を
も
何
か
待
つ
べ
き
」（『
定
頼

集
』
一
三
〇
）
な
ど
。

山
家
早
秋

33
秋
た
ち
て
か
ど
田
の
稲
も
う
ち
な
び
き
を
と
め
づ
ら
し
き
秋
の
は
つ
風

【
通
釈
】
山
家
の
早
秋
（
と
い
う
歌
題
で
）

秋
に
な
っ
て
門
田
の
稲
も
な
び
い
て
い
る
そ
の
音
の
心
引
か
れ
る
秋
の
初
風

で
あ
る
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
〇
か
ど
田　

門
前
の
田
。
ま
た
は
門
の
近
く
（
屋
敷
地
の
周
り
）
に
あ

る
田
。『
万
葉
集
』
で
「
妹
が
家
の
門
田
を
見
む
と
う
ち
出
来
し
心
も
著
く
照
る

月
夜
か
も
」（
巻
八
・
一
五
九
六
・
家
持
）
な
ど
と
古
く
か
ら
詠
ま
れ
る
。
源
経

信
の
「
夕
さ
れ
ば
門
田
の
稲
葉
お
と
づ
れ
て
葦
の
ま
ろ
屋
に
秋
風
と
吹
く
」（『
経

信
集
』、『
金
葉
集
』
秋
・
一
七
三
）
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
。
〇
を
と
め
づ
ら
し
き　

経
信
の
歌
「
稲
葉
お
と
ず
れ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
稲
葉
と
稲
葉
が
秋
風
の
た
め

に
擦
れ
合
っ
て
微
か
な
音
を
立
て
る
そ
の
音
に
心
が
引
か
れ
る
と
い
う
こ
と
。
ま

た
、「
乙
女
」
を
詠
み
込
む
か
。

【
参
考
】『
和
歌
一
字
抄
』
墨
書
補
入
歌
二
六
に
第
二
句
「
か
ど
田
の
稲
を
」
で

頼
家
の
歌
と
し
て
載
る
。

秋
月

34
は
つ
秋
の
そ
ら
さ
へ
す本

ノ
マ
ゝゞ

し
き
月
か
げ
は
人
の
こ
ゝ
ろ
も
す
み
ま
さ
り
け
り

【
通
釈
】
秋
の
月
（
と
い
う
歌
題
で
）

初
秋
の
空
ま
で
も
涼
し
げ
な
月
の
光
を
見
る
と
人
の
心
も
い
っ
そ
う
澄
む
こ

と
で
あ
る
よ
。

【
語
釈
】
○
す
ゞ
し
き　

傍
注
に
「
本
ノ
マ
ゝ
」
と
見
え
る
。「
そ
ら
さ
へ
す
ゞ

し
き
」
と
い
う
表
現
を
不
審
に
思
い
、
傍
注
を
付
し
た
か
。
同
様
な
表
現
を
用
い
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た
歌
に
「
夏
の
日
の
暮
れ
ゆ
く
空
の
涼
し
さ
に
秋
の
け
し
き
を
空
に
知
る
か
な
」

（『
和
歌
一
字
抄
』
九
五
八
、
義
孝
伊
勢
守
）
と
あ
り
、
他
に
一
首
が
あ
る
が
、
稀

な
表
現
で
あ
る
。
○
人
の
こ
ゝ
ろ
も
す
み
ま
さ
り
け
り
「
久
方
の
月
の
く
ま
な
き

秋
の
夜
は
人
の
心
も
す
み
ま
さ
り
け
り
」（『
新
千
載
集
』
三
九
五
・
権
大
納
言
長

家
）
他
一
首
が
取
っ
て
い
る
表
現
で
、
あ
ま
り
用
例
は
な
い
。

【
参
考
】「
久
方
の
月
の
く
ま
な
き
秋
の
夜
は
人
の
心
も
す
み
ま
さ
り
け
り
」
の

歌
は
、
34
番
歌
と
全
く
下
の
句
が
同
じ
で
あ
る
。
権
大
納
言
長
家
は
、
頼
実
と
同

時
代
の
歌
人
で
あ
る
た
め
、
こ
の
二
首
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
も
の
と
見
て
よ

い
か
。

毎
夜
見
月

35
さ
や
か
な
る
月日

カ

の
み
や
は
な
が
め
つ
る
く
も
り
し
夜
は
ま
た
れ
し
物
を

【
通
釈
】
毎
夜
月
を
見
る
（
と
い
う
歌
題
で
）

は
っ
き
り
見
え
る
月
だ
け
を
眺
め
た
の
で
は
な
い
。
曇
り
の
夜
も
待
ち
遠
し

い
も
の
で
（
心
の
中
で
月
を
思
い
眺
め
て
い
る
よ
。）

【
語
釈
】
○
月
の
み
や
は　

月
の
宮
を
掛
け
る
か
。
傍
に
「
日
カ
」
と
あ
り
、「
月

日
の
み
や
は
」
か
と
す
る
。
○
ま
た
れ
し
物
を　

恋
の
情
調
が
あ
る
歌
か
。

七
夕
後
朝

36
ま
つ
ほ
ど
の
ひ
さ
し
か
ら
ず
は
た
な
ば
た
の
け
さ
の
わ
か
れ
は
な
げ
か
ざ
ら
ま
し

【
通
釈
】
七
夕
の
後
朝
（
と
い
う
歌
題
で
）

待
っ
た
時
間
が
長
く
な
い
の
で
あ
れ
ば
七
夕
の
（
逢
瀬
の
後
の
）
今
朝
の
別

れ
を
嘆
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
に
。（
一
年
も
の
長
い
間
待
っ
た
の
だ
か
ら
、

今
朝
の
別
れ
を
嘆
く
気
持
ち
は
ひ
と
し
お
で
あ
る
よ
。）

【
語
釈
】
○
七
夕　

旧
暦
七
月
七
日
の
節
会
。
牽
牛
星
（
彦
星
）
と
織
女
星
（
織

姫
星
）
が
天
の
川
を
隔
て
て
北
の
空
に
並
ぶ
の
を
、
中
国
で
は
人
間
の
逢
瀬
に
見

立
て
て
、
一
年
に
一
度
だ
け
め
ぐ
り
合
う
も
の
と
し
た
。
こ
の
中
国
の
七
夕
伝
説

が
恋
の
物
語
と
し
て
、
乞
巧
奠
の
儀
式
を
と
も
な
っ
て
伝
来
、
日
本
の
機
織
女
を

め
ぐ
る
古
来
の
神
事
の
習
俗
と
融
合
す
る
。
○
後
朝　

夜
を
共
に
し
た
男
女
の
翌

朝
の
別
れ
を
言
う
。
○
ま
つ
ほ
ど
の
ひ
さ
し
か
ら
ず
は　

彦
星
と
織
姫
星
と
の
逢

瀬
は
一
年
に
一
度
で
、
長
い
時
間
逢
瀬
を
待
つ
も
の
で
あ
る
の
が
現
実
で
あ
る
の

を
反
転
さ
せ
る
反
実
仮
想
の
手
法
。
○
け
さ
の
わ
か
れ
は
な
げ
か
ざ
ら
ま
し　

今

朝
の
後
朝
の
別
れ
の
嘆
き
は
ひ
と
し
お
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
。
反
実
仮
想
の
典

型
的
な
手
法
で
あ
る
。

八
月
十
五
日
に
大
学
頭
義
忠
に
さ
そ
は
れ
て
遍
照
寺
に
ま
か
り
て
、「
池

上
の
月
」
と
い
ふ
題
を

37
あ
か
な
く
に
あ
ま
つ
そ
ら
な
る
月
か
げ
を
い
け
の本
ノ　
　
　

に
う
つ
し
て
ぞ
み
る

【
通
釈
】�

八
月
十
五
日
に
大
学
頭
の
義
忠
に
誘
わ
れ
て
遍
照
寺
に
行
っ
て
、「
池

の
上
の
月
」
と
い
う
歌
題
を

ま
だ
満
足
し
て
い
な
い
の
で
、
大
空
い
っ
ぱ
い
に
照
り
映
え
て
い
る
月
の
光

を
池
の
上
に
映
し
て
見
て
い
る
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
○
大
学
頭
義
忠　

藤
原
義
忠
（
一
○
○
四
～
一
○
四
一
）。
大
和
守
藤

原
為
文
の
子
。
東
宮
学
士
、
大
学
頭
、
大
和
守
を
歴
任
。
大
学
頭
在
任
期
間
は
未

詳
。
万
寿
二
年
（
一
○
二
五
）「
義
忠
家
歌
合
」
を
主
催
、
長
元
六
年
（
一
○
三
三
）

正
月
、
藤
原
頼
通
邸
で
行
わ
れ
た
「
子
日
の
宴
」
で
和
歌
序
を
作
成
、
長
久
二
年
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（
一
○
四
一
）「
弘
徽
殿
女
御
十
番
歌
合
」
で
は
判
者
を
務
め
る
な
ど
歌
人
と
し
て

も
有
名
で
あ
っ
た
。
後
一
条
天
皇
、
後
朱
雀
天
皇
即
位
時
の
大
嘗
会
和
歌
作
者
。

詩
は
『
本
朝
続
文
粋
』
に
、
和
歌
は
『
後
拾
遺
集
』
以
降
に
採
ら
れ
る
。
○
遍
照

寺　

い
ま
の
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
広
沢
に
あ
る
遍
照
寺
の
こ
と
。
境
内
に
は
広
沢

池
が
あ
る
。
○
い
け
の　

こ
の
下
三
字
分
欠
字
か
。
○
あ
ま
つ
そ
ら　

大
空
。

【
参
考
】『
金
葉
集
』
秋
、
一
六
七
、「
遍
照
寺
に
て
秋
晩
の
こ
こ
ろ
を
よ
め
る　

藤
原
範
永
朝
臣
」
の
詞
書
で
、「
す
む
人
も
な
き
や
ま
ざ
と
の
秋
の
夜
は
月
の
ひ

か
り
も
さ
び
し
か
り
け
り
」
の
歌
が
あ
り
、
和
歌
六
人
党
の
一
人
で
あ
る
範
永
も

「
遍
照
寺
」
に
て
「
月
」
を
詠
ん
で
い
て
興
味
深
い
。

八
月
十
五
夜
、
権
大
納
言
家
、
月
似
晝
題
を

38
秋
の
夜
の
そ
ら
に
く
ま
な
き
月
か
げ
は
な
げ
き
や
す
ら
ん
か
つ
ら
ぎ
の
神

【
通
釈
】�

八
月
十
五
夜
、
権
大
納
言
家
に
「
月
の
光
は
昼
と
同
じ
」
と
い
う
歌
題

を

秋
の
夜
の
空
に
暗
い
と
こ
ろ
が
な
く
照
っ
て
い
る
月
の
光
を
嘆
く
の
だ
ろ
う

か
葛
城
の
神
は
。

【
語
釈
】
○
権
大
納
言
家　

４
の
歌
語
釈
参
照
。
○
月
似
晝　

月
昼
に
似
る
。
月

の
光
が
明
る
い
の
で
、
昼
の
明
る
さ
と
同
じ
、
と
い
う
意
。
○
か
つ
ら
ぎ
の
神　

大
和
の
葛
城
山
に
住
む
と
さ
れ
る
神
。
一
言
主
神
。
役
の
行
者
の
命
令
で
葛
城
山

と
金
峰
山
と
の
間
に
久
米
の
岩
橋
を
架
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
容
貌
の
醜
い
の

を
恥
じ
、
昼
を
除
く
夜
し
か
働
か
な
か
っ
た
の
で
そ
れ
が
完
成
し
な
か
っ
た
と
い

う
伝
説
か
ら
、
男
女
の
契
り
な
ど
の
物
事
が
成
就
し
な
い
と
き
や
、
顔
の
醜
い
者

な
ど
の
例
に
引
か
れ
る
。
こ
の
歌
は
後
者
に
当
た
る
。「
大
納
言
朝
光
下
ら
ふ
に

侍
り
け
る
時
、
女
の
も
と
に
し
の
び
て
ま
か
り
て
、
あ
か
月
に
か
へ
ら
じ
と
い
ひ

け
れ
ば　
　

春
宮
女
蔵
人
左
近　

い
は
ば
し
の
夜
の
契
り
も
絶
え
ぬ
べ
し
あ
く
る

わ
び
し
き
葛
城
の
神
」（『
拾
遺
集
』
雑
賀
、
一
二
○
一
）
の
歌
が
あ
る
が
、
同
じ

趣
向
で
あ
る
。

【
参
考
】
本
歌
は
『
和
歌
一
字
抄
』
下
、
九
四
九
に
、「
月
光
似
昼
」
の
詞
書
で
、

第
二
句
が
「
く
ま
な
く
そ
ら
の
」
で
採
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
本
歌
の
歌
題
「
月
似
晝
」
に
似
た
題
で
あ
る
「
秋
月
如
昼
」
で
は
藤
原

隆
経
の
「
き
く
の
う
へ
露
な
か
り
せ
ば
い
か
に
し
て
こ
よ
ひ
の
月
を
よ
る
と
し
ら

ま
し
」
の
歌
が
あ
る
。

殿
上
人
、
夜
ふ
け
て
に
は
か
に
し
ら
川
へ
な
ん
い
く
と
て
く
る
ま
よ
せ
さ

そ
ふ
に
ま
か
り
て
、
白
川
の
秋
月
と
い
ふ
だ
い
を

39
く
る
人
に
い
く
た
び
あ
ひ
ぬ
し
ら
川
の
わ
た
り
に
す
め
る
秋
の
夜
の
月

【
通
釈
】�

殿
上
人
た
ち
が
、
夜
更
け
急
に
白
川
へ
行
く
と
い
っ
て
、（
我
が
邸
に
）

牛
車
を
寄
せ
て
誘
う
の
で
行
っ
て
、「
白
川
の
秋
月
」
と
い
う
題
を

来
る
人
に
幾
度
も
出
会
っ
た
。
白
川
の
あ
た
り
に
居
て
、
こ
の
澄
ん
だ
秋
の

夜
の
月
を
見
る
た
め
に
。

【
語
釈
】
○
殿
上
人　

昇
殿
を
許
さ
れ
た
者
。
誰
で
あ
る
か
不
明
。
ま
た
複
数
で

あ
ろ
う
。
○
し
ら
川　

洛
北
、
洛
東
を
流
れ
る
鴨
川
の
支
流
。
○
く
る
人　

白
川

か
ら
見
る
月
は
名
物
で
、
多
く
の
見
物
客
が
あ
っ
た
か
。
そ
の
見
物
客
を
指
す
。

「
く
る
」
に
「
く
る
ま
」
の
「
く
る
」
を
掛
け
る
か
。
○
わ
た
り　

川
を
渡
り
の

意
を
掛
け
、「
川
」
の
縁
語
と
す
る
。
○
す
む　
「
澄
む
」
に
「
住
む
」
を
掛
け
る
。

【
参
考
】『
後
拾
遺
集
』
春
上
、
一
一
九
、
伊
賀
少
将
の
「
高
倉
の
一
宮
の
女
房
、
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花
見
に
白
川
に
ま
か
れ
り
け
る
に
、
よ
み
侍
り
け
る
」
の
詞
書
で
、「
な
に
ご
と

も
春
の
か
た
み
に
思
は
ま
し
今
日
白
川
の
花
見
ざ
り
せ
ば
」
の
歌
が
あ
り
、
同
集
、

春
下
、
一
四
六
、
土
御
門
右
大
臣
（
源
師
房
）
の
「
白
川
に
て
、
花
の
散
り
て
流

れ
け
る
を
よ
み
侍
り
け
る
」
の
詞
書
で
、「
ゆ
く
水
を
せ
き
と
ど
め
ば
や
白
川
の

水
と
と
も
に
ぞ
春
も
ゆ
き
け
る
」
の
歌
が
あ
り
、
花
見
の
名
所
で
も
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

七
月
十
二
日
に
宮
の
前
栽
ほ
る
に
、
花
契
千
秋
と
い
ふ
だ
い
を

40
あ
き
ご
と
に
花
を
み
や
こ
に
ほ
り
う
へ
て
け
ふ
ぞ
ち
と
せ
の
は
じ
め
な
り
け
る

【
通
釈
】�

七
月
十
二
日
宮
の
前
栽
掘
り
を
し
た
時
に
「
花
千
秋
を
契
る
」
と
い
う

歌
題
を

毎
秋
花
を
都
の
宮
様
の
邸
に
掘
り
植
え
て
今
日
の
日
こ
そ
永
遠
の
齢
の
始
め

で
あ
る
の
だ
な
あ
。

【
語
釈
】
○
宮　

６
の
歌
の
語
釈
参
照
。
○
前
栽
ほ
る　

邸
の
庭
の
植
え
込
み
を

掘
り
、
花
を
植
え
る
こ
と
。
○
花
契
千
秋　

花
千
秋
を
契
る
。
花
の
寿
命
を
千
年

と
す
る
こ
と
を
約
す
、
と
い
う
意
。
○
み
や
こ　
「
み
や
こ
」
に
「
宮
」
を
掛
け
る
。

○
け
ふ
ぞ
ち
と
せ
の　

花
の
永
遠
な
る
寿
命
を
言
い
、
宮
の
長
寿
を
賀
す
。

聞
鹿
声

41
秋
ご
と
に
つ
ま
こ
ひ
わ
び
て
な
く
鹿
は
き
り
た
つ
山
や
ふ
し
う
か
る
ら
ん

【
通
釈
】
鹿
の
声
を
聞
く
（
と
い
う
歌
題
で
）

秋
が
来
る
た
び
に
妻
を
慕
い
嘆
い
て
啼
く
鹿
は
、
霧
の
立
つ
山
で
独
り
伏
す

の
が
つ
ら
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
よ
。

【
語
釈
】
○
聞
鹿
声　

鹿
の
啼
き
声
を
聞
く
、
意
。

【
参
考
】『
人
丸
集
』
一
一
四
「
こ
の
ご
ろ
の
秋
の
あ
さ
け
の
霧
隠
れ
妻
呼
ぶ
鹿

の
声
の
さ
や
け
さ
」
に
「
秋
」「
妻
」「
鹿
」「
霧
」「
啼
く
ま
た
は
声
」
で
共
通
す

る
。

聞
擣
衣

42
あ
き
か
ぜ
に
こ
ゑ
う
ち
そ
ふ
る
か
ら
衣
た
が
さ
と
人
と
し
ら
ず
も
あ
る
か
な

【
通
釈
】
衣
を
擣
つ
を
聞
く

秋
風
に
唐
衣
を
擣
つ
音
が
加
わ
っ
て
い
く
。（
砧
を
擣
つ
の
は
）
里
人
の
誰

で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
〇
擣
衣　

布
を
柔
ら
か
く
し
た
り
艶
を
出
し
た
り
す
る
た
め
に
砧
の
上

で
衣
を
叩
く
こ
と
。
古
代
中
国
の
秋
の
習
慣
。
李
白
の
「
子
夜
呉
歌
」、「
長
安
一

片
月　

萬
戸
擣
衣
聲　

秋
風
吹
不
盡　

總
是
玉
関
情　

何
日
平
胡
虜　

良
人
罷
遠

征
」
は
特
に
有
名
で
、
戦
争
に
行
っ
た
夫
の
帰
り
を
待
ち
な
が
ら
妻
が
衣
を
擣
つ

も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
〇
あ
き
か
ぜ
に
こ
ゑ
そ
ふ
る　

秋
風
の
吹
く
な
か
、
あ
る

家
か
ら
衣
を
擣
つ
音
が
す
る
、
そ
の
音
に
別
の
家
か
ら
同
じ
音
が
加
わ
る
と
い
う

こ
と
。
李
白
の
「
萬
戸
擣
衣
聲
」
を
和
歌
に
詠
み
か
え
た
表
現
。
〇
た
が
さ
と
人

と
し
ら
ず
も
あ
る
か
な　

白
居
易
の
詩
「
聞
夜
砧
」
の
「
誰
家
思
婦
秋
擣
帛
」
を

詠
み
か
え
た
表
現
。『
和
漢
朗
詠
集
』
に
も
見
え
る
。
〇
か
ら
衣　

李
白
や
白
居

易
な
ど
の
唐
の
詩
人
を
思
い
出
さ
せ
る
仕
掛
け
。

【
参
考
】
白
居
易
「
聞
夜
砧
」
の
全
句
を
挙
げ
る
。

誰
家
思
婦
秋
擣
帛　

月
苦
風
凄
砧
杵
悲　

八
月
九
月
正
長
夜　

千
聲
萬
聲
無

了
時　

應
到
天
明
頭
盡
白　

一
聲
添
得
一
莖
絲
（『
白
氏
文
集
』
巻
十
九
）
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『
和
漢
朗
詠
集
』
三
四
五
に
第
三
句
・
第
四
句
が
採
ら
れ
る
。

後
日
見
花

43
あ
さ
ぎ
り
を
野
べ
に
わ
け
つ
る
か
ひ
も
な
し
け
ふ
さ
へ
花
に
あ
か
で
く
れ
ぬ
る

【
通
釈
】
後
日
花
を
見
る

（
今
日
）
朝
霧
を
野
辺
に
分
け
て
入
る
こ
と
は
甲
斐
も
な
い
。
今
日
ま
で
も

満
足
す
る
こ
と
な
く
日
が
暮
れ
て
し
ま
う
こ
と
よ
。（
だ
か
ら
後
日
花
を
見

る
の
で
あ
る
。）

【
語
釈
】
〇
後
日
見
花　

他
に
見
え
な
い
歌
題
。『
和
歌
一
字
抄
』
に
採
ら
れ
て

い
る
歌
の
詞
書
の
よ
う
に
、「
後
日
」
は
「
終
日
」
の
誤
り
か
。

【
参
考
】『
和
歌
一
字
抄
』
補
の
一
九
に
「
終
日
見
花　

頼
実　

朝
ぎ
り
を
の
べ

に
わ
け
つ
る
か
ひ
も
な
し
け
ふ
さ
へ
花
に
あ
か
で
く
れ
ぬ
る
」
と
同
歌
が
載
る
。

歌
題
は
「
終
日
見
花
」
と
あ
り
、
歌
意
か
ら
す
る
と
こ
の
方
が
自
然
か
。

見
庭
萩

44
あ
を
や
ぎ
の
え
だ
ば
か
り
に
も
は
る
く
れ
ば
に
た
る
は
な
な
き
や
ど
の
秋
萩

【
通
釈
】
庭
の
萩
を
見
る

青
柳
の
枝
だ
け
に
で
も
春
が
来
れ
ば
似
て
い
る
花
の
な
い
家
の
秋
萩
よ
。

【
語
釈
】
○
あ
を
や
ぎ　

春
に
な
っ
て
青
々
と
芽
を
ふ
き
始
め
た
柳
。
○
に
た
る　

底
本
に
は
「
わ
た
る
」
と
あ
る
が
、
他
本
に
従
い
「
に
た
る
」
と
改
め
た
。
○
秋

萩　
「
青
栁
」
と
あ
る
が
、　

異
本
か
ら
「
秋
萩
」
と
改
め
た
。

な
が
を
か
に
な
か
つ
か
さ
の
宮
な
ど
お
は
し
て
一
夜
と
ま
り
給
ひ
て
あ
り

し
に
、
も
み
ぢ
を
よ
め
る
五
首

45
く
れ
な
ゐ
に
ふ
も
と
の
川
の
う
つ
る
ま
で
み
ね
の
も
み
ぢ
の
ふ
か
く
も
あ
る
か
な

【
通
釈
】�

長
岡
に
中
務
宮
な
ど
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
一
晩
お
泊
ま
り
に
な
ら
れ
た

時
に
、「
紅
葉
」
を
呼
ん
だ
五
首

紅
色
に
ふ
も
と
の
川
が
映
っ
て
見
え
る
ま
で
峰
の
紅
葉
の
色
の
深
い
色
で
あ

る
こ
と
だ
な
あ
。

【
語
釈
】
〇
長
岡　

13
の
歌
の
語
釈
参
照
。
こ
こ
に
頼
実
の
別
荘
で
も
あ
っ
た

か
。
〇
中
務
宮　

こ
の
時
代
、「
中
務
宮
」
と
呼
ば
れ
た
人
物
と
し
て
は
敦
平
親

王
（
九
九
九
～
一
○
四
九
、
三
条
天
皇
第
三
皇
子
、
一
○
二
三
年
一
月
以
降
一
○

三
○
年
一
一
月
在
任
確
認
）、
昭
登
親
王
（
九
九
八
～
一
○
三
五
、
花
山
天
皇
第

二
皇
子
、
一
○
二
八
年
二
月
以
降
薨
去
ま
で
在
任
確
認
）、
敦
貞
親
王
（
一
○
一

四
～
一
○
六
一
、
敦
明
親
王
の
男
、
一
○
三
六
年
一
一
月
以
降
一
○
五
○
年
三
月

在
任
確
認
）
の
三
人
が
確
認
さ
れ
る
。
頼
実
（
一
○
一
五
～
一
○
四
四
）
の
年
齢

と
、
敦
貞
親
王
は
頼
実
と
交
流
し
た
源
資
通
妹
の
夫
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る

と
、
こ
の
中
務
宮
は
敦
貞
親
王
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
○
五
首　

ほ
か
の
四
首
は

伝
わ
ら
な
い
。
○
ふ
か
く　

深
い
紅
色
を
表
現
し
、「
川
」
の
縁
語
と
な
る
。

野
花

46
か
へ
る
さ
は
い
そ
が
れ
ぬ
か
な
は
な
の
香
の
ひ
を
へ
て
か
は
る
野
辺
に
き
ぬ
れ
ば

【
通
釈
】
野
の
花

帰
る
と
き
は
急
が
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
よ
。
花
の
香
り
が
日
々
変
わ
っ
て
ゆ

く
（
秋
の
）
野
辺
に
来
て
み
る
と
。

【
語
釈
】
〇
か
へ
る
さ
は　

帰
る
時
、
帰
り
が
け
。「
さ
」
は
接
尾
語
。
〇
い
そ
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が
れ
ぬ
か
な　

急
が
れ
な
い
こ
と
よ
、
の
意
。
〇
は
な
の
香　

花
の
香
り
。
異
本

に
「
花
の
色
」
と
あ
る
。
〇
ひ
を
へ
て
か
は
る　

日
を
経
る
に
つ
れ
て
変
化
す
る
、

の
意
。

旅
雁

47
そ
ら
に
の
み
こ
ゑ
の
き
こ
ゆ
る
か
り
が
ね
は
あ
ま
の
か
は
ら
に
や
ど
や
か
る
ら
む

【
通
釈
】
旅
の
雁

そ
ら
に
だ
け
声
が
聞
こ
え
て
く
る
雁
が
ね
は
天
の
河
原
に
旅
の
宿
を
と
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

【
語
釈
】
〇
旅
雁　

能
因
法
師
の
私
撰
集
『
玄
玄
集
』
一
四
六
の
「
旅
雁　

小
一

条
院　

春
は
ゆ
く
秋
は
こ
ち
来
る
か
り
が
ね
は
は
な
に
紅
葉
を
ま
さ
る
と
や
お
も

ふ
」
の
歌
の
よ
う
に
、
歌
題
「
旅
雁
」
が
見
え
る
。
〇
か
り
が
ね　

雁
の
異
名
。

〇
あ
ま
の
か
は
ら
に　
「
あ
ま
の
か
は
ら
」
に
「
か
り
が
ね
」
を
合
わ
せ
て
い
る

と
こ
ろ
が
斬
新
で
本
歌
の
眼
目
で
あ
る
。

【
参
考
】『
古
今
集
』
羈
旅
、
四
一
八
（『
伊
勢
物
語
』）
の
「
か
り
く
ら
し
た
な

ば
た
つ
め
に
や
ど
か
ら
む
あ
ま
の
か
は
ら
に
我
は
き
に
け
り
」
の
歌
を
踏
ま
え
、

「
天
の
河
原
」
に
「
か
り
が
ね
」
を
配
し
た
の
が
斬
新
で
あ
る
。

鹿

48
夜
を
か
さ
ね
鹿
の
ね
た
か
く
聞
ゆ
な
り
こ
は
ぎ
か
は
ら
や
し
ほ
れ
し
ぬ
ら
ん

【
通
釈
】
鹿

幾
夜
も
続
け
て
鹿
の
鳴
く
声
が
高
く
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
。
小
萩
の
生
え

て
い
る
原
は
露
に
濡
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。（
鹿
も
妻
を
求
め
て
涙
を
流
し

て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
）

【
語
釈
】
〇
こ
は
ぎ　

小
萩
。
萩
の
美
称
。

【
参
考
】
本
歌
は
『
相
模
集
』
三
五
六
の
「
宮
ぎ
の
の
こ
は
ぎ
が
は
ら
に
な
く
し

か
の
な
み
だ
の
つ
ゆ
に
し
ほ
れ
し
も
せ
じ
」
の
歌
と
同
趣
の
歌
で
、
相
模
の
歌
を

踏
ま
え
た
歌
か
。

秋
霧

49
川
ぎ
り
は
を
ち
み
え
ぬ
ま
で
た
ち
に
け
り
い
づ
れ
か
よ
ど
の
わ
た
り
な
る
ら
ん

【
通
釈
】
秋
霧

川
霧
が
遠
く
が
見
え
な
く
な
る
ほ
ど
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
な
あ
。
ど
こ
が

淀
の
渡
り
で
あ
ろ
う
か
。

【
語
釈
】
〇
を
ち　

遠
い
と
こ
ろ
。
遠
方
。
〇
よ
ど
の
わ
た
り　
「
よ
ど
」
は
京

都
市
伏
見
区
旧
町
名
。
桂
川
、
宇
治
川
、
木
津
の
三
つ
の
川
が
合
流
す
る
辺
り
の

名
。
〇
わ
た
り　

渡
し
場
。

【
参
考
】「
川
ぎ
り
」
と
「
淀
」
を
詠
ん
だ
歌
は
、『
長
能
集
』
一
八
二
の
「
と
り

つ
な
げ
み
づ
の
の
は
ら
の
は
な
れ
ご
ま
よ
ど
の
か
は
ぎ
り
秋
は
た
え
せ
じ
」
の
歌

が
古
い
例
か
。
ほ
ぼ
同
時
代
の
匡
房
も
「
み
や
こ
を
ば
秋
と
と
も
に
ぞ
立
ち
そ
め

し
淀
の
川
霧
い
く
夜
へ
だ
て
つ
」（『
江
帥
集
』
一
六
九
、『
新
古
今
集
』
離
別
、

八
七
六
）
と
詠
む
。
定
頼
の
「
朝
ぼ
ら
け
宇
治
の
川
霧
た
え
だ
え
に
あ
ら
は
れ
わ

た
る
瀬
瀬
の
あ
じ
ろ
木
」
の
歌
の
よ
う
に
、「
宇
治
川
」
の
「
川
霧
」
を
詠
む
例

は
多
い
が
、
本
歌
の
よ
う
な
取
り
合
わ
せ
は
少
な
い
。
源
頼
実
の
和
歌
の
特
徴
の

ひ
と
つ
と
し
て
『
和
歌
文
学
大
事
典
』
の
「
頼
実
」
の
項
に
お
い
て
高
重
久
美
氏

は
「
聴
覚
な
ど
感
覚
が
鋭
敏
で
、「
門
田
の
稲
」
な
ど
表
現
に
新
鮮
さ
が
見
ら
れ
、
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叙
景
歌
に
勝
れ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
今
回
、
講
読
し
た
五
十
二

首
の
う
ち
「
お
と
」「
こ
え
」「
な
く
」「
き
く
」
な
ど
聴
覚
に
関
連
す
る
言
葉
の

登
場
す
る
作
品
は
十
五
首
で
あ
り
、
約
三
割
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
比
較
対
象
歌
人
を
誰
に
す
る
か
に
よ
っ
て
印
象
は
変
わ
る
が
、
頼
実
が
意

識
し
て
作
品
の
中
に
「
音
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
思
う
。
こ
れ
に
付
言
す
る
と
頼
実
の
和
歌
か
ら
は
「
韻
律
」
に
対
す
る
細
や

か
な
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
四
十
九
番
歌
を
見
て
み
た

い
。
こ
の
一
首
自
体
は
「
秋
霧
」
の
題
詠
と
し
て
は
伝
統
的
な
詠
み
ぶ
り
の
作
品

と
い
え
よ
う
。
同
時
に
、
こ
の
作
品
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
川
霧
」
と
い

え
ば
「
宇
治
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
離
陸
し
て
、「
淀
」
と
い
う
歌
枕
を
詠
み

込
ん
だ
点
に
も
工
夫
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
韻
律
を
見
て
み
る
と
、
初

句
の
「
川
ぎ
り
」、
二
句
目
の
「
を
ち
」、
三
句
目
の
「
た
ち
に
け
り
」、
四
句
目

の
「
い
づ
れ
」、
結
句
の
「
わ
た
り
」
と
「
イ
段
音
」
の
言
葉
を
各
句
に
配
置
し
て
、

一
首
の
リ
ズ
ム
を
整
え
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
他
に
も
一
番
歌
「
は

な
を
み
る
は
る
は
や
み
だ
に
」
の
「
ハ
」
の
音
。
四
番
歌
の
「
ち
る
こ
ろ
は
ち
る

を
見
つ
つ
も
」
の
「
チ
」
の
音
。
七
番
歌
の
「
か
す
み
に
か
す
み
つ
つ
」
の
「
カ
」

の
音
。
こ
の
よ
う
な
韻
律
上
の
工
夫
を
随
所
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
和
歌
が
い
く

つ
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
頼
実
の
作
品
の
観
点
の
ひ
つ
と
し
て
注
目
す
べ
き

ひ
と
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

右
大
弁
の
家
に
て
九
日
翫
菊

50
を
い
せ
じ
と
お
も
て
〳
〵
に
の
ご
へ
ど
も
し
も
い
た
ゞ
け
る
し
ら
ぎ
く
の
花

【
通
釈
】
右
大
弁
の
家
で
「
九
日
菊
を
翫
ぶ
」（
と
い
う
題
で
）

老
い
る
ま
い
と
顔
を
、
ま
た
顔
を
拭
う
け
れ
ど
も
霜
を
頂
け
る
白
菊
の
花
の

よ
う
な
（
我
が
頭
よ
）

【
語
釈
】
○
右
大
弁　

右
大
弁
の
役
に
あ
っ
た
の
は
、
長
暦
二
年
（
一
○
三
八
）

は
藤
原
経
輔
、
長
暦
三
年
（
一
○
三
九
）
以
降
、
頼
実
が
没
し
た
寛
徳
元
年
ま
で

は
源
資
通
で
あ
っ
た
。
頼
実
の
交
流
を
考
え
る
と
、
こ
の
右
大
弁
は
源
資
通
（
一

○
○
五
～
一
○
六
○
）
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
○
九
日
翫
菊　

九
月
九
日
重
陽

（
菊
）
の
節
句
に
菊
を
翫
ぶ
の
意
の
歌
題
。
○
を
い
せ
じ　
「
お
い
せ
じ
」。
老
い

る
ま
い
、
の
意
。
こ
の
時
代
ま
で
に
は
ほ
か
に
見
え
な
い
歌
句
。
○
し
も
い
た
ゞ

け
る
し
ら
ぎ
く
の
花　

こ
の
二
句
が
連
続
す
る
例
は
ほ
か
に
源
賢
法
眼
（
九
六
五

～
一
○
二
○
、
源
満
仲
の
男
。
源
信
の
弟
子
と
な
る
。）
の
「
い
か
で
か
は
お
い

せ
ぬ
物
と
い
ひ
お
き
し
し
も
い
た
だ
け
る
し
ら
ぎ
く
の
花
」（『
源
賢
法
眼
集
』
三

四
）
の
歌
の
み
で
あ
る
。

【
参
考
】
同
座
詠
と
は
思
え
な
い
が
、
頼
実
と
交
流
の
あ
っ
た
藤
原
定
頼
（
公
任

の
男
）
の
歌
に
、「
九
月
九
日
、
ひ
ね
も
す
に
き
く
を
も
て
あ
そ
ぶ
と
い
ふ
こ
と

を
」
の
詞
書
で
「
夕
露
の
お
く
ま
で
菊
を
み
つ
る
か
な
お
も
て
の
し
わ
を
の
ご
ひ

つ
る
よ
り
」
の
歌
が
あ
る
。

　

二
十
代
の
頼
実
が
「
し
も
い
た
ゞ
け
る
し
ら
ぎ
く
の
花
」
と
詠
ん
だ
と
す
れ
ば
、

歌
の
出
来
映
え
は
良
い
が
、
皮
肉
と
し
て
聞
こ
え
る
歌
で
は
な
い
か
。

む
め
づ
に
四
条
中
納
言
な
ど
お
は
し
て
、
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
ふ
ね
に
の
り
て
、

あ
し
の
花
雪
の
ご
と
き
と
い
ふ
題
を

51
き
し
に
よ
る
あ
し
か
り
を
ぶ
ね
な
か
り
せ
ば
ゆ
き
と
の
み
こ
そ
み
る
べ
か
り
け
れ

【
通
釈
】�

梅
津
に
四
条
中
納
言
な
ど
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
夕
暮
れ
に
舟
に
乗
っ



「
源
頼
実
集
」
注
釈
稿
上
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て
、「
芦
の
花
は
雪
の
よ
う
だ
」
と
い
う
歌
題
を

岸
に
寄
せ
る
芦
刈
を
す
る
小
さ
な
舟
が
も
し
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、（
こ
の

白
い
芦
の
花
を
）
雪
と
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
〇
梅
津　

い
ま
の
京
都
市
梅
津
付
近
、
桂
川
左
岸
の
地
。
水
陸
交
通
の

要
衝
で
、
桂
川
を
利
し
て
、
丹
波
材
の
陸
揚
地
で
あ
っ
た
。
〇
四
条
中
納
言　

藤

原
定
頼
（
九
九
五
～
一
〇
四
五
、公
任
の
男
）。妹
（
公
任
女
）
が
教
通
の
妻
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、頼
通
に
近
く
官
界
で
も
歌
壇
で
も
重
ん
じ
ら
れ
た
。長
元
元
年
（
一

〇
二
八
）
五
月
一
六
日
「
高
陽
院
水
閣
歌
合
」
に
出
詠
す
る
。『
後
拾
遺
集
』
以

下
に
四
六
首
入
集
し
て
い
る
。
〇
あ
し
の
花　

水
辺
に
生
え
る
イ
ネ
科
の
多
年

草
。
秋
に
穂
を
付
け
る
。
し
だ
い
に
そ
の
色
が
白
く
な
る
。
〇
あ
し
か
り
を
ぶ
ね　

刈
っ
た
芦
を
運
ぶ
小
舟
。

【
参
考
】
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）
八
月
に
開
催
さ
れ
た
「
摂
津
守
有
綱
歌
合
」

に
出
詠
さ
れ
た
遠
江
前
司
の
「
難
波
が
た
あ
し
か
り
小
船
な
か
り
せ
ば
水
に
き
え

せ
ぬ
雪
と
こ
そ
み
め
」
の
歌
が
本
歌
と
趣
を
同
じ
く
す
る
。『
新
編
国
歌
大
観
』

有
綱
歌
合
の
解
題
で
、
上
野
理
は
「
秋
の
季
題
と
恋
題
の
小
規
模
な
歌
合
で
、
お

そ
ら
く
有
綱
が
側
近
の
者
を
集
め
て
行
っ
た
歌
合
で
あ
ろ
う
が
、
和
歌
六
人
党
の

作
風
に
通
じ
る
作
歌
水
準
の
高
い
作
品
を
集
め
て
お
り
、
和
歌
史
上
注
目
に
価
す

る
。」
と
述
べ
る
。
こ
の
遠
江
前
司
が
誰
か
不
明
だ
が
、
本
歌
の
影
響
を
受
け
て

い
る
か
。

　

梅
津
の
地
に
は
、
本
集
73
の
歌
の
詞
書
「
右
大
弁
の
さ
そ
ひ
給
ひ
し
か
ば
、
む

め
づ
に
ま
か
り
て
、
河
辺
水
秋
夕
風
」
と
あ
る
よ
う
に
、
源
資
通
ら
も
訪
れ
詠
歌

を
も
の
し
て
い
る
。和
歌
六
人
党
周
辺
の
歌
人
た
ち
の
詠
作
活
動
が
想
像
さ
れ
る
。

う
ち
の
せ
ざ
い
ほ
り
に

52
こ
こ
の
へ
に
う
つ
し
う
へ
つ
る
し
る
し
に
は
ひ
さ
し
く
に
ほ
へ
野
辺
の
秋
は
ぎ

【
通
釈
】
内
裏
の
前
栽
掘
り
に
（
詠
ん
だ
歌
）

宮
中
に
幾
重
に
も
移
植
し
た
そ
の
証
と
し
て
い
つ
ま
で
も
美
し
く
咲
け
秋
萩

よ
。

【
語
釈
】
〇
う
ち　

内
裏
。
〇
せ
ざ
い
ほ
り　

前
栽
掘
り
。
〇
こ
こ
の
へ　

宮
中

の
意
と
幾
重
に
も
の
意
味
を
掛
け
る
。
〇
ひ
さ
し
く
に
ほ
へ　

い
つ
ま
で
も
美
し

い
花
を
付
け
よ
、
と
い
い
な
が
ら
内
裏
の
主
人
で
あ
る
帝
を
言
祝
い
で
い
る
。
〇

秋
は
ぎ　

原
本
に
は
「
か
ぜ
」
と
あ
る
が
、
文
意
及
び
他
本
か
ら
「
は
ぎ
」
と
改

め
た
。


