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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
』
の
53
〜
103
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
】
に
は
、【
語
釈
】
で
論
述
し
き
れ
な
い
事
柄
を
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
。

源
大
納
言
の
家
に
、
月
に
歌
あ
は
せ
あ
ら
ん
と
し
た
る
を
、
の
び
て
九
月

に
な
り
に
け
れ
ば
、
十
首
の
だ
い
の
中
に
は
ぎ
の
あ
り
け
る
を
、
い
ま
は

と
き
す
ぎ
に
た
り
。
も
み
ぢ
に
か
へ
ら
れ
け
れ
ば
、
そ
の
よ
し
を
う
た
の

人
〴
〵
あ
つ
ま
り
て
、
か
は
ら
け
と
り
て
よ
み
け
る
に

53
秋
は
ぎ
の
け
ふ
ま
で
ち
ら
ぬ
物
な
ら
ば
も
み
ぢ
の
い
ろ
も
ま
さ
ら
ま
し
や
は

【
通
釈
】 

源
師
房
の
家
に
、
月
の
内
に
歌
合
せ
が
あ
る
だ
ろ
う
と
し
た
の
を
、
延

び
て
九
月
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
十
首
の
歌
題
の
中
に
萩
が
あ
っ

た
の
を
、
今
は
時
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。（
歌
題
を
）
紅
葉
に
変
え
ら

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
事
情
を
歌
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
か
わ
ら

け
を
手
に
取
っ
て
（
詠
ん
だ
歌
）
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秋
萩
が
今
日
ま
で
散
ら
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
紅
葉
の
色
も
勝
っ
た
で
あ

ろ
う
か
。

【
語
釈
】
○
源
大
納
言　

４

番
歌
の
語
釈
参
照
。「
源
大
納
言
」
は
源
師
房
の
こ

と
。
○
か
は
ら
け　

土
器
で
作
っ
た
杯
。
歌
を
詠
ん
で
か
ら
杯
で
酒
を
飲
む
と
い

う
ル
ー
ル
で
あ
る
。
◯
秋
は
ぎ　

萩
。
萩
の
花
。
秋
に
花
が
咲
く
の
で
い
う
。
○

月　

月
の
内
の
意
か
。
八
月
の
こ
と
。『
古
今
集
』
秋
上
は
一
六
九
番
か
ら
二
四

八
番
ま
で
あ
る
が
、
萩
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
八
、
二
一
一
、
二
一
六
、

二
一
七
、
二
一
八
、
二
一
九
、
二
二
〇
、
二
二
一
、
二
二
二
、
二
二
三
、
二
二
四

番
と
前
半
部
に
集
ま
っ
て
お
り
、
萩
が
詠
ま
れ
る
の
は
初
秋
か
ら
中
秋
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
八
月
と
考
え
た
。『
国
歌
大
観
』
所
載
の
松
平
文
庫
本
は
「
八
月
」

と
あ
る
。長

暦
二
年
九
月
十
三
夜
、
源
大
納
言
の
家
に
、
お
と
こ
を
ん
な
か
た
わ
き

て
う
た
あ
は
せ
せ
ら
れ
け
る
に
、
お
と
こ
か
た
の
九
人
が
う
ち
に
め
さ
れ

て
よ
め
る

月

54
つ
ね
よ
り
も
の
ど
け
き
空
に
み
つ
る
か
な
世
を
な
が
つ
き
に
す
め
る
月
か
げ

【
通
釈
】 

長
暦
二
年
九
月
十
三
日
の
夜
、
源
大
納
言
の
家
で
、
男
と
女
を
二
つ
の

方
に
分
け
て
歌
合
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
、
男
方
の
九
人
の
中

に
呼
ば
れ
て
詠
ん
だ
（
歌
）

月
（
と
い
う
歌
題
で
）

い
つ
も
よ
り
も
穏
や
か
な
空
を
見
つ
め
て
い
る
と
満
足
さ
れ
る
こ
と
だ
な

あ
。
大
納
言
の
代
を
長
か
れ
と
祈
る
よ
う
に
、
長
月
の
澄
ん
で
い
る
月
の
光

よ
。

【
語
釈
】
○
長
暦
二
年
九
月
十
三
夜
、
源
大
納
言
の
家
に　

長
暦
二
（
一
〇
三
八
）

年
九
月
十
三
日
「
権
大
納
言
師
房
歌
合
」
が
行
わ
れ
た
。
本
歌
合
に
参
加
し
た
男

方
の
歌
人
は
、
源
為
善
、
源
親
範
、
源
頼
実
（
和
歌
六
人
党
の
一
人
）、
藤
原
経

衡
（
和
歌
六
人
党
の
一
人
）、
の
り
ち
か
（
伝
未
詳
）、
源
頼
家
（
和
歌
六
人
党
の

一
人
）、
平
棟
仲
（
和
歌
六
人
党
の
一
人
）、
橘
義
清
、
平
教
成
の
九
人
。
だ
と
す

れ
ば
、「
お
と
こ
か
た
の
九
人
」
も
同
じ
か
。（
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

第

三
巻
』
一
九
七
九
年
、
八
一
六
〜
八
二
三
頁
よ
り
）
○
源
大
納
言　

４

番
歌
の
語

釈
参
照
。「
源
大
納
言
」
は
源
師
房
の
こ
と
。
○
か
た
わ
き
て　

歌
合
は
二
組
に

分
か
れ
て
争
う
競
技
で
、
人
々
を
左
右
の
方
に
分
け
る
。
○
九
人
が
う
ち
に
め
さ

れ
て　

男
方
九
人
の
中
に
呼
ば
れ
て
の
意
か
。
○
み
つ
る　
「
見
つ
る
」
と
「
満

つ
る
」
と
を
掛
け
る
。「
満
つ
る
」
は
大
納
言
の
代
を
言
祝
ぐ
。
○
世
を
な
が
つ

き　
「
長
月
」
と
「
世
を
長
く
」
と
を
掛
け
る
。「
世
を
長
く
」
は
大
納
言
の
代
が

長
く
続
く
よ
う
言
祝
ぐ
。

【
参
考
】
こ
の
歌
合
の
歌
題
は
、
二
十
巻
本
類
聚
歌
合
本
文
に
よ
れ
ば
、「
秋
夜

月
」「
秋
風
」「
露
」「
霧
」「
薄
」「
菊
」「
秋
田
」「
紅
葉
」「
雁
」「
鹿
」
の
十
題

で
あ
る
。
ま
た
、
歌
合
に
は
本
歌
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
歌
合
で
詠
ま
れ
た

二
十
首
の
中
で
、『
後
拾
遺
集
』
に
採
ら
れ
た
の
は
五
首
で
あ
る
。

風

55
よ
し
の
や
ま
も
み
ぢ
ち
る
ら
し
わ
が
や
ど
の
こ
ず
ゑ
ゆ
る
ぎ
て
あ
き
風
ぞ
ふ
く

【
通
釈
】 
風
（
と
い
う
歌
題
で
）

吉
野
山
で
は
紅
葉
が
散
る
ら
し
い
。
私
の
家
の
梢
が
ゆ
ら
め
き
動
い
て
秋
風
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が
吹
く
。

【
語
釈
】
○
よ
し
の
や
ま　

奈
良
県
中
央
部
の
山
。
吉
野
川
の
ほ
と
り
か
ら
大
峰

山
に
向
け
て
高
ま
る
標
高
三
〇
〇
〜
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
尾
根
を
い
う
。
吉
野
神

宮
・
金
峯
山
寺
蔵
王
堂
・
吉
野
宮
跡
・
吉
水
神
社
な
ど
の
史
跡
が
あ
り
、
桜
の
名

所
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
修
験
道
の
霊
場
で
も
あ
る
。
○
ゆ
る
ぎ
て　

物
の
全

体
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
動
く
。
ゆ
ら
め
き
動
く
。

【
参
考
】「
わ
が
や
ど
」
で
は
秋
風
が
吹
く
季
節
で
あ
る
の
に
、
山
深
い
吉
野
で

は
「
紅
葉
」
が
散
っ
て
い
る
ら
し
い
と
想
像
し
、
場
所
に
よ
る
季
節
の
違
い
を
歌

に
す
る
と
こ
ろ
が
こ
の
歌
の
眼
目
で
あ
る
。

露

56
み
や
ぎ
の
ゝ
け
さ
の
し
く
露
ひ
ま
な
く
て
か
ぜ
は
た
ま
を
や
ふ
き
み
だ
る
ら
ん

【
通
釈
】 

露
（
と
い
う
歌
題
で
）

宮
城
野
の
今
朝
の
一
面
に
広
が
る
露
は
隙
間
が
な
く
て
、
風
は
（
今
頃
）
真

珠
の
よ
う
な
露
を
吹
き
乱
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

【
語
釈
】
○
み
や
ぎ
の
　ゝ

陸
奥
国
宮
城
郡
の
平
野
。
現
在
、
仙
台
市
の
地
名
と

し
て
残
る
。
広
く
海
岸
地
帯
ま
で
を
含
め
て
呼
ば
れ
る
場
合
も
あ
る
。
古
く
は
秋

草
、
特
に
萩
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
た
。
歌
枕
。
○
し
く　

敷
き
つ
め
た
よ
う
に

一
面
に
広
が
る
。
広
く
覆
う
。
○
ひ
ま
な
く
て　

隙
間
が
な
く
て
。
○
た
ま　

真

珠
ま
た
は
白
玉
。
露
・
涙
な
ど
を
い
う
。「
露
」
の
縁
語
。

霧

57
花
み
ん
と
し
め
し
か
ひ
な
く
秋
き
り
の
あ
し
た
の
は
ら
を
た
ち
わ
た
る
か
な

【
通
釈
】 

霧
（
と
い
う
歌
題
で
）

花
を
見
よ
う
と
約
束
し
て
い
た
甲
斐
が
な
く
、
秋
霧
が
朝
の
原
に
立
ち
渡
っ

て
い
る
な
あ
。

【
語
釈
】
○
し
め
し　

知
ら
せ
て
。
教
え
て
。「
し
め
」
に
「
湿
」
を
掛
け
る
。「
し

め
（
湿
）」
は
「
霧
」
の
縁
語
。
○
か
ひ
な
し　

効
果
が
な
い
。
無
益
で
あ
る
。

○
あ
し
た
の
は
ら　

朝
の
原
。『
新
拾
遺
集
』
秋
下
、
五
二
三
に
こ
の
歌
合
で
詠

ま
れ
た
源
師
房
の
歌
「
に
ほ
ひ
こ
そ
ま
ぎ
れ
ざ
り
け
れ
初
霜
の
朝
の
原
の
白
菊
の

花
」
が
あ
り
、「
朝
の
原
」
の
語
が
共
通
す
る
。
○
た
ち
わ
た
る
か
な　
「
た
ち
」

は
「
霧
」
の
縁
語
。
歌
合
に
八
番
右
の
歌
と
し
て
採
ら
れ
た
が
、
結
句
は
「
た
ち

わ
た
り
ぬ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

薄

58
は
な
す
ゝ
き
ほ
に
い
で
ゝ
な
び
く
秋
風
に
野
辺
は
さ
な
が
ら
な
み
ぞ
た
ち
け
る

【
通
釈
】 

薄
（
と
い
う
歌
題
で
）

花
薄
の
穂
が
出
て
（
そ
の
穂
が
）
秋
風
に
な
び
く
様
子
が
、
ま
さ
し
く
野
辺

に
波
が
立
っ
た
よ
う
で
あ
る
よ
。

【
語
釈
】
○
な
み
ぞ
た
ち
け
る　

野
辺
に
見
え
る
花
薄
を
「
な
み
」
に
見
立
て
て

い
る
と
こ
ろ
が
こ
の
歌
の
眼
目
。

菊

59
く
ら
き
夜
も
を
り
つ
べ
ら
な
り
我
や
ど
の
お
も
し
ろ
き
ま
で
さ
け
る
し
ら
菊

【
通
釈
】 
菊
（
と
い
う
歌
題
で
）

暗
い
世
も
く
じ
い
て
し
ま
い
そ
う
だ
。
私
の
家
の
美
し
く
咲
い
て
い
る
白
菊
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の
花
（
の
明
る
さ
に
よ
っ
て
）。

【
語
釈
】
○
を
り
つ　

底
本
に
は
「
を
か
つ
」
と
あ
る
。
松
平
文
庫
本
に
「
を
り

つ
」
と
あ
る
の
で
、
歌
意
を
考
え
、「
を
り
つ
」
と
し
た
。
だ
と
す
れ
ば
、「
く
じ

く
」
の
意
か
。
和
歌
六
人
党
が
仰
い
だ
能
因
は
「
錦
に
も
お
り
つ
べ
ら
な
り
我
が

や
ど
の
い
と
よ
り
か
く
る
秋
は
ぎ
の
花
」
と
「
お
り
つ
べ
ら
な
り
」
の
語
を
詠
み

込
む
歌
を
詠
ん
で
い
る
が
、
ま
っ
た
く
別
の
意
味
で
あ
る
。
○
お
も
し
ろ
き　

美

し
い
の
意
。「
し
ろ
」
と
色
名
を
読
み
込
む
。

た

60
を
や
ま
だ
の
秋
は
て
が
た
に
見
ゆ
る
か
な
の
こ
り
す
く
な
き
か
り
や
し
つ
ら
ん

【
通
釈
】 

田
（
と
い
う
歌
題
で
）

小
山
田
の
秋
の
終
わ
り
の
こ
ろ
に
見
え
る
な
あ
。（
秋
も
残
り
少
な
く
な
っ

た
が
）
残
り
少
な
い
稲
刈
り
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

【
語
釈
】
○
を
や
ま
だ　
「
を
」
は
接
頭
語
。
山
地
の
田
。
山
あ
い
に
あ
る
田
。

山
田
。
○
の
こ
り
す
く
な
き　

残
り
少
な
い
秋
と
残
り
少
な
い
稲
を
掛
け
る
。
晩

秋
九
月
の
歌
合
に
叶
う
表
現
。
○
か
り
や　

松
平
文
庫
本
で
は
「
か
や
り
」
を
「
か

り
や
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
改
め
た
。
だ
と
す
れ
ば
、「
稲
刈
り
す
る
」

の
意
か
。も

み
ぢ

61
す
ぎ
が
た
き
い
ろ
と
み
ゆ
れ
ば
紅
葉
ば
の
ふ
か
き
や
ま
ぢ
に
こ
ま
を
と
め
つ
る

【
通
釈
】 

紅
葉
（
と
い
う
歌
題
で
）

（
立
ち
止
ま
ら
ず
に
）
通
り
す
ぎ
る
こ
と
が
難
し
い
（
大
変
美
し
い
）
色
と

見
え
る
の
で
紅
葉
葉
の
深
い
山
路
に
馬
を
留
め
た
よ
。

【
語
釈
】
○
ふ
か
き
や
ま
ぢ　
「
ふ
か
き
」
は
「
深
い
山
地
」
と
「
紅
葉
色
の
深
さ
」

を
掛
け
る
。「
ふ
か
き
」
は
「
色
」
の
縁
語
。
○
こ
ま　

馬
。

か
り

62
し
ら
く
も
に
あ
と
は
き
え
つ
ゝ
と
を
か
り
の
き
に
け
る
こ
ゑ
を
空
に
し
る
か
な

【
通
釈
】 

雁
（
と
い
う
歌
題
で
）

白
雲
の
中
に
、（
雁
の
群
れ
の
）
跡
は
消
え
て
し
ま
っ
た
が
、
遠
く
の
雁
の

飛
来
し
た
声
を
聞
い
て
い
る
と
、
雁
の
到
来
（
と
秋
の
訪
れ
）
を
知
る
こ
と

だ
な
あ
。

【
語
釈
】
○
と
を
か
り　

遠
雁
の
こ
と
か
。「
遠
雁
」
は
漢
詩
に
詠
ま
れ
る
語
。

『
白
氏
文
集
』
巻
二
三
「
酬
夢
得
霜
夜
対
月
見
懐
」
に
「
凄
清
冬
夜
景　

揺
落
長

年
情　

月
帯
新
霜
色　

砧
和
遠
雁
声
」
と
見
え
る
。
松
平
文
庫
本
に
は
「
と
ぶ
」

と
あ
る
。
こ
れ
だ
と
す
れ
ば
、「
飛
ぶ
」
の
意
か
。
○
空
に
し
る
か
な　
『
貫
之
集
』

二
四
「
月
夜
に
衣
う
つ
所　

か
ら
衣
う
つ
こ
ゑ
き
け
ば
月
清
み
ま
だ
寝
ぬ
人
を
空

に
し
る
か
な
」
の
歌
中
に
み
え
る
以
外
、
こ
れ
ま
で
詠
ま
れ
な
か
っ
た
結
句
で
あ

る
。

【
参
考
】
貫
之
の
歌
か
ら
の
影
響
は
確
定
で
き
な
い
が
、
和
歌
六
人
党
が
白
居
易

か
ら
影
響
を
受
け
、
と
り
わ
け
『
白
氏
文
集
』
の
詩
句
を
歌
作
時
に
参
考
に
し
て

い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
前
掲
の
「
砧
和
遠
雁
声
」

の
詩
句
を
踏
ま
え
、「
と
を
か
り
の
き
に
け
る
こ
ゑ
を
」
と
詠
ん
だ
可
能
性
も
あ

る
。
松
平
文
庫
本
の
「
と
ぶ
か
り
」
を
受
け
入
れ
て
良
い
か
、
判
断
に
迷
う
と
こ

ろ
で
あ
る
。



「
源
頼
実
集
」
注
釈
稿
下

（　　）5

鹿

63
こ
ゑ
し
げ
み
さ
を
し
か
の
な
く
秋
の
夜
は
き
く
人
さ
へ
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
け
る

【
通
釈
】 
鹿

牡
鹿
の
鳴
く
声
が
絶
え
間
な
い
の
で
、
秋
の
夜
は
（
そ
の
声
を
）
聞
く
人
ま

で
も
が
目
を
覚
ま
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
よ
。

【
語
釈
】
○
こ
ゑ
し
げ
み　
（
牡
鹿
が
雌
鹿
を
恋
い
）
鳴
く
声
が
絶
え
間
な
い
の

で
。
鹿
の
鳴
き
声
は
男
の
一
人
寝
の
寂
し
さ
を
象
徴
す
る
表
現
で
あ
る
。

【
参
考
】
こ
の
歌
ま
で
が
前
掲
の
歌
合
の
開
催
に
寄
せ
て
詠
ま
れ
た
頼
実
の
歌
で

あ
る
。
当
日
の
歌
合
で
採
用
さ
れ
た
歌
は
57
番
歌
の
一
首
に
す
ぎ
な
い
。

ゑ
も
ん
の
す
け
の
家
に
て
、
か
う
し
ん
の
よ
、
の
こ
り
の
そ
ら
を

64
い
ろ
〳
〵
に
う
つ
ろ
ふ
き
く
の
な
か
り
せ
ば
な
に
を
か
み
ま
し
あ
き
の
か
た
み

に
【
通
釈
】 

右
衛
門
佐
の
家
で
、
庚
申
の
夜
、
残
り
の
空
（
と
い
う
歌
題
）
を

様
々
な
色
に
移
り
変
わ
っ
て
ゆ
く
菊
の
花
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
何
を
見
た

ら
よ
い
の
だ
ろ
う
、
秋
の
思
い
出
と
し
て
。

【
語
釈
】
○
ゑ
も
ん
の
す
け　

源
兼
長
の
こ
と
か
。
永
承
四
年
（
一
〇
四
九
）
一

一
月
行
わ
れ
た
内
裏
歌
合
に
「
右
衛
門
佐
兼
長
」
と
見
え
る
。
和
歌
六
人
党
の
一

人
。
○
か
う
し
ん
の
よ　

六
十
日
に
一
度
巡
っ
て
く
る
。
庚
申
の
夜
は
一
晩
中
寝

ず
に
催
し
事
な
ど
を
す
る
。
○
の
こ
り
の
そ
ら　

他
に
見
え
な
い
歌
題
。
九
月
晦

日
の
夜
に
詠
ま
れ
た
歌
か
。「
の
こ
り
の
そ
ら
」
は
「
秋
の
残
り
」
と
も
「
庚
申

の
夜
の
残
り
」
と
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
品
で
は
「
か
う
し
ん
の

よ
、
の
こ
り
の
そ
ら
」
を
歌
題
と
し
た
秋
か
ら
冬
へ
と
変
わ
り
ゆ
く
季
節
の
変
化

を
詠
ん
だ
和
歌
と
捉
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

秋
野
晩
望

65
し
め
ゆ
は
ぬ
き
り
の
ま
が
き
の
小
萩
原
ま
だ
あ
か
な
く
に
日
も
く
れ
に
け
り

【
通
釈
】 

秋
野
晩
望
（
秋
の
野
の
晩
の
眺
望
と
い
う
歌
題
で
）

し
め
縄
を
結
ぶ
こ
と
も
な
く
霧
が
垣
根
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
る
小
萩
の
花

咲
く
野
原
を
ま
だ
堪
能
し
て
い
な
い
の
に
日
も
暮
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ

る
よ
。

【
語
釈
】
○
し
め
ゆ
は
ぬ　

神
聖
な
領
域
へ
の
進
入
を
禁
止
す
る
た
め
の
立
て
札

や
縄
の
こ
と
。
し
め
縄
。『
拾
遺
集
』
恋
三
、
八
三
九
、
よ
み
人
し
ら
ず
「
し
め

ゆ
は
ぬ
野
辺
の
秋
萩
風
ふ
け
ば
と
ふ
し
か
く
ふ
し
物
を
こ
そ
お
も
へ
」
に
「
し
め

ゆ
は
ぬ
」
の
歌
句
が
見
え
る
。
○
あ
か
（
く
）　
「
飽
く
」。
こ
こ
で
は
満
足
す
る

の
意
。
○
日
も
く
れ
に
け
り　
「
日
も
暮
れ
て
し
ま
っ
た
」
の
意
。
な
お
、「
ひ
も
」

は
「
日
も
」「
紐
」
の
掛
詞
で
、「
し
め
（
縄
）」
の
縁
語
と
な
っ
て
い
る
。

【
参
考
】
本
歌
が
『
和
歌
一
字
抄
』
に
朱
入
れ
さ
れ
る
。

萩
花
知
秋

66
け
さ
み
れ
ば
い
ろ
づ
き
に
け
り
小
萩
原
は
な
こ
そ
あ
き
の
し
る
し
な
り
け
れ

【
通
釈
】 

萩
花
知
秋
（
萩
の
花
に
よ
り
秋
を
知
る
と
い
う
歌
題
で
）

今
朝
見
て
み
る
と
萩
の
花
は
色
づ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
よ
。
小
萩
の
花
咲

く
野
原
こ
そ
秋
の
証
拠
で
あ
る
こ
と
だ
な
あ
。

【
語
釈
】
○
萩
花
知
秋　

松
平
文
庫
本
で
は
「
依
花
知
秋
」
の
「
依
」
の
右
に

「
萩
」
と
あ
る
。
○
し
る
し　
「
標
」。
こ
こ
で
は
目
印
、
証
拠
の
意
。
○
あ
き
の
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し
る
し
な
り
け
り　

伊
勢
大
輔
の
父
の
大
中
臣
輔
親
の
「
も
て
な
ら
す
あ
ふ
ぎ
に

そ
へ
る
す
ず
し
さ
は
あ
ま
た
の
秋
の
し
る
し
な
り
け
り
」（『
輔
親
集
』
二
三
）
が

こ
の
語
の
古
い
例
で
あ
る
。

【
参
考
】
本
歌
が
『
和
歌
一
字
抄
』
に
朱
入
れ
さ
れ
る
。

庭
遍辺

秋
花

67
わ後
拾

が
や
ど
に
花
を
の
こ
さ
ず
う
つ
し
う
へ
て
鹿
の
ね
き
か
ぬ
野
辺
と
な
し
つ
る

【
通
釈
】 

庭
遍
秋
花
（
庭
の
遍
く
秋
の
花
と
い
う
歌
題
で
）

私
の
家
の
庭
に
花
を
残
さ
ず
移
し
植
え
て
鹿
の
声
も
聞
く
こ
と
の
な
い
野
辺

と
し
た
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
○
庭
遍
秋
花　

底
本
の
歌
題
「
庭
遍
秋
花
」
の
「
遍
」
の
右
に
「
辺
」

と
あ
る
が
、
見
せ
消
ち
と
す
る
。
松
平
文
庫
本
は
「
庭
尽
秋
花
」
と
あ
り
、「
庭
」

の
右
に
「
遍
」
と
見
え
る
。
○
鹿
の
ね　
「
鹿
の
ね
」
が
聞
こ
え
る
の
は
山
の
奥

か
ら
と
い
う
設
定
が
和
歌
で
は
多
い
。
こ
の
一
首
で
は
歌
題
で
あ
る
「
庭
遍
秋
花
」

を
踏
ま
え
て
、
私
の
庭
を
野
辺
に
し
た
と
い
う
点
に
眼
目
が
あ
る
。

【
参
考
】『
後
拾
遺
和
歌
集
』
秋
上
に
次
の
和
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

橘
義
清
が
家
に
歌
合
し
侍
け
る
に
、
庭
に
秋
の
花
を
つ
く
す
と
い
ふ
こ
ゝ

ろ
を
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
頼
家
朝
臣

我
宿
に
千
草
の
花
を
う
へ
つ
れ
ば
鹿
の
音
の
み
や
野
べ
に
の
こ
ら
ん
（
三
三
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
頼
実

わ
か
や
ど
に
花
を
の
こ
さ
ず
う
つ
し
植
て
鹿
の
音
き
か
ぬ
野
べ
と
な
し
つ
る

（
三
三
三
）

な
が
を
か
に
て
、
山
家
に
月
を
ま
つ

68
月
か
げ
の
ふ
も
と
の
さ
と
に
を
そ
き
か
な
み
ね
を
こ
え
て
ぞ
ま
つ
べ
か
り
け
る

【
通
釈
】 

長
岡
で
、「
山
家
に
月
を
待
つ
」（
と
い
う
歌
題
で
）

月
の
光
が
麓
の
里
を
照
ら
す
の
が
な
ん
と
も
遅
い
こ
と
で
あ
る
な
あ
。（
私

が
）
峰
を
越
え
て
そ
れ
を
待
つ
べ
き
で
あ
る
よ
。（
そ
う
す
れ
ば
月
を
早
く

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
。
け
れ
ど
山
家
に
い
る
の
で
、
そ
れ
は
で
き
な
い
）

【
語
釈
】
○
な
が
を
か　

長
岡
。
13
番
歌
【
語
釈
】
参
照
。
○
山
家　

や
ま
が
。

山
里
に
あ
る
家
。
○
み
ね
を
こ
え
て
ぞ　

こ
の
大
胆
な
発
想
と
読
み
ぶ
り
が
こ
の

歌
の
眼
目
。

落
葉
満
庭

69
あ
さ
ゆ
ふ
に
あ
ら
し
の
は
ら
ふ
庭
の
お
も
に
ち
り
し
つ
も
れ
る
も
み
ぢ
な
り
け

り
【
通
釈
】 

落
葉
満
庭
（
落
葉
庭
に
満
つ
と
い
う
歌
題
で
）

朝
夕
と
吹
く
強
い
風
が
（
落
ち
葉
を
）
払
っ
て
い
る
庭
の
面
に
紅
葉
は
散
っ

て
は
塵
と
な
り
積
も
っ
て
い
る
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
○
ち
り
し　
「
ち
り
」
は
「
散
り
」「
塵
」
の
掛
詞
。
ま
た
、「
は
ら
ふ
」

は
「
塵
」
の
縁
語
。「
し
」
は
強
意
の
助
詞
。

【
参
考
】『
和
歌
一
字
抄
』
に
本
歌
が
朱
入
れ
さ
れ
る
。

千
栽
秋
花

70
わ
か
や
ど
は
花
の
や
ど
り
と
な
り
に
け
り
野
辺
の
あ
る
じ
と
人
や
み
る
ら
ん

【
通
釈
】 

千
栽
秋
花
（
前
栽
の
秋
の
花
と
い
う
歌
題
で
）
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私
の
家
は
花
の
宿
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
よ
。
秋
の
花
を
野
辺
の

（
宿
の
）
主
人
と
人
々
は
見
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

【
語
釈
】
○
千
栽　

前
栽
の
こ
と
。
○
わ
が
や
ど
は　

底
本
は
「
わ
が
や
ど
の
」

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
松
平
文
庫
本
の
「
わ
が
や
ど
は
」
を
採
用
す
る
。
○
花
の

や
ど
り　

花
が
た
く
さ
ん
咲
い
て
い
る
場
所
。
こ
の
表
現
は
他
に
見
え
ず
、
頼
実

の
独
自
な
表
現
で
あ
る
。

月
夜
の
し
ぐ
れ

71
さ
だ
め
な
き
そ
ら
に
あ
る
か
な
み
る
程
に
し
ぐ
れ
に
く
も
る
冬
の
夜
の
月

【
通
釈
】 

月
夜
の
し
ぐ
れ
（
と
い
う
歌
題
で
）

晴
れ
た
り
曇
っ
た
り
定
め
の
な
い
空
に
（
冬
の
夜
の
月
が
）
あ
る
こ
と
だ
な

あ
。
空
を
見
て
い
る
間
に
時
雨
の
雲
に
冬
の
夜
の
月
が
隠
れ
て
曇
っ
て
い
く

よ
。

【
語
釈
】
○
し
ぐ
れ　

時
雨
。
秋
の
末
か
ら
冬
の
初
め
の
頃
に
か
け
て
降
っ
た
り

止
ん
だ
り
す
る
雨
。
○
そ
ら
に
あ
る
か
な　

松
平
文
庫
本
は
「
そ
ら
に
も
あ
る
な
」

と
あ
る
。
○
み
る
程
に　

見
て
い
る
間
に
。

【
参
考
】「
冬
の
夜
の
月
」
と
い
う
歌
句
は
、『
拾
遺
集
』
冬
、
二
四
一
、
恵
慶
法

師
の
「
あ
ま
の
原
そ
ら
さ
へ
さ
え
や
渡
る
ら
ん
氷
と
見
ゆ
る
冬
の
夜
の
月
」
が
古

い
例
で
、
こ
れ
以
後
多
用
さ
れ
る
歌
句
で
あ
る
。
和
歌
六
人
党
の
一
人
で
も
あ
る

経
衡
も
「
た
び
ね
す
る
わ
れ
の
み
な
ら
ず
み
や
こ
に
も
見
ぬ
人
あ
ら
じ
冬
の
夜
の

月
」
の
歌
を
詠
み
、
頼
実
や
経
衡
ら
が
恵
慶
法
師
を
仰
い
で
歌
作
を
し
た
事
績
も

あ
る
の
で
、
何
ら
か
の
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

の
こ
り
の
き
く

72
春
秋
の
は
な
と
い
ふ
花
の
い
ろ
〳
〵
を
の
こ
れ
る
き
く
に
う
つ
し
て
ぞ
み
る

【
通
釈
】 

残
り
の
菊
（
と
い
う
歌
題
で
）

春
秋
に
咲
く
花
と
い
う
花
の
様
々
な
色
を
秋
の
末
に
残
っ
て
咲
く
菊
の
花
に

う
つ
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
よ
。

【
語
釈
】
○
春
秋
の
は
な　

春
秋
に
咲
く
花
の
意
。
こ
の
表
現
は
特
殊
な
表
現
。

○
の
こ
り
の
き
く　

残
菊
。
秋
の
末
ま
で
残
っ
て
咲
い
て
い
る
菊
の
花
。
○
の
こ

れ
る
き
く
に　

様
々
な
色
に
変
化
す
る
残
菊
を
い
う
か
。

【
参
考
】
本
歌
が
『
和
歌
一
字
抄
』
に
朱
入
れ
さ
れ
る
。

右
大
弁
の
さ
そ
ひ
給
し
か
ば
、
む
め
づ
に
ま
か
り
て
、
河
辺
水
秋
夕
風

73
秋
風
の
を
ぎ
の
葉
す
ぐ
る
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
人
ま
つ
ひ
と
の
心
を
ぞ
し
る

【
通
釈
】 

右
大
弁
が
誘
い
な
さ
っ
た
の
で
、
梅
津
に
参
上
し
て
、
河
辺
水
秋
夕
風

（
と
い
う
歌
題
で
）

秋
風
が
荻
の
葉
の
間
を
通
り
抜
け
て
い
く
夕
暮
れ
に
、
愛
し
い
人
を
待
つ
人

の
（
寂
し
い
）
心
情
を
知
る
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
○
右
大
弁　

源
資
通
の
こ
と
。
頼
実
は
長
暦
・
長
久
年
間
に
、
源
資
通

邸
や
そ
の
山
家
で
歌
会
を
催
し
て
い
る
。（『
和
歌
文
学
大
辞
典
』）
○
む
め
づ　

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
。
51
番
歌
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
。

【
参
考
】『
重
之
集
』
二
六
八
「
荻
の
葉
に
吹
く
秋
風
を
忘
れ
つ
つ
こ
ひ
し
き
人

の
く
る
か
と
ぞ
み
る
」
の
歌
が
「
荻
の
葉
」「
秋
風
」
を
用
い
て
恋
人
の
来
訪
を

待
つ
気
持
ち
を
表
現
す
る
が
、
本
歌
は
こ
の
歌
の
心
情
に
近
い
。
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長
久
三
年
う
る
う
九
月
の
つ
ご
も
り
に
、
関
白
殿
あ
り
ま
の
ゆ
に
お
は
し

ま
し
て
、
そ
の
あ
ひ
だ
宮
に
さ
ぶ
ら
ふ
人
〴
〵
、
よ
し
き
よ
、
し
げ
な
り
、

つ
ね
ひ
ら
、
た
め
な
か
な
ど
し
て
、
臨
池

74
水
の
お
も
に
よ
も
の
や
ま
べ
も
う
つ
り
つ
ゝ
か
ゞ
み
と
み
ゆ
る
い
け
の
う
へ
か

な
【
通
釈
】 

長
久
三
年
閏
九
月
の
末
に
、
関
白
殿
は
有
馬
に
湯
治
に
お
出
か
け
に
な

り
、
そ
の
間
宮
中
に
伺
候
し
て
い
る
人
々
、
義
清
、
重
成
、
経
衡
、
為

仲
な
ど
で
、
池
を
臨
む
（
と
い
う
歌
題
で
）

水
面
に
四
方
の
山
々
が
映
っ
て
い
る
様
子
は
、
鏡
と
見
間
違
え
る
よ
う
な
池

の
上
で
あ
る
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
○
長
久
三
年
う
る
ふ
九
月
の
つ
ご
も
り　

西
暦
一
〇
四
二
年
閏
九
月
二

三
日
か
ら
二
七
日
の
こ
と
。
○
関
白
殿　

藤
原
頼
通
の
こ
と
。
○
あ
り
ま
の
ゆ　

い
ま
の
兵
庫
県
神
戸
市
に
あ
る
有
馬
温
泉
の
こ
と
。『
百
錬
抄
』
に
「（
長
久
三
年
）

閏
九
月
廿
三
日
、
関
白
左
大
臣
下
向
有
馬
温
泉
、
閏
九
月
二
十
七
日
、
遣
勅
使
左

衛
門
権
佐
泰
憲
問
取
労
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
新
勅
撰
集
』
羈
旅
、
権
大
納
言
長
家
、

五
一
六
の
詞
書
に
「
宇
治
関
白
あ
り
ま
の
湯
見
に
ま
か
り
け
る
み
ち
に
て
、
秋
の

く
れ
を
を
し
む
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
」
と
あ
る
。
○
よ
し
き
よ　

橘
義
清
の
こ
と
。

和
歌
六
人
党
の
一
人
。
長
久
二
年
秋
に
開
催
し
た
歌
合
は
、『
後
拾
遺
集
』
に
「
庭

尽
秋
花
」
の
題
を
伴
っ
て
載
っ
て
お
り
、
本
歌
集
の
67
に
も
見
え
る
。
長
暦
二
年

九
月
十
三
日
の
『
源
大
納
言
家
歌
合
』
一
八
番
歌
に
、「
右　

よ
し
き
よ　

お
と

づ
れ
ぬ
た
び
の
な
き
か
な
か
り
が
ね
の
ゆ
き
か
ふ
く
も
ぢ
は
る
か
な
れ
ど
も
」
と

あ
り
、
同
一
人
物
。
○
し
げ
な
り　

源
重
成
の
こ
と
。
改
名
し
て
兼
長
を
名
乗
る
。

和
歌
六
人
党
の
一
人
。『
後
拾
遺
集
』
に
五
首
入
集
。
○
つ
ね
ひ
ら　

藤
原
経
衡

の
こ
と
。
和
歌
六
人
党
の
一
人
。
家
集
に
『
経
衡
集
』
が
あ
る
。
○
た
め
な
か　

橘
為
仲
の
こ
と
。
橘
義
清
は
弟
。
和
歌
六
人
党
周
辺
の
歌
人
。
○
よ
も
の
や
ま
べ

も　

四
方
の
山
々
。「
あ
り
ま
の
ゆ
」
の
あ
る
山
辺
を
想
起
し
て
歌
に
詠
み
込
ん

だ
か
。

見
泉

75
む
か
し
よ
り
を
と
き
ゝ
た
か
き
い
づ
み
か
な
人
の
せ
き
い
る
ゝ
水
な
ら
ね
ど
も

【
通
釈
】 

泉
を
見
る

遥
か
昔
か
ら
名
の
知
れ
た
泉
で
あ
る
こ
と
だ
な
あ
。
人
が
堰
き
止
め
て
引
き

入
れ
た
水
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
。

【
語
釈
】
○
見
泉　

歌
題
と
し
て
の
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
○
を
と　
『
後
拾

遺
集
』
夏
、
二
三
三
、
師
賢
の
「
さ
よ
ふ
か
き
泉
の
水
の
音
き
け
ば
む
す
ば
ぬ
袖

も
す
ず
し
か
り
け
り
」
の
歌
の
如
く
、「
泉
」
の
「
音
」
と
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

○
せ
き
い
る
　ゝ

水
を
せ
き
止
め
、
引
き
入
れ
る
こ
と
。「
水
」
と
合
わ
せ
て
詠

ま
れ
る
用
例
は
多
数
あ
る
が
、「
泉
」
と
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
る
用
例
は
少
な
い
。

翠
松

76
色
ふ
か
し
こ
だ
か
く
松
は
な
り
に
け
り
い
く
夜
そ
め
つ
る
み
ど
り
な
る
ら
ん

【
通
釈
】 

翠
松

松
の
葉
の
緑
は
深
い
。
木
の
丈
は
高
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
。
幾
夜
も
染
め

た
緑
色
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

【
語
釈
】
○
こ
だ
か
く
松
は
な
り
に
け
り　

松
が
大
き
く
成
長
し
た
こ
と
に
、
藤

原
氏
の
繁
栄
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
か
。「
こ
だ
か
き
」・「
松
」
の
組
み
合
わ
せ
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に
は
、「
藤
氏
の
う
ぶ
や
に
ま
か
り
て　

よ
し
の
ぶ　

ふ
た
ば
よ
り
た
の
も
し
き

か
な
か
す
が
山
こ
だ
か
き
松
の
た
ね
ぞ
と
お
も
へ
ば
」（『
拾
遺
集
』
賀
、
二
六
七
、

能
宣
）
が
あ
る
。
○
い
く
よ　
「
よ
」
は
「
夜
」
と
「
代
」
を
掛
け
て
お
り
、
藤

原
氏
の
繁
栄
を
言
祝
い
で
い
る
。
○
そ
め
つ
る　
「
色
」
の
縁
語
。

紅
葉

77
こ
ず
ゑ
よ
り
ち
る
だ
に
お
し
き
紅
葉
ば
の
か
ぜ
の
を
と
さ
へ
ま
れ
に
な
り
ゆ
く

【
通
釈
】 

紅
葉

木
の
枝
先
か
ら
散
る
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
紅
葉
葉
は
、（
葉
が
い
よ
い
よ

散
っ
て
）
風
の
音
ま
で
も
稀
に
な
っ
て
ゆ
く
。

【
語
釈
】
○
を
と
さ
へ
ま
れ
に
な
り
ゆ
く　
「
風
」
に
対
し
て
用
い
て
い
る
用
例

は
他
に
な
い
。
本
歌
で
は
、
紅
葉
の
葉
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

頼
実
の
歌
は
聴
覚
で
感
じ
た
も
の
を
詠
み
こ
む
特
色
が
あ
る
が
、
本
歌
も
そ
の
例

で
あ
る
。

【
参
考
】
風
の
音
の
少
な
さ
か
ら
落
葉
せ
ず
梢
に
残
る
紅
葉
の
少
な
さ
を
想
像
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
こ
の
歌
の
眼
目
で
あ
る
。

明
月

78
月
か
げ
の
見
る
に
く
ま
な
き
秋
の
夜
は
た
の
め
ぬ
人
も
ま
た
れ
こ
そ
す
れ

【
通
釈
】 

明
月

明
る
い
満
月
の
秋
の
夜
は
、
来
る
こ
と
を
あ
て
に
で
き
な
い
人
を
、
自
然
と

待
た
れ
る
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
○
ま
た
れ
こ
そ
す
れ　
「
ま
た
る
る
月
」
は
陰
暦
一
五
日
を
過
ぎ
て
、

夜
遅
く
な
っ
て
か
ら
出
る
月
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
を
意
識
し
た
表
現
か
。『
道
済

集
』
八
一
「
さ
よ
ふ
け
て
あ
ひ
や
し
ぬ
ら
ん
た
な
ば
た
も
よ
そ
な
る
人
も
ま
た
れ

こ
そ
す
れ
」
と
先
行
の
歌
が
あ
る
が
、
用
例
は
す
く
な
い
。

初
雪

79
あ
さ
ま
だ
き
人
の
ふ
み
ゆ
く
み
ち
し
ば
の
あ
と
見
ゆ
ば
か
り
を
け
る
霜
か
な

【
通
釈
】 

初
雪

ま
だ
夜
が
明
け
き
ら
な
い
早
朝
に
、
人
が
踏
み
進
ん
で
行
っ
た
跡
が
道
端
の

芝
草
か
ら
わ
か
る
ほ
ど
、
霜
が
お
り
て
い
る
こ
と
よ

【
語
釈
】
○
あ
さ
ま
だ
き　

夜
が
ま
だ
明
け
き
ら
な
い
早
朝　

○
み
ち
し
ば
の　

道
端
に
生
え
て
い
る
芝
草
。「
み
ち
し
ば
の
露
」
と
い
う
表
現
は
多
い
が
、「
み
ち

し
ば
」
に
「
霜
」
を
配
し
た
歌
は
極
め
て
少
な
い
。
○
を
け
る
霜
か
な　

置
い
た

初
霜
。
こ
れ
を
「
初
雪
」
と
見
立
て
た
か
。

残
菊

80
秋
ふ
か
く
な
り
ゆ
く
ま
ゝ
に
き
く
の
は
な
ひ
に
そ
へ
て
こ
そ
い
ろ
は
そ
め
け
れ

【
通
釈
】 

残
菊

秋
が
深
ま
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
重
陽
の
節
句
を
過
ぎ
て
な
お
咲
い
て
い
る

菊
の
花
は
、日
が
経
つ
に
従
っ
て
ま
す
ま
す
色
が
強
く
な
っ
て
い
く
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
○
残
菊　

重
陽
の
節
供
（
陰
暦
九
月
九
日
）
を
過
ぎ
て
咲
い
て
い
る
菊

の
花
。
ま
た
、
秋
の
終
わ
り
か
ら
冬
の
初
め
に
咲
い
て
い
る
菊
の
花
。
咲
き
残
っ

た
菊
の
花
。
○
ひ
に　

日
に
。
色
の
「
緋
」
を
掛
け
る
か
。
古
代
菊
に
は
「
緋
」

の
色
の
菊
が
あ
っ
た
。
こ
れ
で
あ
れ
ば
、「
ひ
」
は
「
そ
め
」
と
と
も
に
「
色
」



「
源
頼
実
集
」
注
釈
稿
下

（　　）10

の
縁
語
。

【
参
考
】
秋
が
深
ま
っ
て
も
な
お
咲
い
て
い
る
菊
の
花
の
色
に
つ
い
て
詠
ん
だ
歌

と
し
て
、「
秋
を
お
き
て
時
こ
そ
有
り
け
れ
菊
の
花
う
つ
ろ
ふ
か
ら
に
色
の
ま
さ

れ
ば
」（『
古
今
集
』
秋
下
、
二
七
九
、
平
定
文
）
が
あ
る
。

擣
衣

81
か
ら
衣
う
つ
こ
ゑ
し
げ
く
き
こ
ゆ
な
り
さ
む
き
あ
ら
し
の
を
と
に
そ
へ
つ
ゝ

【
通
釈
】 

擣
衣
（
砧
で
衣
を
打
つ
と
い
う
歌
題
で
）

唐
衣
を
砧
で
打
つ
声
が
し
き
り
に
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
、
冬
の
冷
た
く
強

い
風
の
音
と
と
も
に
。

【
語
釈
】
○
擣
衣　

砧
で
衣
を
打
つ
こ
と
。
○
か
ら
衣
う
つ
こ
ゑ　
「
か
ら
こ
ろ

も
う
つ
こ
ゑ
き
け
ば
月
き
よ
み
ま
だ
ね
ぬ
人
を
そ
ら
に
こ
そ
き
け
」（『
古
今
六

帖
』
第
五
、
三
三
〇
三
、
素
性
）
な
ど
の
用
例
が
あ
る
。
○
あ
ら
し
の
を
と　
「
ひ

も
く
れ
ぬ
人
も
か
へ
り
ぬ
山
ざ
と
は
み
ね
の
あ
ら
し
の
お
と
ば
か
り
し
て
」（『
後

拾
遺
集
』
雑
五
、
一
一
四
五
、
源
頼
実
）
の
よ
う
に
用
例
が
多
い
が
、
本
歌
と
と

も
に
古
い
例
。

遠
雁

82
よ
と
ゝ
も
に
そ
ら
に
き
こ
ゆ
る
か
り
が
ね
は
し
ら
ぬ
く
も
ぢ
も
あ
ら
じ
と
ぞ
お

も
ふ

【
通
釈
】 

遠
雁

夜
の
訪
れ
と
と
も
に
空
い
っ
ぱ
い
に
聞
こ
え
る
雁
の
鳴
き
声
を
聞
く
と
、
知

ら
な
い
雲
の
通
り
道
も
あ
る
ま
い
（
う
ま
く
飛
ん
で
い
く
こ
と
）
と
思
う
。

【
語
釈
】
○
遠
雁　

遥
か
彼
方
の
空
を
渡
る
雁
。
○
か
り
が
ね　

ガ
ン
カ
モ
科
の

渡
り
鳥
で
、
秋
に
北
方
か
ら
飛
来
し
、
春
に
帰
っ
て
行
く
。「
秋
風
に
は
つ
か
り

が
ね
ぞ
き
こ
ゆ
な
る
た
が
た
ま
づ
さ
を
か
け
て
き
つ
ら
む
」（『
古
今
集
』
秋
上
、

二
〇
七
、
紀
友
則
）
と
あ
る
よ
う
に
、
秋
の
訪
れ
を
知
ら
せ
る
鳥
と
し
て
詠
ま
れ

る
。
○
し
ら
ぬ
く
も
ぢ
も　
「
お
も
ひ
や
れ
し
ら
ぬ
く
も
ぢ
も
い
る
か
た
の
月
よ

り
ほ
か
の
な
が
め
や
は
す
る
」（『
後
拾
遺
集
』
恋
三
、
七
二
六
、
康
資
王
母
）
の

例
が
他
に
あ
る
が
、
稀
な
歌
句
で
あ
る
。

【
参
考
】『
白
氏
文
集
』
巻
二
三
「
酬
夢
得
霜
夜
対
月
見
懐
」
の
詩
に
「
月
帯
新

霜
色　

砧
和
遠
雁
声
」
と
あ
り
、
砧
の
音
と
遠
雁
の
鳴
き
声
が
詠
み
あ
わ
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
81
番
歌
の
歌
題
と
の
関
連
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。

惜
秋

83
く
れ
て
ゆ
く
そ
ら
に
こ
ゝ
ろ
ぞ
と
ま
り
け
る
け
ふ
ら
し
秋
の
せ
き
と
お
も
へ
ば

【
通
釈
】 

惜
秋
（
秋
を
惜
し
む
と
い
う
歌
題
で
）

日
が
暮
れ
て
ゆ
く
夕
空
に
心
が
と
ど
ま
る
こ
と
よ
。
今
日
が
そ
う
で
あ
る
ら

し
い
。
秋
の
終
わ
る
関
と
思
わ
れ
る
の
で
。

【
語
釈
】
○
そ
ら　

夕
空
。
○
秋
の
せ
き　

秋
か
ら
冬
と
変
化
す
る
季
節
の
分
か

れ
目
を
「
秋
の
せ
き
」
と
表
現
す
る
。『
能
宣
集
』
二
〇
「
十
月
、
あ
じ
ろ
に
も

み
ぢ
な
が
れ
よ
り
た
る
を
、
と
ど
ま
り
て
見
は
べ
り　

も
み
ぢ
ば
の
お
れ
る
あ
じ

ろ
は
あ
か
ず
し
て
す
ぎ
に
し
あ
き
の
せ
き
に
ぞ
あ
り
け
る
」
の
歌
に
見
え
る
よ
う

に
、
秋
と
冬
の
分
か
れ
目
を
「
秋
の
せ
き
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
川
の
井

関
を
想
定
す
る
が
、
こ
の
頼
実
の
歌
は
井
関
で
は
な
く
、
空
に
関
を
見
て
い
る
と

こ
ろ
に
眼
目
が
あ
る
。
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【
参
考
】
74
番
歌
か
ら
本
歌
ま
で
、
湯
治
に
行
っ
た
頼
通
の
留
守
中
に
お
こ
な
っ

た
歌
会
の
歌
か
。
す
べ
て
秋
の
歌
で
統
一
さ
れ
る
。

長
久
三
年
右
大
弁
山
家
に
て
、
夜
深
待
月
と
い
ふ
題

84
月
か
げ
を
ま
つ
に
夜
ふ
け
ぬ
秋
の
夜
は
あ
く
る
ほ
ど
だ
に
ひ
さ
し
か
ら
な
ん

【
通
釈
】 

長
久
三
年
右
大
弁
の
山
荘
で
「
夜
深
く
月
を
待
つ
」
と
い
う
歌
題
（
で

詠
ん
だ
歌
）

月
の
姿
を
待
っ
て
い
る
た
め
に
夜
が
更
け
て
し
ま
っ
た
。（
そ
の
）
秋
の
夜

は
（
い
つ
ま
で
も
）
明
け
な
い
で
ほ
し
い
よ
。

【
語
釈
】
○
長
久
三
年　

西
暦
一
〇
四
二
年
。
○
右
大
弁　

50
番
の
歌
で
検
証
し

た
よ
う
に
、
右
大
弁
は
源
資
通
（
一
〇
〇
五
〜
一
〇
六
〇
）
の
こ
と
か
。
○
山
家　

山
荘
。
場
所
未
詳
。
○
夜
深
待
月　
『
万
代
集
』
雑
二
、
二
九
九
七
「
夜
深
待
月

と
い
ふ
こ
と
を　

大
江
嘉
言　

よ
は
ふ
け
ぬ
い
ま
は
い
つ
と
も
つ
き
か
げ
を
見
る

ほ
ど
も
な
く
あ
け
ぬ
べ
き
か
な
」
の
歌
も
こ
の
歌
題
で
あ
る
。
○
あ
く
る
ほ
ど
だ

に
ひ
さ
し
か
ら
な
ん　

夜
が
長
く
続
き
、
い
つ
ま
で
も
美
し
い
月
を
見
て
い
た
い

と
い
う
心
持
ち
で
あ
る
。

【
参
考
】
大
江
嘉
言
（
？
〜
一
〇
一
〇
？
）
は
頼
実
よ
り
も
前
の
歌
人
で
あ
る
が
、

和
歌
六
人
党
の
歌
人
た
ち
が
仰
い
だ
能
因
ら
と
交
流
し
歌
作
を
し
た
歌
人
で
あ
る

の
で
、
嘉
言
の
歌
に
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
か
。
用
語
を
含
め
て
、
両
歌

の
趣
向
は
近
似
し
て
い
る
。

ふ
ゆ
十
月
一
日
山
さ
と
に
人
〴
〵
行
て
、
も
み
ぢ
を
み
て
か
は
ら
け
と
り

て

85
も
み
ぢ
葉
の
ち
り
し
の
こ
れ
ば
山
さ
と
に
あ
き
を
と
ゞ
め
て
み
る
こ
ゝ
ち
す
る

【
通
釈
】 

冬
十
月
一
日
、（
あ
る
）
山
里
に
人
々
が
行
っ
て
、
紅
葉
を
見
て
、
か

わ
ら
け
を
手
に
取
っ
て
（
詠
ん
だ
歌
）

紅
葉
し
た
葉
が
散
り
残
っ
て
見
え
る
の
で
、（
本
日
は
冬
の
初
日
で
あ
る
が
）

山
里
に
は
秋
を
留
め
て
い
る
気
持
ち
が
す
る
よ
。

【
語
釈
】
○
冬
十
月
一
日　

冬
は
十
月
か
ら
始
ま
る
の
で
冬
の
初
日
の
こ
と
。
○

山
さ
と　

場
所
未
詳
。
○
か
は
ら
け
と
り
て　

土
器
で
作
っ
た
杯
。
歌
を
詠
ん
で

か
ら
杯
で
酒
を
飲
む
と
い
う
ル
ー
ル
で
あ
る
。『
輔
親
集
』
二
の
詞
書
「
人
〴
〵

御
前
に
あ
ま
た
あ
る
よ
、
月
の
あ
か
き
に
か
わ
ら
け
と
り
て
、
あ
き
の
夜
の
月
水

に
映
ず
と
い
ふ
題
を
」
と
あ
る
の
も
同
じ
趣
向
。
因
み
に
輔
親
（
九
五
四
〜
一
〇

三
八
）
は
大
中
臣
能
宣
の
子
、
伊
勢
大
輔
の
父
で
あ
る
。
頼
実
よ
り
少
し
前
の
歌

人
。
○
み
る
こ
ゝ
ち
す
る　

躬
恒
の
「
も
も
し
き
の
お
ほ
み
や
な
が
ら
や
そ
し
ま

を
み
る
こ
こ
ち
す
る
あ
き
の
よ
の
月
」（『
躬
恒
集
』
一
〇
、『
拾
遺
集
』
雑
秋
、

一
一
〇
六
）
以
来
よ
く
詠
ま
れ
る
歌
句
で
あ
る
。

【
参
考
】
83
番
歌
で
見
た
能
宣
の
歌
と
と
も
に
、「
も
み
ぢ
ば
を
よ
す
る
あ
じ
ろ

は
お
ほ
か
れ
ど
あ
き
を
と
ど
め
て
み
る
よ
し
ぞ
な
み
」
に
「
あ
き
を
と
ゞ
め
て
」

の
語
が
見
え
る
。

か
や
う
ゐ
ん
殿
の
（
き
カ
）
池
に
船
に
乗
り
て
、
月
秋
と
い
ふ
だ
い
を

86
あ
き
ご
と
に
さ
や
け
き
月
は
今
宵
こ
そ
わ
が
み
つ
る
よ
の
た
め
し
な
り
け
れ

【
通
釈
】 
賀
陽
院
殿
の
池
に
船
に
乗
っ
て
、
月
秋
（
月
の
秋
）
と
い
う
歌
題
で
（
詠

ん
だ
歌
）

秋
が
来
る
た
び
に
冴
え
冴
え
と
し
て
い
る
月
は
、
今
宵
こ
そ
私
が
見
た
、
満
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ち
て
い
る
世
の
例
で
あ
っ
た
よ
。

【
語
釈
】
○
か
や
う
ゐ
ん
殿　

賀
陽
院
殿
。
頼
通
の
広
大
な
邸
。
い
ま
の
京
都
市

中
京
区
二
条
に
あ
っ
た
。
○
池
に
船
に
乗
り
て　

賀
陽
院
殿
に
あ
る
池
（
四
つ
の

池
が
あ
っ
た
と
い
う
）
に
船
を
浮
か
べ
、
そ
れ
に
乗
っ
て
歌
作
し
た
こ
と
。
長
元

八
年
（
一
〇
三
五
）
五
月
一
六
日
「
賀
陽
院
水
閤
歌
合
」
が
行
わ
れ
た
場
所
。
○

月
秋　

あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
歌
題
。
○
み
つ
る　
「
見
つ
る
」
と
「
満
つ
る
」
と

を
掛
け
る
。「
満
つ
る
」
は
頼
通
を
言
祝
ぐ
。
○
よ　
「
夜
」
に
「
世
（
代
）」
を

掛
け
る
。紅

露
寺
に
て
、
も
み
ぢ
こ
ろ
も
に
お
つ
と
い
ふ
だ
い
を

87
も
み
ぢ
葉
は
わ
が
衣
手
に
か
ゝ
れ
ど
も
き
て
み
る
人
の
あ
か
ず
も
あ
る
か
な

【
通
釈
】 

紅
露
寺
で
、「
も
み
ぢ
衣
に
落
ち
る
」
と
い
う
歌
題
を

紅
葉
し
た
葉
が
わ
た
し
の
袖
に
掛
か
っ
た
と
し
て
も
（
そ
れ
を
）
着
て
み
る

人
に
と
っ
て
は
十
分
満
足
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
○
紅
露
寺　
「
紅
露
寺
」
は
未
詳
。
松
平
文
庫
本
に
「
栖
霞
寺
」
と
あ
る
。

「
栖
霞
寺
」
で
あ
れ
ば
、
源
融
の
別
荘
「
栖
霞
観
」
を
寺
と
し
、「
栖
霞
寺
」
と
号

し
た
寺
を
い
う
。
い
ま
の
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
に
あ
る
。
の
ち
、
境
内
に
「
清
涼

寺
」
を
建
立
し
た
。
松
平
文
庫
別
本
に
は
「
紅
霞
子
十
月
」
と
あ
る
が
、
意
味
不

明
。
○
か
ゝ
れ
ど
も　

底
本
に
は
「
か
く
れ
ど
も
」
と
あ
る
が
、
歌
意
を
考
え
、

松
平
文
庫
本
の
「
か
ゝ
れ
ど
も
」
に
よ
っ
た
。「
き
て
」
は
「
衣
」
の
縁
語
。
○

あ
か
ず
も
あ
る
か
な　

満
足
で
き
な
い
こ
と
よ
。「
め
づ
ら
し
き
声
な
ら
な
く
に

ほ
と
と
ぎ
す
こ
こ
ら
の
年
を
あ
か
ず
も
あ
る
か
な
」（『
古
今
集
』
賀
、
三
五
九
、

友
則
）
の
歌
以
来
、
良
く
詠
ま
れ
た
結
句
。

88
け
さ
み
れ
ば
川
辺
の
こ
ほ
り
ひ
ま
な
く
て
川
せ
に
の
み
ぞ
な
み
は
た
ち
け
る

【
通
釈
】 

今
朝
見
る
と
川
の
あ
た
り
の
氷
は
す
き
ま
も
な
く
（
凍
っ
て
い
）
て
川
瀬
の

あ
た
り
だ
け
は
波
が
立
っ
て
い
る
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
○
川
せ
に
の
み
ぞ　

底
本
に
は
「
川
か
ぜ
に
の
み
」
と
あ
る
が
、
歌
意

を
考
え
、
松
平
文
庫
本
「
か
わ
せ
に
の
み
ぞ
」
に
改
め
た
。
こ
れ
で
あ
れ
ば
、
川

の
瀬
だ
け
は
、
の
意
。「
瀬
」
は
流
れ
が
早
い
の
で
、
凍
り
つ
い
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
。「
な
み
」
は
「
川
」
の
縁
語
。

筏

89
河
水
に
ま
か
せ
て
お
と
す
い
か
だ
し
は
さ
し
て
ゆ
く
ゑ
も
し
ら
れ
ざ
り
け
り

【
通
釈
】
筏

河
の
水
に
ま
か
せ
て
（
下
流
に
舟
を
）
下
ら
せ
て
い
く
筏
師
は
棹
を
さ
し
て

ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
行
方
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
○
筏　

山
で
切
り
出
し
た
木
材
を
筏
に
組
ん
で
河
を
下
っ
て
運
ぶ
も

の
。
運
搬
に
従
事
す
る
者
を
「
筏
師
（
い
か
だ
し
）」
と
い
う
。『
能
宣
集
』
四
七

二
「
く
れ
ご
と
に
や
ど
り
や
す
ら
ん
お
ほ
ゐ
が
は
さ
し
て
ゆ
く
へ
も
み
え
ぬ
い
か

だ
し
」
の
歌
に
は
「
さ
し
て
ゆ
く
へ
も
」「
い
か
だ
し
」
と
頼
実
の
歌
と
同
じ
用

語
が
見
え
る
。
頼
実
の
歌
は
能
宣
の
歌
の
影
響
下
に
あ
る
か
。
○
し
ら
れ
ざ
り
け

り　

激
し
い
波
に
翻
弄
さ
れ
る
筏
師
の
未
来
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
決

し
て
筏
師
の
未
来
を
心
配
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
物
珍
し
い
風
景
を
貴
族
の
視

点
か
ら
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
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ゆ
き
ふ
り
た
る
日
、
大
納
言
の
家
に
う
た
よ
む
人
八
人
よ
び
て
松
雪
と
い

ふ
だ
い
を

90
雪
ふ
れ
ば
松
こ
そ
い
た
く
お
ひ
に
け
れ
ち
と
せ
の
冬
を
つ
み
や
し
つ
ら
ん

【
通
釈
】 
雪
が
降
っ
た
日
、
大
納
言
の
家
に
歌
人
を
八
人
呼
ん
で
「
松
の
雪
」
と

い
う
歌
題
を

雪
が
降
っ
た
の
で
松
は
ひ
ど
く
老
い
た
こ
と
よ
。
千
歳
の
冬
を
積
み
重
ね
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

【
語
釈
】
○
大
納
言　

４

番
歌
の
詞
書
に
登
場
す
る
「
源
大
納
言
」
で
源
師
房
の

こ
と
。
○
お
ひ
に
け
れ　

松
の
上
に
降
り
積
も
っ
た
雪
を
白
髪
に
見
立
て
、「
お

ひ
に
け
れ
」
と
し
た
。「
老
松
」
を
詠
む
歌
は
あ
る
が
、
雪
の
降
り
積
む
松
を
「
老

松
」
と
表
し
、
言
祝
ぐ
表
現
は
他
に
な
い
。
○
ち
と
せ
の
冬
を
つ
み
や
し
つ
ら
ん　

千
歳
の
冬
を
積
む
と
い
う
表
現
で
、
主
人
で
あ
る
源
師
房
の
長
寿
を
言
祝
い
で
い

る
。「
つ
み
」
は
「
雪
」
の
縁
語
。

十
月
廿
日
殿
の
あ
ま
う
へ
は
せ
に
ま
う
で
さ
せ
給
ひ
て
か
へ
ら
せ
給
ひ
し

に
、
う
ぢ
殿
に
御
む
か
へ
に
ま
い
れ
る
人
〴
〵
あ
じ
ろ
に
ま
か
り
て
、
あ

じ
ろ
に
月
を
見
る
と
い
ふ
だ
い
を

91
月
か
げ
も
い
は
な
み
た
か
き
あ
じ
ろ
に
は
う
す
き
こ
ほ
り
の
よ
る
か
と
ぞ
み
る

【
通
釈
】 （
あ
る
年
の
）
十
月
二
十
日
、
殿
（
頼
通
様
）
の
尼
上
様
が
初
瀬
に
参

詣
な
さ
っ
て
、
お
帰
り
な
さ
っ
た
時
に
、
宇
治
殿
に
お
迎
え
に
参
上
し

た
人
々
が
網
代
車
に
下
が
っ
て
、
そ
の
「
網
代
車
か
ら
月
を
見
る
」
と

い
う
歌
題
を

月
の
光
の
下
で
岩
に
う
ち
寄
せ
る
波
が
高
い
網
代
に
は
薄
い
氷
が
張
っ
て

寄
っ
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
○
十
月
廿
日　

年
は
未
詳
。
○
殿
の
あ
ま
う
へ　

殿
（
頼
通
）
の
母
で

あ
る
源
倫
子
（
九
六
三
〜
一
〇
五
三
）
の
こ
と
か
。
倫
子
で
あ
れ
ば
、
長
暦
三
年

（
一
〇
三
九
）
に
落
飾
、
清
浄
法
と
号
す
る
。
○
は
せ　

大
和
国
の
初
瀬
（
長
谷
）

寺
。
観
音
信
仰
の
霊
場
と
し
て
知
ら
れ
る
。
○
う
ぢ
殿　

宇
治
殿
。
頼
通
の
別
荘
。

○
あ
じ
ろ
に
ま
か
り
て　

底
本
は
「
あ
じ
ろ
ま
か
り
て
」
と
あ
る
が
、
松
平
文
庫

本
の
「
あ
じ
ろ
に
ま
か
り
て
」
を
採
用
し
た
。
網
代
車
か
。
中
級
貴
族
の
常
用
。

別
解
は
、
氷
魚
を
捕
る
「
網
代
」
の
あ
る
場
所
の
意
。
○
あ
じ
ろ
に
は　

網
代
車

か
ら
「
網
代
」
に
転
化
し
た
と
こ
ろ
が
こ
の
歌
の
眼
目
。

【
参
考
】『
経
信
集
』
一
五
四
「
月
き
よ
み
せ
ぜ
の
網
代
に
よ
る
ひ
を
は
た
ま
も

に
さ
ゆ
る
こ
ほ
り
な
り
け
り
」
の
歌
の
如
く
、「
月
」「
網
代
」「
氷
」
が
配
さ
れ

る
歌
と
し
て
本
歌
は
古
い
例
か
。

　

こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
年
時
は
未
詳
だ
が
、
倫
子
の
落
飾
が
長
暦
三
年
（
一
〇
三

九
）
で
、
頼
実
が
没
し
た
の
が
長
久
五
年
（
一
〇
四
四
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間

の
出
来
事
だ
と
推
測
で
き
る
。

常
願
寺
に
て
人
〴
〵
月
前
紅
葉
と
い
ふ
題
よ
み
け
る

92
い
と
ゞ
し
く
も
み
ぢ
ち
り
し
く
庭
の
う
へ
に
ひ
か
り
を
そ
ふ
る
冬
の
夜
の
月

【
通
釈
】 

常
願
寺
で
殿
上
人
た
ち
が
「
月
の
前
の
紅
葉
」
と
い
う
歌
題
で
詠
ん
だ

（
歌
）

ま
す
ま
す
紅
葉
が
散
り
敷
い
て
い
く
庭
の
上
に
光
を
添
え
て
い
く
冬
の
夜
の

月
で
あ
る
よ
。

【
語
釈
】
○
常
願
寺　

い
ま
の
京
都
市
上
京
区
寺
町
に
あ
る
寺
か
。
松
平
文
庫
本



「
源
頼
実
集
」
注
釈
稿
下

（　　）14

に
は
「
道
願
寺
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
未
詳
。
○
冬
の
夜
の
月　
『
拾
遺
集
』
冬
、

二
四
二
「
月
を
見
て
よ
め
る　

恵
慶
法
師　

あ
ま
の
原
そ
ら
に
さ
へ
さ
え
渡
る
ら

ん
氷
と
見
ゆ
る
冬
の
夜
の
月
」（『
恵
慶
集
』
一
一
六
）
が
古
い
例
で
あ
る
。
和
歌

六
人
党
の
歌
人
た
ち
が
恵
慶
法
師
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
点
か
ら
す
る
と
、
頼

実
は
意
識
し
て
こ
の
語
を
用
い
た
か
。

【
参
考
】『
後
拾
遺
集
』
秋
上
、
二
五
一
、
平
兼
盛
の
「
に
ご
り
な
く
千
代
を
か

ぞ
え
て
す
む
水
に
光
を
そ
ふ
る
秋
の
夜
の
月
」
の
歌
の
如
く
、「
光
を
そ
ふ
る
秋

の
夜
の
月
」
と
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、「
秋
の
夜
の
月
」
で
は
な
く
、「
冬

の
夜
の
月
」
を
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
新
し
い
。

落
葉
如
雨

93
木後

拾

の
葉
ち
る
や
ど
は
き
ゝ
わ
く
こ
と
ぞ
な
き
し
ぐ
れ
す
る
夜
も
し
ぐ
れ
せ
ぬ
よ

も
【
通
釈
】 

落
葉
雨
の
如
し

木
の
葉
が
散
る
家
は
聞
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
時
雨
の
降
る
夜
も
時

雨
の
降
ら
な
い
夜
も

【
語
釈
】
○
落
葉
如
雨　

頼
実
や
家
経
ら
が
用
い
始
め
た
歌
題
。

【
参
考
】
本
歌
は
、『
後
拾
遺
集
』
冬
、
三
八
二
に
「
落
葉
如
雨
と
い
ふ
心
を
よ

め
る　

源
頼
実
」
の
詞
書
で
入
集
す
る
。
そ
の
直
後
の
歌
が
藤
原
家
経
の
「
も
み

ぢ
ち
る
音
は
し
ぐ
れ
の
心
地
し
て
こ
ず
え
の
そ
ら
は
く
も
ら
ざ
り
け
り
」
の
歌

で
、
こ
れ
が
聴
覚
と
視
覚
を
駆
使
し
た
歌
で
あ
る
の
に
対
し
、
聴
覚
に
限
定
し
た

歌
が
頼
実
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
評
判
が
良
か
っ
た
た
め
、『
袋
草
紙
』
上
（
六

四
）、『
古
来
風
体
抄
』
下
（
四
二
九
）、『
無
名
抄
』（
六
七
）、『
今
鏡
』
異
本
歌
（
一

三
五
、
105
番
歌
の
『
参
考
』
に
引
用
文
あ
り
）
な
ど
に
採
ら
れ
る
。
ま
た
、
両
歌

は
、『
和
歌
一
字
抄
』
下
、
九
六
六
、
九
六
七
に
逆
の
順
で
採
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
後
世
へ
の
影
響
と
し
て
、『
新
古
今
集
』
冬
、
五
六
七
、
藤
原
資
隆
の
「
時

雨
か
と
き
け
ば
木
の
葉
の
ふ
る
も
の
を
そ
れ
と
も
ぬ
る
る
我
が
た
も
と
か
な
」
や

定
家
の
「
し
ぐ
る
る
も
音
は
か
は
ら
ぬ
板
間
よ
り
木
の
葉
は
月
の
も
る
に
ぞ
あ
り

け
る
」（『
拾
遺
愚
草
』
上
、
五
四
）
の
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

落
葉
旧
苔
上

94
う
ち
か
さ
ね
い
く
よ
の
か
ぜ
か
た
ち
つ
ら
ん
木
の
葉
ぞ
こ
け
の
こ
ろ
も
な
り
け

る
【
通
釈
】 

落
葉
旧
苔
の
上

重
ね
る
よ
う
に
幾
代
の
風
が
立
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
散
っ
た
木
の
葉
は
苔
の

衣
で
あ
る
よ
。

【
語
釈
】
○
落
葉
旧
苔
上　

他
に
見
え
な
い
歌
題
。
松
平
文
庫
本
に
は
「
落
葉
裳

苔
上
」
と
あ
る
。
頼
実
ら
は
漢
詩
文
を
意
識
し
た
歌
題
、
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
そ

れ
か
ら
す
る
と
、
漢
詩
に
見
ら
れ
る
「
旧
苔
」（
都
良
香
「
氷
消
波
洗
旧
苔
鬚
」

な
ど
に
見
ら
れ
る
）
が
良
い
か
。
○
い
く
よ
の
か
ぜ　

幾
代
に
も
渡
る
風
。
こ
れ

が
「
旧
苔
」
に
呼
応
す
る
。
○
こ
け
の
こ
ろ
も　
「
い
は
の
う
へ
に
旅
寝
を
す
れ

ば
い
と
寒
し
苔
の
衣
を
我
に
か
さ
な
ん
」（『
遍
昭
集
』
一
七
）
の
歌
の
如
く
、
よ

く
詠
ま
れ
る
歌
句
。

恋

95
よ
を
か
さ
ね
ふ
け
ゐ
の
浦
に
あ
ま
の
た
く
お
も
ひ
な
り
せ
ば
人
も
し
ら
じ
な



「
源
頼
実
集
」
注
釈
稿
下

（　　）15

【
通
釈
】 

恋

夜
を
重
ね
、
ふ
け
ゐ
の
浦
で
海
人
が
た
く
火
で
は
な
い
が
、（
あ
な
た
に
対

す
る
）
思
い
の
火
は
他
の
人
は
知
る
ま
い
。

【
語
釈
】
○
ふ
け
ゐ
の
浦　

い
ま
の
大
阪
府
泉
南
郡
岬
町
に
あ
る
「
吹
飯
の
浦
」

を
指
す
。
歌
枕
。「
お
き
つ
か
ぜ
ふ
け
ゐ
の
浦
に
た
つ
な
み
の
な
ご
り
に
さ
へ
や

我
は
し
づ
ま
む
」（『
伊
勢
集
』
三
八
四
）
の
歌
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
。
○
あ
ま
の

た
く
お
も
ひ　

海
人
が
藻
塩
を
焼
く
火
。「
お
も
ひ
」
に
「
火
」
を
掛
け
る
。「
あ

ま
」「
た
く
」
は
「
浦
」
の
縁
語
。
○
人
も
し
ら
じ
な　

人
も
知
る
ま
い
。『
定
頼

集
』
一
一
八
「
ふ
き
そ
め
し
日
よ
り
身
に
し
む
秋
風
も
荻
の
葉
な
ら
ぬ
人
は
し
ら

じ
な
」
の
歌
が
古
い
例
で
、
の
ち
恋
の
歌
に
多
用
さ
れ
る
表
現
。

【
参
考
】
本
歌
か
ら
最
終
歌
（
103
番
歌
）
ま
で
「
恋
」
と
い
う
歌
題
で
詠
ま
れ
た

歌
が
連
続
す
る
。

96
お
も
ひ
か
ね
し
ら
ぬ
磯
辺
に
こ
と
よ
せ
て
う
ち
い
づ
る
な
み
の
か
ひ
も
あ
ら
な

ん
【
通
釈
】 

思
っ
て
も
ど
う
に
も
な
ら
ず
、
名
の
知
ら
ぬ
磯
辺
に
こ
と
寄
せ
て
う
ち
返
す

波
が
貝
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
こ
の
恋
に
か
い
が
あ
れ
ば
な
あ
。

【
語
釈
】
○
う
ち
い
づ
る
な
み
の　

う
ち
か
え
す
波
の
こ
と
。
○
こ
と
よ
せ
て　

か
こ
つ
け
て
。「
よ
せ
」
は
「
波
」
の
縁
語
。
○
か
ひ　
「
貝
」
に
「
甲
斐
」
を
掛

け
る
の
は
常
套
。

97
ふ
か
み
ど
り
お
も
ひ
そ
め
て
は
ひ
さ
し
き
を
い
か
で
か
見
ま
し
す
み
よ
し
の
松

【
通
釈
】 

深
緑
色
に
思
い
染
め
た
わ
た
し
の
長
く
変
わ
ら
ぬ
思
い
を
（
あ
な
た
は
）
ど

の
よ
う
に
御
覧
に
な
る
の
か
、
住
吉
の
松
（
の
ご
と
き
我
が
思
い
を
）。

【
語
釈
】
○
ふ
か
み
ど
り　

住
吉
の
松
の
色
を
指
し
、
心
変
わ
ら
ぬ
思
い
を
も
暗

示
す
る
。
○
い
か
で
か
見
ま
し　

松
平
文
庫
本
に
は
「
い
か
で
み
ま
し
」
と
あ
る
。

○
す
み
よ
し
の
松　

い
ま
の
大
阪
市
住
吉
区
に
あ
る
住
吉
大
社
の
松
。
永
久
不
変

の
象
徴
。
歌
枕
。『
拾
遺
集
』
神
楽
歌
、
五
八
九
、
安
法
法
師
の
「
あ
ま
く
だ
る

あ
ら
人
神
の
相
生
を
お
も
へ
ば
久
し
住
吉
の
松
」、
同
五
九
〇
の
「
我
と
は
ば
神

世
の
事
も
こ
た
へ
な
ん
昔
を
し
れ
る
住
吉
の
松
」
の
歌
の
よ
う
に
「
ひ
さ
し
」「
昔

を
し
れ
る
」
の
歌
句
の
と
お
り
、
永
久
不
変
を
表
す
。
賀
の
歌
で
詠
ま
れ
る
こ
と

が
多
い
が
、
そ
れ
を
恋
の
歌
で
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
こ
の
歌
の
眼
目
。

98
を
と
は
山
た
に
の
し
た
み
づ
を
と
に
の
み
き
ゝ
て
わ
た
ら
ぬ
そ
で
も
ぬ
れ
け
り

【
通
釈
】 

音
羽
山
の
谷
を
流
れ
る
下
水
を
音
に
だ
け
聞
い
て
渡
ら
な
く
て
も
我
が
袖
は

（
あ
な
た
に
逢
え
ず
流
す
涙
の
た
め
に
）
濡
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
○
を
と
は
山　

い
ま
の
京
都
市
山
科
区
東
部
の
山
。
歌
枕
。
○
を
と
に

の
み　
『
古
今
集
』
恋
一
、
四
七
三
、
在
原
元
方
の
「
音
羽
山
お
と
に
聞
き
つ
つ

あ
ふ
坂
の
関
の
こ
な
た
に
年
を
ふ
る
か
な
」
の
歌
の
如
く
、
同
音
か
ら
「
音
羽
山
」

は
「
音
」
を
導
く
。
○
し
た
み
づ　

谷
の
下
を
流
れ
る
水
。
○
を
と
に
の
み
き
ゝ

て　

噂
に
聞
く
だ
け
で
。
逢
瀬
の
な
い
こ
と
を
言
う
。『
忠
見
集
』
一
八
八
「
お

と
に
の
み
き
き
て
わ
た
ら
ぬ
あ
ふ
さ
か
の
関
の
し
み
ず
に
な
が
れ
ぬ
る
か
な
」
の

歌
の
世
界
に
近
い
。○
そ
で
も
ぬ
れ
け
り　

恋
の
煩
悶
の
た
め
に
流
す
涙
に
よ
る
。
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99
お
も
ふ
事
な
る
と
の
う
ら
に
す
ま
ぬ
身
の
し
ほ
た
れ
こ
ろ
も
か
は
く
よ
ぞ
な
き

【
通
釈
】 

思
う
こ
と
が
あ
り
、
鳴
門
の
浦
に
住
む
身
で
は
な
い
が
、（
逢
う
こ
と
の
で

き
ぬ
身
の
上
な
の
で
、
流
す
涙
の
た
め
）
潮
垂
れ
衣
も
乾
く
夜
な
ど
な
い
。

【
語
釈
】
○
な
る
と
の
う
ら　

鳴
門
の
浦
。
い
ま
の
徳
島
県
鳴
門
の
浦
。『
相
模

集
』
三
八
〇
「
思
ふ
事
な
る
と
の
浦
に
ひ
ろ
ひ
つ
つ
か
ひ
あ
り
け
り
と
し
ら
せ
て

し
が
な
」
と
詠
ま
れ
る
。
○
す
ま
ぬ
身　

住
ま
な
い
身
。
こ
れ
で
逢
う
こ
と
も
で

き
な
い
身
を
言
う
。
○
し
ほ
た
れ
こ
ろ
も　

潮
水
に
濡
れ
て
雫
の
垂
れ
て
い
る

衣
。
転
じ
て
、
涙
に
濡
れ
た
衣
。
○
よ　

夜
に
、
男
女
の
仲
の
意
で
あ
る
「
よ
」

を
掛
け
る
か
。

【
参
考
】
こ
こ
ま
で
96
番
歌
を
除
く
、「
ふ
け
ゐ
の
浦
」（
95
番
歌
）、「
す
み
よ
し

の
松
」（
97
番
歌
）、「
を
と
は
山
」（
98
番
歌
）、「
な
る
と
の
う
ら
」（
99
番
歌
）

と
い
う
歌
枕
を
詠
み
込
み
、
恋
歌
に
し
て
い
る
も
の
が
連
続
し
て
い
る
。

100
し
る
べ
す
る
人
だ
に
見
え
ぬ
お
く
や
ま
の
ふ
み
見
ぬ
道
に
ま
ど
ふ
こ
ろ
か
な

【
通
釈
】 

道
案
内
を
す
る
人
さ
え
見
え
な
い
奥
山
の
踏
み
歩
い
た
こ
と
の
な
い
（
恋

の
）
道
に
迷
っ
て
し
ま
っ
た
こ
ろ
で
あ
る
よ
。

【
語
釈
】
○
ふ
み
見
ぬ
道
に　
『
後
拾
遺
集
』
恋
一
、
六
二
七
、
道
命
法
師
の
「
お

も
ひ
わ
び
き
の
ふ
山
べ
に
い
り
し
か
ど
ふ
み
み
ぬ
道
は
ゆ
か
れ
ざ
り
け
り
」
の
歌

に
用
例
が
見
え
る
が
、
少
な
い
表
現
で
あ
る
。「
ふ
み
」
は
「
文
」「
踏
み
」
の
掛

詞
か
。
○
ま
ど
ふ
こ
ろ
か
な　
『
後
拾
遺
集
』
恋
三
、
七
一
五
、
後
朱
雀
院
の
「
あ

や
め
ぐ
さ
か
け
し
た
も
と
の
ね
を
た
え
て
さ
ら
に
こ
ひ
ぢ
に
ま
ど
ふ
こ
ろ
か
な
」

の
歌
の
如
く
、
こ
の
時
代
以
降
多
用
さ
れ
る
表
現
。
こ
の
歌
も
「
こ
ひ
ぢ
」
は
な

い
が
、
恋
路
に
惑
う
こ
と
を
言
う
。

101
と
し
ふ
れ
ど
い
は
ぬ
お
も
ひ
は
か
ひ
ぞ
な
き
人
に
し
ら
る
ゝ
け
ぶ
り
な
ら
ね
ば

【
通
釈
】 

年
月
を
過
ご
し
た
が
（
相
手
に
）
告
白
し
な
い
思
い
は
甲
斐
の
な
い
こ
と
だ
。

（
私
は
）
自
然
に
知
ら
れ
る
煙
で
は
な
い
の
で
。

【
語
釈
】
○
お
も
ひ　
「
思
ひ
」
の
「
ひ
」
に
「
火
」
を
掛
け
る
。
○
か
ひ　

甲

斐
に
「
貝
」
を
掛
け
る
。
○
け
ぶ
り
な
ら
ね
ば　
「
け
ぶ
り
」
は
「
か
ひ
」
の
縁

語
で
、
藻
塩
を
焼
く
煙
の
こ
と
。
こ
の
結
句
は
恋
歌
に
多
用
さ
れ
る
表
現
。

102
い
か
に
せ
ん
恋
路
に
ま
よ
ふ
ほ
と
ゝ
ぎ
す
し
の
び
に
な
き
て
す
ご
す
比
か
な

【
通
釈
】 

ど
う
し
よ
う
か
。
恋
路
に
迷
っ
て
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が

忍
び
泣
き
す
る
よ
う
に
人
知
れ
ず
涙
を
流
し
て
過
ご
す
頃
で
あ
る
よ
。

【
語
釈
】
○
し
の
び
に
な
き
て　

ほ
と
と
ぎ
す
は
、
忍
び
音
に
鳴
く
と
さ
れ
る
。

『
後
拾
遺
集
』
雑
四
、
一
〇
九
六
、
六
条
院
宣
旨
の
「
し
の
び
ね
を
き
き
こ
そ
わ

た
れ
ほ
と
と
ぎ
す
か
よ
ふ
か
き
ね
の
か
く
れ
な
け
れ
ば
」
の
歌
も
そ
の
例
。

103
わ
れ
が
ご
と
恋
せ
ん
人
の
ま
た
（
も
カ
）
あ
ら
ば
い
か
に
か
す
る
と
と
ふ
べ
き

も
の
を

【
通
釈
】 

私
の
よ
う
に
恋
を
し
て
い
る
人
が
い
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
と
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問
い
た
い
も
の
で
あ
る
が
。

【
語
釈
】
○
わ
れ
が
ご
と　

底
本
に
は
「
わ
が
が
ご
と
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

松
平
文
庫
本
の
「
わ
れ
が
ご
と
」
を
採
用
す
る
。
私
の
よ
う
に
。
漢
文
訓
読
的
表

現
か
。
こ
の
時
代
ま
で
に
見
ら
れ
な
い
表
現
。

【
参
考
】
恋
歌
は
以
上
の
九
首
で
終
わ
る
。

入
撰
集
洩
此
集
歌
（
勅
撰
集
に
入
集
し
た
が
、
こ
の
集
か
ら
洩
れ
て
し
ま
っ
た
歌
）

蔵
人
に
て
侍
け
る
時
、
御
祭
の
使
に
て
難
波
に
ま
か
り
て
よ
み
侍
け
る

104
お後
拾

も
ふ
事
神
は
し
る
ら
ん
住
吉
の
岸
の
白
波
た
よ
り
な
く
と
も

【
通
釈
】 

蔵
人
で
あ
り
ま
し
た
時
、（
住
吉
社
の
）
祭
礼
の
使
者
と
し
て
難
波
に

下
向
し
て
詠
み
ま
し
た
（
歌
）

（
私
が
）
思
う
事
を
神
は
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
住
吉
の
岸
の
白
波
が

う
ち
寄
る
よ
う
に
、（
神
へ
の
）
便
り
が
な
い
と
し
て
も
。

【
語
釈
】
○
蔵
人　

頼
実
が
蔵
人
に
補
さ
れ
た
の
は
、
長
久
四
年
（
一
〇
四
三
）

一
月
。
○
御
祭　

こ
こ
で
は
住
吉
社
の
祭
礼
の
こ
と
。
○
使　

勅
使
。
○
難
波　

住
吉
社
近
く
の
難
波
の
浦
を
い
う
か
。
○
お
も
ふ
事　

思
っ
て
い
る
こ
と
。『
袋

草
紙
』
上
に
「
源
頼
実
無
術
執
此
道
、
参
詣
住
吉
、
秀
歌
一
首
令
詠
可
召
命
之
由

祈
請
す
と
云
々
」
と
あ
る
こ
と
を
受
け
て
い
え
ば
、
秀
歌
を
詠
み
た
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
住
吉
は
歌
道
の
神
を
祀
る
と
さ
れ
る
。
○
住
吉
の
岸　
「
住
吉
」
は

97
番
歌
の
語
釈
参
照
。
○
た
よ
り
な
く
と
も　

た
よ
り
の
「
よ
り
」
は
寄
り
の
意

を
掛
け
、「
波
」
の
縁
語
と
な
る
。
右
に
「
た
よ
せ
な
り
と
も
」
と
傍
書
あ
り
。

【
参
考
】『
後
拾
遺
集
』
雑
四
、
一
〇
六
七
に
同
じ
詞
書
で
、
結
句
が
「
た
よ
せ

な
り
と
も
」
と
な
り
採
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、『
五
代
集
歌
枕
』
下
、
一
六
六
〇

で
は
、
結
句
「
た
か
せ
な
り
と
も
」
と
な
る
。

105
日後
拾

も
暮
ぬ
人
も
帰
り
ぬ
山
里
は
み
ね
の
嵐
の
音
ば
か
り
し
て

【
通
釈
】 

日
も
暮
れ
た
。
人
も
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
山
里
は
峰
の
山
風
の
音
だ
け
が
し

て
い
る
。

【
語
釈
】
○
日
も
暮
ぬ　
『
後
拾
遺
集
』
詞
書
の
「
日
暮
れ
に
け
れ
ば
」
を
受
け

た
表
現
。
○
み
ね
の
嵐
の　
「
み
ね
の
あ
ら
し
」
の
語
が
勅
撰
集
に
見
え
る
の
は
、

『
後
拾
遺
集
』
が
初
め
て
で
あ
る
。『
拾
遺
集
』
か
ら
『
後
拾
遺
集
』
ま
で
の
歌
人

た
ち
が
好
ん
で
詠
ん
だ
歌
句
で
あ
る
。

【
参
考
】『
後
拾
遺
集
』
雑
五
、
一
一
四
五
に
「
山
庄
に
ま
か
り
て
日
暮
れ
に
け

れ
ば
」
の
詞
書
で
本
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
。

稲
荷
社
ち
か
き
所
に
て
、
夕
郭
公
と
い
ふ
こ
と
を
人
々
読
侍
け
る
時

105
い玉
葉

な
り
山
越
て
や
き
つ
る
時
鳥
ゆ
ふ
か
け
て
の
み
声
の
き
こ
ゆ
る

【
通
釈
】 

稲
荷
社
近
い
と
こ
ろ
で
、「
夕
べ
の
郭
公
」
と
い
う
歌
題
を
歌
人
た
ち

が
詠
み
ま
し
た
時
（
詠
ん
だ
歌
）

稲
荷
山
を
越
え
て
来
た
の
か
ほ
と
と
ぎ
す
は
（
夕
影
の
な
か
）
神
の
木
棉
を

身
に
か
け
た
声
が
聞
こ
え
る
こ
と
よ
。

【
語
釈
】
○
稲
荷
社　

い
ま
の
京
都
市
伏
見
区
深
草
に
あ
る
伏
見
稲
荷
大
社
の
古



「
源
頼
実
集
」
注
釈
稿
下

（　　）18

名
。
○
夕
郭
公　

底
本
に
は
「
夕
時
雨
」
と
あ
る
が
、『
玉
葉
集
』
の
詞
書
と
歌

意
に
よ
り
、「
夕
郭
公
」
と
改
め
た
。
○
い
な
り
山　

稲
荷
社
の
あ
る
山
。
標
高

二
三
三
メ
ー
ト
ル
。
応
仁
の
乱
で
消
失
す
る
前
に
は
稲
荷
社
は
山
中
に
あ
っ
た
。

○
ゆ
ふ
か
け
て　
「
ゆ
ふ
」
は
楮
の
皮
を
剥
ぎ
、
そ
れ
を
蒸
し
て
水
に
さ
ら
し
た

う
え
、
糸
状
に
し
た
も
の
。
神
事
に
用
い
た
。「
ゆ
ふ
か
け
」
は
神
事
の
と
き
、

榊
に
か
け
て
神
に
捧
げ
た
り
す
る
こ
と
。そ
れ
に
「
夕
か
げ
」
を
掛
け
た
。「
ゆ
ふ
」

は
「
稲
荷
」
の
縁
語
。

【
参
考
】『
玉
葉
集
』
夏
、
三
二
八
に
「
稲
荷
の
社
近
き
所
に
て
、
夕
郭
公
と
い

ふ
事
を
人
々
読
み
侍
り
け
る
時
」
の
詞
書
で
本
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
今

鏡
』
打
聞
に
は
「
稲
荷
山
越
え
て
や
来
つ
る
ほ
と
と
ぎ
す
ゆ
ふ
か
け
て
し
も
声
の

聞
こ
ゆ
る
」
と
、
四
句
に
異
同
の
あ
る
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
逸
話
は
有
名

な
の
で
、
以
下
に
引
用
す
る
。

　

左
衛
門
尉
頼
実
と
い
ふ
蔵
人
、
歌
の
道
す
ぐ
れ
て
も
、
ま
た
好
み
に
も
好
み

侍
り
け
る
に
、
七
条
な
る
所
に
て
、「
夕
べ
に
郭
公
を
聞
く
」
と
い
ふ
題
を
詠

み
侍
り
け
る
に
、
酔
ひ
て
。
そ
の
家
の
車
宿
り
に
立
て
た
る
車
に
て
、
歌
案
ぜ

む
と
て
寝
過
ぐ
し
て
侍
り
け
る
を
、
求
め
け
れ
ば
、
思
ひ
寄
ら
で
、
す
で
に
講

ぜ
む
と
て
人
み
な
書
き
た
る
後
に
て
、
こ
の
わ
た
り
は
稲
荷
の
明
神
こ
そ
と
て

念
じ
け
れ
ば
、
き
と
お
ぼ
え
け
る
を
書
き
て
侍
り
け
る
、

　
　

稲
荷
山
越
え
て
や
来
つ
る
郭
公
ゆ
ふ
か
け
て
し
も
声
の
聞
こ
ゆ
る

　

同
じ
人
の
、「
人
に
知
ら
る
る
ば
か
り
の
歌
、
詠
ま
せ
さ
せ
給
へ
。
五
年
が

命
に
代
へ
ん
。」
と
住
吉
に
申
し
た
り
け
れ
ば
、「
落
葉
雨
の
ご
と
し
」
と
い
ふ

題
に
、

　
　

木
の
葉
散
る
宿
は
聞
き
分
く
こ
と
ぞ
な
き
時
雨
す
る
夜
も
時
雨
せ
ぬ
夜
も

と
詠
み
て
侍
り
け
る
を
、
必
ず
こ
れ
と
も
思
ひ
寄
ら
ざ
り
け
る
に
や
、
病
の
つ

き
て
、
生
か
む
と
祈
り
な
ど
し
け
れ
ば
、
家
に
侍
り
け
る
女
に
住
吉
の
憑
き
て
、

「
さ
る
歌
詠
ま
せ
し
は
。
さ
れ
ば
、
え
生
く
ま
じ
。」
と
の
た
ま
ひ
け
る
に
ぞ
、

ひ
と
へ
に
後
の
世
の
祈
り
に
な
り
に
け
る
と
な
む
。


