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一
、
は
じ
め
に

　
「
越
境
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
和
歌
研

究
者
に
と
っ
て
、
和
歌
を
書
く
こ
と
を
特
殊
な
領
域
と
し
て
成
立
せ
し
め
て

い
る
入じ
ゅ

木ぼ
く

道
の
世
界
は
、
興
味
あ
る
〝
異
境
〞
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
国
文
学

の
立
場
か
ら
入
木
道
伝
書
を
読
む
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
既
に
落
合
博
志

氏
に
論
文
が
あ
る１
し
、
歌
会
・
続
歌
の
場
で
用
い
ら
れ
る
懐
紙
や
短
冊
の
書

様
│
和
歌
の
伝
書
の
事
項
だ
が
、
入
木
道
伝
書
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
│
に

つ
い
て
は
近
年
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る２
。
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
提
示
さ
れ

て
い
る
問
題
を
避
け
、
別
の
視
点
か
ら
紹
介
を
試
み
た
い
。
事
例
の
い
く
ら

か
は
、
表
記
史
の
研
究
と
も
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
主
た
る
資
料
と
す
る
の
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
に
寄
託
さ
れ
て

い
る
田
安
徳
川
家
蔵
書
の
う
ち
、
約
二
百
点
の
入
木
道
伝
書
に
含
ま
れ
て
い

る
資
料
で
あ
る
。
こ
の
入
木
道
伝
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
主
に
幕
府
右
筆
方
の

森
尹
祥
が
関
わ
っ
た
も
の
で
、
持
明
院
流
の
書
道
伝
書
を
中
心
と
し
た
、
国

内
最
大
級
の
蒐
集
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
国
文
研
に
寄
託
さ
れ
た

頃
、
新
井
栄
蔵
氏
に
よ
り
大
学
院
生
向
け
セ
ミ
ナ
ー
の
素
材
と
し
て
利
用
さ

れ
た
（『「
書
」
の
秘
伝　

入
木
道
の
古
典
を
読
む
』
と
題
し
て
書
籍
化
。
平
６
、
臨

川
書
店
）
が
、
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
全
貌
の
把
握
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

国
文
研
は
そ
の
後
、
鈴
木
淳
氏
を
中
心
に
、
田
安
徳
川
家
本
全
体
の
詳
細
な

調
査
を
進
め
、
同
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
展
観
を
行
う
と
と
も
に
、『
田
藩

文
庫
目
録
と
研
究
』（
日
本
書
誌
学
大
系
94
、
平
18
、
青
裳
堂
書
店
）
を
ま
と
め
た
。

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
や
伝
来
に
つ
い
て
は
同
書
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

ま
た
、
持
明
院
流
の
伝
書
群
の
形
成
に
関
わ
っ
た
森
尹
祥
に
つ
い
て
は
、
鈴

木
氏
『
江
戸
和
学
論
考
』（
平
９
、
ひ
つ
じ
書
房
）
に
詳
し
い
。
田
安
徳
川
家

資
料
は
す
べ
て
マ
イ
ク
ロ
化
さ
れ
て
お
り
、
国
文
研
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
和
古

書
目
録
で
検
索
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
。

二
、
勅
撰
集
書
写
の
故
実
（
１
）
│
レ
イ
ア
ウ
ト
意
識
│

　

田
安
徳
川
家
本
の
持
明
院
流
伝
書
の
中
に
、「
勅
撰
之
法
」
と
題
す
る
写

本
（
函
架
番
号
15
‐
634
。「
15
」
は
田
安
徳
川
家
本
を
示
す
）
が
あ
る
。
本
書
は
持

明
院
基
定
（
1608
〜
1667
）
が
寛
永
十
八
年
（
1641
）
に
源
重
章
に
授
け
た
こ
と
を
示

　

表
層
の
秘
義

│
│ 

入
木
道
伝
書
を
読
む
試
み 

│
│

浅　

田　
　
　

徹
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す
奥
書
を
有
し
て
お
り
（
本
写
本
そ
の
も
の
は
転
写
本
）、
江
戸
初
期
に
遡
る
秘

伝
と
認
定
し
て
よ
い
。
こ
の
家
筋
は
、
室
町
時
代
に
持
明
院
基
春
（
1456
〜

1535
）
が
世
尊
寺
家
か
ら
入
木
道
を
学
ん
だ
後
、
ち
ょ
う
ど
世
尊
寺
家
が
断
絶

し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
後
奈
良
院
の
命
に
よ
り
そ
の
跡
を
継
い
で
道
統
を

興
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が３
、
現
存
す
る
伝
書
群
は
基
定
や
そ
の
子
基

時
の
手
に
な
る
も
の
が
多
い
よ
う
だ
。
そ
の
説
が
基
春
あ
た
り
に
ま
で
遡
り

う
る
の
か
ど
う
か
は
、
個
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
私
に
は
明
確
に
言

え
な
い
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

　

さ
て
、「
勅
撰
之
法
」
の
内
容
は
、
古
今
集
を
書
写
す
る
際
の
注
意
事
項

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
一
つ
書
き
を
主
体
と
し
、
墨
付
九
丁
で
終
わ
る

零
細
な
も
の
で
、
構
成
も
雑
然
と
し
て
い
る
が
、
私
は
大
変
興
味
深
い
作
品

で
あ
る
と
思
う
。
い
く
つ
か
の
項
目
を
こ
こ
に
掲
げ
て
み
よ
う
。
な
お
、
以

下
の
引
用
は
全
く
原
本
の
順
序
に
拠
ら
ず
、
論
述
の
便
宜
の
た
め
に
任
意
に

項
目
を
抜
き
出
し
て
再
構
成
し
て
い
る
。

一
、
巻
頭
よ
り
始
て
端
よ
り
書
事
、
不
及
申
。
然
共
、
と
ぢ
め
よ
り
巻

頭
を
書
事
も
廿
巻
の
内
多
分
あ
る
と
も
く
る
し
か
ら
ず
。
夫
も
と

ぢ
め
の
き
は
、
三
行
斗
間
あ
れ
ば
そ
の
と
ぢ
め
よ
り
か
く
べ
か
ら

ず
。
四
行
、
五
行
、
六
く
だ
り
な
ど
あ
ら
ば
尤
の
事
也
。
但
、
端

よ
り
か
ゝ
で
叶
は
ぬ
巻
は
、
巻
頭
の
事
は
申
に
及
ば
ず
、
十
一
、

廿
巻
、
こ
れ
ら
は
し
か
と
端
よ
り
可
書
也
。

一
、
歌
は
九
行
、
十
一
行
。
撰
集
は
半
の
数
也
。
物
語
は
長
数
也
。

一
、
か
な
序
は
九
行
、
十
行
。

一
、
ま
な
序
は
八
行
〈
或
七
行
〉。

　

各
巻
の
書
き
始
め
を
料
紙
の
ウ
ラ
の
冒
頭
（
端
）
よ
り
書
く
か
、
オ
モ
テ

の
冒
頭
（
綴
ぢ
め
）
よ
り
書
く
か
と
い
う
指
示
（
巻
の
変
り
目
に
関
す
る
故
実
を

含
む
）
や
、
一
面
の
行
数
の
指
定
（
撰
集
は
奇
数
、
物
語
類
は
偶
数
で
あ
る
と
す
る
）

で
あ
る
。
真
名
序
で
は
一
行
に
「
十
六
、
七
字
づ
ゝ
」
書
く
の
だ
と
い
う
書

様
例
も
別
の
箇
所
に
示
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
冒
頭
に
は
具
体
的
に
、
仮
名

序
の
冒
頭
・
春
上
の
冒
頭
の
サ
ン
プ
ル
が
、
半
葉
な
い
し
見
開
き
に
わ
た
っ

て
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
一
面
行
数
や
部
立
名
・
詞
書
・
作
者
名
の
高
さ
が
ど

の
よ
う
に
設
定
さ
れ
る
か
も
、
そ
の
中
に
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
と
し
て
丁
寧
に
指

示
さ
れ
て
い
る
。
極
め
て
実
際
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
説
明
も
付
加
さ
れ
て
い
る
。

一
、
作
者
高
さ
の
事
。
歌
の
半
分
の
高
さ
な
る
べ
し
。

一
、
事
が
き
は
歌
よ
り
二
字
さ
が
る
べ
し
。
又
、
左
書
と
て
歌
の
次
の

く
だ
り
に
、

此
う
た
は
あ
る
人
の
い
は
く
、
柿
本
人
麿
が
也
。

な
ど
ゝ
書
事
有
。
是
又
事
が
き
に
か
な
二
字
下
る
べ
し
。
こ
れ
は

ひ
だ
り
書
と
い
ふ
也
。

一
、
事
が
き
の
は
て
と
作
者
の
か
し
ら
の
間
の
事
。
か
な
三
字
程
間
あ

れ
ば
書
。
を
し
か
ゝ
り
て
は
悪
し
。

一
、
一
巻
の
内
を
も
よ
く
〳
〵
見
は
か
ら
ひ
て
、
そ
の
ま
き
の
す
ゑ
ま

で
を
か
ん
が
へ
、
事
が
き
の
書
と
め
な
ど
を
見
合
せ
、
作
者
の
う

へ
に
お
ほ
ひ
候
は
ぬ
や
う
に
か
き
と
め
候
べ
し
。

　

こ
の
よ
う
に
作
者
表
記
の
高
さ
、
詞
書
の
高
さ
、
左
注
の
高
さ
を
具
体
的

に
明
記
し
た
文
献
が
歌
学
書
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
寡
聞
に
し
て
知
ら
な

い
。
こ
の
種
の
、
い
わ
ば
レ
イ
ア
ウ
ト
に
関
す
る
指
示
は
微
細
に
わ
た
っ
て

お
り
、
職
業
的
に
古
今
集
写
本
を
書
く
こ
と
の
多
か
っ
た
一
族
が
、
ど
う
い
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う
点
に
敏
感
に
な
る
か
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

　

レ
イ
ア
ウ
ト
意
識
に
関
連
し
て
、
田
安
徳
川
家
本
の
中
に
は
興
味
深
い
資

料
が
存
す
る
。
ま
ず
、「
後
柏
原
院
宸
筆
古
今
集
御
書
法　

当
流
書
法
」（
15

‐
635
）
で
あ
る
。
本
書
は
後
柏
原
院
筆
の
古
今
集
の
書
式
0

0

を
メ
モ
し
た
サ
ン

プ
ル
で
あ
る
。
ま
ず
仮
名
序
冒
頭
の
半
葉
分
の
模
写
、
春
上
冒
頭
の
や
は
り

半
葉
分
の
模
写
が
あ
っ
て
（
料
紙
の
ウ
ラ
か
ら
書
き
始
め
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、

見
開
き
の
右
側
に
の
み
書
か
れ
て
い
る
）、
次
に
春
上
末
尾
の
模
写
が
来
る
。
こ

れ
は
巻
の
変
り
目
の
書
式
を
示
す
た
め
で
あ
る
。「
見
る
人
も
な
き
山
ざ
と

の
…
」
の
巻
軸
歌
の
あ
と
、「
二
巻
と
ぢ
め
よ
り
書
給
ふ
」
と
あ
り
、春
下
は
、

春
上
が
料
紙
ウ
ラ
で
終
わ
っ
た
後
そ
の
ま
ま
、
次
丁
の
「
綴
ぢ
め
」
か
ら
書

き
始
め
て
い
た
（
つ
ま
り
、
次
丁
の
料
紙
オ
モ
テ
か
ら
書
き
始
め
た
）
こ
と
を
記

録
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
「
十
六
の
と
め
、
紙
の
裏
一
ぱ
い
に
と
め
給
ふ
を
、
一
ま
い
か
へ

し
て
裏
よ
り
十
七
を
書
給
ふ
」
と
あ
り
、
巻
十
六
哀
傷
が
料
紙
ウ
ラ
一
杯
ま

で
を
要
し
た
あ
と
、
巻
十
七
雑
上
は
次
丁
オ
モ
テ
か
ら
す
ぐ
続
け
て
書
か

ず
、
紙
を
め
く
っ
た
ウ
ラ
か
ら
書
い
て
い
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
（
さ
き

の
「
勅
撰
之
法
」
の
規
定
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
）。
写
本
に
対
す
る
眼
差

し
の
質
が
、「
勅
撰
之
法
」
の
姿
勢
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ

う
。

　

そ
の
他
、
真
名
序
の
書
式
も
写
し
取
ら
れ
て
い
る
が
、
一
面
分
の
各
行
の

上
端
の
一
字
ず
つ

0

0

0

0

0

0

0

の
み
を
メ
モ
し
て
あ
る
（
つ
ま
り
、
改
行
の
仕
方
だ
け
を
記

録
し
て
い
る
）
な
ど
、
後
柏
原
院
宸
筆
を
強
調
は
す
る
が
、
そ
の
筆
跡
の
美

的
側
面
に
は
興
味
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
も
見
て
取
れ
る
。
あ
く
ま
で
権
威

あ
る
書
式
0

0

サ
ン
プ
ル
と
し
て
の
扱
い
な
の
だ
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
表0

記0

に
は
幾
分
の
目
配
り
が
あ
る
も
の
の
、
古
今
歌
の
本
文
な
ど
に
つ
い
て
は

一
切
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
奥
書
が
な
い
の
で
誰
の
手
に
な
る
も
の
か
不

明
だ
が
、
江
戸
中
期
以
前
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

同
様
の
資
料
に
、「
伊
勢
物
語
」（
15
‐
633
）
と
「
源
氏
物
語
書
法
」（
15
‐

632
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
奥
書
か
ら
森
尹
祥
の
手
に
な
る
も
の
か
と
想
像
さ

れ
る
が
、
持
明
院
基
時
の
書
写
し
た
伊
勢
物
語
四
本
と
、
や
は
り
基
時
写
の

源
氏
物
語
（
一
筆
で
全
五
十
四
帖
を
写
し
た
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
だ
）
か
ら
採
取

さ
れ
た
サ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
で
は
冒
頭
と
末
尾
を
四
本
分
、
源
氏

物
語
で
は
桐
壺
巻
頭
と
夢
浮
橋
末
尾
、
物
語
中
の
和
歌
の
書
式
例
な
ど
が
お

お
む
ね
半
葉
単
位
で
写
し
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
権
威
あ
る

写
本
の
細
部
を
、
文
学
的
内
容
と
は
全
く
違
っ
た
レ
ベ
ル
で
捉
え
返
す
作
業

が
、「
勅
撰
之
法
」
の
よ
う
な
規
範
に
結
実
し
て
い
く
わ
け
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
い
う
資
料
か
ら
、
何
を
学
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
か
？　
ま
ず
、
我
々
の
親

し
ん
で
い
る
江
戸
期
の
堂
上
系
写
本
は
、
お
お
む
ね
安
定
的
な
姿
態
を
有
し

て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
レ
イ
ア
ウ
ト
へ
の
敏
感
さ
に
よ
っ

て
定
型
化
し
て
い
っ
た
結
果
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
古
写

本
か
ら
、「
故
実
」
を
掬
い
上
げ
る
眼
差
し
が
、
写
本
の
規
格
を
形
成
し
て

ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
し
て
次
に
、
そ
の
「
敏
感
さ
」
は
、
文
学
的
内
容
と
は
何
ら
結
び
付
け

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
基
春
以
来
、
持
明
院

家
に
は
和
歌
で
著
名
な
人
物
は
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
伝
書
の
中
に
も
、
詠

歌
そ
の
も
の
の
技
法
に
つ
い
て
触
れ
た
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
歌
道
は
歌
道

家
の
領
分
で
あ
り
、
入
木
道
の
家
が
管
理
す
る
の
は
書
式
だ
け
な
の
だ４
。

　

そ
も
そ
も
入
木
道
の
務
め
は
本
来
、
額
や
牒
状
、
諷
誦
文
な
ど
の
執
筆
で
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あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
書
く
べ
き
文
言
は
別
の
誰
か
（
儒
者
な
ど
）

が
作
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
そ
れ
を
書
式
ど
お
り
に
書
く
こ
と
が
仕

事
だ
っ
た
。
こ
の
仕
事
を
支
配
す
る
の
は
書
式
の
故
実
で
あ
っ
て
、
書
く
こ

と
に
よ
る
表
現
0

0

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
意
図
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
内

容
に
関
わ
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
書
式
の
微
細
な
点
が
浮
き
上
が
っ
て
見
え
て

く
る
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
に
通
常
の
歌
学
書
と
は
異
質
の
世
界
が
広

が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
文
学
作
品
を
書
く
に
あ
た
り
、
内
容
を
捨
象

し
て
、
書
字
の
方
式
に
の
み
極
め
て
敏
感
で
あ
る
よ
う
な
視
点
か
ら
は
、
何

が
見
え
る
の
か
、
さ
ら
に
「
勅
撰
之
法
」
の
記
述
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

三
、
勅
撰
集
書
写
の
故
実
（
２
）
│
か
た
ち
の
表
記
論
│

　
「
勅
撰
之
法
」
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
点
の
一
つ
に
、
和
歌
本
文
と
詞
書

と
を
区
別
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
、
巻
頭
の
歌
、
も
と
草
の
事
。
字
数
四
ま
で
有
べ
し
。
あ
ま
す
べ
き

に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
か
き
あ
ま
れ
ば
も
と
く
さ
に
書
也
。
但
、
古

今
は
古
本
に
も
巻
頭
の
歌
に
「
こ
ぞ
と
や
い
は
ん
こ
と
し
と
や
い

は
ん
」
の
歌
、
末
の
「
い
は
ん
」
を
も
と
草
に
書
也
。
又
、
巻
軸

は
巻
ご
と
に
七
も
じ
を
も
と
く
さ
に
書
也
。

道
し
ら
ば
つ
み
に
も
ゆ
か
ん
す
み
の
え
の
き
し
に
お
ふ
て
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

こ
ひ
わ
す
れ
ぐ
さ

（
下
略
）

一
、
巻
頭
の
も
と
草
、
四
と
定
め
を
く
事
は
、
其
意
趣
可
有
事
也
。
二

三
四
ま
で
は
書
也
。
但
、
か
な
に
五
つ
あ
ま
る
を
ば
、
ま
な
に
て

四
に
か
き
あ
は
す
べ
し
。
書
内
よ
り
其
用
捨
有
て
行ク
ダ
リを
つ
ゝ
し
む

べ
し
。

一
、
事
が
き
に
も
と
草
一
つ
も
有
べ
か
ら
ず
。
あ
ま
る
は
次
の
行
へ
な

ら
べ
て
書
べ
し
。

　

右
の
諸
項
で
言
う
「
も
と
草
」
と
は
、
和
歌
を
一
行
に
書
い
て
い
っ
た
時

に
、
書
き
切
れ
な
か
っ
た
字
を
行
の
下
端
に
並
べ
て
書
い
た
も
の
を
指
す
。

持
明
院
流
の
伝
書
で
は
、
散
ら
し
書
き
に
お
い
て
、
最
初
の
長
い
行
の
次
に
、

下
端
を
揃
え
て
短
い
行
を
続
け
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
短
行
を
も
「
も
と
草
」

と
言
っ
て
い
る５
。

　
「
勅
撰
之
法
」
は
、
古
今
集
巻
頭
の
在
原
元
方
歌
に
関
し
て
、
行
末
で
書

き
切
ら
ず
「
も
と
草
」
を
四
字
ま
で
余
し
て
よ
い
と
し
、
各
巻
末
の
歌
は
第

五
句
を
「
も
と
草
」
と
し
て
書
き
余
す
の
が
故
実
だ
と
し
て
い
る
。
恐
ら
く

古
今
集
巻
頭
歌
は
三
十
三
字
の
字
余
り
歌
な
の
で
、
一
首
一
行
に
書
く
と
行

末
が
溢
れ
が
ち
だ
っ
た
の
が
、
い
つ
か
故
実
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（「
勅
撰
之
法
」
も
、
書
き
余
さ
な
い
方
が
い
い
と
は
言
っ

て
い
る
が
）。
巻
軸
に
つ
い
て
は
、
奈
良
絵
本
の
類
で
、
絵
詞
の
段
落
末
尾
が

よ
く
散
ら
し
書
き
に
な
る
こ
と
な
ど
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
本
来
は
紙
面
の

空
白
を
無
興
に
感
じ
て
の
即
興
的
な
処
置
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
故

実
化
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

　

そ
れ
は
そ
れ
で
十
分
興
味
深
い
こ
と
な
の
だ
が
（
私
は
そ
れ
ら
が
故
実
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
る
と
は
思
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
）、
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
三

つ
目
の
項
目
で
、「
詞
書
で
は
「
も
と
草
」
は
決
し
て
使
わ
な
い
」
と
言
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
普
通
に
考
え
れ
ば
、
詞
書
で
も
行
末
が
少
し
だ
け
書
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き
切
れ
な
い
場
合
、
下
端
に
並
べ
て
「
も
と
草
」
の
処
置
を
し
て
も
よ
さ
そ

う
な
も
の
で
あ
る
。
詞
書
は
何
か
和
歌
本
文
と
は
違
う
性
格
の
も
の
と
意
識

さ
れ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
次
の
例
を
見
よ
う
。

一
、
か
り
字
の
事
。
全
借
字
、
半
借
字
と
云
事
有
。
た
と
へ
ば
、「
借
金
」

と
書
て
「
か
り
が
ね
」
と
よ
む
、
こ
れ
ら
皆
借
用
の
字
な
れ
ば
全

借
字
也
。
半
借
字
の
事
は
、「
鴈
金
」
と
か
く
。
半
分
借
用
す
れ

ば
半
借
字
な
り
。

一
、
義
読
と
い
ふ
事
。
全
義
読
、
半
義
読
。
た
と
へ
ば
、
鶯
を
「
春
鳥
」

と
書
な
り
。
是
も
皆
義
な
れ
ば
也
。
同
、
半
義
よ
み
は
秋
風
を
「
金

風
」
と
書
類
也
。
金
は
西
を
つ
か
さ
ど
る
也
。
風
は
も
と
よ
り
な

れ
ば
、
半
分
義
に
よ
む
也
。
此
類
は
い
か
ほ
ど
も
有
べ
し
。
先
大

概
如
此
。

一
、
事
書
に
借
字
す
べ
か
ら
ず
。
古
本
に
も
「
さ
か
づ
き
」
を
「
さ
か

月
」
と
か
き
た
る
な
ら
で
は
見
え
ず
。
こ
れ
ら
は
何
時
も
か
く
べ

し
。

　

こ
の
三
項
目
は
原
本
で
も
連
続
す
る
。
当
て
字
の
類
に
つ
い
て
の
記
述
で

あ
る
。
万
葉
集
の
訓
の
分
類
な
ど
を
思
わ
せ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
詞
書
で
は

借
字
を
使
わ
な
い
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（
恐
ら
く
「
義
読
」

も
用
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
）。

　

こ
れ
ら
の
例
は
、
和
歌
本
文
と
詞
書
と
が
、
書
写
に
当
っ
て
別
種
の
空
間

を
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
和
歌
本
文
は
造
型
さ
れ
る
べ
き

0

0

0

0

0

0

0

空
間

で
あ
り
、
詞
書
は
そ
れ
と
は
対
照
的
な
、
い
わ
ば
「
素
の
0

0

」
空
間
な
の
で
あ

る
。
文
様
と
地
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
見
立
て
て
も
よ
い
。
自
由
な
当
て

字
を
駆
使
す
る
の
は
表
記
の
多
様
性
を
獲
得
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
通
常
の
表
記
空
間
と
は
別
の
質
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
先
ほ

ど
の
例
で
言
え
ば
、
行
末
の
単
な
る
「
書
き
余
し
」
が
、
散
ら
し
書
き
の
分

散
さ
せ
ら
れ
た
行
構
成
と
同
じ
「
も
と
草
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
の
も
、

そ
れ
が
何
ら
か
の
視
覚
的
造
型
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
て

0

0

0

0

0

0

い
る
か
ら
で
あ
る
。

詞
書
で
は
そ
う
し
た
行
為
が
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
で
、
い
っ
そ
う
空
間
の
差
異

が
明
確
に
な
る
。

　

更
に
次
の
よ
う
な
例
を
見
よ
う
。

一
、
一
行
の
文
字
を
、
五
文
字
よ
り
次
第
に
次
第
に
文
字
を
ち
い
さ
く

書
心
を
持
べ
し
。
一
点
墨
黒
に
文
字
大
な
る
は
見
ぐ
る
し
。

一
、
ま
な
の
文
字
を
五
つ
ゞ
け
て
書
を
き
ら
ふ
。

一
、
五
字
つ
ゞ
け
る
事
、「
龍
田
川
紅
葉
乱
て
流
め
り
」
と
有
、
こ
れ

ら
よ
り
外
に
見
え
ず
。

一
、「
神
無
月
時
雨
」
な
ど
を
「
神
な
月
時
雨
」
と
古
本
に
も
書
。「
時

雨
」
は
此
用
捨
を
よ
く
〳
〵
あ
る
べ
し
。

　

和
歌
の
一
行
は
、
見
苦
し
く
な
く
調
和
し
た
姿
を
持
つ
べ
き
で
、
漢
字
が

い
く
つ
も
連
続
す
る
こ
と
も
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
筆
跡
の
美
醜

や
、
一
首
の
内
容
と
は
関
係
な
く
、
一
行
の
文
字
の
配
列
そ
の
も
の
が
作
り

出
す
調
和
と
い
う
次
元
が
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
古
写
本
の
紙
面
を
捉
え
返
し

た
時
に
、「
漢
字
は
五
字
ま
で
し
か
続
け
な
い
」
と
い
う
故
実
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
、
歌
の
か
し
ら
に
ま
な
を
五
首
ま
で
つ
ゞ
け
ず
。
但
、
ま
な
に
て
も

か
な
た
る
文
字
あ
り
。
春
・
夏
・
秋
・
冬
、
是
等
也
。
此
外
も
有

が
、
先
此
ぶ
ん
な
り
。
然
者
、
此
四
の
内
、
歌
の
か
し
ら
に
ま
じ

ら
ば
五
に
成
て
も
不
苦
。
是
は
彼
四
斗
な
れ
ば
、
一
巻
の
内
を
ま
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づ
見
合
せ
て
、
五
に
な
ら
ぬ
や
う
に
書
べ
し
。
是
等
お
そ
ら
く
は

人
の
知
ぬ
事
也６
。

　

こ
れ
は
行
の
単
位
を
越
え
、
紙
面
全
体
の
構
成
に
関
わ
る
こ
と
と
な
る
。

さ
き
の
「
一
行
の
中
で
漢
字
が
五
字
続
か
な
い
」
ル
ー
ル
と
、
こ
の
「
行
頭

に
漢
字
が
五
字
並
ば
な
い
」
ル
ー
ル
と
は
、
漢
字
の
並
び
を
、
垂
直
方
向
と

水
平
方
向
の
両
方
で
同
様
に
規
制
す
る
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
が
、
紙
面
の
広
が
り
の
中
で
、
縦
と
横
が
等
価
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。
縦
方
向
に
書
い
て
い
く
連
続
的
な
行
為
を
超

え
て
、
書
か
れ
た
も
の
を
平
面
上
の
構
成
と
し
て
見
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
な
お
、「
春
・
夏
・
秋
・
冬
」
の
四
文
字
は
構

わ
な
い
と
い
う
の
は
、
実
際
に
多
く
出
て
く
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
何
か
形

而
上
的
な
意
味
付
け
も
関
わ
っ
て
い
そ
う
で
あ
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
諸
々
の
故
実
が
本
当
に
妥
当

性
や
有
効
性
を
持
つ
か
ど
う
か
は
、
取
り
敢
え
ず
は
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ

が
歌
集
・
物
語
の
内
容
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
視
覚
的
紙
面
構
成
の
レ
ベ
ル

に
対
応
し
た
故
実
と
し
て
枠
組
み
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
の
で

あ
る７
。
歌
道
の
秘
義
は
テ
ク
ス
ト
の
奥
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
が
、
入
木
道
の

秘
義
は
和
紙
の
表
面
に
、
テ
ク
ス
ト
の
レ
ベ
ル
よ
り
も
な
お
表
層
に
宿
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

書
記
史
研
究
の
分
野
で
は
、
例
え
ば
藤
原
定
家
の
書
記
「
シ
ス
テ
ム
」
を

論
ず
る
に
当
っ
て
、
隣
り
合
う
行
の
同
じ
位
置
に
同
一
の
字
体
が
現
れ
る
こ

と
を
避
け
る
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
れ
は
「
目
移
り
に
よ
る
誤
写
を
避

け
る
」
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
行
為
な
の
だ
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
る８
。
そ

れ
に
対
し
、
定
家
の
書
記
を
そ
の
よ
う
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
の
み
捉
え

る
べ
き
な
の
か
と
い
う
疑
問
も
提
出
さ
れ
て
い
る９
。
し
か
し
両
者
の
立
場
に

は
断
絶
が
あ
り
、
な
か
な
か
議
論
と
し
て
噛
み
合
わ
な
い
状
況
が
続
い
て
い

る
。「
勅
撰
之
法
」
の
よ
う
な
作
品
を
、
書
記
研
究
者
が
分
析
す
る
こ
と
で

何
か
の
展
開
が
図
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
散
ら
し
形
の
秘
義

　

持
明
院
流
伝
書
の
中
で
も
多
く
の
割
合
を
占
め
て
い
る
の
が
、
色
紙
や
扇

面
な
ど
の
「
散
ら
し
形
」（
散
ら
し
書
き
の
雛
形
）
で
あ
る
。
貴
族
達
が
色
紙

形
を
染
筆
す
る
機
会
が
増
え
、
公
の
場
で
の
色
紙
提
出
な
ど
と
い
う
こ
と
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
鎌
倉
末
期
か
南
北
朝
期
で
は
な
い
か
と
思
う

が
、
そ
の
頃
か
ら
こ
れ
ら
の
「
散
ら
し
形
」
の
需
要
が
生
じ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
尊
円
法
親
王
の
入
木
口
伝
抄
（
文
和
元
年
1352
成
立
）
に
は
既
に
晴
の
会

で
の
色
紙
の
サ
ン
プ
ル
が
例
示
さ
れ
て
い
る
（
落
合
論
文
参
照
）。
持
明
院
流

伝
書
で
は
盛
ん
に
こ
の
「
散
ら
し
形
」
を
作
成
し
て
は
伝
授
し
た
た
め
、
百

人
一
首
や
自
讃
歌
、
和
漢
朗
詠
集
な
ど
多
様
な
テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
伝
書
が

多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。
図
版
①
と
し
て
、
田
安
徳
川
家
本
「
百
躰
色
紙
形
」

（
百
人
一
首
の
散
ら
し
形
四
種
、
全
四
冊
。
15
‐
613
）
の
第
二
冊
か
ら
例
を
引
い
た
。

　

本
来
、
散
ら
し
書
き
は
（「
百
躰
」
の
雛
形
を
何
種
も
作
れ
る
こ
と
が
示
す
よ
う

に
）
ど
う
散
ら
し
て
も
よ
い
は
ず
の
も
の
で
あ
り
、
伝
授
事
に
な
る
の
は
不

思
議
な
気
も
す
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
散
ら
し
形
は
江
戸
時
代
に
は
諸
種

の
版
本
に
も
取
り
込
ま
れ
て
広
く
流
布
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
「
伝
授
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
権
威
あ
る
「
お
手
本
」
の

需
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
堂
上
の
貴
族
達
が
色
鮮
や
か

な
料
紙
に
揮
毫
し
た
色
紙
や
扇
面
は
珍
重
さ
れ
て
、
武
家
や
富
裕
な
市
民
層
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に
と
っ
て
の
憧
れ
で
も
あ
っ
た
。
堂
上
系
書
流
の
指
導
を
受
け
て
、
そ
の
よ

う
な
も
の
を
書
い
て
み
た
い
と
い
う
願
望
は
強
か
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ

る
。

　

散
ら
し
形
の
類
を
見
る
と
き
に
重
視
し
た
い
の
は
、
方
形
の
（
扇
面
な
ら

ば
扇
形
の
）
紙
面
に
字
句
を
散
ら
す
と
い
う
行
為
が
、
明
ら
か
に
空
間
構
成

の
美
の
感
覚
を
根
底
に
置
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
が

「
故
実
」
と
し
て
（
つ
ま
り
美
的
評
価
の
埒
外
の
も
の
と
し
て
）
伝
承
・
模
倣
さ

れ
て
い
く
点
で
あ
る
。
入
木
道
の
家
は
、
紙
面
を
美
し
く
構
成
で
き
る
か
ら

こ
れ
を
家
業
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
正
し
い
書
式
で
揮
毫
が
で
き
る
か

ら
こ
れ
を
指
導
す
る
資
格
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
「
雛
形
」
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
歌
が
こ
の

雛
形
に
代
入
さ
れ
て
も
構
わ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
字
句
を
散
ら
す
行
為
は
、

書
く
べ
き
歌
の
内
容
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
て
、
歌
に
応
じ
た
「
表
現
」
と

し
て
の
書
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
思
う
に
、
以
上
の
よ
う
な
「
散
ら
し
形
」

の
性
格
は
、
和
歌
そ
の
も
の
と
は
独
立
し
た
、
権
威
あ
る
「
型
」
そ
の
も
の

の
力
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

実
は
、
そ
の
〝
権
威
あ
る
「
型
」
そ
の
も
の
の
力
〞
を
、
書
の
家
な
ど
が

全
く
想
定
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
意
外
な
形
で
卓
立
さ
せ
た
作
品
が
あ
る

の
で
、
紹
介
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
菅
原
道
真
に
仮
託
さ
れ
た
数
多
い

「
菅
家
御
集
」
の
類
の
う
ち
の
一
種
で
、「
瑠
璃
壺
之
御
詠
歌
百
首
」
と
題
さ

れ
た
道
真
百
首
の
、
さ
ら
に
あ
る
一
種
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
道
真
の

家
集
・
百
首
と
称
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
武
井
和
人
氏
『
中
世
和
歌
の
文
献

学
的
研
究
』（
注（
２
）前
掲
）
に
詳
し
い
検
討
と
、
各
種
伝
本
の
翻
刻
が
備
わ

る
。
い
ま
紹
介
し
た
い
も
の
は
、
武
井
氏
の
分
類
で
は
家
集
の
Ａ
と
い
う
系

統
（
氏
自
身
が
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
家
集
で
は
な
く
百
首
に
分
類
す
べ
き
か
と
思
う

が
）
に
属
す
る
一
本
で
、
武
井
氏
が
こ
の
系
統
の
翻
刻
に
当
っ
て
校
合
本
と

し
て
使
用
さ
れ
た
東
北
大
学
付
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
「
天
神
御
独
吟
」

（
狩
・
四
・
一
〇
七
三
六
‐
一
、
宝
暦
四
年
1754
写
）
で
あ
る
。
武
井
氏
が
翻
刻
の

底
本
と
さ
れ
た
龍
谷
大
学
付
属
図
書
館
写
字
台
文
庫
旧
蔵
本
で
も
恐
ら
く
同

様
か
と
察
せ
ら
れ
る
の
だ
が
、
未
見
な
の
で
狩
野
文
庫
本
に
よ
る
。

　

同
本
は
い
く
つ
か
の
道
真
関
係
資
料
を
合
写
し
て
い
る
が
、
そ
の
二
番
目

が
「
瑠
璃
壺
之
御
詠
歌
百
首
」
で
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
後
半
三
十
首
が
「
瑠

璃
壺
秘
歌
三
十
首
」
と
特
記
さ
れ
、
散
ら
し
書
き
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
（
図
版
②
）。
色
紙
形
の
方
形
の
枠
線
こ
そ
な
い
が
、
明
ら
か
に
散
ら
し
形

の
書
式
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
察
知
さ
れ
よ
う
。
し
か
も
円
形
に

歌
を
書
く
な
ど
、
極
端
な
形
状
の
も
の
も
見
え
る
。
図
版
③
は
三
首
の
歌
が

図版①（同じ本より二箇所）
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書
か
れ
て
い
る
が
、
上
の
二
首
は
奇
妙
な
軌
跡
を
描
い
て
混
ざ
り
合
い
、
異

様
な
図
柄
を
呈
し
て
い
る
。

　

興
味
深
い
の
は
こ
の
百
首
に
付
さ
れ
た
序
文
で
あ
っ
て
、
本
百
首
は
道
真

が
筑
紫
で
詠
ん
だ
百
首
を
瑠
璃
の
壺
に
入
れ
て
秘
蔵
し
た
「
無
尽
経
」
で
あ

る
と
の
由
来
を
述
べ
た
後
で
、
最
後
に
そ
の
末
尾
の
秘
歌
三
十
首
に
つ
い
て

「
信
仰
之
輩
、（
拈
カ
）
拓
香
礼
拝
唱
〔「
者
」
脱
？
〕、
随
志
、　

神
詠
天
感
応
護
、
忽

而
成
諸
願
。
急
々
如
律
令
」
と
結
ぶ
。
ま
た
跋
文
に
は
、
や
は
り
秘
歌
三
十

首
に
つ
い
て
「
詠
歌
を
と
な
ふ
る
と
き
は
、
心
に
天
神
を
あ
が
め
、
か
た
ち

や
す
ら
か
に
し
て
一
首
を
詠
ぜ
ん
人
に
は
、
影
身
に
そ
は
ん
と
の
御
ち
か

ひ
、
春
ひ
こ
よ
く
き
け
り
」（「
春
彦
」
は
道
真
に
付
き
従
っ
た
と
い
う
度
会
神
主

の
名
）
と
類
似
の
こ
と
が
改
め
て
記
さ
れ
る
。

　

文
言
の
内
容
と
言
い
、「
急
々
如
律
令
」
の
文
句
で
留
め
る
こ
と
と
言
い
、

こ
の
秘
歌
部
分
が
呪
歌
と
し
て
の
機
能
を
持
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

だＡ
。
図
版
に
見
る
よ
う
な
特
異
な
散
ら
し
書
き
は
、
当
該
の
和
歌
の
内
容
と

は
関
連
が
な
く
、
こ
の
よ
う
な
形
姿
を
与
え
る
こ
と
自
体
が
、
何
ら
か
の
意

味
で
呪
歌
と
し
て
の
力
を
強
め
る
と
編
者
は
考
え
た
の
に
違
い
な
い
。
こ
こ

で
は
、
散
ら
し
書
き
は
美
的
構
成
で
あ
る
こ
と
を
離
れ
、「
型
の
力
」
そ
の

も
の
を
発
条
と
し
て
、
一
気
に
呪
的
な
も
の
の
領
域
へ
飛
翔
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
呪
符
の
類
は
呪
句
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
・
向
き
に
組
み

合
わ
せ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
種
の
呪
符
を
数
多
く
収
録
す
る
こ

と
で
有
名
な
『
邪
兇
呪
禁
法
則
』
も
江
戸
中
期
に
は
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
貞

図版②

図版④

図版③
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享
元
年
1684
刊
。
↓
図
版
④
。
図
版
は
羽
田
守
快
編
『
江
戸
呪
術
教
本
│
邪
兇
呪
禁
法
則
』

平
18
、
柏
書
房
よ
り
転
載
）。「
瑠
璃
壺
秘
歌
三
十
首
」
に
お
け
る
散
ら
し
形
の

書
式
は
、
呪
符
の
そ
れ
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ

う
。
堂
上
書
流
の
和
歌
手
本
が
、
遠
く
離
れ
た
世
界
へ
〝
越
境
〞
し
て
い
く

さ
ま
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
で
、
本
稿
も
ひ
と
ま
ず
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

注（
１
）　

落
合
博
志
氏
「『
入
木
口
伝
抄
』
に
つ
い
て
│
国
文
学
資
料
と
し
て
の
考
察

│
」（
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
人
文
科
学
編
78
、
平
３
・
２
）。

（
２
）　

懐
紙
書
様
類
に
つ
い
て
は
、
武
井
和
人
氏
『
中
世
和
歌
の
文
献
学
的
研
究
』

（
平
元
、
笠
間
書
院
）
所
収
の
「
一
首
懐
紙
書
式
雑
纂
」
に
詳
し
く
、
さ
ら
に

近
年
は
山
本
啓
介
氏
に
和
歌
会
次
第
書
と
合
わ
せ
て
の
一
連
の
発
掘
整
理
が
あ

る
。

（
３
）　

こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
小
松
茂
美
氏
『
日
本
書
流
全
史　

上
』（
昭
45
、
講

談
社
）
Ⅳ
‐
５
を
参
照
。

（
４
）　

ち
な
み
に
、
歌
会
で
提
出
す
る
懐
紙
の
書
式
は
歌
道
家
の
管
理
事
項
で
あ

り
、
持
明
院
流
伝
書
の
中
に
も
、
二
条
家
や
飛
鳥
井
家
の
懐
紙
書
様
の
伝
書
が

い
く
つ
か
含
ま
れ
る
。
入
木
道
の
家
で
も
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
歌
道
家
の
伝

授
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

（
５
）　

例
え
ば
、
散
ら
し
書
き
で
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の
よ
う
に
散
ら
す
時
、
一
行
目
に
対
し
て
二
行
目
・
三
行
目
な
ど
を
一
行
目
の

「
も
と
草
」
と
呼
ぶ
よ
う
だ
。
こ
の
種
の
散
ら
し
の
様
式
を
「
立
木
」
の
様
と

称
す
る
（
多
く
の
伝
書
に
見
え
る
）
の
で
、
立
ち
木
の
下
の
茂
み
な
ど
に
見
立

て
た
命
名
だ
ろ
う
か
。

（
６
）　

こ
の
項
目
に
違
っ
た
視
点
か
ら
言
及
し
た
先
行
文
献
と
し
て
、
前
述
の
新
井

栄
蔵
氏
『「
書
」
の
秘
伝
』
が
あ
る
（
同
書
154
頁
）。

（
７
）　

勅
撰
集
と
い
う
も
の
の
持
つ
べ
き
内
容
レ
ベ
ル
の
故
実
を
書
き
上
げ
た
も
の

に
、
版
本
系
統
の
愚
秘
抄
末
尾
の
増
補
部
分
が
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
で
例
示
は

で
き
な
い
が
、
配
列
や
巻
頭
歌
、
詞
書
書
様
な
ど
の
故
実
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
妥
当
性
・
有
効
性
に
は
大
い
に
疑
問
が
あ
る
が
、
読
み
比
べ
る
と
「
勅
撰

之
法
」
の
特
質
は
一
層
よ
く
理
解
さ
れ
る
と
思
う
。
な
お
こ
の
部
分
が
独
立
し

た
も
の
に
書
陵
部
蔵
「
後
宇
多
院
勅
撰
口
伝
」、
尊
経
閣
文
庫
蔵
「
口
伝
所
々

抄
出
」
が
あ
る
。

（
８
）　

小
松
英
雄
氏
『
日
本
語
書
記
史
原
論
』（
平
10
、
笠
間
書
院
）
第
三
章
。

（
９
）　

依
田
泰
氏
『
藤
原
定
家
│
古
典
書
写
と
本
歌
取
│
』（
平
18
、
笠
間
書
院
）。

な
お
、
書
記
史
研
究
の
立
場
か
ら
こ
の
種
の
問
題
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
に
、
加

藤
良
徳
氏
「
機
能
面
か
ら
は
説
明
の
つ
か
な
い
異
体
仮
名
の
用
法
に
つ
い
て
│

平
安
時
代
末
に
お
け
る
書
家
の
書
記
テ
ク
ス
ト
を
対
象
に
│
」（
名
古
屋
大
学

国
語
国
文
学
95
、
平
６
・
12
）
が
あ
る
。

（
10
）　

菅
家
御
集
・
百
首
の
類
の
持
つ
呪
歌
性
に
つ
い
て
は
、
小
峯
和
明
氏
編
『
宝

鏡
寺
蔵
『
妙
法
天
神
経
解
釈
』
全
注
釈
と
研
究
」（
平
13
、
笠
間
書
院
）
所
収

の
池
田
潤
子
・
安
原
真
琴
・
渡
辺
麻
里
子
各
氏
の
論
考
な
ど
を
参
照
。

〔
後
記
〕　

貴
重
な
典
籍
の
調
査
・
引
用
・
図
版
掲
載
等
を
御
許
可
下
さ
っ
た
国
文
学

研
究
資
料
館
、
徳
川
陽
子
氏
、
東
北
大
学
付
属
図
書
館
に
、
こ
の
場
を
借
り

て
御
礼
申
し
上
げ
る
。


