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一
、
序

　

仁
和
四
年
（
八
八
八
年
）
か
ら
寛
平
三
年
（
八
九
一
年
）
秋
の
間
に
行
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
『
寛
平
内
裏
菊
合
』
は
、
歌
合
の
源
流
と
し
て
物
合
の
性

質
を
持
ち
、
そ
の
双
方
が
結
合
す
る
過
程
を
示
す
も
の
と
し
て
史
的
な
意
義

が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
に
よ
れ
ば
、「
廿

巻
本
目
録
に
「
左
右
不
読
合
」
と
あ
る
如
く
、
歌
合
の
事
実
は
全
く
な
く
、

む
し
ろ
純
然
た
る
物
合
に
、
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
州
浜
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
を
よ

み
添
え
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
総
体
、
平
安
朝
歌
合

の
最
も
初
期
の
も
の
に
は
、
大
規
模
な
撰
歌
合
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
に
最
も
素
朴
な
形
で
物
合
に
歌
の
付
随
し
て
い
る
の
は
稀
少
な
例
に
属

す
る
。」
と１
評
価
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
物
合
で
あ
る
が
故
に
歌
の
優
劣
は

問
題
と
さ
れ
ず
、「
競
技
の
焦
点
は
完
全
に
菊
の
州
浜
に
あ
っ
た
」
も
の
と

考
え
ら
れ
、
歌
人
や
和
歌
表
現
に
は
あ
ま
り
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、『
万
葉
集
』
に
は
一
首
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
菊
」
と

い
う
素
材
が
、『
懐
風
藻
』
や
勅
撰
三
詩
集
な
ど
の
漢
詩
文
で
は
散
見
さ
れ
、

和
歌
と
し
て
は
平
安
朝
に
な
り
、
桓
武
御
製
の
存
在
を
経
て
、『
古
今
集
』

で
は
十
三
首
の
歌
群２
が
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
歌
群
の
多
く
の
和

歌
が
漢
詩
文
表
現
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
う
ち
四
首
が
こ
の

『
寛
平
内
裏
菊
合
』
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
漢
詩
文
の
素
材
で
あ
っ
た

「
菊
」
を
、
新
規
な
和
歌
の
素
材
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
時
代
背
景
で

行
わ
れ
た
歌
合
と
し
て
、
そ
の
和
歌
表
現
を
考
察
す
る
と
、
既
成
の
和
歌
か

ら
撰
歌
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
州
浜
の
造
形
に
適
合
す
る
よ
う
に
新
作
さ
れ

た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
州
浜
の
造
形
が
制
作
さ
れ
る

た
め
の
典
拠
と
、
表
現
と
の
適
合
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
関
連
性
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、『
寛
平
内
裏
菊
合
』（
以
下
『
菊
合
』）
の

主
と
し
て
歌
人
の
判
明
し
て
い
る
歌
を
端
緒
と
し
て
、
和
歌
表
現
の
素
材
と

な
っ
た
漢
詩
文
の
典
拠
や
そ
の
表
現
展
開
に
つ
い
て
指
摘
を
す
る
こ
と
で
、

歌
人
と
し
て
の
表
現
方
法
・
和
歌
史
的
意
義
を
浮
上
さ
せ
、「
菊
」
と
い
う

素
材
を
対
象
に
し
た
、
単
な
る
物
合
で
は
な
く
歌
合
の
和
歌
表
現
と
し
て
の

再
評
価
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。

　

『
寛
平
内
裏
菊
合
』
の
方
法

─
─ 

和
歌
表
現
の
再
評
価 

─
─

中　

村　

佳　

文
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二
、
左
方
道
真
歌
と
見
立
て

　
『
菊
合
』
の
和
歌
は
、
左
右
そ
れ
ぞ
れ
十
首
ず
つ
合
計
二
十
首
で
あ
る
。

こ
の
中
で
歌
人
が
明
確
な
の
は
、『
古
今
集
』
所
載
に
よ
り
知
り
う
る
三
首

で
、
紀
友
則
・
菅
原
道
真
・
素
性
法
師
の
三
人
で
あ
る
。
こ
の
『
菊
合
』
の

主
催
者
は
宇
多
天
皇
で
あ
り
、
こ
の
三
人
は
道
真
が
漢
詩
文
に
於
い
て
、
友

則
・
素
性
が
和
歌
に
於
い
て
、
様
々
な
制
作
の
場３
に
供
奉
し
た
人
物
で
あ
る
。

と
り
わ
け
道
真
の
『
菊
合
』
前
後
の
動
静
と
し
て
は
、
仁
和
二
年
（
八
八
六
）

よ
り
讃
岐
守
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
が
、
寛
平
二
年
に
帰
京
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
『
菊
合
』
に
道
真
自
身
が
京
に
戻
り
、
歌
を
制
作
・
供
給
し
て
い

る
と
い
う
仮
定
を
も
と
に
し
て
、
実
施
年
代
も
寛
平
二
年
か
三
年
に
限
定
す

る
と
も４
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
道
真
が
漢
詩
文
で
は
な
く
、
和
歌
を
天

皇
主
催
の
行
事
の
場
に
応
じ
て
詠
ん
だ
と
す
る
と
、
そ
の
表
現
方
法
が
漢
詩

文
に
対
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
視
点
も
必
要
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
左
方
道
真
歌
に
注
目
し
、
そ
の
表
現
の
根
拠
を
考
察
し
て
い

く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
は
、
菊
合
の
本
文
を
示
す５
。

左
方
。
占
手
の
菊
は
、
殿
上
童
小
立
君
を
女
に
つ
く
り
て
花
に
面
か
く
さ
せ
て
持

た
せ
た
り
。
今
九
本
は
州
浜
を
つ
く
り
て
植
ゑ
た
り
。
そ
の
州
浜
の
さ
ま
は
思
ひ

や
る
べ
し
。
お
も
し
ろ
き
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
名
を
つ
け
つ
つ
菊
に
は
短
冊
に
て
結

ひ
つ
け
た
り
。

占
手　
　

山
崎
の
水
無
瀬
の
菊

１　

う
ち
つ
け
に
水
無
瀬
は
匂
ひ
ま
さ
れ
る
は
を
り
人
か
ら
か
花
の
つ
ね

か
も嵯

峨
の
大
沢
の
池　
　

こ
れ
よ
り
は
州
浜　
　
　

友
則

２　

一
本
と
思
ひ
し
も
の
を
大
沢
の
池
の
底
に
も
誰
か
植
ゑ
け
む

紫
野
の
菊

３　

名
に
し
お
へ
ば
花
さ
へ
匂
ふ
紫
の
一
本
菊
に
お
け
る
初
霜

大
堰
の
戸
無
瀬
の
菊　
　

銀
を
縒
り
て
滝
に
お
と
し
た
り
。
い
と
高
く
よ

り
落
つ
れ
ど
声
も
せ
ず
。

４　

滝
つ
瀬
は
た
だ
今
日
ば
か
り
音
な
せ
そ
菊
一
花
に
思
ひ
も
ぞ
ま
す

津
の
国
の
田
蓑
の
島　
　

州
浜
に
植
ゑ
た
る
菊
の
し
た
に
女
袖
を
笠
に
着

て
貝
拾
ふ
か
た
し
た
り
。

５　

田
蓑
と
も
い
ま
は
求
め
じ
た
ち
か
へ
り
花
の
雫
に
ぬ
れ
む
と
思
へ
ば

奈
良
の
佐
保
川
の
菊

６　

千
鳥
ゆ
ゑ
佐
保
の
川
べ
を
求
め
来
れ
ば
水
底
霧
り
て
咲
け
る
花
か
も

和
泉
の
深
日
の
浦

７　

け
ふ
け
ふ
と
霜
お
き
ま
さ
る
冬
立
た
ば
花
移
ろ
ふ
と
う
ら
み
に
ゆ
か

む
紀
の
国
の
吹
上
の
浜
の
菊　
　
　
　
　
　
　
　

菅
丞
相

８　

秋
風
の
吹
上
に
た
て
る
白
菊
は
花
か
あ
ら
ぬ
か
波
の
よ
す
る
か

伊
勢
の
網
代
の
浜

９　

磯
に
咲
く
網
代
の
小
菊
汐
間
は
玉
と
ぞ
求
め
む
波
の
下
草

逢
坂
の
関
の
菊

10　

こ
の
花
に
花
尽
き
ぬ
ら
し
関
川
の
た
え
ず
も
見
よ
と
折
れ
る
菊
の
枝

　

左
方
八
番
目
の
道
真
歌
は
、「
紀
の
国
の
吹
上
の
浜
の
菊
」
と
い
う
詞
書

を
造
形
し
た
州
浜
の
菊
に
、
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
吹
上
」
は

紀
伊
国
の
名
所
で
あ
り
、
そ
の
「
吹
き
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
を
活
か
し
て
、

縁
語
と
し
て
風
や
浪
が
詠
み
込
ま
れ
る
歌
が
多
い
。
こ
の
道
真
歌
に
お
い
て
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も
、
上
句
で
「
秋
風
の
吹
上
に
た
て
る
白
菊
は
」
と
し
「
秋
風
が
吹
く
」
と

「
吹
上
」
を
掛
け
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
下
句
で
は
、「
花
か
あ
ら

ぬ
か
波
の
よ
す
る
か
」
と
し
て
「
花
な
の
か
そ
う
で
は
な
い
の
か
波
が
寄
せ

て
い
る
の
か
」
と
い
っ
た
疑
問
の
形
式
で
「
白
菊
」
を
「
浪
」
に
見
立
て６
て

い
る
。
こ
の
「
花
」
を
「
浪
」
に
見
立
て
る
発
想
は
、「
浪
花
」
と
い
う
漢

語
が
道
真
の
漢
詩
文
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
表
現
展
開
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。『
菅
家
文
草７
』
に
三
首
見
ら
れ
る
「
浪
花
」
の

用
例
の
う
ち
、
次
に
示
す
一
八
四
番
の
一
節
は
、
道
真
の
讃
岐
守
赴
任
が
決

定
し
、
任
地
に
向
か
う
船
路
を
想
定
し
、
海
上
で
〈
浪
〉
そ
の
も
の
を
対
象

物
と
し
て
「
南
海
に
咲
く
浪
の
花
」
と
見
立
て
た
表
現
で
あ
る
。

若
出
皇
城
思
此
事　

定
啼
南
海
浪
花
春
（
若
し
皇
城
を
出
で
て
此
事
を
思

は
ば　

定
に
啼
か
む
南
海
浪
花
の
春
）

　

ま
た
、
四
六
七
番
「
海
上
春
意
」
は
、「
蹉
愴
鬢
雪
与
心
灰
」
の
表
現
か
ら
、

老
齢
な
る
道
真
が
海
の
ほ
と
り
で
春
意
を
叙
す
も
の
で
あ
る
。「
鬢
雪
」
と

い
う
比
喩
も
見
ら
れ
、
そ
の
実
際
の
対
象
物
は
「
鬢
」
で
あ
り
、
結
句
に
於

い
て
は
、
山
花
と
相
対
的
に
照
り
映
え
る
「
浪
花
」
を
表
現
す
る
。
こ
れ
も

海
を
想
定
し
た
上
で
〈
浪
〉
を
対
象
物
に
し
て
「
花
」
に
見
立
て
た
表
現
で

あ
る
。蹉

愴
鬢
雪
与
心
灰　

不
覚
春
光
何
処
来　

染
筆
支
頤
閑
計
会　

山
花
遙

向
浪
花
開

（
蹉
愴
た
り
鬢
雪
と
心
灰
と　

覚
え
ず
春
光
何
れ
の
処
よ
り
か
来
た
る　

筆
を
染
め
頤

を
支
へ
て
閑
に
計
会
す　

山
花
遙
に
浪
花
に
向
か
ひ
て
開
く
）

こ
の
詩
二
首
（
一
八
四
・
四
六
七
）
に
於
い
て
「
浪
花
」
と
い
う
語
に
よ
り
表

現
さ
れ
る
対
象
物
は
、〈
浪
〉
に
他
な
ら
ず
、「
海
」
と
い
う
場
を
想
定
し
た

上
で
の
表
現
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
、『
菅
家
文
草
』
一
七
一
番
は
、
そ
の
注
に
拠
れ
ば
、
仁
和
元
年

九
月
、
道
真
が
阿
波
守
平
某
氏
に
随
い
鴨
河
西
の
小
別
荘
で
文
章
生
に
二
十

題
を
出
さ
せ
即
詠
し
た
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。「
水
鷗
」
の
題
に
対
し
て
詠

ん
だ
詩
に
お
い
て
、「
浪
花
」
を
含
む
頸
聯
の
対
句
の
一
方
は
、「
飛
び
て
秋

の
雪
の
落
つ
る
か
と
疑
ふ
」
で
「
鷗
」
を
「
秋
雪
」（
が
落
つ
る
）
か
と
「
疑

ふ
」
と
い
う
見
立
て
表
現
で
あ
る
。
当
該
句
は
、「（
鷗
が
群
れ
）
集
ま
っ
て

水
上
に
浮
か
ん
で
い
る
と
浪
の
花
が
咲
き
匂
っ
て
い
る
こ
と
を
談
る
よ
う

だ
」
と
「
鷗
」
を
「
浪
花
」（
が
匂
ふ
）
か
と
「
談
る
」
と
し
て
、「
浪
花
」

を
〈
白
い
対
象
物
〉
と
し
て
〈
鷗
〉
に
見
立
て
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
前
の
二
例
の
詩
で
は
、
対
象
物
と
し
て
〈
浪
〉
そ
の
も
の

を
表
現
し
て
い
た
が
、
こ
の
詩
で
は
題
に
あ
る
〈
水
鷗
〉
の
見
立
て
に
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
「
浪
花
」
の
語
が
、
本
来
「
浪
」
そ
の
も
の
を

白
く
美
し
い
と
表
現
す
る
美
称
と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
、「
浪
」
を
他
の

対
象
物
に
喩
え
る
方
法
と
し
て
応
用
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即

ち
、「
花
の
よ
う
に
美
し
い
浪
」
と
い
う
比
喩
表
現
を
、「
浪
の
よ
う
な
〈
白

い
対
象
物
〉
花
」
に
応
用
す
る
方
法
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
前
に
詩

文
の
対
象
と
な
る
題
が
設
定
さ
れ
、
自
然
景
を
基
調
に
し
な
い
観
念
的
な
詩

文
制
作
を
要
求
さ
れ
る
場
に
於
い
て
、
道
真
が
こ
の
よ
う
な
詩
を
即
詠
し
て

い
る
と
い
う
状
況
は
注
意
さ
れ
よ
う
。

双
鷗
天
性
静　
　

況
遇
得
心
人　
　

逐
歩
高
低
至　
　

尋
声
向
背
馴

飛
疑
秋
雪
落　
　

集
談
浪
花
匂　
　

殊
恨
秋
天
暮　
　

相
離
不
敢
親

（
双
鷗
天
性
静
か
な
り　

況
む
や
心
得
た
る
人
に
遇
は
む
や　

歩
び
に
逐
ひ
て
高
く
も

低
く
も
至
る　

声
を
尋
ね
て
向
に
も
背
に
も
馴
れ
た
り　

飛
び
て
秋
の
雪
の
落
つ
る
か
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と
疑
ふ　

集
り
て
浪
の
花
の
匂
ふ
こ
と
を
談
ら
ふ　

殊
に
恨
む
ら
く
は
秋
天
の
暮
に　

相
離
れ
て
敢
へ
て
親
し
ま
ざ
る
こ
と
を
）（『
菅
家
文
草
』「
水
鷗
」
巻
第
二　

一
七
一
）

　

以
上
の
三
例
の
う
ち
一
七
一
番
、
一
八
四
番
、
二
首
の
制
作
年
代
は
、
道

真
が
讃
岐
守
赴
任
の
直
前
で
あ
り
、
菊
合
の
成
立
時
期
以
前
に
制
作
さ
れ
た

詩
文
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
浪
花
」
は
詩
語
と
し
て
、
決
し
て
道
真
の
造
語
で
は
な
く
、
次

に
示
す
よ
う
に
、
李
白
や
杜
甫
を
始
め
、
劉
禹
錫
や
白
居
易８
の
詩
文
に
も
見

る
こ
と
が
で
き
、
全
唐
詩
に
は
少
な
く
と
も
三
十
例
を
検
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
　

李
白　
　
「
天
門
山
」　　
　
　
　
　

 
岸
映w

松
色
寒q　

石
分w

浪
花
碎q

　
　

杜
甫　
　
「
望
兜
率
寺
」　　
　
　
　

霏
霏
雲
気
重　

閃
閃
浪
花
翻

　
　

劉
禹
錫　
「
雑
曲
歌
辞　

浪
淘
沙
」　 

無p
端w
陌
上q

狂
風
急　

驚w

︲
起

鴛
鴦q
出w
浪
花q

　
　

白
居
易　
「
江
楼
晩
眺
景
物
鮮
奇
吟
玩
成
篇
寄
水
部
張
員
外
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

風
翻w

白
浪q

花
千
片　

雁
点w

青

天q

字
一
行

　

こ
こ
に
列
挙
し
た
も
の
を
典
型
的
な
用
例
と
し
て
、
中
国
詩
文
に
お
け
る

「
浪
花
」
も
、
そ
の
表
現
さ
れ
る
対
象
物
は
〈
浪
〉
で
あ
り
、「
花
」
で
は
な

い
。
同
様
に
道
真
詩
に
お
い
て
も
、「
海
」
を
想
定
し
た
詩
作
の
場
合
、
基

本
的
に
中
国
詩
文
と
同
様
に
〈
浪
〉
を
「
白
く
美
し
い
も
の
」
と
表
現
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
詩
作
の
対
象
物
が
限
定
的
に
事
前
に
題
と
し
て
設
定
さ
れ

た
詩
文
で
、「
浪
花
」
が
使
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、「
浪
」
そ
の
も
の

で
は
な
く
、
設
定
さ
れ
た
対
象
物
の
比
喩
と
し
て
機
能
す
る
表
現
展
開
と
み

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。『
菊
合
』
に
お
い
て
も
、
州
浜
に
提
示
さ
れ
た
「
菊
」

を
詠
歌
の
対
象
と
す
る
前
提
が
あ
る
上
で
、「
吹
上
浜
」
と
い
う
「
浪
」
が

想
定
さ
れ
る
状
況
を
人
工
的
に
造
形
し
た
が
ゆ
え
に
、〈
菊
〉
を
「
花
」
か

「
浪
」
か
と
疑
問
形
式
で
見
立
て
た
歌
と
い
っ
て
よ
い
。

　
『
菊
合
』
で
は
、
続
く
左
方
九
番
の
歌
も
、
網
代
の
浜
の
「
菊
」
を
対
象

と
し
て
の
表
現
で
あ
り
、「
玉
と
ぞ
求
め
む
波
の
下
草
」
か
ら
〈
白
菊
〉
を

「
浪
」
に
見
立
て
る
発
想
を
、
言
語
的
想
像
上
に
展
開
し
た
歌
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
道
真
歌
以
外
で
唯
一
歌
人
が
明
確
な
、
左
方
二

番
の
友
則
歌
は
、「
大
沢
の
池
」
の
池
底
に
映
る
「
菊
」
の
影
を
表
現
し
た

歌
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
「
花
」
と
「
水
底
」
と
い
う
関
連
と
類
似
す
る
発
想
の
先
蹤
と
し

て
は
、『
万
葉
集９
』
巻
十
九
・
四
一
九
九
番
・
大
伴
家
持
の
「
藤
波
の　

影

な
す
海
の　

底
清
み　

沈
く
石
を
も　

玉
と
そ
我
が
見
る
」
と
い
う
歌
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
歌
は
「
藤
波
が
影
を
映
す
海
底
に
沈
む
石
を

玉
と
見
る
」
と
い
う
発
想
の
歌
で
、
菊
池
威
雄
氏
に
よ
れ
ば
、「『
万
葉
集
』

中
に
「
藤
」
を
詠
ん
だ
歌
は
枕
詞
を
除
い
て
二
二
首
、
そ
の
う
ち
家
持
が
長

短
歌
あ
わ
せ
て
八
首
を
占
め
る
。」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
そ
の
形
状
か
ら
「
遠

望
し
て
も
一
房
を
手
に
と
っ
て
も
藤
波
と
い
う
言
い
方
は
ふ
さ
わ
し
く
」
と

し
、
家
持
以
前
か
ら
歌
語
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の

上
で
家
持
の
「
独
創
性
」
と
し
て
、「
花
」
と
「
石
」
を
「
玉
」
と
す
る
見

立
て
を
「
二
つ
の
類
型
を
結
び
つ
け
、
イ
メ
ー
ジ
の
立
体
化
を
図
っ
た
。」

と
し
、「
両
者
を
統
合
し
た
の
が
藤
の
紫
で
あ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
家
持
歌
の
「
藤
と
水
の
モ
チ
ー
フ
」
を
万
葉
で
の
唯
一
の
用
例
と
し

て
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
るＡ
と
述
べ
て
い
る
。

　

季
節
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、『
万
葉
集
』
巻
十
・
一
九
四
四
番
、
夏
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の
雑
歌
と
し
て
「
藤
波
の　

散
ら
ま
く
惜
し
み　

ほ
と
と
ぎ
す　

今
城
の
岡

を　

鳴
き
て
越
ゆ
な
り
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
藤
波
」
を
春
の
終

わ
り
の
花
と
し
て
散
る
こ
と
を
惜
し
み
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
到
来
に
よ
り
夏
を

実
感
す
る
歌
が
あ
る
。
春
と
対
照
的
な
秋
の
歌
に
は
、「
紅
葉
」
を
素
材
と

す
る
も
の
は
多
く
見
ら
れ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
万
葉
集
』
に
は
「
菊
」

が
詠
ま
れ
た
歌
は
皆
無
で
あ
る
。「
藤
波
」
の
語
は
、
一
首
の
歌
に
お
け
る

発
想
と
い
う
よ
り
も
、「
藤
」
を
形
状
的
に
類
似
す
る
「
波
」
と
組
み
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
歌
語
と
し
て
定
着
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
実
際

の
「
海
」
等
と
関
連
を
詠
む
家
持
歌
な
ど
は
独
創
的
な
存
在
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

　

抑
も
、
見
立
て
表
現
を
『
万
葉
集
』
に
於
い
て
考
え
れ
ば
、「
波
」
と
「
花
」

と
に
関
係
す
る
表
現
は
、「
藤
波
」
以
外
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え

ば
、
巻
六
・
九
〇
九
番
、
養
老
七
年
吉
野
行
幸
に
お
け
る
笠
金
村
の
歌
に
は
、

「
山
高
み　

白
木
綿
花
に　

落
ち
激
つ　

滝
の
河
内
は　

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か

も
」
と
あ
る
よ
う
に
、
滝
の
「
波
」
立
つ
吉
野
宮
滝
の
情
景
を
「
白
木
綿
花
」

に
見
立
て
た
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
あ
く
ま
で
詠
歌
の
対
象
物
は
「
滝
」

で
あ
り
、
眼
前
の
実
景
で
あ
る
「
滝
」
を
「
白
木
綿
花
に
落
ち
た
ぎ
つ
」
と

い
う
表
現
に
よ
り
、「
神
聖
な
る
も
の
」
と
捉
え
て
讃
美
す
る
歌Ｂ
と
さ
れ
て

い
る
。「
白
木
綿
花
」
を
「
浪
」
に
見
立
て
た
と
い
う
点
で
は
、巻
十
三
雑
歌
・

三
二
三
八
番
に
「
逢
坂
を　

う
ち
出
で
て
見
れ
ば　

近
江
の
海　

白
木
綿
花

に　

波
立
ち
渡
る
」
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
更
に
は
、
巻

三
・
三
〇
六
番
、
養
老
二
年
伊
勢
行
幸
の
際
の
安
貴
王
の
歌
に
は
、「
伊
勢

の
海
の　

沖
つ
白
波　

花
に
も
が　

包
み
て
妹
が　

家
づ
と
に
せ
む
」
と
あ

り
、
こ
の
歌
を
「
旅
先
に
お
け
る
家
郷
へ
の
恋
情
を
、
旅
先
の
勝
景
で
あ
る

「
白
波
」
を
素
材
と
し
て
歌
う
方
法
」
と
捉
え
、
安
貴
王
か
ら
笠
金
村
に
わ

た
り
「
行
幸
従
駕
歌
に
お
い
て
歌
い
継
が
れ
た
発
想
」
で
あ
る
と
し
、「
大

和
の
地
に
住
む
人
々
に
と
っ
て
、
波
が
一
般
に
旅
に
お
い
て
し
か
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
さ
れ
て
よ
い
」
と
す
る
垣
見
修
司

氏
の
論Ｃ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
旅
の
実
景
と
し
て
の
「
波
」
を
「
花
」
と
関
連

づ
け
る
こ
と
が
、
既
に
『
万
葉
集
』
に
も
詠
歌
方
法
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と

が
覗
え
る
。あ
く
ま
で
万
葉
歌
は
、い
ず
れ
も
実
景
と
し
て
の
「
滝
」
や
「
浪
」

を
対
象
物
と
し
て
表
現
さ
れ
た
歌
で
あ
り
、
行
幸
な
ど
に
よ
る
特
別
な
旅
と

い
う
状
況
下
で
「
波
」
を
表
現
す
る
こ
と
に
歌
の
主
眼
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
『
菊
合
』
左
方
の
和
歌
は
、〈
白
菊
〉
の
比
喩
的
な
表
現
方
法
と
し
て
、「
浪
」

や
「
池
底
に
映
る
菊
」
が
用
い
ら
れ
る
が
、
他
の
歌
で
も
、「
霜
」「
霧
」「
雫
」

「
滝
」「
川
」
な
ど
、
水
が
白
く
変
化
し
た
も
の
を
〈
白
菊
〉
の
見
立
て
と
し

て
い
る
。
和
歌
史
的
に
見
れ
ば
『
万
葉
集
』
に
於
い
て
、
そ
の
形
状
の
特
異

性
か
ら
「
藤
」
の
花
を
「
波
」
に
見
立
て
た
「
藤
波
」
と
い
う
歌
語
が
散
見

さ
れ
る
こ
と
や
、
実
景
と
し
て
の
「
滝
」
を
「
白
木
綿
花
」
に
見
立
て
た
歌

を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
見
立
て
自
体
が
、『
万
葉
集
』
以
来
の
和

歌
表
現
の
一
方
法
と
し
て
そ
の
根
底
に
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
れ
を
背
景
に
持
ち
な
が
ら
も
、
和
歌
の
素
材
と
し
て
は
新
規
な
「
菊
」

を
対
象
物
と
し
て
、
そ
の
見
立
て
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
素
材
の
発
見
を
求

め
た
作
歌
活
動
が
、
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即

ち
、
実
景
で
は
な
く
人
工
的
に
造
形
さ
れ
た
自
然
を
対
象
物
と
し
て
、
そ
の

自
然
に
必
然
性
を
も
た
ら
す
た
め
に
模
擬
的
な
名
所
を
配
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

詠
歌
対
象
は
「
菊
」
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
「
場
」
に
お
い
て
、
新
た
な
見

立
て
の
醸
成
が
行
わ
れ
、
従
来
、
あ
ま
り
制
作
さ
れ
な
か
っ
た
「
菊
」
の
和
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歌
に
、
様
々
な
詠
歌
方
法
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
を
模
索
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
左
方
の
和
歌
表
現
は
、『
万
葉
』
以
来
の
和
歌
的
伝
統
と
漢
詩

文
素
材
で
あ
っ
た
「
菊
」
の
融
合
と
い
う
、
同
時
代
の
要
請Ｄ
に
応
え
た
も
の

と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
、
右
方
友
則
・
素
性
歌
と
漢
籍
故
事

　

前
項
で
考
察
し
た
左
方
は
、
州
浜
の
菊
に
対
し
て
見
立
て
と
名
所
を
取
り

合
わ
せ
た
歌
が
並
ぶ
の
に
対
し
て
、
右
方
の
友
則
・
素
性
の
歌
は
、「
菊
」

に
関
す
る
漢
籍
故
事
を
素
材
と
し
た
和
歌
と
な
っ
て
い
る
。
菊
に
関
す
る
故

事
は
、
外
来
の
花
で
あ
る
こ
と
か
ら
主
と
し
て
漢
籍
故
事
で
あ
り
、
嵯
峨
朝

の
勅
撰
漢
詩
集
に
所
載
さ
れ
る
詩
文
に
現
れ
、
そ
の
後
、
日
本
漢
詩
文
に
定

着
し
て
き
た
表
現
で
あ
る
。
ま
ず
は
歌
合
本
文
を
示
す
。

右
方
。
こ
れ
も
殿
上
童
藤
原
の
繁
時
阿
波
守
弘
蔭
が
息
、
か
く
て
菊
ど
も
生
ほ
す

べ
き
州
浜
を
い
と
大
き
に
つ
く
り
て
一
つ
に
植
ゑ
た
れ
ば
、
持
て
出
づ
る
に
所
狭

け
れ
ば
、
お
し
あ
は
せ
て
は
一
つ
に
な
る
べ
く
構
へ
て
、
割
り
て
輪
を
つ
け
て
一

度
に
お
し
あ
は
せ
て
出
だ
さ
む
と
か
ま
へ
た
る
を
、
左
の
方
の
一
本
づ
つ
出
だ
す

に
お
ど
ろ
き
て
た
び
た
び
に
出
だ
し
け
れ
ば
、
合
は
せ
は
て
た
れ
ば
い
と
お
も
し

ろ
き
と
こ
ろ
一
つ
な
れ
ど
、
合
は
す
る
ほ
ど
は
割
り
て
い
と
片
は
な
り
。
占
手
の

歌
本
文
に
あ
る
こ
と
ど
も
と
な
り
。

11　

山
ふ
か
く
入
り
に
し
身
を
ぞ
い
た
づ
ら
に
菊
の
匂
ひ
に
憩
へ
来
に
け

る

12　

飲
む
か
ら
に
親
子
の
中
も
わ
か
れ
ず
と
き
く
た
に
水
を
ひ
き
て
流
せ

り

13　

今
は
と
て
車
か
け
て
し
庭
な
れ
ば
匂
ふ
草
葉
も
生
ひ
し
げ
り
け
り

14 　

す
め
ら
ぎ
の
万
代
ま
で
し
ま
せ
か
ら
は
給
ひ
し
種
を
植
ゑ
し
菊
な
り

15　

菊
の
水
齢
を
延
べ
ず
あ
ら
ま
せ
ば
さ
と
も
あ
ら
さ
で
今
日
あ
は
ま
し

や

16　

か
く
ば
か
り
雲
の
上
高
く
の
ぼ
れ
れ
ば
駆
け
る
鳥
だ
に
あ
ら
じ
と
ぞ

思
ふ仙

宮
に
菊
を
わ
け
て
人
の
い
た
れ
る
を
よ
め
る
。　
　
　

素
性
法
師

17　

濡
れ
て
干
す
山
路
の
菊
の
露
の
ま
に
い
つ
か
千
歳
を
わ
れ
は
経
に
け

む

18　

秋
果
て
て
冬
は
と
な
り
に
な
り
ぬ
と
て
飽
か
ね
ば
菊
を
匂
ひ
く
は
ふ

る

19　

万
代
を
菊
の
種
と
や
蒔
き
そ
め
て
花
み
る
毎
に
い
の
り
来
に
け
む

菊
の
花
の
も
と
に
て
人
を
ま
て
る
か
た
を
よ
め
る
。　
　

友
則

20　

花
見
つ
つ
人
ま
つ
と
き
は
白
栲
の
袖
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る

　

本
朝
漢
詩
文
に
お
い
て
「
菊
」
が
素
材
と
な
る
の
は
、
や
は
り
重
陽
宴
に

お
け
る
詩
で
あ
り
、『
凌
雲
集
』
嵯
峨
天
皇
を
初
出
と
し
て
散
見
さ
れ
る
。

　
「
九
月
九
日
於w

神
泉
苑a

宴w

群
臣a

各
賦w

一
物q

得w

秋
菊q

」

旻
商
季
序
重
陽
節　

菊
爲w

開
花q

宴w

千
官q　

蘂
耐w

朝
風q

今
日
笑　
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栄
霑w

夕
露q

此
時
寒　

把
盈w

玉
手q

流p

香
遠　

摘
入w

金
杯q

辨p

色
難　

聞
道
仙
人
好
所p

服　

対p

之
延p

寿
動p

心
看

（
旻
商
の
季
序　

重
陽
の
節　

菊
を
開
花
せ
む
が
為
に
千
官
を
宴
す　

蘂
は
朝

風
に
耐
へ
て
今
日
笑
む　

栄
は
夕
露
に
霑
ひ
て
此
時
寒
し　

把
り
て
玉
手
に
盈

て
て
は
香
を
流
ふ
る
こ
と
遠
し　

摘
み
て
金
杯
に
入
る
れ
ば
色
を
辨
く
こ
と
難

し　

聞
道
く
仙
人
好
み
て
服
す
る
所
ぞ　

之
に
対
ひ
て
寿
を
延
べ
む
と
心
を
動

か
し
て
看
る
）

　

こ
の
詩
の
中
に
は
、「
把
盈
玉
手
」
の
語
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
『
藝
文

類
聚
』
九
月
九
日
の
項
「
陶
潜
の
故
事
」
を
典
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
内

容
は
、
陶
潜
が
九
月
九
日
に
酒
が
無
く
、
自
宅
近
く
で
菊
を
摘
ん
で
い
る
と
、

白
衣
の
使
い
王
弘
が
現
れ
て
酒
を
贈
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

続
晉
陽
集
曰
、陶
潜
嘗
九
月
九
日
無p

酒
。宅
辺
菊
叢
中
、摘p

菊
盈p

把
。

坐w

其
側q

久
、
望
見
白
衣
至
。
乃
王
弘
送p
酒
也
。
即
便
就p

酌
酔
而
後

帰
。

（
続
晉
陽
集
に
曰
は
く
、
陶
潜
嘗
て
九
月
九
日
に
酒
無
く
、
宅
辺
に
あ
る
菊
叢

の
中
、
菊
を
摘
み
把
る
を
盈
つ
。
其
の
側
に
坐
す
る
こ
と
久
し
く
し
て
、
望
み

見
れ
ば
白
衣
至
る
。
乃
ち
王
弘
酒
を
送
る
な
り
。
即
便
ち
酌
み
就
へ
て
酔
ひ
て

後
に
帰
る
。）

　

二
十
番
の
友
則
歌
は
、
陶
潜
の
立
場
か
ら
「
花
」
を
見
て
「
人
を
待
つ
」

時
は
、
白
菊
の
花
が
「
白
栲
の
袖
」
か
と
見
間
違
う
ほ
ど
だ
と
解
釈
で
き
、

こ
の
漢
籍
故
事
を
ふ
ま
え
な
け
れ
ば
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
陶
潜
の

故
事
」
が
、
菊
花
の
故
事
と
し
て
和
歌
表
現
に
翻
案
さ
れ
た
例
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
前
掲
、
嵯
峨
天
皇
の
詩
文
に
も
見
え
る
「
延
寿
」
も
菊
花
の
故

事
と
し
て
頻
出
す
る
が
、
よ
り
故
事
と
し
て
の
具
体
性
を
帯
び
て
定
着
し
て

き
た
も
の
と
し
て
、「
壊
県
菊
水
の
故
事
」
が
あ
る
。
こ
の
故
事
の
日
本
漢

詩
文
に
お
け
る
初
出
は
、『
経
国
集
』
に
見
え
る
嵯
峨
天
皇
に
応
製
し
た
滋

野
善
永
の
「
雑
言
。九
日
菊
花
篇
応
製
一
首
」
の
一
節
で
あ
り
、『
藝
文
類
聚
』

が
典
拠
と
さ
れ
るＥ
。

盈
把
□
随
陶
元
亮
。
登
高
欲p

訪
費
長
房
。
眈p

英
閑
作
湘
南
客
。
飲p

水
延p

年
壊
北
郷
。

（
盈
把
随
は
む
と
す
陶
元
亮
。
登
高
訪
は
む
と
す
費
長
房
。
英
を
眈
ら
ひ
閑
か

に
作
る
湘
南
の
客
。
水
を
飲
み
年
を
延
ぶ
壊
北
の
郷
。）

＊
『
藝
文
類
聚
』
巻
八
十
一
・
菊 

及
び 

『
初
学
記
』
巻
二
十
七
・
寶

器
部
・
菊

風
俗
通
曰
、南
陽
壊
県
、有w

甘
谷a

谷
水
甘
美
、云w

其
山
上
大
有o

菊
。

水
従w

山
上q

流
下
。
得w

其
滋
液a

谷
中
有w

三
十
余
家a

不w

復
穿o

井
。
悉
飲w

此
水a

上
寿
百
二
三
十
。
中
百
余
、
下
七
八
十
者
。
名p

之

大
夭
、
菊
華
軽p

身
益p

気
故
也
。

（
風
俗
通
に
曰
は
く
、
南
陽
壊
県
、
甘
谷
有
り
、
谷
水
甘
美
に
し
て
、
其
山
上

大
い
に
菊
有
り
と
云
ふ
。
水
山
上
よ
り
流
れ
下
る
。
其
の
滋
液
を
得
る
こ
と
、

谷
中
三
十
余
家
有
り
、
復
た
井
を
穿
ち
ず
。
悉
く
此
の
水
を
飲
む
、
上
寿
は
百

二
三
十
。
中
は
百
余
、
下
は
七
八
十
者
。
之
を
名
づ
け
て
大
夭
と
し
、
菊
華
身

を
軽
く
し
て
気
を
益
す
る
故
な
り
。）

　

南
陽
壊
県
の
谷
の
水
は
美
味
く
、
菊
花
が
あ
る
山
上
か
ら
流
れ
出
て
く

る
。
こ
の
谷
に
あ
る
家
々
で
は
井
戸
を
掘
る
こ
と
も
な
く
、
こ
の
水
を
飲
ん

で
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
か
な
り
長
寿
な
人
々
が
居
る
と
い
う
故
事
で
あ
る
。

十
一
番
の
「
山
ふ
か
く
入
り
に
し
」
や
、
十
六
番
の
「
雲
の
上
高
く
の
ぼ
れ

れ
ば
」
と
い
う
表
現
は
、
壊
県
の
山
上
を
想
起
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
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十
二
番
・
十
五
番
は
「
菊
の
水
」
を
直
接
和
歌
に
表
現
し
て
お
り
、
そ
れ
に

よ
り
「
齢
を
延
べ
」
る
こ
と
が
関
連
づ
け
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
漢
籍
故
事
は
、
前
述
し
て
き
た
よ
う
に
嵯
峨
朝
の
勅
撰
漢
詩
文

集
か
ら
定
着
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
菊
合
と
同
時
代
の
漢
詩

文
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。例
え
ば
、道
真
が
十
六
歳
の
時
に
制
作
し
た
「
残

菊
詩
」
に
も
「
已
謝
陶
家
酒　

将
隨
壊
水
流
（
已
に
陶
家
の
酒
を
謝
せ
り　

将

に
壊
水
の
流
れ
に
隨
は
む
）」（『
菅
家
文
草
』
巻
第
一
・
三
）
と
「
陶
潜
」「
壊
県
」

の
故
事
が
対
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
紀
長
谷
雄
の
詩
序
「
九
日
侍
宴
観

賜
群
臣
菊
花
応
製
」
に
も
「
眈w
落
英q

者
養w

其
生q　

飲w

滋
液q

者
却w

其

老q　

故
谷
水
洗p

花　

汲w

下
流q
而
得w
上
寿q

者
三
十
余
家　

地
脈
和p

味　

眈w

日
精q

而
駐w

年
顔q

者
五
百
箇
歳
（
落
英
を
眈
む
者
は
其
の
生
を
養
ふ　

滋
液

を
飲
む
者
は
其
の
老
を
却
く　

故
に
谷
水
花
を
洗
ふ　

下
流
を
汲
み
て
上
寿
を
得
る
者

は
三
十
余
家　

地
脈
味
に
和
す　

日
精
を
眈
み
て
年
顔
を
駐
む
る
者
は
五
百
箇
歳
）」

（『
本
朝
文
粋
』
巻
第
十
一
・
詩
序
四
・
草
）
と
「
壊
県
」
の
故
事
が
見
え
て
お
り
、

重
陽
の
折
な
ど
に
菊
花
を
漢
詩
文
に
表
現
す
る
場
合
の
典
故
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
十
七
番
素
性
歌
は
、「
王
質
の
故
事
」
を
典
故
と
し
て
表
現
し
た
も

の
で
あ
る
。
信
安
郡
石
室
山
で
、
王
質
が
木
を
切
り
に
は
い
る
と
、
童
子
が

囲
碁
を
う
ち
、
歌
を
歌
っ
て
い
る
。
そ
の
童
子
か
ら
与
え
ら
れ
た
実
を
王
質

が
服
用
す
る
と
、
空
腹
を
感
じ
な
く
な
る
と
言
う
。
そ
の
後
、
王
質
が
童
子

に
言
わ
れ
気
づ
い
て
み
る
と
、
自
分
の
斧
が
朽
ち
る
ほ
ど
時
間
が
た
っ
て
お

り
、
帰
っ
て
み
た
ら
誰
も
そ
の
時
代
に
お
い
て
、
王
質
が
知
っ
て
い
る
人
は

い
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

信
安
郡
石
室
山
、
晉
時
、
王
質
伐p

木
至
、
見w

童
子
数
人
碁
而
歌z

質

因p

聴p

之
、
童
子
以w

一
物q

与p

質
、
如w

棗
核z

質
含p

之
不p

覚w

飢

餓z

童
子
謂
曰
、
何
不p

去
。
質
起
視w

斧
尨q

尽
猛
。
既
帰
、
無w

復
時

人z

（『
述
異
記
』
上
（
叢
書
集
成
初
編
））

（
信
安
郡
石
室
山
に
、
晉
時
、
王
質
木
を
伐
る
に
至
る
に
、
童
子
數
人
碁
を
し

て
歌
う
の
を
見
る
。
質
之
を
聴
く
に
因
り
て
、
童
子
一
物
を
以
て
質
に
与
ふ
る

も
の
、
棗
核
の
ご
と
し
。
質
之
を
含
み
飢
餓
を
覚
え
ず
。
童
子
謂
ひ
て
曰
は
く
、

何
ぞ
去
ら
ざ
る
。
質
起
き
て
斧
尨
を
視
る
に
尽
く
猛
る
。
既
に
し
て
帰
る
、
復

た
時
人
無
し
。）

　

こ
の
故
事
は
、
次
に
挙
げ
る
『
古
今
集
』（
雑
下
・
九
九
一
）
所
載
で
『
友

則
集Ｆ
』
に
見
ら
れ
る
歌
に
「
碁
打
ち
な
ど
し
け
る
人
の
許
に
」
と
い
う
詞
書

を
伴
い
友
情
を
詠
む
歌
に
典
故
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
京
に
の
ぼ
り

て
」
と
詞
書
に
あ
る
よ
う
に
、
友
則
に
と
っ
て
「
ふ
る
さ
と
」
で
あ
る
は
ず

の
京
を
「
み
し
ご
と
も
あ
ら
ず
」
と
し
、
む
し
ろ
「
筑
紫
に
あ
り
し
時
」
に

「
斧
の
柄
の
朽
ち
し
」
ま
で
長
い
時
間
、
碁
を
共
に
興
じ
た
馴
染
み
深
い
人

が
「
恋
し
か
り
け
る
」
と
い
う
歌
で
あ
る
。「
王
質
の
故
事
」
を
自
己
の
「
京

─
筑
紫
」
を
往
還
し
た
体
験
に
沿
い
、
和
歌
と
し
て
再
構
成
し
た
方
法
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
和
歌
と
し
て
一
首
の
独
立
性
に
は
乏

し
く
、
故
事
の
内
容
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
解
釈
が
困
難
で
あ
り
、
漢
籍

故
事
に
依
存
し
た
和
歌
表
現
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

筑
紫
に
あ
り
し
時
、
碁
打
ち
な
ど
し
け
る
人
の
も
と
に
、
京
に
の
ぼ
り
て

や
り
け
る

ふ
る
さ
と
は
み
し
ご
と
も
あ
ら
ず
斧
の
柄
の
朽
ち
し
所
ぞ
恋
し
か
り
け

る
（『
友
則
集
』
五
八
）

　

ま
た
、『
伊
勢
集
』
一
七
三
番
の
屏
風
歌
と
見
ら
れ
る
詞
書
を
持
つ
歌
に
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続
く
一
七
四
番
歌
の
詞
書
に
、「
碁
う
ち
た
る
に
」
と
す
る
和
歌
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
同
時
代
に
こ
の
故
事
が
屏
風
絵
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
想

定
で
き
る
だ
ろ
う
。
素
性
の
和
歌
の
詠
法
と
い
う
観
点
で
見
れ
ば
、
屏
風
絵

を
素
材
と
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
内
容
の
想
像
的
展
開
を
表
現
し
て
い
く
と

い
う
点
を
、
稿
者
は
以
前
に
指
摘Ｇ
し
た
こ
と
が
あ
る
。
屏
風
絵
を
一
場
面
と

し
て
画
中
の
景
物
を
基
点
と
し
て
、
そ
の
前
後
に
敷
衍
す
る
時
間
的
空
間
的

な
素
材
を
一
首
に
表
現
す
る
方
法
で
あ
る
。

屏
風
に

終
夜
物
お
も
ひ
た
る
女
つ
ら
づ
ゑ
を
つ
き
て
な
が
む
る
に

よ
も
す
が
ら
物
お
も
ふ
と
き
の
つ
ら
づ
ゑ
は
か
ひ
な
た
ゆ
さ
も
し
ら
ず

ぞ
有
り
け
る
（『
伊
勢
集
』
一
七
三
）

碁
う
ち
た
る
に

斧
の
柄
の
朽
つ
ば
か
り
に
は
あ
ら
ね
ど
も
か
へ
り
み
だ
に
も
み
る
人
の

な
さ
（
同
・
一
七
四
）

　

こ
の
よ
う
に
、
右
方
の
和
歌
は
、
嵯
峨
朝
以
来
の
日
本
漢
詩
文
に
定
着
し

て
き
た
菊
花
の
漢
籍
故
事
の
断
片
を
翻
訳
的
に
表
現
し
て
お
り
、
故
事
の
内

容
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
和
歌
の
解
釈
が
十
分
に
は
し
難
い
表
現
と

な
っ
て
い
る
。
歌
合
の
詞
書
に
も
「
州
浜
を
い
と
大
き
に
つ
く
り
て
一
つ
に

植
ゑ
た
れ
ば
」
と
あ
り
、
漢
籍
故
事
の
集
合
体
と
し
て
様
々
な
状
況
を
造
形

し
た
大
き
な
州
浜
を
一
つ
制
作
し
、
州
浜
が
大
き
過
ぎ
る
た
め
に
「
割
り
て

輪
を
つ
け
て
一
度
に
お
し
あ
は
せ
て
出
だ
さ
む
と
か
ま
へ
た
る
を
」
と
表
現

さ
れ
て
い
る
。こ
れ
に
対
し
て
左
方
が
、一
本
ず
つ
出
し
て
く
る
こ
と
に
「
お

ど
ろ
き
て
」
小
分
け
に
出
し
た
の
で
、
大
き
な
故
事
の
集
合
体
と
し
て
趣
向

を
凝
ら
し
て
い
た
は
ず
の
州
浜
な
の
で
、「
合
は
す
る
ほ
ど
は
割
り
て
い
と

片
は
な
り
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
分
割
す
る
こ
と
で
断
片
的
な
中

途
半
端
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際

に
、
右
方
の
和
歌
表
現
を
見
て
も
、
一
首
一
首
の
表
現
の
み
で
は
、
十
分
な

独
立
性
を
以
て
解
釈
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
漢
籍
故
事
に
含
ま
れ
る

様
々
な
局
面
や
事
象
を
、
詠
歌
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
前
提
が
不
可
欠
に

な
る
と
い
え
る
。
中
国
詩
文
に
典
拠
を
求
め
て
き
た
嵯
峨
朝
の
勅
撰
三
詩
集

所
載
の
日
本
漢
詩
文
以
来
、
権
威
的
に
定
着
し
た
漢
籍
故
事
を
、
翻
案
と
し

て
和
歌
に
す
る
方
法
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
意
味
で
、『
友
則
集
』
の
歌
と
し
て
示
し
た
よ
う
に
、
故
事
と

し
て
共
有
さ
れ
た
内
容
を
自
己
の
状
況
に
置
き
換
え
た
方
法
。
ま
た
『
伊
勢

集
』
の
歌
と
し
て
示
し
た
、
屏
風
絵
に
示
さ
れ
た
漢
籍
故
事
を
素
材
と
し
て

詠
歌
対
象
と
す
る
方
法
に
通
ず
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し

た
方
法
は
、
翻
案
と
し
て
の
要
素
が
強
く
、
左
方
の
よ
う
に
「
名
所
」「
修

辞
技
巧
」「
見
立
て
」
を
駆
使
し
た
表
現
方
法
の
構
築
と
比
較
す
る
と
、
単

純
か
つ
浅
劣
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

　

右
方
の
和
歌
は
、
重
陽
宴
を
中
心
と
し
た
日
本
漢
詩
文
で
表
現
さ
れ
て
き

た
「
菊
花
」
の
漢
籍
故
事
の
総
体
を
素
材
と
し
て
、
そ
れ
を
断
片
的
に
一
首

一
首
の
和
歌
表
現
に
翻
案
す
る
こ
と
を
試
み
た
和
歌
群
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。

四
、
結
語

　

以
上
の
よ
う
に
、『
寛
平
内
裏
菊
合
』
は
、
そ
の
左
方
と
右
方
で
異
な
る

趣
向
の
和
歌
が
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
優
劣
を
競
う
歌
合

と
し
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
左
方
・
右
方
で
合
わ
せ
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る
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
見
い
だ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

州
浜
の
造
形
を
中
心
に
し
た
「
物
合
」
と
し
て
の
面
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、

左
方
は
「
お
も
し
ろ
き
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
名
を
つ
け
つ
つ
菊
に
は
短
冊
に
て

結
い
つ
け
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
名
所
に
よ
る
州
浜
の
造
形
に
、
一
本
ず

つ
の
菊
を
配
し
て
い
る
。
そ
の
一
本
の
菊
と
「
お
も
し
ろ
き
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

の
名
」
に
お
け
る
景
物
と
の
関
係
で
、
ど
の
よ
う
な
見
立
て
表
現
を
す
る
か

と
い
う
点
が
、
こ
こ
で
詠
ま
れ
た
新
作
歌
の
趣
向
の
焦
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の

見
立
て
表
現
は
、『
万
葉
集
』
以
来
の
和
歌
の
伝
統
を
底
流
に
保
ち
な
が
ら
、

そ
れ
ま
で
は
漢
詩
文
の
み
で
し
か
表
現
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
外
来
の
花
で

あ
る
「
菊
」
を
詠
歌
対
象
と
す
る
た
め
に
、「
浪
」
を
は
じ
め
水
の
白
く
変

化
し
た
状
態
を
比
喩
と
す
る
発
想
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
一
端
と
し
て
道
真

が
漢
詩
文
に
使
用
し
た
「
浪
花
」
と
い
う
語
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
た
わ
け

で
あ
る
。
道
真
の
漢
詩
文
表
現
は
、
白
居
易
・
劉
禹
錫
ら
の
中
唐
の
詩
人
の

表
現
を
学
び
展
開
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
そ
の
上
で
道
真
な
り
の
摂

取
・
消
化
・
使
用
の
過
程
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
従
来
、
見

立
て
表
現
の
発
想
自
体
が
漢
詩
文
に
学
ん
だ
も
の
と
す
る
指
摘Ｈ
が
あ
る
が
、

名
所
と
州
浜
の
造
形
と
の
取
り
合
わ
せ
と
、
掛
詞
・
縁
語
・
物
名
と
い
っ
た

修
辞
技
巧
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
独
自
な
和
歌
表
現
を
創
作
し
て
い
く
こ
と

を
意
図
し
た
、
ま
さ
に
歌
合
の
場
そ
の
も
の
が
見
立
て
表
現
を
醸
成
す
る
場

で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
方
で
、
右
方
の
和
歌
は
、
日
本
漢
詩
文
に
定
着
し
て
い
た
故
事
を
断
片

的
に
翻
案
し
た
も
の
で
、
州
浜
の
造
形
を
見
て
も
、
大
き
い
州
浜
を
一
つ
作

り
、
一
カ
所
に
菊
を
植
え
て
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
首
一
首
の
独

立
性
を
重
ん
じ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
全
体
で
嵯
峨
朝
以
来
の
漢
籍
で

共
有
さ
れ
て
き
た
菊
花
の
観
念
を
具
象
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ

て
、
漢
籍
故
事
の
翻
案
は
断
片
的
な
も
の
で
構
わ
ず
、
既
成
の
故
事
と
し
て

存
在
す
る
菊
花
の
観
念
を
確
認
す
べ
く
表
現
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ

れ
は
、
外
来
の
花
で
あ
る
「
菊
」
と
い
う
素
材
を
表
現
す
る
に
あ
た
り
、
漢

籍
故
事
の
観
念
や
表
現
を
享
受
し
た
日
本
漢
詩
文
を
「
漢
」
の
総
体
と
し
て
、

形
象
化
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

時
に
寛
平
年
間
、
道
真
の
讃
岐
か
ら
の
帰
任
の
時
期
に
重
な
る
よ
う
に
、

宇
多
帝
が
漢
詩
文
の
み
な
ら
ず
和
歌
の
文
雅
を
求
め
始
め
た
時
代
状
況
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
公
で
は
宇
多
帝
を
中
心
に
重
陽
宴
を
始
め
と

す
る
菊
花
の
宴
が
催
さ
れ
る
こ
と
と
、
道
真
の
詩
に
表
現
さ
れ
た
「
菊
花
」

に
対
す
る
愛
好
が
相
互
に
影
響
し
合
い
、「
菊
」
の
詩
文
表
現
に
お
い
て
試

行
す
る
場
が
求
め
ら
れ
たＩ
。
道
真
は
、
漢
詩
文
で
は
白
居
易
周
辺
の
詩
人
た

ち
の
新
規
な
表
現
を
多
く
取
り
入
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
公
の
場
で
は
影
を

潜
め
て
い
た
和
歌
に
、
道
真
を
含
め
た
宇
多
帝
知
遇
の
歌
人
た
ち
が
、
修
辞

と
し
て
の
新
規
な
見
立
て
表
現
の
発
見
と
漢
籍
故
事
の
翻
案
を
対
峙
さ
せ
る

と
い
っ
た
趣
向
を
凝
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
詩
文
に
匹
敵
す
る
力
を
与
え

て
い
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

宇
多
帝
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
文
芸
的
趣
向
か
ら
、
漢
詩
文
と
和

歌
の
双
方
へ
の
意
識
が
隆
起
し
、
道
真
ら
に
よ
る
漢
詩
文
表
現
の
錬
磨
と
共

に
、
歌
人
た
ち
に
よ
り
漢
詩
素
材
の
和
歌
表
現
へ
の
移
植
が
積
極
的
に
行
わ

れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
寛
平
内
裏
菊
合
』
は
、
公
の
場
で
和
漢
を

対
峙
す
べ
く
、
漢
詩
素
材
を
二
通
り
、
即
ち
、「
名
所
に
お
い
て
、
掛
詞
・

縁
語
・
物
名
と
い
う
和
歌
の
特
徴
を
活
か
し
た
修
辞
技
巧
を
駆
使
し
つ
つ
、

『
万
葉
集
』
以
来
の
見
立
て
の
伝
統
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
道
真
な
ど
の
同
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時
代
の
日
本
漢
詩
文
か
ら
発
想
を
得
た
、
菊
の
見
立
て
表
現
を
取
り
合
わ
せ

独
立
し
た
一
首
を
構
成
す
る
」
と
「
嵯
峨
朝
以
来
の
日
本
漢
詩
文
に
権
威
的

に
定
着
し
て
き
た
、
主
に
中
国
の
類
書
に
見
ら
れ
る
漢
籍
故
事
に
依
存
し
、

そ
の
一
場
面
の
解
釈
を
和
歌
と
し
て
翻
案
し
断
片
的
に
再
構
成
す
る
」
と
い

う
方
法
で
和
歌
表
現
に
転
化
し
た
趣
向
を
持
つ
歌
合
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
単

な
る
物
合
と
し
て
の
和
歌
史
的
評
価
の
み
な
ら
ず
、「
和
漢
対
峙
」
と
い
う

時
代
的
な
意
義
を
生
み
出
し
て
い
く
布
石
と
な
る
べ
き
公
的
行
事
と
し
て
、

和
歌
表
現
史
の
上
で
積
極
的
な
評
価
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

注（
１
）　

萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成
一
』（
増
補
新
訂　

一
九
九
五
年
五
月　

同

朋
舎
出
版
）

（
２
）　

小
論
「『
古
今
和
歌
集
』
菊
の
歌
群
攷
─
宇
多
朝
文
壇
の
漢
詩
と
和
歌
─
」

（『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
第
八
号　

一
九
九
九
年
十
一
月
）

（
３
）　

道
真
は
宇
多
帝
の
知
遇
を
受
け
、
多
く
の
場
で
漢
詩
文
制
作
を
し
て
い
る
こ

と
は
『
菅
家
文
草
』
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
道
真
・
素
性
が
交
流
し

和
漢
対
峙
の
意
識
が
具
現
化
さ
れ
た
場
と
し
て
は
「
宮
滝
御
幸
」
が
あ
る
。「
宮

滝
御
幸
」
に
関
し
て
は
、
小
論
「『
宮
滝
御
幸
記
』
の
叙
述
と
和
歌
表
現
」（『
日

記
文
学
研
究
誌
』
第
九
号　

二
〇
〇
七
年
三
月　

日
記
文
学
研
究
会
）
に
詳
し

い
。

（
４
）　

萩
谷
氏
、
注
（
１
）
前
掲
書
。

（
５
）　

萩
谷
氏
、
注
（
１
）
前
掲
書
。
根
幹
本
文
、
甲
本
＝
十
巻
本
に
よ
る
。

（
６
）　
「
見
立
て
」
の
古
今
的
展
開
を
述
べ
た
論
考
と
し
て
は
、
渡
辺
秀
夫
氏
『
平

安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』（
一
九
九
一
年
一
月　

勉
誠
社
）
第
一
章
「
古
今
集

歌
の
表
現
形
成
と
漢
詩
文
」（
Ⅱ
）「
古
今
集
歌
の
表
現
と
漢
詩
」
四
九
頁
「
古

今
集
歌
の
表
現
（
二
）
譬
喩
と
見
立
て
＝
そ
の
古
今
的
展
開
」
が
あ
る
。
渡
辺

氏
の
論
考
で
は
、
漢
詩
の
譬
喩
表
現
「
誤
」
の
和
読
の
上
に
成
り
立
つ
、「
あ

や
ま
た
れ
け
る
」
と
い
う
表
現
や
そ
の
展
開
を
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
漢
詩
文
か

ら
和
歌
表
現
へ
の
移
植
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
。
本
稿
に
も
関
連
す
る
一

例
を
挙
げ
て
お
く
と
、『
句
題
和
歌
』
の
「
風
翻w

白
浪q

花
千
片
」
と
い
う
題

に
対
し
て
「
沖
つ
よ
り
吹
き
来
る
風
は
し
ら
な
み
の
花
と
の
み
こ
そ
見
え
わ
た

り
け
れ
」
の
和
歌
表
現
に
つ
い
て
「
翻
読
（
説
明
）」
に
よ
る
も
の
と
し
て
、「
譬

喩
的
な
表
現
性
を
説
示
、
強
調
し
よ
う
と
す
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）　
『
菅
家
文
草
』
の
本
文
は
、
川
口
久
雄
氏　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
菅
家
文

草　

菅
家
後
集
』（
一
九
六
六
年
十
月　

岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
一
部
訓
読
は
、

私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
８
）　

白
居
易
の
用
例
に
関
し
て
は
、
訓
読
す
る
と
「
風　

白
浪
を
翻
し
て
花
千
片
」

と
な
り
、「
浪
花
」
と
い
う
語
の
使
用
例
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
が
、
一
句

を
通
し
て
「
浪
」
を
「
花
」
に
見
立
て
る
漢
詩
の
用
例
と
し
て
挙
げ
て
お
く
こ

と
に
す
る
。
注
（
６
）
で
も
渡
辺
氏
の
論
と
し
て
言
及
し
た
よ
う
に
、『
句
題

和
歌
』
に
お
い
て
は
こ
の
一
句
が
和
歌
に
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
見
立
て
に
よ
る

比
喩
表
現
と
成
り
得
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

（
９
）　
『
万
葉
集
』
の
本
文
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

萬
葉
集
一
～
四
』（
一

九
九
四
年
～
一
九
九
六
年　

小
学
館
）
に
拠
っ
た
。

（
10
）　

菊
池
威
雄
氏
「
藤
波
の
影
─
大
伴
家
持
の
越
中
秀
吟
─
」（『
日
本
文
学
』
五

一　

二
〇
〇
二
年
九
月
）

（
11
）　

岡
内
弘
子
氏
「
吉
野
離
宮
に
幸
す
時
に
、
笠
金
村
が
作
る
歌
一
首
─
養
老
七

年
夏
五
月
─
」（『
萬
葉
集
研
究　

第
二
十
七
集
』
二
〇
〇
五
年
六
月　

塙
書
房
）

（
12
）　

垣
見
修
司
氏
「
養
老
七
年
吉
野
離
宮
行
幸
従
駕
歌
」（『
萬
葉
』
第
百
七
十
一

号　

萬
葉
学
会　

一
九
九
九
年
十
一
月
）

（
13
）　

注
（
２
）
前
掲
小
論

（
14
）　

小
島
憲
之
氏
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学　

下
Ⅱ
』（
一
九
九
五
年
九
月　

塙

書
房
）。
本
文
の
脱
字
は
、
訓
読
表
記
の
中
で
小
島
氏
の
校
訂
・
注
釈
に
よ
り

補
っ
た
。

（
15
）　
『
友
則
集
』
お
よ
び
『
伊
勢
集
』
の
本
文
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た

が
、
私
に
仮
名
を
漢
字
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
16
）　

小
論
「「
形
を
か
け
り
け
る
を
題
に
て
」
攷
─
『
古
今
集
』
二
九
三
番
・
素

性
歌
の
表
現
位
相
─
」（『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
第
十
四
号　

二
〇
〇
六
年
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三
月
）

（
17
）　

渡
辺
氏
、
注
（
６
）
前
掲
論
文
。

（
18
）　
「
菊
花
」
に
お
け
る
漢
詩
文
表
現
が
醸
成
さ
れ
た
場
の
指
摘
と
し
て
は
、
小

論
「
宇
多
朝
の
残
菊
宴
賦
詩
」（『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
第
十
五
号　

二
〇

〇
七
年
三
月
）
に
お
い
て
、
宇
多
帝
代
に
お
け
る
菊
花
宴
賦
詩
の
場
を
想
定
し

て
い
る
。
ま
た
、「
九
月
尽
日
」
と
の
関
連
に
言
及
さ
れ
た
論
考
と
し
て
、
北

山
円
正
氏
「
菅
原
道
真
と
九
月
尽
日
の
宴
」（『
菅
原
道
真
論
集
』
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
三
年
二
月
）
が
あ
る
。

新　

刊　

紹　

介

吉
原
浩
人
・
王　

勇
編

『
海
を
渡
る
天
台
文
化
』

　

日
中
交
流
史
は
非
常
に
長
く
、
五
七
年
光
武
帝

か
ら
金
印
を
賜
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
以
来
、
幾

度
と
な
く
使
節
が
送
ら
れ
、
日
本
は
大
陸
の
進
ん

だ
文
化
を
摂
取
し
国
家
体
制
を
整
え
、
古
代
文
化

の
繁
栄
を
築
い
た
。
し
か
し
そ
の
輝
か
し
い
背
後

に
は
、
留
学
者
の
労
苦
が
あ
り
、
海
難
事
故
で
多

数
の
人
命
が
失
わ
れ
た
と
い
う
事
実
も
あ
る
。
命

が
け
の
旅
を
し
て
ま
で
異
文
化
摂
取
に
努
め
た
こ

と
は
、
現
代
の
我
々
の
肺
腑
を
突
く
。

　

仏
教
は
五
三
八
年
に
公
伝
し
、
国
内
に
弘
通
し

て
い
っ
た
。
殊
に
伝
教
太
子
最
澄
に
よ
っ
て
開
か

れ
た
天
台
宗
は
、
平
安
前
期
、
そ
の
弟
子
円
仁
・

円
珍
ら
の
入
唐
に
よ
り
台
密
が
完
成
、
中
期
に
源

信
が
『
往
生
要
集
』
で
天
台
の
観
想
念
仏
を
説
き
、

法
然
や
親
鸞
以
外
に
文
学
に
も
投
射
し
た
。
後
期

に
は
日
宋
僧
寂
昭
・
成
尋
ら
の
活
躍
も
あ
る
。
こ

こ
か
ら
も
天
台
教
学
を
学
ぶ
た
め
に
多
く
の
学
僧

が
海
を
渡
り
、
教
学
発
展
に
多
大
な
貢
献
を
し
た

と
同
時
に
、
日
本
文
化
全
体
に
も
足
跡
を
遺
し
た

こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
従
来
は
天

台
の
教
理
・
教
学
中
心
の
仏
教
学
的
研
究
、
あ
る

い
は
入
唐
・
日
宋
僧
の
動
静
を
中
心
と
す
る
歴
史

的
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
本
書
は
、
天
台
の

思
想
や
教
学
、
そ
し
て
影
響
下
に
あ
る
文
学
や
漢

籍
交
流
と
い
っ
た
専
攻
分
野
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と

な
く
集
ま
っ
た
研
究
者
に
よ
る
、
多
角
的
か
つ
巨

視
的
な
視
点
か
ら
「
天
台
文
化
」
を
と
ら
え
よ
う

と
す
る
非
常
に
意
義
の
あ
る
論
文
集
で
あ
る
。

（
二
〇
〇
八
年
一
二
月　

勉
誠
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版　
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『
古
今
集
前
後
』

　

本
書
は
、『
平
安
朝
前
期
文
学
史
の
研
究
』（
平

成
四
年
）、『
万
葉
集
の
形
成
』（
平
成
一
二
年
）

に
続
く
、
著
者
の
第
三
論
文
集
で
あ
る
。
前
著
二

冊
の
内
容
を
踏
ま
え
つ
つ
、
書
名
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
以
降
『
拾
遺
集
』
ま
で

の
和
歌
史
に
焦
点
を
当
て
た
論
考
が
収
め
ら
れ
て

い
る
。
い
ず
れ
も
、
未
解
決
な
問
題
や
誰
も
気
付

か
な
か
っ
た
謎
の
解
明
に
挑
ん
だ
り
、
誤
り
と
思

し
い
有
力
説
・
定
説
の
訂
正
を
試
み
た
り
し
た
意

欲
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

全
八
章
の
題
目
を
掲
げ
る
と
、
第
一
章
「
万
葉

集
か
ら
古
今
集
へ
」、
第
二
章
「
桓
武
・
平
城
天

皇
の
和
歌
」、
第
三
章
「
国
風
暗
黒
時
代
の
和
歌

史
」、
第
四
章
「
六
歌
仙
時
代
の
和
歌
と
歌
人
」、

第
五
章
「
古
今
集
の
成
立
と
そ
の
周
辺
」、
第
六

章
「
梨
壺
に
お
け
る
事
業
の
真
実
」、
第
七
章
「
拾

遺
抄
（
集
）
に
関
す
る
新
論
」、
第
八
章
「
古
今

和
歌
六
帖
の
諸
問
題
の
解
決
」、
と
な
る
。
収
載

さ
れ
た
論
文
の
総
数
は
、
計
五
三
編
に
も
及
ぶ
。

『
古
今
集
』
前
後
の
時
代
を
見
据
え
た
著
者
の
熱

意
が
感
じ
ら
れ
る
、
ま
さ
に
大
著
と
言
え
よ
う
。
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