
海
人
手
古
良
集
に
つ
い
て

三

木

麻

子

は
じ
め
に

『
海
人
手
古
良
集
』
は
、
藤
原
師
氏
の
私
家
集
で
あ
る
。

師
氏
は
、『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
延
喜
十
三
年
（
九
一
三
）
生
れ
、
天

禄
元
年
（
九
七
〇
）
七
月
十
四
日
に
五
十
八
才
で
薨
じ
た
。『
尊
卑
分
脈
』
に

は
「
号
桃
園
大
納
言
、
号
枇
杷
」
と
記
さ
れ
る
。
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
、

桃
園
に
邸
宅
を
持
ち
、『
二
中
暦
』
に
は
「
桃
園
〔
一
條
大
宮
、
園
池
以
東
并
北
、

保
光
卿
家
、
或
抄
云
、
師
氏
大
納
言
之
家
〕」
と
あ
る
。
藤
原
仲
平
が
枇
杷
を
植
え

た
こ
と
で
知
ら
れ
る
枇
杷
殿
に
も
住
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
の
ち
に

道
長
の
も
の
と
な
る
邸
宅
を
師
氏
が
所
有
し
た
と
い
う
確
か
な
記
録
は
な
く
、

仲
平
女
（
敦
忠
室
）
か
ら
孫
娘
（
延
光
室
）
へ
と
伝
領
さ
れ
た
枇
杷
殿
で
、
源

延
光
夫
妻
と
同
居
し
た
も
の
か
と
推
測
さ
れ
て
（
注
１
）

い
る
。
た
だ
、
師
氏
と
枇
杷

殿
と
の
関
わ
り
は
、
上
覚
の
著
で
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
成
立
と
さ
れ
る

『
和
歌
色
葉
』
に
「
名
誉
歌
仙
者
」
と
し
て
「〔
後
撰
〕
枇
杷
大
納
言
藤
原
師

氏
卿

小
一
條
関
白
貞
信
公
御
（
注
２
）

息
」
と
あ
る
ほ
か
、「
藤
原
定
家
に
よ
る『
集

目
録
』
に
「
あ
ま
の
て
こ
□
〔
枇
杷
大
納（
注
３
）

言
〕」
、
ま
た
、
鎌
倉
時
代
末
期
の

成
立
と
い
わ
れ
る
歌
学
書
『
代
集
』
に
も
「
枇
杷
大
納
言

あ
ま
の
て
こ
ら
」

と
見
え
て
い
る
。

師
氏
は
藤
原
忠
平
四
男
、
兄
弟
に
は
実
頼
ほ
か
同
母
の
師
輔
・
師
尹
が
い

て
、
仲
平
に
は
甥
に
あ
た
る
。
室
は
醍
醐
天
皇
皇
女
、
靖
子
内
親
王
（
源
高

明
異
母
姉
）
で
、
一
女
を
生
む
（
一
代
要
記
）。
ま
た
子
息
は
雅
明
娘
と
の
間
に

親
賢
、
ほ
か
に
近
信
、
源
信
明
娘
と
の
間
に
保
信
（
保
信
は
親
賢
の
子
と
し
て

も
載
る
）
が
あ
る
（
尊
卑
分
脈
）。

そ
の
家
集
は
ど
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
、
歌
学
書
の
な
か
の
『
海
人
手
古
良
集
』

前
掲
の
『
集
目
録
』
に
つ
い
て
、
片
桐
洋
一
氏
は
、
�
「
定
家
が
み
ず
か

ら
、
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
の
監
督
下
に
書
写
し
た
私
家
集
の
目
録
」
も
し
く

は
、
�
「
（
あ
る
時
期
の
）
定
家
所
蔵
の
『
私
家
集
他
目
録
』
」
、
ま
た
、
�
「
た

と
え
ば
『
新
勅
撰
集
』
の
よ
う
な
撰
集
を
作
る
た
め
の
資
料
リ
ス
ト
と
し
て

定
家
が
作
っ
た
家
集
リ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
可
能
性
を
あ
げ
て
、

そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
さ
（
注
４
）

れ
た
。

『
集
目
録
』は
書
名「
あ
ま
の
て
こ
ら
」に
作
者
を
注
記
す
る
こ
と
で
、「
枇

杷
大
納
言
」
が
師
氏
の
呼
び
名
と
し
て
通
じ
た
こ
と
を
示
し
、
九
十
七
冊
の

リ
ス
ト
中
に
取
り
上
げ
る
こ
と
で
定
家
の
関
心
を
引
く
歌
集
の
ひ
と
つ
で
あ
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っ
た
こ
と
を
表
し
た
。
そ
し
て
『
海
人
手
古
良
集
』
は
か
つ
て
尊
経
閣
文
庫

に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
現
在
は
所
在
が
確
認
さ
れ
な
い
伝
本
で
あ
る
が
、
春
名

好
重
氏
の
『
古
筆
大
辞
典
』
に
鎌
倉
時
代
初
期
、
民
部
卿
局
（
藤
原
定
家
女
、

一
一
九
五
〜
）
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
本
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
定

家
監
督
書
写
本
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
（
注
５
）

れ
る
。『
海
人
手
古
良
集
』
か
ら

み
て
も
、『
集
目
録
』
は
、
定
家
本
私
家
集
の
目
録
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
定
家
の
撰
に
よ
る
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
に
は
『
海
人
手
古
良
集
』
か

ら
四
首
が
入
集
し
て
い
る
の
で
、『
集
目
録
』
が
「
撰
集
資
料
リ
ス
ト
」
で

あ
っ
た
可
能
性
を
裏
づ
け
る
こ
と
に
も
な
る
。

定
家
の
父
俊
成
の
『
古
来
風
躰
抄
』
に
は
、
村
上
天
皇
の
時
代
を
「
と
き

の
大
臣
よ
り
は
じ
め
て
、
大
中
納
言
よ
り
し
も
ざ
ま
、
大
納
言
に
て
西
宮
お

と
ゞ
〔
高
明
〕、
も
ろ
う
ぢ
の
大
納
言
、
朝
忠
の
中
納
言
な
ど
、
こ
と
に
う
た

よ
み
お
ほ
か
り
け
る
…
…
」
と
記
し
て
い
る
し
、
順
徳
天
皇
に
よ
る
『
八
雲

御
抄
』
の
伝
本
の
な
か
に
は
、
巻
一
「
学
書
」
の
末
に
「
私
記
」
と
し
て
書

物
リ
ス
ト
が
後
補
さ
れ
た
も
の
が
（
注
６
）

あ
り
、
そ
こ
に
も
「
海
人
手
古
良
〔
師
氏

亜
相
〕」
と
そ
の
名
が
見
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
、『
海
人
手
古
良
集
』
が
注
目
す
べ
き
歌
集
の

ひ
と
つ
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

一
方
で
、『
代
集
』
が
そ
の
名
を
あ
げ
る
の
は
、
や
は
り
本
の
リ
ス
ト
と

し
て
で
は
あ
る
が
、「
物
語
」
を
集
め
た
な
か
に
「
…
…
源
氏
〔
む
ら
さ
き
し

き
ぶ
か
け
り
〕

さ
衣

枇
杷
大
納
言
あ
ま
の
て
こ
ら

宇
治
大
納
言
〔
�
国

卿
〕
物
語

浜
松
中
納
言

山
蔭
の
中
納
言
…
…
」
な
ど
と
あ
が
る
の
で
あ

り
、『
代
集
』
に
は
物
語
と
誤
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

『
海
人
手
古
良
集
』
は
、
こ
れ
ら
以
前
に
も
藤
原
清
輔
の
『
奥
義
抄
』
序

に
、

集
は
お
ほ
や
け
に
は
奈
良
の
万
葉
集
を
さ
き
と
し
て
、
拾
遺
及
び
金
葉

集
に
い
た
る
ま
で
世
々
に
え
ら
び
給
へ
り
。
私
に
は
山
上
憶
良
類
聚
歌

林
よ
り
新
撰
万
葉
集
天
神
御
撰
俗
号

菅
家
万
葉
集

樹
下
集
法

眼

源
賢
撰

と
い
ふ
ま
で
に
思
ひ
�
�

の
し
わ
ざ
し
げ
く
聞
ゆ
。
此
外
の
家
集
、
柿
本
山
辺
氏
を
は
じ
め
て

（
マ
マ
）

海
手
古
良
師
氏
大

納
言
集

豊
蔭
一
条
摂

政
集

庵
主
増
基
集

ら
に
及
ぶ
ま
で
、
い
く
そ
ば
く
ぞ

と
、
数
多
い
と
い
う
私
家
集
の
中
に
、「
豊
蔭
・
庵
主
」
と
並
ん
で
そ
の
名

を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
三
十
六
人
集
に
は
は
い
ら
な
い
も
の
の
、
清
輔
に
と

っ
て
も
私
家
集
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
同
時
に
挙
げ
ら
れ
た
歌
集
を
検
討
す
れ
ば
、
北
村
杏
子
氏
の
ご

（
注
７
）

指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
豊
蔭
」
が
、
一
条
摂
政
伊
尹
の
私
家
集
で
、

お
ほ
く
ら
の
し
じ
や
う
く
ら
は
し
の
と
よ
か
げ
、
く
ち
を
し
き
げ
す
な

れ
ど
、
わ
か
か
り
け
る
と
き
、
女
の
も
と
に
い
ひ
や
り
け
る
こ
と
ど
も

を
か
き
あ
つ
め
た
る
な
り
…
…

と
、
自
ら
を
「
倉
橋
豊
蔭
」
に
仮
託
し
て
編
ま
れ
た
物
語
歌
集
で
あ
り
、
「
庵

主
」
の
ほ
う
も
、
増
基
法
師
の
私
家
集
で
あ
る
が
、

い
つ
ば
か
り
の
こ
と
に
か
あ
り
け
ん
、
世
を
の
が
れ
て
こ
こ
ろ
の
ま
ま

に
あ
ら
む
と
お
も
ひ
て
、
世
の
な
か
に
き
き
と
き
く
所
所
を
か
し
き
を

た
づ
ね
て
心
を
や
り
、
か
つ
は
た
ふ
と
き
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
を
が
み
た
て

ま
つ
り
、
我
が
身
の
つ
み
を
も
ほ
ろ
ぼ
さ
む
と
あ
る
人
有
り
け
り
、
い

ほ
ぬ
し
と
ぞ
い
ひ
け
る
、
神
無
月
の
十
日
ば
か
り
、
熊
野
へ
ま
う
で
け

る
に
…
…
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と
、
熊
野
紀
行
を
「
い
ほ
ぬ
し
」
が
記
す
体
裁
を
取
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

る
も
の
で
あ
る
。「
柿
本
山
辺
氏
を
は
じ
め
て
」
と
い
う
「
人
麿
集
」「
赤
人

か
め
い

集
」
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
〜
ま
で
」と
い
う
私
家
集
は
、
仮
名
を
用
い
た
、

物
語
的
歌
集
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
存
の
『
海
人
手
古
良
集
』
に
物

語
的
歌
集
の
よ
う
な
箇
所
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
集
名
だ
け
で
仮
託
、
創
作

性
を
強
く
感
じ
さ
せ
、『
代
集
』
に
も
「
物
語
」
の
な
か
に
列
挙
さ
せ
る
よ

う
な
理
解
を
与
え
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

二
、
仮
名
の
私
家
集

師
氏
の
甥
に
当
た
る
藤
原
伊
尹
は
、
師
氏
よ
り
十
一
歳
年
少
で
あ
る
が
、

師
氏
の
死
（
天
禄
元
年
〈
九
七
〇
〉）
の
二
年
後
に
四
十
九
歳
で
亡
く
な
っ
て
お

り
、
伊
尹
自
作
と
さ
れ
る
「
豊
蔭
」
物
語
の
部
分
が
作
ら
れ
た
時
期
は
、
『
海

人
手
古
良
集
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
現
在
の
『
一
条
摂
政

御
集
』
の
か
た
ち
と
な
る
の
は
、「
伊
尹
の
死
後
、
彼
と
そ
の
周
辺
の
詠
草

を
ま
と
め
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
」
と
考
え
ら
れ
て

（
注
８
）

い
る
。
ま
た
「
い
ほ
ぬ
し
」
の
成
立
も
「
増
基
最
晩
年
の
正
暦
・
長
徳
の
交

頃
（
九
九
三
〜
九
九（
注
９
）

五
）」
で
あ
る
の
で
、
仮
名
に
よ
る
私
家
集
は
、
そ
れ
ま

で
の
物
語
的
私
家
集
の
流
れ
を
受
け
、
さ
ら
に
新
し
い
私
家
集
の
形
態
と
し

て
師
氏
、
伊
尹
の
周
り
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

橋
本
不
美
男
氏
は
、
歌
物
語
的
手
法
が
加
え
ら
れ
、
編
撰
さ
れ
た
私
家
集

と
し
て
、
作
者
没
年
順
に
、
�
『
延
喜
御
集
』（
醍
醐
天
皇
）、
�
『
伊
勢
集
』、

�
『
元
良
親
王
集
』、
	
『
一
条
摂
政
御
集
』、


『
本
院
侍
従
集
』
を
あ
げ

ら
れ
た
。
そ
し
て
	
『
一
条
摂
政
御
集
』
が
、
主
人
公
を
「
大
蔵
史
生
倉
椅

豊
蔭
」
と
い
う
卑
位
微
官
の
者
に
設
定
し
、
そ
れ
に
対
す
る
女
性
た
ち
も
実

名
を
隠
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、『
海
人
手
古
良
集
』『
増
基
法
師
集
』
の
態

度
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
（
注
１０
）

い
る
。

�
�
�


は
�
「
御
門
に
お
は
し
ま
し
け
る
な
か
に
、
だ
い
ご
と
き
こ
え

さ
せ
給
け
る
ぞ
」（
延
喜
御
集
）
、
�
「
陽
成
院
の
一
宮
も
と
よ
し
の
み
こ
、
い

み
じ
き
い
ろ
こ
の
み
に
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
」（
元
良
親
王
集
）の
よ
う
に
、
実

際
の
名
を
あ
げ
る
も
の
と
、
�
「
寛
平
み
か
ど
の
御
時
、
大
宮
す
所
と
き
こ

え
け
る
御
つ
ぼ
ね
に
や
ま
と
に
お
や
あ
る
人
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
」（
伊
勢
集
）、



「
お
ぼ
え
お
は
し
け
る
か
む
だ
ち
め
の
次
郎
な
り
け
る
ひ
と
、
年
十
八
ば

か
り
な
る
が
、
お
ぼ
え
は
い
と
か
し
こ
か
り
け
れ
ど
、
か
う
ぶ
り
え
ぬ
有
り

け
り
、
お
ほ
ぢ
は
太
政
大
臣
に
て
な
む
お
は
し
け
る
、
い
も
う
と
は
き
さ
き

は
ら
の
み
こ
に
奉
り
て
、
藤
つ
ぼ
に
ぞ
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
る
、
お
ほ
む
い
と

こ
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
り
」（
本
院
侍
従
集
）
の
よ
う
に
、
人
物
の
名
を
隠
す
も

の
と
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
よ
う
に
和
歌
作
者
が

第
三
人
称
的
に
「
男
」「
女
」
と
記
さ
れ
る
「
歌
物
語
」
を
意
識
し
た
私
家

集
は
、『
後
撰
集
』
の
時
代
に
、
橋
本
氏
の
ご
指
摘
に
も
あ
る
『
敦
忠
集
』・

『
師
輔
集
』・『
信
明
集
』・『
朝
忠
集
』、
さ
ら
に
実
頼
の
家
集
で
あ
り
な
が

ら
『
清
慎
公
集
』
と
は
こ
と
な
る
編
集
方
針
で
編
ま
れ
た
『
小
野
宮
殿
（
注
１１
）

集
』
な

ど
が
見
え
る
も
の
の
、
詠
歌
者
を
「
男
」「
女
」
と
す
る
こ
と
と
比
べ
て
も
、

仮
名
を
つ
け
る
こ
と
は
さ
ら
に
物
語
に
近
づ
く
、
仮
構
化
の
方
法
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。

『
私
家
集
大
成
』
お
よ
び
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
底
本
で
あ
る
書
陵
部
本
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『
海
人
手
古
良
集
』（
五
〇
一
・
四
四
八
）
な
ど
、『
海
人
手
古
良
集
』
の
伝
本

の
い
く
つ
か
に
は
冒
頭
に
簡
単
な
勘
物
が
あ
る
（
注
１２
）

も
の
が
あ
り
、

海
人
手
古
良
大
納
言
師
氏
卿
仮
名
也
。
貞
信
公
男
天
慶
七
参
議
、
天
徳

四
中
納
言
、
安
和
二
大
納
言
天
禄
元
薨
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
続
く
書
入
れ
に
、

あ
ま
の
て
こ
ら
は
海
士
を
と
め
な
ど
い
は
ん
如
し
、
謙
退
の
称
な
る
べ

し
。
て
こ
或
は
て
こ
な
と
も
万
葉
集
に
お
ほ
く
見
え
た
る
、
皆
女
の
通

称
と
き
こ
ゆ
、
て
こ
ら
・
て
こ
な
ラ
ト
ナ
ト
通
ズ
、
万
葉
た
ゞ
子
と
い

ふ
べ
き
を
、
子
ら
と
も
、
子
な
と
も
い
へ
る
ご
と
し

と
あ
っ
て
、
師
氏
が
自
ら
を
「
海
人
」
に
仮
託
、
身
を
窶
し
て
和
歌
を
詠
ん

だ
の
だ
と
い
う
通
説
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
前
書
き
を
持
つ
写

本
は
、
安
永
十
年
（
一
七
八
一
）
校
合
の
奥
書
を
持
つ
江
戸
期
の
写
本
で
は

あ
る
が
、「
海
士
を
と
め
」
集
と
い
う
名
は
、
普
通
に
は
大
納
言
師
氏
の
歌

集
名
に
付
け
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
い
て
、『
代
集
』
の
理
解
に
通
じ
る
と

こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
伝
本
は
、
前
掲
『
奥
義
抄
』
を
「
家
集
、
柿
本

山
辺
氏
を
は
じ
め
て
海
人
手
古
良
師
氏
大

納
言
撰

豊
蔭
一
条
摂

政
集

庵
主
増
基
集

ら
に
及
ぶ
ま
で
、

い
く
ば
く
ぞ
」
と
引
用
し
て
お
り
、「
仮
名
の
集
」
と
い
う
認
識
で
引
い
た

こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

で
は
、
権
門
貴
族
の
一
員
で
あ
る
師
氏
が
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
仮
名
の
集

を
編
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
百
首
歌
の
製
作
意
図

橋
本
不
美
男
氏
は
、
前
掲
の
著
書
の
中
で
、『
安
法
法
師
集
』
の
「
の
ち

の
世
に
見
む
人
は
、
す
け
る
や
う
に
お
も
ふ
べ
け
れ
ど
、
お
ほ
く
の
年
に
…

…
人
し
れ
ず
い
ひ
あ
つ
め
た
る
言
の
葉
、
さ
ま
ざ
ま
に
つ
け
つ
つ
お
ほ
か
れ

ど
、
た
だ
一
二
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
を
か
き
あ
つ
め
た
る
な
り
」
と
い
う
序
の
、
自

撰
後
の
公
開
を
意
識
し
て
い
る
下
り
を
引
い
て
、
同
時
期
の
歌
物
語
自
撰
集

『
一
条
摂
政
御
集
』と
併
せ
て
、「
権
門
・
緇
流
に
よ
る
公
開
を
意
図
し
た
家
集

の
編
纂
は
、
専
門
歌
人
と
し
て
の
家
風
の
意
識
と
は
別
の
、
創
作
意
欲
か
ら

の
、
ま
た『
人
知
れ
ず
い
ひ
集
め
た
る
言
の
葉
』を
記
念
と
し
て
後
代
に
残
そ

う
と
す
る
意
図
が
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
（
注
１３
）

い
る
。

詠
作
の
蓄
積
と
し
て
の
「
集
」
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
純
粋
な
「
文
芸
」

と
し
て
の
「
創
作
意
欲
」
を
『
海
人
手
古
良
集
』
に
も
見
る
こ
と
は
可
能
だ

ろ
う
か
。

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
海
人
手
古
良
集
』
に
物
語
的
歌
集

の
要
素
は
な
い
。『
海
人
手
古
良
集
』
の
歌
数
は
九
十
（
注
１４
）

四
首
で
、
す
べ
て
題

詠
歌
で
あ
る
。
題
は
四
季
題（
春
夏
冬
各
十
首
、
秋
九
首
）か
ら
は
じ
ま
り
、「
あ

は
ぬ
恋
」（
十
首
）、「
あ
ひ
て
の
恋
」（
九
首
）、「
わ
か
れ
」（
七
首
）、「
無
常
」

「
い
の
り
」（
各
九
首
）、「
年
」「
月
」「
時
」「
日
」「
花
」「
春
の
風
に
鶯
む
つ

る
」「
夏
ほ
た
る
み
ぎ
は
に
火
を
と
も
す
」「
池
水
か
ゞ
み
に
に
た
る
」「
た

ま
の
ひ
か
り
て
井
の
な
か
に
あ
り
」「
あ
ふ
さ
か
の
関
」「
秋
の
月
み
づ
に
う

か
ぶ
」（
各
一
首
、
計
十
一
首
）
と
続
き
、「
い
の
り
」
ま
で
に
約
十
首
ず
つ
を
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配
す
る
構
成
で
、
百
首
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

『
海
人
手
古
良
集
』
に
先
行
す
る
百
（
注
１５
）

首
歌
に
は
、
天
徳
末
年
（
九
六
〇
）
頃

に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
好
忠
百
首
」、「
順
百
首
」、
成
立

は
天
徳
五
年
（
九
六
一
）
か
ら
康
保
四
年
（
九
六
七
）
以
前
と
推
定
さ
れ
る
「
重

之
百
首
」、
こ
れ
よ
り
少
し
遅
れ
る
「
恵
慶
百
首
」
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て

仮
名
を
用
い
て
い
る
集
と
し
て
は
、
序
文
に
永
祚
二
年
（
九
九
〇
）
成
立
と

あ
り
、
実
際
に
は
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
以
降
の
成
立
か
と
さ
れ
る
『
千

穎
集
』
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
初
期
百
首
と
い
わ
れ
、
従
来
、
こ
の
形
式
と
集

名
に
よ
っ
て
、『
海
人
手
古
良
集
』
の
性
格
が
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

従
来
の
代
表
的
な
論
の
ま
と
め
と
し
て
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
平
野

由
紀
子
氏
執
筆
に
よ
る
「
海
人
手
古
良
（
注
１６
）

集
」
の
項
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

…
…
書
名
に
つ
い
て
、
宮
内
庁
書
陵
部
本
の
見
返
し
に
「
あ
ま
の
て
こ

ら
は
海
人
を
と
め
な
ど
い
は
ん
如
し
、
謙
退
の
称
な
る
べ
し
…
…
」
と

あ
る
。
身
分
の
低
い
海
人
の
女
性
に
仮
託
し
て
い
る
点
、
師
氏
自
身
の

命
名
と
考
え
ら
れ
、
成
立
年
不
明
だ
が
、
自
撰
と
み
ら
れ
る
…
…
現
存

諸
本
す
べ
て
九
十
四
首
だ
が
、
原
型
は
「
百
首
歌
」
で
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
発
生
期
の
百
首
歌
は
曽
祢
好
忠
百
首
（
天
徳
四
年
〈
九
六

〇
〉
頃
成
立
）
以
降
、
和
歌
発
表
の
新
形
式
と
し
て
流
行
し
、
源
順
・

源
重
之
・
恵
慶
・
千
穎
ら
が
百
首
歌
を
詠
み
、
不
遇
な
受
領
の
訴
嘆
の

具
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
形
式
を
大
納
言
に
な
り
得
た

師
氏
が
、
家
集
に
採
用
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
れ
を
、
師
氏
が
兄

弟
の
中
で
政
治
家
と
し
て
の
遅
れ
を
と
っ
た
不
遇
意
識
に
結
び
つ
け
て

解
釈
す
る
説
も
（
注
１７
）

あ
る
。
…
…

そ
も
そ
も
、「
好
忠
百
首
」
の
序
の
、

あ
ら
た
ま
の
と
し
の
み
そ
ぢ
に
あ
ま
る
ま
で
…
…
あ
れ
た
る
や
ど
の
ひ

ま
を
わ
け
、
す
ぎ
ゆ
く
つ
き
の
か
げ
を
か
ず
へ
つ
つ
…
…
月
ひ
を
の
み

も
す
ぐ
す
か
な
、
あ
は
れ
、
た
つ
き
あ
り
せ
ば
、
も
も
し
き
の
お
ほ
み

や
つ
か
へ
つ
と
む
と
て
…
…
あ
し
た
ゆ
ふ
べ
に
な
ぐ
さ
め
ま
し
…
…
か

ず
な
ら
ぬ
こ
こ
ろ
を
ひ
と
つ
な
ぐ
さ
め
ん
と
、
も
も
ち
の
か
ず
を
よ
み

つ
づ
け
、
あ
ま
た
の
こ
と
に
い
ひ
つ
ら
ね
て
…
…
な
を
よ
し
た
だ
と
つ

け
て
け
れ
ど
、
い
づ
こ
ぞ
わ
が
身
、
人
と
ひ
と
し
き
と
ぞ
や

と
い
う
箇
所
や
「
あ
り
へ
じ
と
な
げ
く
も
の
か
ら
か
ぎ
り
あ
れ
ば
な
み
だ
に

う
き
て
よ
を
も
ふ
る
か
な
」（
好
忠
集
・
四
二
〇
）
か
ら
始
ま
る
沓
冠
歌
の
内

容
は
、
い
わ
ゆ
る
不
遇
意
識
を
訴
え
て
の
述
懐
で
あ
り
、
源
順
に
は
じ
ま
る

応
和
の
百
首
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
先
学
の
ご
指
摘
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
の

「
不
遇
な
受
領
の
訴
嘆
の
具
」
を
、
師
氏
が
「
家
集
に
採
用
」
し
た
の
は
な

ぜ
か
。
兄
弟
や
兄
の
嫡
子
伊
尹
に
ま
で
「
政
治
家
と
し
て
遅
れ
を
と
っ
た
」

こ
と
に
直
結
さ
せ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

師
氏
は
、
延
長
七
年
（
九
二
九
）
十
七
歳
で
侍
従
と
な
り
、
以
後
、
蔵
人

頭
、
左
近
中
将
な
ど
を
経
て
、
天
慶
七
年
（
九
四
四
）
参
議
、
天
暦
九
年
（
九

五
五
）
権
中
納
言
、
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
中
納
言
に
転
じ
、
安
和
二
年
（
九

六
九
）
に
権
大
納
言
に
な
っ
た
。
伊
予
守
、
右
衛
門
督
、
大
和
権
守
、
春
宮

大
夫
、
左
兵
衛
督
を
歴
任
し
、
正
三
位
、
左
衛
門
督
兼
春
宮
大
夫
兼
按
察
使

か
ら
、
後
の
花
山
天
皇
の
皇
太
子
傅
と
な
り
、
大
納
言
に
至
っ
た
（
公
卿
補

任
）
。
大
臣
ま
で
務
め
た
兄
弟
（
実
頼
〈
摂
政
太
政
大
臣
〉・
師
輔
〈
贈
太
政
大
臣
〉・

―８２―

Shukugawa Gakuin College

NII-Electronic Library Service



師
尹
〈
左
大
臣
〉）
と
比
べ
る
と
、
大
納
言
の
地
位
は
劣
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

摂
関
家
の
一
員
と
し
て
最
終
的
に
は
皇
太
子
傅
と
い
う
重
要
な
役
を
務
め
た

こ
と
に
な
る
。

こ
の
師
氏
に
つ
い
て
、
北
村
杏
（
注
１８
）

子
氏
は
、
師
氏
の
父
、
忠
平
の
日
記
『
貞

信
公
記
』
と
、
兄
師
輔
の
日
記
『
九
暦
』
を
検
討
し
、
若
い
頃
の
師
氏
が
父

と
天
皇
の
使
者
を
た
び
た
び
務
め
る
な
ど
父
に
重
用
さ
れ
た
こ
と
や
、
弟
師

尹
と
の
二
人
を
、
父
と
兄
は
「
両
宰
相
」「
舎
弟
中
納
言
二
人
」
と
称
し
て

二
人
一
緒
に
扱
っ
て
い
る
な
ど
、
弟
と
も
仲
よ
く
交
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
推
量
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
師
氏
の
人
物
像
は
、「
む
し
ろ
我
の
強

い
独
断
的
、
専
横
的
な
」
も
の
が
垣
間
見
ら
れ
、
天
皇
を
恐
れ
る
記
事
な
ど

か
ら
、
そ
の
性
格
か
ら
し
て
失
言
失
策
の
類
が
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
と
指

摘
さ
れ
る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
た
点
も
あ
ろ
う
が
、
理
由
な
き
冷
遇
に

「
政
権
上
の
暗
闘
か
ら
身
を
引
い
た
」（
藤
岡
忠
美
氏
説
）
人
生
で
、
女
婿
「
高

光
の
出
家
や
、
娘
の
死
、
官
位
争
い
で
の
敗
北
等
」、
応
和
の
初
年
以
来「
世

の
無
常
、
沈
淪
の
嘆
き
の
要
因
で
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
」（
山
口
博
氏
説
）

と
い
う
従
来
の
説
に
疑
問
を
呈
す
る
も
の
と
し
て
注
目
し
た
い
。

さ
ら
に
、
百
首
歌
自
体
の
性
格
も
、
物
名
歌
や
沓
冠
歌
な
ど
を
取
り
入
れ

た
詠
歌
内
容
の
検
討
か
ら
、
北
村
氏
は
、
初
期
百
首
に
遊
戯
性
、
俳
諧
性
、

卑
近
な
用
語
や
掛
詞
を
用
い
た
、
滑
稽
な
歌
風
な
ど
を
指
摘
（
注
１９
）

さ
れ
、
そ
れ
を

受
け
た
金
子
英
世
氏
も
初
期
百
首
の
顕
著
な
特
質
を
「
同
時
代
和
歌
に
は
見

出
さ
れ
な
い
特
異
な
素
材
や
趣
向
が
共
有
さ
れ
、享
受
・
展
開
さ
れ
て
い
る
」

と
指
摘
さ
れ
て
（
注
２０
）

い
る
。
初
期
百
首
や
、
そ
の
背
景
に
あ
る
文
化
圏
の
研
究
も

進
ん
で
い
る
今
、
改
め
て
『
海
人
手
古
良
集
』
の
検
討
が
必
要
と
な
る
と
思

わ
れ
る
。

四
、
そ
の
構
成
と
集
名
、
内
容

集
名
に
つ
い
て
は
、
北
村
杏
（
注
２１
）

子
氏
の
ご
検
討
も
あ
る
が
、
今
一
度
整
理
し

て
お
き
た
い
。

『
海
人
手
古
良
集
』
の
「
て
こ
ら
」
に
つ
い
て
、「
て
こ
（
ご
）」
は
上
代

東
国
語
で
、「
少
女
。
お
と
め
」
と
い
わ
れ
、「
な
」
は
親
し
み
を
表
す
接
尾

語
で
、「
て
こ
ら
」
は
そ
れ
が
転
じ
た
も
の
と
あ
り
、
ま
た
「
ら
」
は
、
自

己
を
表
す
呼
称
に
も
付
き
、
後
世
に
は
謙
遜
の
意
も
込
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
と
い
う
（
角
川
古
語
大
辞
典
）。「
つ
ら
ゆ
き
ら
が
こ
の
世
に
お
な
じ
く
む
ま

れ
て
こ
の
こ
と
の
時
に
あ
へ
る
を
な
む
よ
ろ
こ
び
ぬ
る
」（
古
今
集
仮
名
序
）
と

あ
る
の
と
同
様
に
、
卑
下
の
気
持
ち
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
て
こ
ら
」
の
用
例
を
み
よ
う
。
伝
二
条
為
氏
筆
本
（
天
理
図
書
館
蔵
）『
好

忠
集
』
に
「
う
つ
ぎ
は
ら
て
こ
な
が
ぬ
の
を
さ
ら
せ
る
と
み
え
し
は
は
な
の

さ
け
る
な
り
け
り
」（
四
月
中
・
一
〇
八
）
と
あ
（
注
２２
）

る
が
、『
夫
木
和
歌
抄
』
所
引

歌
（
夏
・
二
三
七
九
）
で
は
「
て
こ
ら
」
と
な
っ
て
い
る
。
冷
泉
家
時
雨
亭
叢

書
第
七
十
二
巻
『
素
寂
本
私
家
集

西
山
本
私
家
集
』
所
収
『
実
方
中
将
（
注
２３
）

集
』

に
は
「
イ
ニ
シ
ヘ
ノ
ア
マ
ノ
テ
コ
ラ
ガ
ヲ
リ
ヌ
ノ
モ
サ
ラ
セ
バ
サ
ラ
ヌ
モ
ノ

ニ
ヤ
ハ
ア
ラ
ヌ
」（
返
し
・
二
九
一
）
と
見
え
る
。
ま
た
、
万
葉
集
・
巻
二
の

さ
さ
な
み

「
吉
備
津
采
女
死
時
柿
本
朝
臣
人
麿
作
歌
」
の
反
歌
「
楽
浪
の

志
賀
津
の

児
ら
が

罷
り
道
の

川
瀬
の
道
を

見
れ
ば
さ
ぶ
し
も
」（
二
一
八
）
は
、

書
陵
部
蔵
（
五
〇
一
・
四
七
）『
柿
本
集
』
に
「
さ
ゝ
浪
や
し
が
の
て
こ
ら
が
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ま
か
り
に
し
か
は
せ
の
み
ち
を
み
れ
ば
か
な
し
も
」（
二
五
六
）
と
載
せ
ら
れ
、

『
拾
遺
集
』
哀
傷
部
に
も
「
さ
ざ
な
み
の
し
が
の
て
こ
ら
が
ま
か
り
に
し
河

せ
の
道
を
見
れ
ば
か
な
し
も
」（
一
三
一
五
）
と
「
て
こ
ら
」
の
形
で
載
る
。

い
に
し
へ

本
来
『
万
葉
集
』
に
「（
古
に

あ
り
け
む
人
の
…
…
妻
問
ひ
し
け
む

て

ご

な

勝
鹿
の
）
真
間
の
手
児
名
」（
巻
三
・
四
三
一
、
他
四
三
二
〜
三
、
巻
九
・
一
八
〇

七
〜
八
）
と
歌
わ
れ
た
語
が
、「
て
こ
ら
」
の
か
た
ち
で
平
安
時
代
に
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
当
時
は
文
字
通
り
の
「
い
に
し
へ
」
を
感
じ
さ
せ
る

言
葉
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
海
人
」
と
名
付
け
て
、
自

分
の
和
歌
を
謙
遜
し
つ
つ
、
自
分
と
は
別
の
古
人
の
集
を
気
取
る
心
が
集
名

と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
海
人
手
古
良
集
』
と
『
千
穎
集
』
の
仮
名
と
主
題
の
構
成
、
詠
歌
の
類

似
性
を
指
摘
さ
れ
た
芝
崎
正
（
注
２４
）

昭
氏
が
、仮
名
に
つ
い
て
は
そ
の
関
係
を
、「〈
漁

民
〉
に
対
す
る
〈
農
民
〉
」
と
定
義
さ
れ
、
『
海
人
手
古
良
集
』
の
存
在
が
『
千

穎
集
』
と
い
う
仮
名
家
集
を
生
ん
だ
と
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
師
氏
が
〈
漁

民
〉
に
仮
託
し
た
と
こ
ろ
に
、
貴
族
の
日
常
詠
を
家
集
と
す
る
の
と
は
異
な

る
「
創
作
意
欲
」
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
観
点
か
ら
百
首
歌
の
構
成
を
み
る
と
、
四
季
題
、
恋
題
、
別
と
続
く

題
は
、
四
季
・
恋
・
離
別
・
雑
・
賀
と
流
れ
る
勅
撰
集
の
部
立
配
列
へ
の
意

識
が
感
じ
ら
れ
る
。「
無
常
」「
い
の
り
」
の
題
が
、
こ
の
百
首
を
「
沈
淪
の

歌
」
と
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、「
別
」・「
無
常
」・「
い
の
り
」
題
か
ら

い
く
つ
か
和
歌
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、「
わ
か
れ
」と
題
す
る
部
立
は
、『
古
今
集
』、『
後
撰
集
』で
は「
離

別
」
で
あ
る
が
、『
拾
遺
集
』
か
ら
『
詞
花
集
』
ま
で
「
別
」
と
す
る
。
地

方
へ
下
る
人
と
の
別
れ
と
い
う
主
題
は
、『
海
人
手
古
良
集
』
に
も
共
通
し

て
い
て
、「
わ
か
れ
」「
わ
か
れ
路
」
を
ほ
ぼ
交
互
に
繰
り
返
し
、
す
べ
て
の

詠
に
詠
み
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
趣
向
が
見
え
る
。

ま
た
、「
無
常
」
題
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
題
に
は
見
え
る
も
の
の
、
歌

題
と
し
て
は
、
平
安
時
代
に
は
『
海
人
手
古
良
集
』
に
あ
る
の
が
非
常
に
早

い
例
と
な
り
、「
わ
か
れ
」
題
と
と
も
に
『
千
穎
集
』
に
引
き
継
が
れ
る
。

し
か
し
、『
和
漢
朗
詠
集
』
が
、
�
「
よ
の
な
か
を
な
に
に
た
と
へ
む
あ

さ
ぼ
ら
け
こ
ぎ
ゆ
く
ふ
ね
の
あ
と
の
し
ら
な
み
」（
七
九
六
・
沙
弥
満
誓
、
万
葉

集
・
巻
三
・
三
五
一
「
漕
ぎ
去
に
し
舟
の
跡
な
き
ご
と
し
」）、
�
「
て
に
む
す
ぶ
み

づ
に
や
ど
れ
る
つ
き
か
げ
の
あ
る
か
な
き
か
の
よ
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」（
七

九
七
・
貫
之
、
貫
之
集
・
九
〇
二
）、
さ
ら
に

「
す
ゑ
の
つ
ゆ
も
と
の
し
づ
く

や
よ
の
な
か
の
お
く
れ
さ
き
だ
つ
た
め
し
な
る
ら
ん
（
七
九
七
・
良
僧
正
、
遍

昭
集
・
一
五
）
の
三
首
を
引
く
よ
う
に
、
無
常
観
を
詠
む
和
歌
は
す
で
に
多

い
。『
順
集
』
に
は
、
�
を
も
と
に
、

応
和
元
年
七
月
十
一
日
に
、
よ
つ
な
る
を
ん
な
ご
を
う
し
な
ひ
て
、
お

な
じ
年
の
八
月
六
日
に
、
又
い
つ
つ
な
る
を
の
こ
子
を
う
し
な
ひ
て
、

無
常
の
思
ひ
、
こ
と
に
ふ
れ
て
お
こ
る
、
か
な
し
び
の
な
み
だ
か
わ
か

ず
、
古
万
葉
集
の
中
に
沙
弥
満
誓
が
よ
め
る
歌
の
中
に
、
世
の
中
を
な

に
に
た
と
へ
ん
と
い
へ
る
こ
と
を
と
り
て
、
か
し
ら
に
お
き
て
よ
め
る

歌

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
子
を
失
っ
た
無
常
感
か
ら
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

「
萩
の
う
へ
の
露
」（
一
一
九
）
か
ら
「
あ
さ
が
ほ
の
花
」（
一
二
〇
）、「
水
の

あ
わ
」（
一
二
一
）
と
続
く
連
作
は
ひ
と
つ
の
趣
向
と
見
え
、
さ
ら
に
『
能
宣
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集
』
に
、「
よ
の
な
か
の
つ
ね
な
き
を
み
て
、
万
葉
集
の
な
か
な
る
沙
弥
満

誓
が
歌
を
も
と
に
て
、
し
も
の
く
を
く
は
へ
て
、
し
た
が
ふ
、
時
文
な
ど
し

て
よ
み
は
べ
り
し
」
と
題
す
る
十
首
が
詠
ま
れ
て
も
お
り
、
創
作
意
欲
を
充

分
に
刺
激
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

「
空
蝉
の
世
に
も
に
た
る
か
花
ざ
く
ら
さ
く
と
見
し
ま
に
か
つ
ち
り
に
け

り
」（
古
今
集
・
春
下
・
七
三
・
読
人
不
知
）
や
「
こ
ひ
し
な
ば
た
が
名
は
た
た

じ
世
中
の
つ
ね
な
き
物
と
い
ひ
は
な
す
と
も
」（
古
今
集
・
恋
二
・
六
〇
三
・
清

原
深
養
父
）
の
よ
う
に
、
四
季
や
恋
の
和
歌
の
な
か
で
詠
ま
れ
て
き
た
無
常

を
、『
海
人
手
古
良
集
』
の
九
首
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
�
に
ひ
か
れ
た
貫
之

歌
を
も
と
に
詠
ま
れ
た
、

む
す
ぶ
手
の
し
づ
く
に
に
ご
る
月
影
の
身
と
知
り
ぬ
れ
ば
千
世
も
い
な

い
な

（
海
人
手
古
良
集
・
無
常
・
六
六
）

を
初
め
と
し
て
、
は
か
な
さ
の
喩
え
に「
と
も
し
火
」（
六
八
）
、「
月
草
」（
六

九
）、「
あ
さ
が
ほ
の
露
」（
七
〇
）、「
う
た
か
た
」（
七
一
）な
ど
を
用
い
る
。『
続

後
拾
遺
集
』（
哀
傷
・
一
二
二
九
）
に
「
水
の
面
に
う
き
て
た
だ
よ
ふ
う
た
か

た
の
ま
だ
消
え
ぬ
ま
に
か
は
る
世
中
」
と
入
集
し
た
七
一
番
歌
は
、
本
集
で

は
、
諸
本
が
初
句
を
「
庭
の
面
に
」
と
し
て
お
り
、「
庭
清
み
沖
辺
漕
ぎ
出

づ
る
海
士
舟
の
梶
取
る
間
な
き
恋
も
す
る
か
な
」（
万
葉
集
・
巻
十
一
・
二
七
四

六
）
な
ど
と
詠
ま
れ
た
「
庭
」
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
万
葉
集
』

で
「
海
面
」
を
意
味
す
る
「
庭
」
を
わ
ざ
わ
ざ
用
い
る
と
こ
ろ
に
、
万
葉
表

現
を
気
取
っ
た
言
い
回
し
と
感
じ
て
い
た
師
氏
の
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
。

ま
た
、
続
い
て
「
沢
の
お
も
に
年
経
る
た
づ
の
千
世
を
経
て
後
は
羽
打
つ

ほ
ど
も
な
し
と
や
」（
七
二
）、「
色
深
き
峰
の
紅
葉
も
山
川
の
底
に
朽
ち
葉
の

み
く
づ

み
く
づ

水
屑
と
ぞ
な
る
」（
七
三
）
と「
羽
打
つ
ほ
ど
も
」な
い
鶴
と「
朽
ち
葉
の
水
屑
」

と
な
っ
た
紅
葉
を
詠
ん
で
、
長
寿
や
美
の
シ
ン
ボ
ル
が
衰
え
る
と
こ
ろ
に
、

こ
れ
ま
で
に
な
い
「
無
常
」
の
喩
え
を
見
出
し
、「
実
も
な
し
み
ど
り
も
見

え
ず
…
…
い
づ
れ
も
白
き
渚
な
り
け
り
」（
七
四
）
と
結
ぶ
。

は
く

『
和
漢
朗
詠
集
』
は
題
「
無
常
」
か
ら
「
白
」
へ
と
続
き
、
下
巻
を
終
え

る
。
こ
の
「
白
」
題
に
つ
い
て
は
「
仏
教
の
諸
行
無
常
、
色
即
是
空
の
理
の

寓
意
と
解
す
る
か
」
と
い
う
説
が
諸
説
の
う
ち
に
あ
る
と
（
注
２５
）

い
う
が
、
師
氏
詠

は
、
本
文
が
そ
の
ま
ま
で
は
理
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
も
の
の（「
…
…
」

部
は
諸
本
「
す
か
は
ね
し
」）、「
い
づ
れ
も
白
き
」
と
し
た
と
こ
ろ
は
、
当
時
の

仏
教
観
に
基
づ
く
「
白
」
の
認
識
を
も
と
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、「
い
の
り
」
で
は
、

さ
ざ
れ
石
に
生
ひ
ん
世
松
に
す
を
つ
く
る
た
づ
の
ひ
な
に
も
君
は
す
み

な
ん

（
海
人
手
古
良
集
・
七
五
）

あ
し
た
づ
の
千
世
の
齢
を
さ
し
な
が
ら
君
に
ゆ
づ
る
と
な
づ
く
る
か
く

も

（
八
〇
）

と
、
子
ど
も
の
成
長
を
祝
い
、
長
寿
を
寿
ぐ
和
歌
が
詠
ま
れ
、
こ
れ
は「
賀
」

部
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
同
題
の
和
歌
は
、
故
事
を
意
識
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
を
揃
え
て
い
る
。

「
み
ど
り
子
も
い
つ
し
か
か
め
の
上
に
か
よ
は
ん
」（
七
六
番
歌
）
と
あ
る
の

は
『
列
子
』
や
『
列
子
伝
』
に
見
え
る
故
事
に
よ
り
「
亀
の
上
」
が
「
蓬
莱
」

を
さ
す
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
し
、「
斧
の
柄
を
手
な
ら
し
そ
め
ぬ
君
」（
七

七
番
歌
）
と
あ
る
も
の
は
「
晋
の
王
質
」
の
故
事
で
歌
学
書
に
も
多
く
引
か

れ
る
、「
斧
の
柄
」
が
朽
ち
る
ほ
ど
の
長
い
時
を
い
う
。「
み
ち
と
せ
に
な
る
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て
ふ
桃
」（
七
八
番
歌
）
は
『
奥
義
抄
』
な
ど
も
ひ
く
「
西
王
母
」
の
故
事
で

『
漢
武
内
伝
』
か
ら
引
く
「
三
千
年
に
一
度
実
る
桃
」
を
詠
み
、「
衣
し
て
な

づ
る
巌
の
つ
く
る
ま
で
」（
七
九
番
歌
）
も
、『
菩
薩
瓔
珞
本
業
経
』
の
「
劫
」

と
い
う
長
い
時
の
解
説
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
「
き
み
が
世
は
あ
ま
の
は
衣
ま

れ
に
き
て
な
づ
と
も
つ
き
ぬ
い
は
ほ
な
ら
な
ん
」
に
拠
っ
て
い
る
。「
限
り

な
き
齢
を
の
ぶ
る
浦
島
の
子
」（
八
一
番
歌
）
は
『
日
本
書
紀
』、『
丹
後
風
土

記
』
や
『
万
葉
集
』
の
「
詠
水
江
浦
嶋
子
一
首
」（
巻
九
・
一
七
四
〇
）
に
も

見
え
る
「
浦
島
子
」
伝
説
を
ひ
い
て
、
永
劫
の
時
を
和
歌
に
詠
む
の
で
あ
る
。

故
事
を
多
く
用
い
て
詠
ま
れ
た
「
い
の
り
」
は
、

君
が
世
は
な
ほ
大
原
の
小
塩
山
松
の
こ
ず
ゑ
も
た
の
も
し
き
か
な（

八
二
）

昔
よ
り
春
日
の
藤
の
栄
ゆ
れ
ば
今
の
使
ひ
も
挿
頭
な
り
け
り

（
八
三
）

二
首
で
終
わ
る
。
大
原
野
神
社
、
春
日
大
社
と
い
う
、
と
も
に
藤
原
氏
の
氏

神
を
祀
る
地
の
「
松
」「
藤
」
を
詠
ん
で
、
天
皇
と
藤
原
氏
の
栄
え
を
寿
ぐ

姿
勢
で
あ
り
、
藤
氏
一
族
の
要
員
の
自
覚
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
こ
か
ら
『
海
人
手
古
良
集
』
は
「
好
忠
百
首
」
の
物
名
歌
を
踏

ま
え
る
よ
う
に
、「
と
し
」「
月
」「
日
」「
時
」
と
題
し
た
「
物
名
歌
」
に
な

ま
せ

っ
て
い
く
。
続
く
「
花
」
題
は
時
と
の
関
わ
り
も
な
く
、「
籬
ち
か
く
う
う

る
花
し
も
に
ほ
ふ
か
な
こ
や
こ
が
ら
し
の
秋
の
初
風
」（
八
八
）
と
和
歌
中
に

「
花
」
の
語
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
が
物
名
歌
で
あ
る
と
は
判
断
で
き
な
い
。

し
か
し
、
好
忠
、
順
の
集
の
物
名
歌
群
の
存
在
を
見
て
も
、
ま
た
藤
原
輔

相
が
『
藤
六
集
』
と
い
う
物
名
歌
の
歌
集
を
編
ん
だ
こ
と
を
見
て
も
、
和
歌

を
詠
む
際
に
、
和
歌
技
巧
を
凝
ら
す
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
言
葉
の

「
音
」
に
対
す
る
関
心
が
強
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
師

氏
が
、
四
首
で
は
あ
る
が
、
関
連
し
た
言
葉
に
よ
る
「
題
」
の
物
名
歌
を
『
海

人
手
古
良
集
』
に
置
い
た
こ
と
に
、
師
氏
の
和
歌
の
言
葉
へ
の
知
的
関
心
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
続
く
構
成
は
、「
春
の
風
に
鶯
む
つ
る
」（
八
九
）、「
夏
ほ
た
る
み

ぎ
は
に
火
を
と
も
す
」（
九
〇
）、「
池
水
か
ゞ
み
に
に
た
る
」（
九
一
）、「
た
ま

の
ひ
か
り
て
井
の
な
か
に
あ
り
」（
九
二
）、「
あ
ふ
さ
か
の
関
」（
九
三
）、「
秋

の
月
み
づ
に
う
か
ぶ
」（
九
四
）、
と
句
題
に
な
っ
て
い
る
。
八
八
番
歌
「
花
」、

九
三
番
歌
「
あ
ふ
さ
か
の
関
」
な
ど
は
こ
こ
に
入
る
こ
と
に
不
審
も
あ
っ
て
、

こ
の
あ
た
り
か
ら
は
、
別
の
機
会
に
ま
と
め
ら
れ
た
詠
が
付
加
さ
れ
た
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、『
海
人
手
古
良
集
』
の
百
首
歌
の
構
成
は
、
四
季
詠
か
ら
始
ま

る
勅
撰
集
の
部
立
構
成
を
受
け
継
ぎ
、
百
首
歌
の
先
例
で
あ
る「
好
忠
百
首
」

の
構
成
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
特
に
、「
物
名
」は
、
部

立
名
と
し
て
は
『
古
今
集
』、『
拾
遺
集
』
に
あ
り
以
後
に
は
見
え
な
く
な
る
。

そ
の
「
物
名
」
を
持
つ
『
古
今
和
歌
集
』
を
そ
の
範
と
し
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
元
永
本
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
「
賀
」
部
の
巻
頭
に
は
「
祈
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、『
海
人
手
古
良
集
』
に
は
平
安
時
代
の
『
古
今
和
歌
集
』

の
部
立
名
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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五
、「
海
人
」
は
存
在
す
る
か

前
節
四
で
は
、『
海
人
手
古
良
集
』
の
集
名
は
、
権
門
貴
族
の
私
家
集
に

見
え
る
恋
愛
歌
集
と
は
異
な
る
、
創
作
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
た
め
に

古
風
な
印
象
の
あ
る
言
葉
で
名
付
け
ら
れ
た
と
述
べ
た
。

ま
た
、
そ
の
詠
歌
内
容
は
、「
わ
か
れ
」「
わ
か
れ
路
」
を
詠
み
込
ん
だ
り
、

無
常
観
の
比
喩
を
工
夫
し
た
り
、
故
事
に
拠
っ
て
詠
む
こ
と
を
主
眼
と
し
た

り
、
物
名
歌
に
し
た
り
と
、
題
毎
の
創
作
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。四

季
部
に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
海
人
」
を
名
乗
る
よ

う
な
、
大
納
言
師
氏
を
隠
す
よ
う
な
仮
託
の
和
歌
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。

隠
せ
ど
も
お
そ
き
春
べ
に
ひ
と
り
ゐ
て
な
が
む
る
宮
の
う
ぐ
ひ
す
の
声

（
春
・
三
）

と
ふ
人
も
見
え
ぬ
蓬
の
も
と
な
れ
ど
今
は
す
み
れ
の
さ
か
り
な
る
か
な

（
五
）

い
と
ま
な
み
夜
殿
さ
し
つ
る
程
も
な
く
春
の
遊
び
に
夜
も
よ
る
と
か

（
六
）

陸
奥
の
ま
が
き
わ
た
り
は
磯
な
め
て
わ
か
め
刈
り
に
ぞ
あ
ま
も
行
き
か

ふ

（
七
）

の
「
お
そ
き
春
べ
に
ひ
と
り
ゐ
て
」、「
と
ふ
人
も
見
え
ぬ
蓬
の
も
と
」
な
ど

に
孤
独
感
が
詠
ま
れ
、
特
に
五
番
歌
に
は
隠
遁
者
の
趣
き
が
あ
る
。

ま
た
、
六
番
歌
の
「
い
と
ま
な
み
」
の
語
は
、「
蘆
の
屋
の
な
だ
の
塩
焼

い
と
ま
な
み
黄
楊
の
小
櫛
も
さ
さ
ず
来
に
け
り
」（
伊
勢
物
語
・
第
八
十
七
段
）

の
古
歌
が
名
高
く
、「
伊
勢
の
海
の
あ
ま
の
ま
て
が
た
い
と
ま
な
み
」（
後
撰

あ

ま

集
・
恋
五
・
九
一
六
・
源
英
明
）
と
海
女
を
た
と
え
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
六
番
歌
は
、
身
分
の
低
い
者
の
詠
と
し
て
、「
身
分
の
低

い
私
た
ち
は
（
海
人
の
よ
う
に
）
暇
が
な
い
の
で
寝
所
を
閉
ざ
し
て
休
む
、
そ

の
程
な
い
時
か
ら
大
宮
人
は
春
の
遊
び
の
た
め
に
、
夜
も
人
が
集
ま
っ
て
行

く
と
か
い
う
こ
と
だ
」
と
い
う
よ
う
な
訳
が
考
え
ら
れ
る
。

七
番
歌
、
春
の
「
わ
か
め
刈
り
」
の
景
色
に
は
「
海
人
」
が
登
場
す
る
が
、

夏
題
に
は
、

や
を
と
め
も
け
ふ
や
ひ
と
へ
に
夏
衣
神
の
み
そ
ぎ
ぞ
い
そ
ぎ
た
つ
ら
む

（
一
一
）

か
ず
な
ら
ぬ
し
づ
の
た
ま
き
も
お
の
が
じ
し
今
は
さ
な
へ
の
い
そ
が
し

き
か
な

（
一
五
）

み
だ
れ
ず
て
こ
の
し
た
や
み
に
小
倉
山
ふ
も
と
に
鹿
を
と
も
す
か
り
人

（
一
六
、
結
句
「
あ
き
人
」
を
校
訂
）

高
瀬
さ
す
鵜
飼
も
今
は
お
り
た
ち
て
水
な
つ
か
し
き
か
も
の
う
は
浪

（
一
八
）

し
づ

の
よ
う
に
、「
八
乙
女
」、「
早
苗
（
に
忙
し
い
）
賤
」、「
鹿
」
を
照
射
し
て
狩

る
「
狩
人
」、「
鵜
飼
（
す
る
人
）」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
で
、
卑
俗
の
生
業

に
身
を
や
つ
す
姿
勢
が
見
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
方
で
は
、
冬
題
に
、

小
忌
か
よ
ふ
こ
こ
の
か
さ
ね
に
日
影
さ
し
豊
の
明
か
り
に
み
ゆ
る
妹
か

な

（
三
五
）
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都
へ
と
行
き
か
ふ
人
の
道
も
な
み
年
の
せ
め
て
も
い
そ
が
し
き
か
な

（
三
八
）

こ

ぞ

も
も
し
き
の
大
宮
人
も
群
れ
ゐ
つ
つ
去
年
と
や
今
日
を
明
日
は
語
ら
ん

（
三
九
）

小
忌
衣
を
ま
と
う
官
人
や
豊
の
明
か
り
の
舞
姫
を
描
き
、
ま
た
、「
都
へ
と

行
き
か
ふ
人
」、「
大
宮
人
」
の
歳
暮
が
詠
ま
れ
て
い
て
、
四
季
を
通
じ
て
、

師
氏
は
、
広
い
社
会
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
と
同
じ
く
、「
あ
は
ぬ
恋
」「
あ
ひ
て
の
恋
」
で
は
、

な
こ
そ

あ
ふ
さ
か
の
か
た
き
人
に
は
陸
奥
の
さ
ら
に
忽
来
を
な
づ
く
る
か
も
し

（
四
一
）

な
こ
そ

と
、「
逢
坂
」・「
陸
奥
の
（
さ
ら
に
）
忽
来
」
を
詠
む
よ
う
に
、「
清
見
が
関

の
浪
」（
四
二
）、「
陸
奥
の
さ
は
こ
の
御
湯
」（
四
三
）、「
諏
訪
の
湖
衣
の
崎
」

（
四
四
）、「
常
陸
」（
四
五
）、「
伊
奈
」・「
信
濃
な
る
浅
間
が
山
」（
四
六
）、「
東

路
の
浜
名
の
橋
」（
四
七
）、「
生
田
の
浦
」（
四
八
）、「
あ
ひ
て
の
恋
」で
も「
こ

か
づ
ら
き

ゆ
る
ぎ
」（
五
〇
）、「
葛
城（
の
神
）」（
五
一
）、「
武
蔵
な
る
さ
さ
の
山
べ
」（
五

三
）、「
美
作
や
く
め
の
さ
ら
山
」（
五
四
）、「
駿
河
の
富
士
の
浦
」（
五
五
）、「
陸

奥
の
信
夫
（
も
ぢ
ず
り
）」（
五
六
）
と
、
多
く
の
歌
枕
が
詠
み
込
ま
れ
る
。

逢
坂
の
道
に
垣
ほ
は
越
え
な
が
ら
ま
だ
許
さ
れ
ぬ
下
紐
の
関

（
五
八
）

と
、
最
後
に
再
び
「
逢
坂
」
を
詠
み
つ
つ
、
当
時
ま
だ
あ
ま
り
使
わ
れ
る
こ

と
の
な
か
っ
た
陸
奥
の
「
下
紐
の
関
」
を
も
詠
ん
で
、
最
後
の
一
線
が
許
さ

れ
な
い
こ
と
を
歎
く
「
逢
ひ
て
逢
は
ぬ
恋
」
の
様
相
を
描
い
て
い
る
。

『
海
人
手
古
良
集
』
の
歌
枕
表
現
は
、
曽
根
誠
一
氏
が
指
摘
さ
（
注
２６
）

れ
た
よ
う

か
づ
ら
き

た
だ
す

に
、
全
体
で
三
一
首
三
四
例
（
た
だ
し
、
曽
根
氏
は
「
葛
城
〈
の
神
〉
」〈
五
一
〉・「
糺

の
神
」〈
八
四
〉
は
省
か
れ
る
）
に
も
及
び
、
初
期
百
首
の
中
で
も
目
立
っ
た
特

徴
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
仮
構
の
場
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
の
ひ

と
つ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
五
節
で
見
た
よ
う
な
、「
物
名
」
へ
の
関
心
は
、『
古
今
和
歌
集
』

の
尊
重
と
と
も
に
、「
詞
」
の
表
現
技
巧
・
言
葉
遊
び
を
知
的
な
遊
戯
と
し

て
重
ん
じ
る
姿
勢
の
現
れ
と
思
わ
れ
る
。
他
の
部
立
の
和
歌
の
中
に
も
、「
春

の
あ
そ
び
に
よ
る
も
よ
る
と
か
」（
六
）、「
こ
の
し
た
や
み
に
を
ぐ
ら
山
」（
一

六
）、「
こ
き
ま
ぜ
な
り
や
四
方
の
た
ま
が
き
」（
二
九
）、「
涙
も
袖
に
ひ
た
ち

な
る
」（
四
五
）、「
く
め
の
み
ま
さ
か
い
ま
さ
ら
に
君
」（
五
四
）、「
わ
く
ら
ば

に
あ
ふ
か
は
あ
ふ
か
」（
五
六
）、
な
ど
、
和
歌
に
は
あ
ま
り
見
え
な
い
表
現

や
、
地
名
へ
の
掛
詞
、
同
音
の
繰
り
返
し
な
ど
、
音
の
響
き
に
こ
だ
わ
る
と

こ
ろ
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
歌
枕
表
現
を
も
含
め
、
和
歌
の
技
巧
に
工
夫
を

重
ね
る
こ
と
も
「
創
作
」
の
一
環
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

六
、
歌
集
の
な
か
の
師
氏

以
上
、『
海
人
手
古
良
集
』の
性
格
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、『
海

人
手
古
良
集
』
が
、
完
璧
に
百
首
歌
と
し
て
完
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
は

さ
て
お
き
、
師
氏
の
目
指
し
た
も
の
は
、
作
り
上
げ
る
「
歌
集
」
で
あ
っ
て
、

そ
こ
が
他
の
私
家
集
と
は
異
な
る
、
ま
さ
し
く
百
首
歌
の
さ
き
が
け
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
師
氏
の
実
像
、
私
生
活
は
ど
こ
に
も
残
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

勅
撰
集
に
み
え
る
師
氏
詠
は
、
後
撰
集
１
、
新
古
今
集
１
、
新
勅
撰
集
４
、
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続
古
今
集
１
、
続
千
載
集
１
、
続
後
拾
遺
集
２
、
新
続
古
今
集
１
（
計
１１
首
）

で
あ
る
。
そ
の
他
に
、『
貫
之
集
』、『
多
武
峯
少
将
物
語
』
に
も
師
氏
像
が

見
え
る
。

勅
撰
集
歌
に
は
、『
海
人
手
古
良
集
』
に
あ
る
も
の
が
八
首
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
う
ち
『
新
勅
撰
集
』
は
、
四
季
部
に
一
首
ず
つ
を
『
海
人
手
古
良

集
』
か
ら
配
し
て
い
て
、
定
家
の
師
氏
詠
に
対
す
る
関
心
と
「
春
夏
秋
冬
」

の
題
を
持
つ
こ
と
へ
の
配
慮
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
海
人
手
古
良
集
』
以
外
の
詠
を
挙
げ
る
。

１
『
後
撰
集
』
恋
三
・
七
六
四

ま
ち
じ
り
の
君
に
ふ
み
つ
か
は
し
た
り
け
る
返
事
に
、
み
つ
と
の

み
あ
り
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る

も
ろ
う
ぢ
の
朝
臣

な
き
な
が
す
涙
の
い
と
ど
そ
ひ
ぬ
れ
ば
は
か
な
き
み
づ
も
袖
ぬ
ら
し
け

り

２
『
新
古
今
集
』
雑
中
・
一
六
二
六

少
将
高
光
、
横
河
に
ま
か
り
て
、
か
し
ら
お
ろ
し
侍
り
に
け
る
に
、

法
服
つ
か
は
す
と
て

権
大
納
言
師
氏

お
く
山
の
苔
の
衣
に
く
ら
べ
み
よ
い
づ
れ
か
露
の
お
き
ま
さ
る
と
も

３
『
続
古
今
集
』
恋
四
・
一
二
三
四

中
務
が
も
と
に
い
ひ
つ
か
は
し
け
る

大
納
言
師
氏

と
き
ど
き
ぞ
し
ぐ
れ
も
し
け
る
よ
と
と
も
に
わ
び
つ
つ
ふ
る
は
な
み
だ

な
り
け
り

こ
の
う
ち
、
１
の
『
後
撰
集
』
歌
は
、
「
ま
ち
じ
り
の
君
」
の
返
事
が
「
見

つ
」
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、「（
思
い
が
達
せ
ら
れ
な
く
て
）
泣
き
流

す
涙
が
た
く
さ
ん
あ
ふ
れ
て
加
わ
っ
た
の
で
、
あ
な
た
の
『
見
た
』
と
い
う

お
返
事
の
言
葉
『（
は
か
な
い
）
み
つ
（
水
）』
だ
け
で
も
袖
を
濡
ら
す
ほ
ど
に

な
っ
た
」
と
訴
え
て
い
る
。
会
え
な
く
て
悲
し
い
の
で
、
手
紙
を
読
ん
で
く

れ
た
だ
け
で
も
う
れ
し
い
と
い
う
の
だ
が
、
工
藤
重
矩
氏
が
「
平
中
物
語
二

段
に
類
似
」
と
指
摘
さ
（
注
２７
）

れ
る
よ
う
に
、「
み
つ
」
は
『
平
中
物
語
』
の
も
と

と
な
っ
た
や
り
と
り
が
『
伊
勢
集
』
に
あ
り
、

お
な
じ
女
と
し
ご
ろ
い
ふ
と
も
な
く
い
は
ず
と
も
な
き
を
と
こ
あ

り
け
り
、
か
へ
り
ご
と
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
と
し
へ
に
け
る
を
、

な
ど
か
み
つ
と
だ
に
の
た
ま
は
ぬ
と
は
べ
り
け
れ
ば
、
こ
の
を
ん

な
み
つ
と
な
む
な
を
ば
つ
け
た
り
け
る
、
た
ち
か
へ
り
、
を
と
こ

た
ち
か
へ
り
ふ
み
ゆ
か
ざ
ら
ば
は
ま
ち
ど
り
あ
と
み
つ
と
だ
に
君
い
は

ま
し
や

（
一
九
）

か
へ
し

と
し
へ
ぬ
る
こ
と
お
も
は
ず
は
は
ま
ち
ど
り
ふ
み
と
め
て
だ
に
み
べ
き

も
の
か
は

（
二
〇
）

と
、「『
見
た
』
と
い
う
返
事
だ
け
で
も
欲
し
い
」
と
願
う
男
と
、
そ
の
男
に

「
み
つ
」
と
あ
だ
名
を
つ
け
て
し
ま
う
冷
淡
な
女
性
（
そ
れ
で
も
返
歌
は
返
し
て

い
る
）
が
描
か
れ
て
い
る
。

『
伊
勢
集
』
に
は
、
ほ
か
に
も
「
こ
の
み
つ
と
つ
け
た
り
し
人
の
も
と
よ

り
」（
二
五
詞
書
）
と
も
、
ま
た
、

人
の
み
つ
と
だ
に
い
へ
と
あ
り
し
か
ば

夢
に
て
も
み
つ
と
は
い
は
じ
あ
さ
な
あ
さ
な
わ
が
お
も
か
げ
に
は
づ
る

み
な
れ
ば

（
一
六
〇
）
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と
い
う
か
た
ち
の
女
の
和
歌
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
見
つ
」
に
「
水
（
み
づ
）」
を
掛
け
た
と
こ
ろ
に
、
師
氏
詠
の
工
夫

が
見
え
る
。

ま
た
３
の
「
と
き
ど
き
ぞ
し
ぐ
れ
も
し
け
る
よ
と
と
も
に
わ
び
つ
つ
ふ
る

は
な
み
だ
な
り
け
り
」（
続
古
今
集
）
も
恋
歌
で
、「
時
々
は
時
雨
も
降
る
の

に
、
い
つ
ま
で
も
思
い
佗
び
な
が
ら
、（
夜
も
す
が
ら
）降
っ
て
い
る
の
は
私

の
涙
な
の
で
す
ね
」
と
詠
ん
で
い
る
。
「
と
き
ど
き
ぞ
」
す
る
「
時
雨
」に「
世

と
と
も
に
」
降
る
「
涙
」
を
配
し
て
、
さ
ら
に
、
「
時
雨
」
が
「
時
々
ぞ
」
す

る
と
い
う
の
は
、
言
葉
の
遊
び
を
裏
に
か
く
し
て
い
て
、『
海
人
手
古
良
集
』

の
特
色
と
も
重
な
る
、
い
か
に
も
師
氏
ら
し
い
詠
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
よ
と
と
も
に
佗
」
ぶ
と
詠
ま
れ
た
「
世
と
と
も
に
」
は
本
来
「
こ
の
世

が
あ
る
か
ぎ
り
、
ず
っ
と
」
と
解
さ
れ
る
句
で
あ
る
。
し
か
し
、

な
き
な
た
ち
侍
り
け
る
こ
ろ

よ
と
と
も
に
わ
が
ぬ
れ
ぎ
ぬ
と
な
る
物
は
わ
ぶ
る
涙
の
き
す
る
な
り
け

り

（
後
撰
集
・
雑
三
・
一
二
〇
二
・
読
人
不
知
、
伊
勢
集
・
一
四
三
）

と
詠
ま
れ
た
先
行
歌
は
、「
濡
れ
衣
」
で
あ
る
「
な
き
名
（
根
拠
の
な
い
浮
き

名
）」
で
あ
る
が
、
私
の
「
濡
れ
衣
」
は
思
い
わ
び
る
「
涙
」
が
濡
ら
し
た

も
の
と
い
う
機
知
の
歌
で
、
恋
の
歌
で
あ
る
た
め
に
「
世
」
に
「
夜
」
の
意

味
も
掛
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
な
た
に
会
え
な
い
夜
に
思
い

わ
び
て
流
す
涙
と
い
う
言
葉
の
流
れ
が
、
師
氏
詠
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
（
注
２８
）

う
か
。

こ
の
二
首
の
相
手
で
あ
る
「
町
尻
の
君
」
は
師
氏
甥
の
一
条
摂
政
伊
尹
と
、

ま
た
「
中
務
」
は
師
氏
兄
の
実
頼
や
元
良
親
王
、
源
信
明
な
ど
と
の
恋
愛
が

知
ら
れ
る
女
性
で
、
彼
女
た
ち
と
の
恋
歌
の
や
り
と
り
は
、
華
や
か
な
王
朝

の
恋
物
語
の
な
か
に
師
氏
も
そ
の
姿
を
残
す
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
３
に
つ
い
て
曽
根
誠
一
氏
は
「
何
故
こ
れ
程
深
い
悲
嘆
の
和

歌
を
中
務
に
贈
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
さ
（
注
２９
）

れ
る
。『
続
古
今
集
』

撰
者
の
恋
歌
と
し
て
の
理
解
を
、
恋
歌
な
ら
「
中
務
に
訴
え
か
け
る
具
体
的

事
象
が
詠
ま
れ
る
は
ず
な
の
に
、
全
く
見
ら
れ
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
、
恋

歌
で
は
な
い
と
し
て
、『
尊
卑
分
脈
』
に
師
氏
の
子
、
も
し
く
は
孫
と
し
て

名
が
書
か
れ
る
「
保
信
」
が
「
母
陸
奥
守
信
明
女
」
と
注
さ
れ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
源
信
明
と
そ
の
妻
で
あ
っ
た
中
務
の
間
の
娘
が
「
陸
奥
守
信
明
女
」
で
、

彼
女
の
早
世
の
可
能
性
ま
で
考
え
ら
れ
、
子
（
も
し
く
は
孫
、
保
信
）
の
母
の

逝
去
を
そ
の
母
（
祖
母
中
務
）
に
歎
く
歌
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
ら
れ
て
い

る
。
信
明
（
九
一
〇
年
）、
中
務
（
九
一
二
年
）、
師
氏
（
九
一
三
年
）
は
近
い
年

の
生
ま
れ
で
あ
る
の
で
、
可
能
性
と
し
て
否
定
で
き
な
い
ま
で
も
、「
中
務

に
訴
え
か
け
る
具
体
的
事
象
が
詠
ま
れ
る
は
ず
」
と
い
う
前
提
が
予
測
で
し

か
な
い
の
で
、
恋
の
嘆
き
を
大
仰
に
訴
え
た
、
恋
の
駆
け
引
き
の
歌
と
し
て

の
理
解
も
、
依
然
と
し
て
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、『
後
撰
集
』（
冬
・
四
八
〇
）
に
は
、

師
氏
朝
臣
の
狩
し
て
家
の
ま
へ
よ
り
ま
か
り
け
る
を
き
き
て

よ
み
人
し
ら
ず

白
雪
の
ふ
り
は
へ
て
こ
そ
と
は
ざ
ら
め
と
く
る
た
よ
り
を
す
ぐ
さ
ざ
ら

な
ん

と
い
う
、
鷹
狩
り
を
し
て
の
帰
り
、
女
の
家
の
前
を
通
り
す
ぎ
る
師
氏
を
呼

び
止
め
る
詠
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、『
海
人
手
古
良
集
』
で
は
見

―７４―

Shukugawa Gakuin College

NII-Electronic Library Service



る
こ
と
の
で
き
な
い
、
貴
族
男
性
と
し
て
の
師
氏
像
で
あ
る
。

ま
た
、
天
理
図
書
館
蔵
『
貫
之
集
』（
二
類
本
）
に
は
、

も
も
ぞ
の
の
宰
相
君
御
も
と
よ
り
、
火
う
ち
に
た
き
も
の
を
く
は

へ
て
も
の
へ
つ
か
は
さ
ん
と
て
め
せ
る
に
、
た
て
ま
つ
る

を
り
を
り
に
う
ち
て
た
く
ひ
の
け
ぶ
り
あ
ら
ば
こ
こ
ろ
ざ
す
か
を
し
の

べ
と
ぞ
思
ふ

（
五
九
）

師
氏
宰
相
の
君
の
め
し
け
る
に
た
て
ま
つ
る
二
首

我
に
し
も
草
の
枕
は
こ
は
な
く
に
も
の
へ
と
き
く
は
を
し
く
も
あ
る
か

な

（
六
〇
）

君
が
ゆ
く
と
こ
ろ
を
き
け
ば
月
見
つ
つ
を
ば
す
て
山
ぞ
恋
し
か
る
べ
き

（
六
一
）

と
い
う
詠
が
見
（
注
３０
）

え
る
。

陽
明
文
庫
本
『
貫
之
集
』（
一
類
本
）
で
は
、「
も
の
へ
行
く
人
に
ひ
う
ち

の
ぐ
し
て
こ
れ
に
た
き
も
の
を
く
は
へ
て
や
る
」、「
し
な
の
へ
行
く
人
に
馬

の
は
な
む
け
せ
ん
と
て
」
と
あ
り
、
師
氏
は
地
方
へ
下
向
す
る
人
に
、
火
打

ち
の
道
具
と
練
り
香
を
贈
り
、
餞
別
の
宴
を
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

師
氏
が
宰
相
（
参
議
）
で
あ
る
時
の
貫
之
の
詠
で
あ
る
が
、
師
氏
が
参
議

に
な
っ
た
天
慶
七
年
（
九
四
四
）
年
は
、
貫
之
の
没
年
、
天
慶
九
年
（
九
四
六
）

以
前
で
あ
る
。
他
本
で
は
師
氏
は
「
少
将
」「
中
将
」
と
も
書
か
れ
る
が
、
一

類
本
で
は
、
当
該
歌
の
次
に
位
置
す
る
歌
の
詞
書
に
「
も
ろ
ま
さ
の
侍
従
」

と
あ
っ
て
、
師
氏
が
少
将
の
期
間
（
承
平
四
年
〈
九
三
四
〉
か
ら
天
慶
四
年
〈
九

四
一
〉）
と
、
師
尹
が
侍
従
の
期
間
（
承
平
五
年
〈
九
三
五
〉
か
ら
承
平
七
年
〈
九

三
七
〉）
が
重
な
る
。
師
氏
の
呼
称
は
異
な
っ
て
も
、
貫
之
晩
年
に
、
歌
人
と

し
て
の
高
い
評
判
も
定
着
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
貫
之
な
ど
の
専
門
歌
人
か
ら

和
歌
を
召
し
て
遣
わ
す
よ
う
な
、
上
流
貴
族
と
し
て
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
と

知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
公
的
生
活
の
な
か
の
師
氏
で
あ
る
が
、
摂
関
家
の
一

員
と
し
て
の
姿
を
み
せ
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、『
後
撰
集
』
と
い
う
師
氏
の
生
存
中
に
成
立
し
た
歌
集
に
描

か
れ
る
姿
と
、
２
『
新
古
今
集
』
の
師
氏
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
。

「
少
将
高
光
、
横
河
に
ま
か
り
て
、
か
し
ら
お
ろ
し
侍
り
に
け
る
に
、
法

服
つ
か
は
す
と
て
」
と
あ
る
高
光
は
、
師
氏
の
兄
師
輔
の
息
子
で
、
師
氏
の

娘
を
妻
と
し
て
い
る
甥
で
あ
る
。
比
叡
山
、
横
川
で
出
家
し
、
の
ち
多
武
峰

に
入
り
、『
多
武
峰
少
将
物
語
』
の
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
る
。
貴
人
で
あ

り
な
が
ら
、
二
十
三
歳
で
突
然
出
家
し
て
し
ま
う
高
光
に
、
そ
の
妻
も
幼
い

娘
も
驚
き
悲
し
み
、
そ
の
親
と
し
て
の
師
氏
一
族
の
悲
し
み
も
『
多
武
峰
少

将
物
語
』
に
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
新
古
今
集
』
歌
は
、『
高
光
集
』（
四
五
）
に
も
、「
中
納
言
殿
よ
り
、
か

は
り
た
る
御
さ
う
ず
く
し
て
山
へ
た
て
ま
つ
る
と
て
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け

る
」（
四
四
詞
書
）
に
続
い
て
、
「
な
ほ
な
ほ
」
の
詞
書
で
載
る
が
、
こ
の
「
中

納
言
殿
」
は
師
氏
を
さ
す
と
見
え
る
。
師
氏
は
、
天
暦
九
年
（
九
五
五
）
権

中
納
言
、
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
師
輔
が
薨
じ
た
際
に
、
正
中
納
言
と
な
っ

て
お
り
、
高
光
出
家
は
、
父
師
輔
の
死
後
応
和
元
年
（
九
六
一
）
十
二
月
の

こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
同
歌
は
『
多
武
峰
少
将
物
（
注
３１
）

語
』
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

奥
山
の
苔
の
衣
に
く
ら
べ
み
よ
い
づ
れ
か
露
の
お
き
は
ま
さ
る
と

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
同
歌
は
、
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さ
て
中
納
言
殿
の
北
の
方
、
こ
の
君
の
御
装
束
、
袈
裟
よ
り
は
じ
め
て
一

く
だ
り
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
こ
れ
山
へ
奉
り
け
れ
ば
、
山
へ
奉
り
た
ま
ふ
。

「
こ
の
御
衣
ど
も
の
、
い
と
あ
は
れ
な
れ
ば
、
忘
れ
て
は
誰
が
こ
と
ぞ
と

お
ぼ
め
か
れ
つ
る
」

と
あ
っ
て
、『
高
光
集
』
四
四
番
歌
が
書
か
れ
た
後
、
や
は
り
「
な
ほ
な
ほ
」

と
し
て
載
る
の
で
あ
る
。

和
歌
作
者
が
、
師
氏
と
、
師
氏
北
の
方
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
笹
川
博
司
氏
が
「『
中
納
言
殿
』
は
藤
原
師
氏
の
第

宅
」
と
注
し
た
上
で
、「
場
所
を
表
す
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
『
中
納
言

殿
』
が
『
新
古
今
集
』
な
ど
で
は
人
を
示
す
名
詞
と
解
さ
れ
、
師
氏
そ
の
人

を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
指
摘
さ
れ
、『
多

武
峰
少
将
物
語
』
の
ほ
う
が
信
憑
性
が
高
い
と
言
わ
れ
て
（
注
３２
）

い
る
。

師
氏
北
の
方
か
ら
贈
ら
れ
た
和
歌
が『
新
古
今
集
』で
師
氏
詠
と
さ
れ
、『
海

人
手
古
良
集
』
の
一
部
の
（
注
３３
）

伝
本
に
は
、『
新
古
今
集
』
か
ら
採
歌
さ
れ
た
同

詠
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、『
多
武
峰
少
将
物
語
』
で
は
、
高
光
の
子
、
師
氏
に
は
孫
娘

に
あ
た
る
姫
君
を
み
て
、

あ
し
ひ
き
の
山
な
る
親
を
恋
ひ
て
な
く
鶴
の
子
見
れ
ば
我
ぞ
悲
し
き

か
た
に
て
も
親
に
似
た
ら
ば
恋
ひ
泣
き
に
泣
く
を
み
る
に
ぞ
我
も
悲
し

き

と
悲
し
む
姿
が
あ
り
、
ま
た
、
北
の
方
同
様
、「
白
銀
の
花
瓶
」
を
四
つ
作

り
、
高
光
に
贈
り
、
高
光
を
思
っ
て
涙
を
流
す
。

山
の
端
は
か
く
し
も
あ
ら
じ
君
が
た
め
都
の
花
は
折
れ
ば
袖
ひ
つ

と
こ
ろ
で
、
師
氏
は
、
悲
し
み
の
た
め
に
出
家
を
も
考
え
る
娘
に
、

（
マ
マ
）

舟
流
す
ほ
ど
久
し
と
い
ふ
な
る
を
あ
ま
と
な
り
て
も
な
が
め
か
る
て
ふ

と
い
う
歌
を
送
っ
て
い
る
。「
舟
を
流
し
て
悲
し
む
海
人
の
よ
う
に
、
あ
な

な

が

め

た
は
（
久
し
く
）
悲
し
む
と
い
う
が
、
尼
に
な
っ
て
も
、
海
人
は
長
海
松
を

刈
る
の
だ
か
ら
（
眺
め
を
す
る
、
尼
に
な
る
の
は
お
や
め
な
さ
い
）」
と
い
う
詠
は
、

次
の
、お

き
つ
な
み

あ
れ
の
み
ま
さ
る

宮
の
う
ち
は

と
し
へ
て
す
み
し

い
せ
の
あ
ま
も

舟
な
が
し
た
る

心
地
し
て

よ
ら
む
方
な
く

か

な
し
き
に
…
…

（
古
今
集
・
雑
体
・
一
〇
〇
六
・
伊
勢
）

に
よ
る
。
ま
た
、『
蜻
蛉
日
記
』
作
者
が
高
明
室
愛
宮
へ
贈
っ
た
、

き
み
も
な
げ
き
を

こ
り
つ
み
て

し
ほ
や
く
あ
ま
と

な
り
ぬ
ら
ん

ふ
ね
を
な
が
し
て

い
か
ば
か
り

う
ら
さ
び
し
か
る

よ
の
中
を

な
が
め
か
る
ら
ん
…
…

（
蜻
蛉
日
記
・
安
和
二
年
）

な

が

め

に
も
同
様
の
表
現
「
ふ
ね
流
す
」、「
長
海
松
刈
る
」
が
見
え
る
。
こ
の
時
期

に
詠
ま
れ
た
「
海
人
」
を
勘
案
す
る
と
、
『
海
人
手
古
良
集
』
の
背
景
に
、
生

活
者
と
し
て
の
海
人
を
哀
し
む
事
と
同
様
に
、
生
け
る
者
と
し
て
高
光
と
師

氏
女
を
思
う
悲
哀
は
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
順
の
子
を
失
っ
た
無
常
感
が
「
世
の
中
を
な
に
に
た
と
へ
む
」

連
作
に
結
び
つ
い
た
よ
う
に
、
詠
歌
は
、
愁
訴
で
は
な
く
、
新
た
な
創
作
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
世
中
に
あ
る
人
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、
心

に
お
も
ふ
こ
と
を
見
る
も
の
き
く
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
い
だ
せ
る
な
り
」

（
古
今
集
仮
名
序
）
と
は
貫
之
の
言
で
あ
る
が
、「
心
に
お
も
ふ
こ
と
」
は
、
百

首
歌
を
創
作
す
る
契
機
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の
言
語
の
響
き
に
重
点
を
置
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き
、
和
歌
技
巧
を
凝
ら
し
た
百
首
か
ら
、
師
氏
の
創
作
趣
向
を
汲
み
取
っ
て

い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
試
み
た
注
釈
と

と
も
に
、
ご
批
判
を
賜
り
た
い
と
思
う
。

＊
本
稿
は
、
片
桐
洋
一
・
岸
本
理
恵
・
藤
川
晶
子
各
氏
と
の
共
著
『
海
人
手
古
良

集
新
注
』（
青
簡
舎
よ
り
刊
行
予
定
）
の
成
果
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

�

�

＊
『
海
人
手
古
良
集
』
の
集
名
は
伝
本
に
よ
り
「
海
人
手
古
良
」「
海
人
手
子
良
」

と
表
記
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
『
新
編
国
歌
大
観
』・『
和
歌
集
大
成
』
に
統
一

し
て
「
海
人
手
古
良
」
を
用
い
た
。

＊
歌
集
の
引
用
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た
。
万
葉

集
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
り
、
旧
番
号
で
記
し
た
。

ま
た
『
海
人
手
古
良
集
』
本
文
は
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
二
十
巻
『
平
安
私

家
集
七
』
所
収
「
唐
紙
本

海
人
手
子
良
集
」
を
底
本
と
し
、
諸
本
を
校
合
し

て
整
定
し
た
。

注（
１
）
野
口
孝
子
氏
「
枇
杷
殿
」、『
平
安
京
の
邸
第
』（
望
稜
舎
・
一
九
八
七
年
）

所
収
。

（
２
）『
日
本
歌
学
大
系
』（
風
間
書
房
）。
以
下
、
歌
学
書
は
特
に
断
ら
な
い
限
り

『
日
本
歌
学
大
系
』
に
よ
る
。

（
３
）
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
十
四
巻
『
平
安
私
家
集
一
』（
朝
日
新
聞
社
・
一
九

九
三
年
）
所
収
。

（
４
）（
注
２
）『
平
安
私
家
集
一
』
解
題
。

（
５
）
該
本
は
、
山
口
博
氏
に
よ
る
『
私
家
集
大
成
』「
海
人
手
古
良
集
」
書
籍
版

解
題
で
は
「
そ
の
本
は
前
田
家
蔵
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
扉
は
定
家
筆
で
、

本
文
は
民
部
卿
局
筆
の
海
人
手
子
良
集
ら
し
い
。
し
か
し
前
田
家
に
は
現

存
せ
ず
所
在
不
明
で
あ
る
」、『
新
編
国
歌
大
観
』
解
題
で
も
「
定
家
本
は

前
田
家
蔵
で
、
扉
は
定
家
筆
、
本
文
は
民
部
卿
局
筆
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、

今
は
所
在
不
明
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
久
曽
神
昇
氏
『
校
本
八
雲
御
抄
と
そ
の
研
究
』（
厚
生
閣
・
一
九
三
九
年
）

は
、
増
補
は
「
吉
野
時
代
（
南
北
朝
）
以
前
に
行
は
れ
た
」
と
す
る
。

（
７
）「
海
人
手
古
良
集
の
題
名
及
び
諸
本
、
付
校
本
」、『
関
根
慶
子
教
授
退
官
記

念
寝
覚
物
語
対
校

平
安
文
学
論
集
』（
風
間
書
房
・
一
九
七
五
年
）
所
収
。

（
８
）
片
桐
洋
一
氏
『
新
編
国
歌
大
観
』
解
題
。

（
９
）
増
淵
勝
一
氏
『
新
編
国
歌
大
観
』
解
題
。

（
１０
）「
物
語
文
学
と
家
集
」、『
王
朝
和
歌

資
料
と
論
考
』（
笠
間
書
院
・
一
九

九
二
年
）
所
収
。

（
１１
）
片
桐
洋
一
氏
『
小
野
宮
殿
集
』
解
題
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
十
九
巻
『
平

安
私
家
集

六
』（
朝
日
新
聞
社
・
一
九
九
九
年
）
所
収
、「
冷
泉
家
時
雨

亭
文
庫
蔵
『
小
野
宮
殿
集
』
の
構
成
と
成
立
」（
関
西
大
学
『
国
文
学
』
７８

号
・
一
九
九
九
年
三
月
）、
参
照
。

（
１２
）
他
に
、
龍
谷
大
学
写
字
台
文
庫
本
・
東
京
大
学
本
居
文
庫
本
・
ノ
ー
ト
ル

ダ
ム
清
心
女
子
大
本
・
天
理
図
書
館
本
に
同
様
の
書
入
れ
が
あ
り
、
天
理

大
学
図
書
館
春
海
文
庫
本
に
は
勘
物
部
分
だ
け
が
あ
る
。
書
陵
部
本
と
他

の
四
本
に
あ
る
「
安
永
十
年
（
一
七
八
一
）
校
合
」
部
分
は
春
海
文
庫
本

に
は
な
く
、「
定
家
自
筆
本
云
々
」
の
奥
書
は
持
つ
も
の
の
他
五
本
と
は
別

グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
。

（
１３
）「
勅
撰
集
と
私
家
集
」、
所
収
は
（
注
１０
）
に
同
じ
。

（
１４
）
書
陵
部
本
お
よ
び
（
注
１２
）
に
あ
げ
た
伝
本
に
は
、
巻
末
に
一
首
が
付
加

さ
れ
て
い
る
が
、
巻
頭
勘
物
書
入
れ
と
同
じ
く
、
本
来
は
な
か
っ
た
も
の

で
あ
る
。

（
１５
）
初
期
百
首
の
先
行
研
究
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
成
立
時
期
な
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ど
は
以
下
の
諸
論
文
に
よ
る
。

藤
岡
忠
美
氏
『
平
安
和
歌
史
論
―
三
代
集
時
代
の
基
調
―
』（
桜
楓
社
、
一

九
六
六
年
）。

山
口
博
氏
『『
王
朝
歌
壇
の
研
究
―
村
上
・
冷
泉
・
円
融
朝
篇
―
』（
桜
楓

社
・
一
九
八
二
年
）。

北
村
杏
子
氏
（
注
７
）
論
文
他
、
�
「
海
人
手
古
良
集
と
藤
原
師
氏
に
つ

い
て
の
雑
考
」
、
峯
村
文
人
先
生
退
官
記
念
論
集
『
和
歌
と
中
世
文
学
』（
東

京
教
育
大
学
中
世
文
学
説
話
会
、
一
九
七
七
年
）
所
収
、
�
「
初
期
百
首

の
形
成
と
性
格
」（『
平
安
文
学
研
究
』
第
六
五
輯
、
一
九
八
一
年
六
月
）。

芝
崎
正
昭
氏
「『
千
穎
集
』
へ
の
疑
問
―
『
海
人
手
子
良
集
』
と
の
関
係
を

め
ぐ
っ
て
―
」（『
王
朝
文
学
研
究
』
第
六
十
四
輯
、
一
九
八
〇
年
）。

金
子
英
世
氏
�
「
『
千
穎
集
』
の
位
置
―
初
期
百
首
と
の
関
係
を
中
心
に
―
」

（『
和
歌
文
学
研
究
』
第
六
十
四
号
、
一
九
九
二
年
一
月
）、
�
「
初
期
百
首

の
季
節
詠
―
そ
の
趣
向
と
性
格
に
つ
い
て
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』、
一
九

九
三
年
八
月
）。

松
本
真
奈
美
氏
「
重
之
百
首
と
毎
月
集
」（『
国
語
と
国
文
学
』、
一
九
九
二

年
十
月
）
な
ど
。

ま
た
、
曽
根
誠
一
氏
に
は
、
次
の
よ
う
な
『
海
人
手
古
良
集
』
の
全
歌
の

注
釈
お
よ
び
研
究
が
あ
り
、
木
船
氏
の
一
部
注
釈
も
あ
る
。

�
「『
海
人
手
古
良
』
春
部
・
試
注
」（『
花
園
大
学
国
文
学
論
究
』
第
１９
号
、

一
九
九
一
年
一
一
月
）、
�
「『
海
人
手
子
良
集
』
の
和
歌
欠
脱
箇
所
に
つ

い
て
」（『
花
園
大
学
国
文
学
論
究
』
第
２１
号
、
一
九
九
三
年
一
一
月
）、


「『
海
人
手
子
良
集
』
夏
部
・
試
注
」（『
花
園
大
学
国
文
学
論
究
』
第
２１
号
、

一
九
九
三
年
一
一
月
）、
�
「
文
明
二
年
奥
書
本
『
海
人
手
古
良
集
』
の
本

文
に
つ
い
て
―
天
理
大
学
付
属
図
書
館
蔵
本
の
異
本
注
記
本
文
の
紹
介
―
」

（『
中
央
大
学
国
文
』
３７
号
、
一
九
九
四
年
三
月
）、
�
「『
海
人
手
子
良
集
』

秋
部
・
試
注
」（『
花
園
大
学
国
文
学
論
究
』
第
２２
号
、
一
九
九
四
年
一
二

月
）、
�
「
青
山
会
文
庫
本
『
泉
郎
手
子
良
集
』
の
本
文
に
つ
い
て
―
永
正

三
年
奥
書
本
系
群
書
類
従
本
と
の
比
較
を
通
し
て
―
」（『
花
園
大
学
文
学

部
研
究
紀
要
』
第
２７
号
、
一
九
九
五
年
三
月
）
、
�
「
『
海
人
手
子
良
集
』
冬

部
・
試
注
」（『
花
園
大
学
国
文
学
論
究
』
第
２１
号
、
一
九
九
五
年
一
二
月
）、

�
「
安
永
十
年
校
合
本
系
『
海
人
手
古
良
集
』
本
文
考
―
宮
内
庁
書
陵
部

本
を
中
心
と
し
て
―
」（『
花
園
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
第
２８
号
、
一
九

九
六
年
三
月
）、
�
「『
海
人
手
子
良
集
』「
あ
は
ぬ
恋
」
部
・
試
注
」（『
花

園
大
学
国
文
学
論
究
』
第
２４
号
、
一
九
九
六
年
一
二
月
）、
�
「『
海
人
手

子
良
集
』「
あ
ひ
て
の
恋
」
部
・
試
注
」（『
花
園
大
学
国
文
学
論
究
』
第
２６

号
、
一
九
九
九
年
三
月
）、
�
「『
海
人
手
子
良
集
』「
無
常
」
部
・
試
注
」

（『
花
園
大
学
国
文
学
論
究
』
第
２７
号
、
一
九
九
九
年
一
二
月
）、
�
「『
海

人
手
子
良
集
』「
い
の
り
」
・
物
名
部
試
注
」（『
花
園
大
学
国
文
学
論
究
』

第
２８
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）、
�
「『
海
人
手
子
良
集
』
題
詠
・
補
遺

歌

試
注
」（『
花
園
大
学
国
文
学
論
究
』
第
２９
号
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
）、

�
「
小
沢
盧
庵
の
家
集
収
集
と
入
江
昌
喜
―
架
蔵
本
『
海
人
手
古
良
集
』
を

手
懸
か
り
と
し
て
」（『
花
園
大
学
国
文
学
論
究
』
第
３２
号
、
二
〇
〇
四
年

一
二
月
）。

木
船
重
昭
氏
「
王
朝
私
家
集
本
文
校
訂
注
釈
研
究
（
四
）
―
海
人
手
古
良

集
（
一
）
―
」（
『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
１８
巻
第
３
・
４
合
併
号
、
一

九
八
四
年
二
月
）。

（
１６
）
一
九
八
三
年
、
岩
波
書
店
。

（
１７
）（
注
１５
）
藤
岡
氏
、
山
口
氏
説
な
ど
。

（
１８
）「
藤
原
師
氏
瞥
見
」（『
解
釈
』
１１
月
号
・
一
九
八
四
年
一
一
月
）。

（
１９
）（
注
１５
）
北
村
氏
�
論
文
。

（
２０
）（
注
１５
）
金
子
氏
�
論
文
。

（
２１
）（
注
７
）
論
文
、（
注
１５
）
北
村
氏
�
論
文
な
ど
。

（
２２
）『
私
家
集
大
成
』
Ｃ
Ｄ
―

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
（
エ
ム
ワ
イ
企
画
・
二
〇
〇
八
年
）
の
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解
題
〔
新
編
補
遺
〕（
田
中
登
氏
）
に
新
た
に
翻
刻
さ
れ
た
「
好
忠
�
」（
伝

西
行
筆
巻
子
本
曽
丹
集
切
）
の
本
文
も
「
て
こ
な
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
曽

禰
好
忠
集
全
釈
』（
神
作
光
一
・
島
田
良
二
著
、
笠
間
書
院
・
一
九
七
五
年
）

で
は
、
伝
為
相
筆
本
が
「
て
こ
ら
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
「
て
こ
ら
」
の

誤
写
か
と
指
摘
さ
れ
る
。

（
２３
）
四
節
の
私
家
集
引
用
は
『
私
家
集
大
成
』
Ｃ
Ｄ
―

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
に
よ
る
。

（
２４
）（
注
１５
）
芝
崎
氏
論
文
。

（
２５
）
大
曽
根
章
介
・
堀
内
秀
晃
氏
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

和
漢
朗
詠
集
』
解

説
。

（
２６
）
関
西
平
安
文
学
会
・
一
九
九
七
年
九
月
例
会
口
頭
発
表
「
『
海
人
手
子
良
集
』

の
歌
枕
表
現
に
つ
い
て
」。

（
２７
）
和
泉
古
典
叢
書
３
『
後
撰
和
歌
集
』（
和
泉
書
院
・
一
九
九
二
年
）
頭
注
。

（
２８
）（
注
１５
）
�
論
文
で
曽
根
氏
は
贈
答
の
相
手
が
中
務
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
そ

の
母
伊
勢
の
歌
を
踏
ま
え
た
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
２９
）（
注
１５
）
�
論
文
。

（
３０
）
た
だ
し
、
一
類
本
（
歌
仙
歌
集
本
・
陽
明
文
庫
本
）
で
は
、「
も
ろ
き
の
中

将
」、「
お
な
し
少
将
」、
西
本
願
寺
本
で
は「
師
氏
少
将
」、「
お
な
し
少
将
」、

書
陵
部
本
で
は
「
も
ろ
う
ち
の
中
将
」「
お
な
し
中
将
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
３１
）
笹
川
博
司
氏『
高
光
集
と
多
武
峰
少
将
物
語
―
本
文
・
注
釈
・
研
究
―
』（
風

間
書
房
・
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
る
。

（
３２
）（
注
３１
）
に
同
じ
。

（
３３
）（
注
１４
）
参
照
。
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