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幣
と
散
り
ぬ
る
『
玉
葉
』『
風
雅
』
に
は
な
い
も
の
の
一
考
察

、
、
、
、

中

村

健

史

１

『
古
今
集
』
巻
九
（
四
二
〇
）
及
び
「
百
人
一
首
」
（
二
四
）
に
収

め
ら
れ
た
菅
原
道
真
の
詠

こ
の
た
び
は
ぬ
さ
も
と
り
あ
へ
ず
た
む
け
山
紅
葉
の
錦
神
の
ま

に
ま
に

（
一
）

に
つ
い
て
、
現
代
の
一
般
的
な
註
釈
書
、
た
と
え
ば
新
日
本
古
典
文

学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
（
岩
波
書
店
）
は
「
こ
の
た
び
は
行
幸
が

不
意
の
こ
と
で
幣
の
用
意
も
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
手
向
山
で

は
、
も
み
じ
の
色
と
り
ど
り
の
錦
を
、
神
の
お
ぼ
し
め
し
の
ま
ま
に

幣
と
し
て
お
納
め
下
さ
い
」
と
い
う
通
釈
を
示
す
。
す
な
わ
ち
枝
に

あ
る
紅
葉
を
錦
に
見
立
て
た
と
す
る
解
釈
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
同
じ
歌
を
『
百
人
一
首
経
厚
抄
』
は
次
の
よ
う
に
註

し
て
い
る
。

ぬ
さ
も
と
り
あ
へ
す
ト
ハ
、
幸
紅
葉
ノ
時
分
ナ
レ
ハ
其
麻
ヲ
神

ぬ
さ

ニ
任
テ
ち
ら
さ
れ
ん
程
ニ
ト
云
心
ナ
リ
。

『
経
厚
抄
』
の
述
べ
る
と
こ
ろ
は
新
大
系
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
相
反

す
る
。
こ
こ
に
所
謂
「
麻
」
は
細
か
く
裁
っ
た
小
片
の
布
で
あ
っ
て
、

ぬ
さ

手
向
け
る
と
き
は
打
散
ら
せ
る
ご
と
く
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
道
真
詠
ず
る
と
こ
ろ
の
紅
葉
も
、
枝
を
離
れ
て
空
に
舞
い
散

る
さ
ま
を
描
い
た
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

現
在
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば
か
な
り
特
殊
な
説
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
え
な
い
が
、
こ
れ
は
ひ
と
り
『
経
厚
抄
』
の
み
の
説
く
と
こ
ろ
で

は
な
い
。
ま
た
ひ
と
り
旧
註
の
み
の
説
く
と
こ
ろ
で
も
な
い
。
下
河

辺
長
流
『
百
人
一
首
三
奧
抄
』
は
左
の
ご
と
く
論
ず
る
。

し
か
る
を
幸
に
し
て
手
向
の
山
に
至
れ
る
に
亦
幸
に
し
て
山
の

錦
さ
か
り
な
れ
は
爰
に
て
是
を
幤
と
す
へ
し
。
一
山
の
錦
い
か

程
幤
に
切
用
る
と
も
余
り
有
へ
け
れ
は
神
の
お
ほ
し
め
さ
ん
儘

に
是
を
手
向
ん
と
有
心
な
り
。
（
中
略
）
ぬ
さ
に
上
品
中
品
下

品
有
。
上
の
幤
は
に
し
き
を
切
て
或
は
花
の
形
ち
に
結
ひ
或
は
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紅
葉
の
形
ち
に
作
る
。
其
次
は
絹
布
を
用
る
。
其
次
は
紙
を
切

て
散
す
な
り
。
よ
つ
て
花
の
ぬ
さ
紅
葉
の
ぬ
さ
と
よ
め
り
。
其

心
な
り
。

「
百
人
一
首
」
の
古
註
釈
の
う
ち
、
道
真
詠
の
「
紅
葉
」
を
は
っ
き

り
と
散
っ
て
い
る
と
記
し
た
例
は
右
二
書
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
『
経
厚
抄
』
『
三
奥
抄
』
が
と
も
に
幣
の
形
態
か
ら
類
推

し
て
紅
葉
の
さ
ま
を
註
し
て
い
る
点
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
な
ぜ

な
ら
『
古
今
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
見
ら
れ
る
か
ら
だ
。

秋
の
う
た

か
ね
み
の
王

竜
田
ひ
め
た
む
く
る
神
の
あ
れ
ば
こ
そ
秋
の
こ
の
は
の
ぬ
さ
と

ち
る
ら
め
（
二
九
八
）

を
の
と
い
ふ
所
に
す
み
侍
り
け
る
時
も
み
ぢ
を
見

て
よ
め
る

つ
ら
ゆ
き

秋
の
山
紅
葉
を
ぬ
さ
と
た
む
く
れ
ば
す
む
我
さ
へ
ぞ
た
び
心
ち

す
る
（
二
九
九
）

神
な
び
の
山
を
す
ぎ
て
竜
田
河
を
わ
た
り
け
る
時

に
、
も
み
ぢ
の
な
が
れ
け
る
を
よ
め
る

き
よ
は
ら
の
ふ
か
や
ぶ

神
な
び
の
山
を
す
ぎ
行
く
秋
な
れ
ば
た
つ
た
河
に
ぞ
ぬ
さ
は
た

む
く
る
（
三
〇
〇
）

二
九
八
番
の
「
ぬ
さ
」
が
『
経
厚
抄
』
『
三
奧
抄
』
に
述
べ
る
と
こ

ろ
の
そ
れ
に
等
し
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
右
三
首
の

直
前
に
貫
之
の
「
見
る
人
も
な
く
て
ち
り
ぬ
る
お
く
山
の
紅
葉
は
よ

る
の
に
し
き
な
り
け
り
」
（
二
九
七
）
と
い
う
作
が
置
か
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
す
る
と
、
二
九
七
番
よ
り
三
〇
〇
番
に
至
る
四
首
は
風
に

散
る
紅
葉
の
歌
群
と
し
て
理
解
す
る
の
が
適
当
か
と
思
わ
れ
る
。
お

そ
ら
く
二
九
九
番
、
三
〇
〇
番
に
お
け
る
「
ぬ
さ
」
も
、
二
九
八
番

と
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

巻
五
秋
歌
下
の
巻
軸
に
は
以
下
の
よ
う
な
歌
も
あ
る
。

お
な
じ
つ
ご
も
り
の
日
よ
め
る

み
つ
ね

道
し
ら
ば
た
づ
ね
も
ゆ
か
む
も
み
ぢ
ば
を
ぬ
さ
と
た
む
け
て
秋

は
い
に
け
り
（
三
一
三
）

巻
軸
と
い
う
位
置
や
、
詞
書
か
ら
し
て
、
こ
れ
も
「
ぬ
さ
と
た
む
け

て
」
を
紅
葉
が
風
に
散
る
こ
と
の
暗
喩
と
解
す
べ
き
作
で
あ
る
。

『
古
今
集
』
に
あ
ら
わ
れ
る
幣
の
用
例
は
道
真
詠
を
含
め
て
以
上

五
首
が
す
べ
て
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
四
首
ま
で
を
打
散
ら
せ
る
か

た
ち
の
幣
が
占
め
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
『
経
厚
抄
』
『
三
奥

抄
』
の
説
は
、
同
時
代
、
同
作
品
中
の
用
例
を
ひ
ろ
く
集
め
る
こ
と

で
語
の
意
味
を
定
め
て
ゆ
く
と
い
う
、
註
釈
の
基
本
的
な
態
度
か
ら

生
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

お
そ
ら
く
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、『
百

人
一
首
う
ひ
ま
な
び
』
（
板
本
）
に
お
い
て
、
賀
茂
真
淵
は
下
の
ご

と
く
記
し
て
い
る
。

ぬ
さ
ハ
い
に
し
へ
ハ
色
々
の
絹
布
を
尺
な
か
ら
奉
る
故
に

万
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葉
な
と
に
は

常
に
も
旅
に
も
お
く
ぬ
さ
と
よ
め
り

後
ハ
旅

に
ハ
細
か
に
切
て
袋
に
入
て
も
た
る
を

さ
る
へ
き
所

く
に

打
ち
ら
し
手
向
て
行
也

近
代
の
研
究
者
で
は
、
折
口
信
夫
が
こ
れ
と
似
た
説
を
述
べ
て
い
る
。

ぬ
さ
は
着
物
を
供
へ
る
形
の
固
定
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
着
物

が
袖
だ
け
に
な
り
、
更
に
布
に
な
り
、
布
の
き
れ
は
し
に
な
る

と
言
ふ
風
に
替
つ
て
、
段
々
ぬ
さ
袋
の
内
容
は
簡
単
に
な
つ
て

行
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
山
の
神
の
手
向
け
と
し
て
袖
を
截

つ
た
事
も
あ
つ
た
の
は
「
た
む
け
に
は
、
つ
ゞ
り
の
袖
も
截
る

べ
き
に
」
と
言
ふ
素
性
法
師
の
歌
（
古
今
集
）
か
ら
で
も
知
ら

れ
る
。

（
「
餓
鬼
阿
弥
蘇
生
譚
」
）

『
万
葉
集
』
に
あ
ら
わ
れ
る
幣
の
大
半
が
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
か
た

ち
の
も
の
で
あ
る
こ
と
（
後
述
）
か
ら
見
て
も
、
真
淵
と
折
口
の
説

く
と
こ
ろ
は
お
そ
ら
く
正
し
い
。
『
万
葉
』
か
ら
『
古
今
』
へ
と
移

行
す
る
あ
る
時
期
に
、
幣
の
主
流
も
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
も
の
か
ら

打
散
ら
せ
る
も
の
へ
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
、
『
万
葉
』
と
『
古
今
』
撰
者
時
代
の
中
間
に
位
置
す
る

道
真
の
歌
を
ど
ち
ら
の
立
場
か
ら
解
釈
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
点

だ
が
、
稿
者
と
し
て
は
こ
れ
を
『
万
葉
』
に
お
け
る
幣
の
名
残
を
引

い
た
も
の
と
位
置
づ
け
、
貫
之
ら
の
歌
と
は
区
別
し
て
考
え
る
。
た

と
え
ば
道
真
に
「
鳥
の

語

り
は
還
り
て

簧

の
舌
に
在
る
か
と

さ
へ
づ

し
や
う
の
ふ
え

嫌

ひ
、
華
の

容

は
錦
を
し
て
窠
を
成
さ
し
め
ず
」
（
菅
家
文
草

う
た
が

か
ほ
か
た
ち

く
わ

七
七
）
の
句
が
あ
る
ご
と
く
、
そ
も
そ
も
紅
葉
の
錦
と
い
う
比
喩
は
、

漢
詩
文
に
お
い
て
梢
の
花
を
織
物
に
た
と
え
る
と
こ
ろ
か
ら
移
入
さ

れ
た
措
辞
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
表
現
の
源
に
立
っ
て
考
え
る
か
ぎ

り
、
こ
れ
を
空
に
一
葉
一
葉
散
っ
て
ゆ
く
紅
葉
の
さ
ま
と
結
び
つ
け

る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
の
無
理
が
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
漢
詩
人
道

真
の
詠
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

す
な
わ
ち
稿
者
は
『
経
厚
抄
』
『
三
奧
抄
』
の
説
を
誤
り
と
す
る

立
場
に
拠
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
興
味
深
い
の

は
、
中
世
、
近
世
期
の
註
釈
者
た
ち
が
、
幣
を
細
か
く
裁
っ
た
小
片

の
布
と
と
ら
え
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
道
真
詠
の
解
釈
と
し
て
は
不

適
切
で
あ
る
に
し
ろ
、
か
か
る
説
を
生
み
だ
す
土
壌
が
『
古
今
集
』

以
降
の
和
歌
世
界
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
詠
作
の
う
え
に
影

響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
解
釈
と
詠
作

が
た
が
い
に
た
が
い
を
侵
し
つ
つ
発
達
し
て
ゆ
く
の
は
中
世
和
歌
に

お
け
る
特
色
の
ひ
と
つ
だ
が
、
幣
と
い
う
歌
材
に
お
い
て
そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
道
筋
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
の
か
。

『
経
厚
抄
』
『
三
奧
抄
』
の
説
を
手
が
か
り
に
、
本
稿
で
は
特
に
京

極
派
和
歌
を
中
心
と
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と

に
し
た
い
。２
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ま
ず
平
安
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
の
幣
の
用
例
を
検
討
す
る
と

こ
ろ
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
道
真
詠
の
よ
う
に
、
幣
と
い
う
語
を
比
喩

と
し
て
用
い
た
歌
を
対
象
と
し
、
以
下
調
査
を
進
め
て
ゆ
く
。

平
安
期
の
和
歌
で
右
の
条
件
に
相
当
す
る
歌
は
三
十
二
例
見
出
さ

れ
た
。
そ
の
う
ち
空
に
散
る
紅
葉
を
詠
ん
だ
も
の
は
十
七
例
。
「
竜

田
ひ
め
た
む
く
る
神
の
あ
れ
ば
こ
そ
秋
の
こ
の
は
の
ぬ
さ
と
ち
る
ら

め
」
（
兼
覧
王
・
古
今
集
二
九
八
）
、
「
今
ぞ
し
る
手
向
の
山
は
も
み

ぢ
葉
の
ぬ
さ
と
ち
り
か
ふ
名
こ
そ
有
り
け
れ
」
（
清
輔
・
千
載
集
三

七
二
）
と
い
っ
た
作
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
こ
れ
ら
が
打

散
ら
し
て
用
い
る
幣
を
念
頭
に
置
い
て
詠
ま
れ
た
作
で
あ
る
こ
と
は

疑
問
の
余
地
が
な
い
。

一
方
残
り
十
五
例
の
な
か
に
は
「
か
ら
錦
あ
ら
ふ
と
み
ゆ
る
た
つ

た
川
や
ま
と
の
国
の
ぬ
さ
に
ぞ
有
り
け
る
」
（
兼
輔
集
六
〇
）
、
「
神

垣
や
み
む
ろ
の
山
の
も
み
ぢ
ば
は
人
も
手
向
け
ぬ
ぬ
さ
か
と
ぞ
み

る
」（
小
侍
従
集
七
二
）
の
よ
う
な
歌
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
「
尺

な
か
ら
奉
る
」
幣
を
詠
ん
だ
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
打
散
ら

せ
る
か
た
ち
の
も
の
に
比
べ
て
数
は
少
な
い
が
、
い
ま
だ
『
万
葉
』

ふ
う
の
幣
も
表
現
の
う
ち
に
生
き
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

紅
葉
以
外
の
も
の
を
幣
に
た
と
え
た
例
は
ど
う
か
。
「
ふ
る
ゆ
き

を
そ
ら
に
ぬ
さ
と
ぞ
た
む
け
た
る
は
る
の
さ
か
ひ
に
と
し
の
こ
ゆ
れ

ば
」
（
貫
之
・
古
今
六
帖
二
三
九
一
）
、
「
春
霞
た
ち
わ
か
れ
ゆ
く
山

み
ち
は
花
こ
そ
ぬ
さ
と
ち
り
ま
が
ひ
け
れ
」
（
よ
み
人
し
ら
ず
・
拾

遺
集
七
四
）
の
よ
う
に
雪
、
花
を
詠
ん
だ
歌
が
多
い
が
、
そ
の
大
半

は
『
古
今
』
ふ
う
の
打
散
ら
せ
る
幣
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
「
な
け

か
し
な
た
む
け
の
山
の
郭
公
あ
を
ば
の
ぬ
さ
も
と
り
あ
へ
ぬ
ま
で
」

（
散
木
奇
歌
集
二
三
一
）
、
「
み
わ
の
山
す
ぎ
の
ま
に
ま
に
も
る
月

は
乱
れ
て
ち
れ
る
ぬ
さ
か
と
ぞ
見
る
」
（
林
葉
集
一
一
六
）
の
よ
う

に
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
幣
に
た
と
え
ら
れ
る
も
の
の
種
類
が
多

様
に
な
る
傾
向
も
見
出
さ
れ
る
。

次
に
鎌
倉
期
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
同
じ
く
比
喩
表
現
と
し
て
幣

を
用
い
た
歌
の
う
ち
、
紅
葉
を
詠
ん
だ
も
の
は
四
十
一
例
。
う
ち
二

十
九
例
ま
で
は
、
落
葉
の
さ
ま
を
描
い
て
打
散
ら
せ
る
幣
を
詠
ん
だ

作
で
あ
る
。
「
や
は
た
山
も
み
ぢ
を
ぬ
さ
と
た
て
ぬ
き
に
に
し
き
お

り
か
く
な
が
月
の
こ
ろ
」（
為
家
五
社
百
首
三
七
三
）
の
よ
う
に
「
尺

な
か
ら
奉
る
」
幣
を
詠
ん
だ
例
も
な
く
は
な
い
が
、
明
白
に
そ
う
で

あ
る
と
断
定
で
き
る
も
の
は
ご
く
少
な
い
。

紅
葉
以
外
の
も
の
を
幣
に
た
と
え
た
歌
に
は
、
花
、
雪
の
ほ
か
に
、

涙
、
露
、
五
月
雨
、
声
、
心
、
言
の
葉
と
い
っ
た
例
ま
で
あ
ら
わ
れ

る
（
「
も
ら
さ
じ
と
ち
か
ひ
し
も
の
を
手
向
山
ぬ
さ
と
ち
る
ぬ
る
こ

と
の
は
ぞ
う
き
」
円
世
・
続
千
載
集
一
一
三
九
）
。
多
様
化
の
傾
き

は
中
世
に
入
っ
て
い
っ
そ
う
進
展
し
て
ゆ
く
と
言
え
よ
う
。
ま
た
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
、
打
散
ら
せ
る
幣
を
扱
っ
て
一
首
を
詠
ん
で
い
る
こ

と
も
平
安
期
に
等
し
い
。

以
上
を
綜
合
す
れ
ば
、鎌
倉
期
に
至
る
ま
で
打
散
ら
せ
る
幣
と
「
尺
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な
か
ら
奉
る
」
幣
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
次
第

に
前
者
が
勢
力
を
増
し
、
後
者
を
駆
逐
し
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
っ
た
と

い
え
る
。
用
例
数
の
多
さ
と
、
時
代
を
追
う
ご
と
に
幣
に
た
と
え
ら

れ
る
対
象
が
多
様
化
し
て
ゆ
く
さ
ま
は
、
打
散
ら
せ
る
幣
が
和
歌
表

現
の
う
え
で
確
乎
た
る
地
位
を
占
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。

こ
う
し
た
傾
向
を
、
実
際
の
作
例
に
就
い
て
も
う
す
こ
し
具
体
的

に
確
認
し
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
紅
葉
の
錦
を
幣
に
た
と
え
る
と

い
う
類
型
の
歌
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
前
掲
『
兼
輔
集
』
や

「
為
家
五
社
百
首
」
所
載
歌
の
ご
と
く
、
道
真
詠
以
来
の
「
尺
な
か

ら
奉
る
」
幣
を
前
提
と
し
て
紅
葉
を
詠
む
作
品
が
多
く
含
ま
れ
て
い

た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
平
安
中
期
以
降
の
作
品
に
は
下
の
よ
う

な
例
を
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

か
ら
に
し
き
や
ま
の
こ
の
は
を
き
り
た
ち
て
ぬ
さ
と
は
か
ぜ

ぞ
よ
も
に
た
む
く
る
（
好
忠
集
四
〇
〇
）

こ
の
も
り
の
紅
葉
の
に
し
き
た
ち
な
が
ら
道
の
た
よ
り
に
ぬ

さ
奉
る
（
家
長
・
洞
院
百
首
一
五
五
五
）

い
ず
れ
も
枝
に
あ
る
紅
葉
の
錦
を
詠
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
切
り
裁
っ

て
幣
に
す
る
と
い
う
発
想
が
、
兼
輔
、
為
家
の
詠
と
は
大
き
く
異
る
。

こ
れ
ら
の
歌
に
お
い
て
さ
し
し
め
さ
れ
る
幣
の
内
容
は
、
ま
さ
し
く

『
三
奥
抄
』
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
上
の
幤
は
に
し
き
を
切
て
…
…
作

る
」
に
相
当
し
、
歌
人
た
ち
は
空
に
舞
い
散
る
小
片
の
布
を
念
頭
に

お
い
て
詠
作
し
て
い
る
と
思
し
い
。

先
に
稿
者
は
、
道
真
詠
の
紅
葉
は
散
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

所
謂
「
紅
葉
の
錦
」
は
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
幣
で
あ
る
と
い
う
考
え

を
示
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
発
想
は
、
右
に
示
し
た
三
首
の
な

か
に
も
受
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
錦
は
あ
く
ま
で
枝
あ
る
紅

葉
の
謂
で
あ
る
。
し
か
し
道
真
と
平
安
中
期
以
降
の
歌
人
た
ち
と
で

は
、
そ
こ
か
ら
後
が
違
う
。
好
忠
や
家
長
は
枝
に
あ
る
錦
を
そ
の
ま

ま
手
向
け
の
幣
と
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
を
散
ら
せ
る

と
い
う
複
雑
な
詠
み
く
ち
を
選
ん
だ
。

紅
葉
の
錦
を
裁
っ
て
幣
に
す
る
と
い
う
趣
向
は
、
道
真
詠
の
よ
う

な
歌
か
ら
い
え
ば
回
り
く
ど
い
。
枝
に
あ
る
紅
葉
を
散
ら
せ
る
こ
と

で
、
ひ
と
つ
手
間
を
多
く
し
て
い
る
。
し
か
し
逆
に
言
え
ば
そ
れ
は
、

回
り
く
ど
く
手
数
を
踏
ん
で
で
も
辻
褄
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ほ
ど
、
打
散
ら
せ
る
か
た
ち
の
幣
が
当
時
の
歌
人
た
ち
に
と
っ
て

支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
彼
ら
が
一
首
の
う
ち
に
「
幣
」

と
「
紅
葉
の
錦
」
と
い
う
言
い
ま
わ
し
と
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
れ

ば
、
こ
の
方
法
に
拠
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
。

あ
る
い
は
「
宝
治
百
首
」
の
な
か
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

い
か
に
せ
む
心
を
ぬ
さ
と
く
だ
き
て
も
行
へ
し
ら
せ
ぬ
秋
の

別
ぢ
（
家
良
・
三
五
）

「
も
み
ぢ
ば
を
ぬ
さ
と
た
む
け
て
ち
ら
し
つ
つ
秋
と
と
も
に
や
ゆ
か

ん
と
す
」
（
大
輔
・
後
撰
集
一
三
三
八
）
と
い
っ
た
歌
に
如
実
で
あ
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る
が
、
紅
葉
を
幣
に
た
と
え
る
表
現
は
、
単
に
両
者
の
か
た
ち
が
似

て
い
る
と
い
う
点
に
の
み
基
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
紅
葉

が
散
っ
て
秋
が
過
ぎ
さ
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
、
旅
の
道
す
が
ら
道
祖
神

に
手
向
け
の
幣
を
捧
げ
る
こ
と
と
を
重
ね
あ
わ
せ
る
見
立
に
こ
そ
、

こ
う
し
た
歌
の
特
色
が
あ
る
。
過
ぎ
ゆ
く
も
の
へ
の
惜
別
や
感
傷
こ

そ
は
、
大
輔
詠
の
よ
う
な
作
品
の
核
を
成
す
詩
情
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
き
、
「
宝
治
百
首
」
の
例
が
「
心

を
く
だ
く
」
と
い
う
言
い
ま
わ
し
と
、
幣
す
な
わ
ち
小
片
の
布
と
の

共
通
性
か
ら
生
れ
た
、
機
知
的
な
比
喩
に
の
み
と
ど
ま
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
あ
ま
り
に
明
白
で
あ
る
。
心
を
く
だ
く
の
は
過
ぎ
ゆ
く
秋

を
惜
し
む
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
、
幣
を
打
散
ら
し
て
旅
立

っ
て
ゆ
く
季
節
と
の
別
れ
が
、
透
き
う
つ
し
に
な
っ
て
描
き
だ
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
季
歌
で
あ
る
と
同
時
に
羈
旅
歌
で
あ
り
、
惜
秋
の

情
は
そ
の
ま
ま
惜
別
の
思
い
に
通
ず
る
。
そ
し
て
、
か
ほ
ど
に
複
雑

な
詩
情
の
あ
り
か
た
は
、
打
散
ら
せ
る
幣
と
い
う
存
在
が
相
当
の
安

定
感
を
持
っ
て
表
現
の
な
か
に
息
づ
い
て
な
い
か
ぎ
り
、
不
可
能
な

も
の
な
の
で
は
な
い
か
。

実
際
に
比
喩
と
し
て
の
幣
が
鎌
倉
期
の
和
歌
の
な
か
で
次
第
に
類

型
化
し
た
表
現
へ
と
成
長
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
先
に
も
触
れ
た
と
お

り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
の
当
時
の
勅
撰
集
で
は
、
秋
歌
下
の
後
半

に
し
ば
し
ば
次
の
よ
う
な
類
の
歌
が
散
見
さ
れ
る
。

も
み
ぢ
ば
の
ち
る
を
ぬ
さ
と
や
た
む
く
ら
む
あ
ら
し
ふ
く
な

り
神
な
び
の
も
り
（
延
季
・
続
古
今
集
五
六
〇
）

た
む
け
山
ぬ
さ
は
む
か
し
に
成
り
ぬ
と
も
猶
ち
り
の
こ
れ
嶺

の
紅
葉
葉
（
師
光
・
続
拾
遺
集
三
六
八
）

た
つ
た
姫
わ
か
る
る
秋
の
み
ち
す
が
ら
も
み
ぢ
の
ぬ
さ
を
お

く
る
山
風
（
家
清
・
新
後
撰
集
四
三
八
）

い
ず
れ
も
、
秋
と
冬
と
の
境
に
あ
っ
て
、
風
に
散
り
す
さ
ぶ
紅
葉
を

幣
に
た
と
え
る
趣
向
が
共
通
す
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
を
暮
秋
の
く
だ

り
に
収
め
る
こ
と
は
、
鎌
倉
中
期
の
勅
撰
集
に
あ
っ
て
も
は
や
一
種

の
定
型
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。

さ
ら
に
、
紅
葉
の
幣
と
い
う
表
現
は
、
次
の
よ
う
な
作
品
へ
と
発

展
し
て
ゆ
く
。

く
れ
て
ゆ
く
春
の
た
む
け
や
こ
れ
な
ら
ん
け
ふ
こ
そ
花
は
ぬ

さ
と
ち
り
け
り
（
後
嵯
峨
院
・
新
後
撰
集
一
五
五
）

風
に
散
る
紅
葉
に
よ
っ
て
秋
の
名
残
を
惜
し
む
の
で
あ
れ
ば
、
す
で

に
『
古
今
集
』
以
来
の
先
例
が
あ
る
。
し
か
し
比
喩
と
し
て
の
幣
が

季
節
を
越
境
し
、
暮
春
の
悲
し
み
を
描
く
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
単
に
先
例
が
あ
る
と
い
う
の
み
で
は
条

件
と
し
て
不
充
分
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
や
は
り
、
幣
が
本
来
は
羈

旅
の
歌
材
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
別
れ
の
悲
し
さ
を
詠
う
た
め
の
道

具
立
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
秋
で
あ
る
に
し
ろ
、
春
で
あ
る
に

し
ろ
、
比
喩
と
し
て
の
幣
が
季
歌
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
る
と
き
、
そ
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れ
は
否
応
な
く
打
散
ら
せ
る
か
た
ち
の
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

運
命
に
あ
っ
た
。
た
だ
単
に
羈
旅
の
歌
材
と
し
て
の
幣
で
あ
れ
ば
、

道
真
詠
の
よ
う
に
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

（
い
さ
さ
か
流
行
遅
れ
の
気
味
は
あ
る
に
し
ろ
）
一
首
が
成
り
た
た

な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
過
ぎ
ゆ
く
秋
ま
た
は
春
を
擬
人
化
し
て
一
首
が

詠
ま
れ
る
と
き
、
景
物
と
し
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
の
は
散
り
す

さ
ぶ
紅
葉
で
あ
り
花
で
あ
る
。
羇
旅
歌
で
あ
れ
ば
、
紅
葉
は
散
ら
ず

と
も
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
惜
秋
惜
春
の
歌
と
な
る
と
、

そ
う
は
ゆ
か
な
い
。
こ
の
時
期
の
和
歌
表
現
に
お
い
て
、
打
散
ら
せ

る
幣
が
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
幣
を
圧
倒
し
て
ゆ
く
流
れ
は
、
紅
葉
の

幣
を
暮
秋
の
く
だ
り
に
据
え
る
こ
と
が
定
型
化
し
て
ゆ
く
勅
撰
集
の

編
纂
態
度
と
、
お
そ
ら
く
は
同
源
に
発
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
鎌
倉
期
の
勅
撰
集
の
な
か
に
唯
一
の
例
外

が
あ
る
。
京
極
派
に
よ
っ
て
撰
進
さ
れ
た
十
四
番
目
の
勅
撰
集
『
玉

葉
集
』
が
そ
れ
だ
。

こ
の
集
に
お
け
る
幣
の
用
例
は
き
わ
め
て
個
性
的
な
も
の
で
あ

る
。
第
一
に
、
用
例
数
そ
の
も
の
が
極
端
に
少
な
い
。
歌
中
に
幣
の

語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は

い
か
な
ら
ん
神
に
ぬ
さ
を
も
た
む
け
ば
か
我
が
お
も
ふ
い
も
を

夢
に
だ
に
み
ん
（
人
麿
・
一
七
三
一
）

の
一
首
の
み
で
、
鎌
倉
期
の
勅
撰
集
が
通
常
三
首
前
後
の
用
例
を
持

つ
こ
と
（
付
表
参
照
）
、
『
玉
葉
集
』
が
総
歌
数
二
八
〇
〇
首
と
き

わ
め
て
大
規
模
な
勅
撰
集
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

そ
の
特
異
さ
は
い
っ
そ
う
際
立
つ
。

第
二
に
、
右
の
人
麿
詠
に
見
え
る
「
ぬ
さ
」
は
ど
う
や
ら
打
散
ら

せ
る
か
た
ち
の
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
こ
れ
は
羈
旅
の
歌
で
は
な

い
し
（
恋
歌
五
に
収
め
ら
れ
て
い
る
）
、
落
葉
や
落
花
の
比
喩
と
し

て
幣
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
幣
を
神
一
般
へ
の
供
物
と
し

て
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
携
帯
用
の
打
散
ら
せ
る
か
た
ち
の
も

の
で
は
不
自
然
で
あ
る
。

第
三
に
、
第
二
の
特
徴
と
相
渉
る
が
、
唯
一
の
用
例
で
あ
る
人
麿

詠
は
恋
歌
で
あ
り
、
先
に
触
れ
た
よ
う
な
暮
秋
暮
春
の
季
歌
で
は
な

い
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
勅
撰
集
の
な
か
で
定
型
化
し
て
い
た
幣
の

歌

―
落
葉
落
花
を
過
ぎ
ゆ
く
季
節
の
手
向
け
た
幣
に
見
立
て
る
と

い
う
趣
向
の

―
が
『
玉
葉
集
』
に
は
登
場
し
な
い
。

こ
れ
ら
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
京
極
派
が
撰
し
た
も
う
ひ

と
つ
の
勅
撰
集
『
風
雅
集
』
を
見
て
み
よ
う
。
同
集
に
収
め
ら
れ
た

幣
の
歌
は
左
の
二
首
の
み
で
あ
る
。

あ
き
ら
け
き
玉
ぐ
し
の
は
の
し
ろ
た
へ
に
し
た
つ
枝
ま
で
ぬ
さ

か
け
て
け
り
（
慈
勝
・
二
一
四
一
）

代
代
を
へ
て
あ
ふ
ぐ
日
よ
し
の
神
が
き
に
心
の
ぬ
さ
を
か
け
ぬ

日
ぞ
な
き
（
為
相
・
二
一
四
七
）

用
例
数
が
少
な
い
と
い
う
第
一
の
特
徴
は
『
玉
葉
集
』
と
共
通
す
る
。
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さ
ら
に
付
言
す
る
な
ら
ば
、
家
集
、
定
数
歌
、
歌
合
、
歌
会
資
料
な

ど
を
含
め
た
京
極
派
歌
人
の
作
品
の
な
か
で
、
幣
な
る
語
の
用
例
は
、

管
見
の
か
ぎ
り
こ
の
ほ
か
に
一
首

あ
さ
の
葉
を
ぬ
さ
と
た
む
け
て
み
そ
ぎ
河
ゆ
く
せ
も
は
や
く
な

つ
は
い
ぬ
め
り
（
実
兼
百
首
・
三
〇
）

を
見
出
し
う
る
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
第
一
の
特
徴
は
、
勅
撰
集

の
み
な
ら
ず
、
京
極
派
全
体
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
も
の
と
言
え
よ

う
。
付
表
は
十
三
代
集
に
あ
ら
わ
れ
る
幣
の
用
例
数
を
ま
と
め
た
も

の
だ
が
、
こ
れ
を
見
る
と
『
玉
葉
』
『
風
雅
』
の
そ
れ
が
い
か
に
偏

っ
た
も
の
で
あ
る
か
わ
か
る
。

第
二
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
「
か
け
る
」
と
い
う
動
詞
の
使
い
か

た
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
歌
人
た
ち
は
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
幣

だ
け
を
歌
に
詠
ん
で
、
打
散
ら
せ
る
か
た
ち
の
幣
に
つ
い
て
は
ま
っ

た
く
触
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
当
然
、
第
三
の
特
徴
が
『
風

雅
集
』
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
証
す
る
。

こ
の
よ
う
に
『
玉
葉
集
』
『
風
雅
集
』
に
お
け
る
幣
と
い
う
語
の

使
わ
れ
か
た
は
、
同
時
代
の
勅
撰
集
、
あ
る
い
は
二
条
派
歌
人
た
ち

の
そ
れ
に
比
べ
て
際
立
っ
た
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
幣
と
い
う
言
葉

そ
の
も
の
が
用
い
ら
れ
ず
、
わ
ず
か
な
用
例
の
な
か
に
は
当
時
一
般

的
だ
っ
た
打
散
ら
せ
る
幣
が
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
。
歌
語
と
し
て

も
、
歌
材
と
し
て
も
、
幣
が
存
在
し
な
い
こ
と
。
歌
の
な
か
で
そ
れ

が
空
白
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
こ
と
。

―
幣
な
る
も
の
の
不
在

こ
そ
は
、
京
極
派
和
歌
に
お
け
る
特
徴
な
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
い
え
ば
そ
れ
は
、
①
幣
と
い
う
言
葉
を
歌
の
な
か
で
は

で
き
る
だ
け
用
い
な
い
、
②
用
い
る
場
合
に
は
「
尺
な
か
ら
奉
る
」

か
た
ち
の
幣
を
詠
む
、
③
特
に
落
葉
や
落
花
を
幣
に
た
と
え
る
歌
は

詠
ま
な
い
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
単
な
る
偶
然

と
い
う
に
し
て
は
、
①
～
③
は
あ
ま
り
に
特
異
な
傾
向
を
持
っ
て
い

て
、
そ
の
背
後
に
は
京
極
派
な
り
の
幣
に
対
す
る
考
え
か
た
や
主
張

が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
い

っ
た
い
、
こ
う
し
た
京
極
派
の
歌
人
た
ち
の
特
色
な
る
も
の
は
ど
こ

か
ら
生
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
は
何
処
に
求
め
れ
ば
い

い
の
か
。

次
章
以
降
で
は
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
つ
つ
、
幣
と
い
う
歌
材
に

あ
ら
わ
れ
た
京
極
派
の
特
色
を
探
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

付 表

幣の用例数

勅撰集名 ／全歌数

９ 新勅撰集 3/1374

10 続後撰集 5/1371

11 続古今集 4/1915

12 続拾遺集 3/1459

13 新後撰集 3/1607

14 玉葉集 1/2800

15 続千載集 3/2143

16 続後拾遺集 1/1353

17 風雅集 2/2211

18 新千載集 6/2365

19 新拾遺集 2/1920

20 新後拾遺集 4/1554

21 新続古今集 4/2144



- 9 -

３

ま
ず
特
色
の
③
、
京
極
派
に
は
落
葉
落
花
を
幣
に
た
と
え
る
歌
が

な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

『
玉
葉
集
』
と
そ
れ
以
前
の
勅
撰
集
で
は
、
配
列
の
う
え
で
落
葉

の
歌
の
扱
い
が
大
き
く
異
な
る
。
本
章
で
は
、
③
の
原
因
を
こ
の
点

に
求
め
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
に
拠
っ
て
、
以
下
検
証
を

加
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。（

二
）

勅
撰
集
に
お
い
て
紅
葉
題
の
歌
が
秋
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
『
玉
葉
集
』
に
お
い
て
も
そ
れ
は
例
外
で
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
勅
撰
集
に
登
場
す
る
紅
葉
の
歌
は
秋
部
に
収

め
ら
れ
た
も
の
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
ま
た
木
の
葉
が
散
る
さ
ま
を

詠
じ
た
歌
（
こ
れ
を
落
葉
の
歌
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
に
つ
い
て
も

同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
冬
部
の
な
か
に
も
ま
と
ま
っ
て
配
置
さ
れ

る
。
し
か
し
て
こ
の
よ
う
な
落
葉
題
の
歌
、
冬
の
紅
葉
を
詠
ん
だ
歌

に
つ
い
て
は
、
『
玉
葉
集
』
と
そ
の
ほ
か
の
勅
撰
集
で
は
や
や
様
相

を
異
に
す
る
。

ま
ず
鎌
倉
期
の
伝
統
的
な
態
度
で
編
纂
さ
れ
た
勅
撰
集
の
例
と
し

て
『
続
後
撰
集
』
を
取
上
げ
、
こ
れ
を
『
続
拾
遺
集
』『
新
後
撰
集
』

と
い
っ
た
二
条
派
の
勅
撰
集
と
比
較
し
な
が
ら
、
編
纂
態
度
の
推
移

を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
続
後
撰
集
』
巻
五
秋
歌
下
の
後
半
、
四
四
二
番
か
ら
四
四
五
番

に
は
、
秋
風
が
紅
葉
の
幣
を
散
ら
せ
る
と
い
う
内
容
の
歌
が
置
か
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
前
後
に
は
、
幣
と
い
う
言
葉
こ
そ
使
っ
て
な

い
も
の
の
、
風
に
散
る
紅
葉
を
描
い
た
同
趣
の
歌
が
連
続
す
る
。
今

か
り
に
こ
れ
を
「
秋
の
落
葉
歌
群
ａ
」
と
名
づ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
方
で
、
風
に
散
る
紅
葉
は
、
鎌
倉
中
期
の
惜
秋
歌
に
お
い
て
す

で
に
定
型
化
し
た
歌
材
で
あ
っ
た
。
だ
が
ａ
の
位
置
（
秋
下
の
途
中
）

に
の
み
落
葉
歌
を
置
く
か
ぎ
り
、
こ
う
し
た
性
格
は
読
者
に
つ
た
わ

り
に
く
く
な
る
。
そ
の
こ
と
を
慮
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
続
後
撰
集
』

で
は
、
巻
軸
歌
直
前
に
ふ
た
た
び
落
葉
の
歌
群
を
あ
し
ら
う
こ
と
で
、

こ
れ
が
暮
秋
の
景
物
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に

紅
葉
を
幣
に
た
と
え
た
歌
（
「
も
み
ぢ
ば
を
風
に
ま
か
す
る
た
む
け

山
ぬ
さ
も
と
り
あ
へ
ず
秋
は
い
ぬ
め
り
」
信
実
・
四
五
三
）
が
含
ま

れ
る
こ
と
も
、
歌
群
ａ
と
同
じ
い
。
こ
れ
を
「
秋
の
落
葉
歌
群
ｂ
」

と
し
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
秋
の
落
葉
歌
を
二
箇
所
に
配
列
す
る
『
続
後
撰

集
』
の
方
法
は
、
『
続
拾
遺
』
『
新
後
撰
』
と
い
っ
た
二
条
派
勅
撰

集
に
は
受
継
が
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
『
新
後
撰
集
』
に
お
い
て

は
、
秋
下
巻
軸
歌
（
四
四
〇
番
）
の
直
前
、
四
三
六
番
か
ら
四
三
九

番
ま
で
の
四
首
だ
け
が
落
葉
を
扱
う
。
ａ
歌
群
は
削
ら
れ
、
落
葉
の

歌
は
す
べ
て
ｂ
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
題
材
に
よ
る
歌
群
を
二
箇
所
に
分
け
て
置
く
こ
と
は
、
配
列
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上
の
意
図
が
は
っ
き
り
し
な
く
な
る
危
険
性
を
持
つ
。
一
箇
所
に
集

中
し
て
示
し
た
ほ
う
が
、
読
者
に
与
え
る
印
象
は
よ
り
鮮
明
に
な
る

だ
ろ
う
。
『
新
後
撰
集
』
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
措
置
も
、
お
そ
ら

く
は
こ
う
し
た
判
断
に
基
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
で
は
、
た
し
か
に
『
続
後
撰
集
』
の
編
纂
態
度
が
忠
実
に

後
代
へ
受
継
が
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
『
続
拾
遺
』
『
新

後
撰
』
の
撰
者
た
ち
が
、
落
葉
歌
を
据
え
る
べ
き
位
置
と
し
て
巻
軸

直
前
（
ｂ
）
を
選
ん
で
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。『
続
後
撰
集
』

に
お
い
て
こ
こ
に
落
葉
歌
を
配
置
し
た
の
が
、
散
る
紅
葉
と
惜
秋
の

情
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は

右
に
述
べ
た
。
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
た
『
新
後
撰
集
』
が
ａ
を
捨
て

て
ｂ
に
就
い
た
の
も
、
同
じ
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容

易
に
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
秋
の
落
葉
歌
を
暮
秋
の
季
と
結
び
つ

け
て
と
ら
え
る
態
度
に
関
し
て
は
、『
続
後
撰
集
』
と
『
新
後
撰
集
』

の
あ
い
だ
に
共
通
す
る
も
の
を
認
め
う
る
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
巻
六
す
な
わ
ち
冬
歌
が
は
じ
ま
る
。
ま
ず
『
続
後
撰
集
』

の
例
。
巻
頭
に
置
か
れ
る
の
は
勅
撰
集
の
定
石
ど
お
り
時
雨
題
の
歌

群
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
以
下
の
よ
う
な
作
が
交
っ
て
い
る
。

ふ
ゆ
の
き
て
し
ぐ
る
る
時
ぞ
神
な
び
の
も
り
の
こ
の
葉
も
ふ
り

は
じ
め
け
る
（
光
俊
・
四
五
八
）

神
な
月
し
ぐ
る
る
こ
ろ
と
い
ふ
事
は
ま
な
く
こ
の
は
の
ふ
れ
ば

な
り
け
り
（
知
家
・
四
六
二
）

こ
れ
ら
の
歌
に
は
共
通
し
た
特
色
が
あ
る
。「
紅
葉
」
で
は
な
く
「
木

葉
」
で
あ
る
こ
と
。
木
葉
を
散
ら
せ
る
の
は
時
雨
も
し
く
は
時
雨
を

伴
っ
た
嵐
で
あ
る
こ
と
。
「
散
る
」
よ
り
も
、
多
く
「
落
と
す
」
「
降

る
」
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
。
以
上
は
い
ず
れ
も
右
に

掲
げ
た
類
の
歌
が
、
木
葉
が
散
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
秋
部
の
落

葉
歌
群
と
似
通
っ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
成
り
た
ち
を
異
に

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
か
り
に
こ
れ
を
、
「
冬
の
落

葉
歌
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

時
雨
が
木
葉
を
散
ら
せ
る
と
い
う
内
容
の
歌
と
し
て
は
、
は
や
く

『
後
撰
集
』
に
「
神
な
月
時
雨
と
と
も
に
か
み
な
び
の
も
り
の
こ
の

は
は
ふ
り
に
こ
そ
ふ
れ
」
（
よ
み
人
し
ら
ず
・
四
五
一
番
）
と
い
う

例
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
類
の
歌
が
冬
部
に
ま
と
ま
っ
て
配
置

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
『
続
後
撰
集
』
が
も
っ
と
も
古
い
。
そ
し

て
、
時
雨
題
の
な
か
に
冬
の
落
葉
歌
を
取
込
む
と
い
う
編
纂
上
の
工

夫
は
『
続
拾
遺
集
』
や
『
新
後
撰
集
』
に
も
し
っ
か
り
と
受
継
が
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
二
条
派
の
例
は
後
で
く
わ
し
く
見
て
み
る
こ
と

に
し
て
、
こ
こ
で
は
触
れ
ず
に
お
こ
う
。

『
続
後
撰
集
』
で
こ
の
後
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
「
紅
葉
浮
水
」

と
い
う
題
を
持
つ
四
首
（
四
七
一
～
四
七
四
番
）
で
あ
る
。
「
も
み

ぢ
葉
の
お
ち
て
な
が
る
る
大
井
河
せ
ぜ
の
し
が
ら
み
か
け
も
と
め
な

ん
」
（
是
則
・
四
七
二
）
の
歌
が
「
延
喜
七
年
大
井
河
に
行
幸
時
」

の
詞
書
を
持
つ
こ
と
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
四
首
の
背
景
に
あ



- 11 -

る
の
は
紀
貫
之
の
和
歌
序
で
有
名
な
醍
醐
天
皇
大
井
川
御
幸
の
故
事

で
あ
っ
た
。
嵐
山
の
麓
を
流
れ
る
大
井
川
で
あ
れ
ば
、
紅
葉
は
お
の

、

ず
と
嵐
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
風
に
散
っ
た
紅
葉
が
川
面
を
覆
う
光
景

を
描
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
冬
の
落
葉
歌
の
次
に
紅
葉
浮
水
の

歌
群
が
配
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
た
と
え
ば
「
水
辺
紅
葉
」

と
い
う
題
で
大
井
川
を
詠
ん
だ
歌
の
初
出
す
る
『
金
葉
集
』
で
は
、

そ
れ
ら
が
す
べ
て
秋
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
紅
葉
浮
水

の
歌
が
勅
撰
集
の
冬
部
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
鎌
倉
期
に

入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
『
新
勅
撰
集
』
の
例
（
三
六
九
～
三
七
一

番
）
が

古
。
た
だ
し
同
集
で
は
紅
葉
浮
水
歌
群
の
前
後
両
方
に
落

葉
歌
が
置
か
れ
て
い
る
。『
続
後
撰
集
』
は
こ
う
し
た
『
新
勅
撰
集
』

の
新
機
軸
に
学
び
な
が
ら
、
因
（
風
に
散
る
木
葉
、
す
な
わ
ち
冬
の

落
葉
歌
群
）
と
果
（
川
面
を
覆
う
紅
葉
、
す
な
わ
ち
紅
葉
浮
水
歌
群
）

と
の
時
間
的
な
順
序
を
整
理
し
、
配
列
に
よ
り
自
然
な
流
れ
を
つ
く

り
だ
そ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
稿
者
は
今
、
冬
の
落
葉
歌
が
因
で
あ
り
、
紅
葉
浮
水
の

歌
が
果
で
あ
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
問
題
が
あ
る
。

因
果
と
い
う
以
上
は
両
者
が
同
じ
対
象
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
前
提

と
な
る
わ
け
だ
が
、
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
冬
の
落
葉
歌
で
は
「
木

葉
」
、
紅
葉
浮
水
の
歌
で
は
「
紅
葉
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と

が
多
い
。
『
続
後
撰
集
』
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
た
場
合
、
両
歌
群
が

同
じ
対
象
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
妨
げ
て
し
ま
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
工
夫
を
加
え
た
の
が
『
続
拾
遺
集
』
『
新
後
撰

集
』
と
い
っ
た
二
条
派
の
勅
撰
集
で
あ
る
。
『
続
拾
遺
集
』
か
ら
例

を
引
く
と
、
こ
の
集
で
は
三
八
九
番
か
ら
三
九
七
番
に
か
け
て
冬
の

落
葉
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
半
部
分
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

村
雲
の
あ
と
な
き
か
た
も
時
雨
る
る
は
風
を
た
よ
り
の
こ
の
は

な
り
け
り
（
宗
尊
親
王
・
三
九
四
）

木
枯
の
か
ぜ
に
み
だ
る
る
も
み
ぢ
ば
や
く
も
に
よ
そ
な
る
時
雨

な
る
ら
ん
（
式
乾
門
院
御
匣
・
三
九
五
）

た
つ
た
山
秋
は
か
ぎ
り
の
色
と
み
し
木
の
は
は
冬
の
時
雨
な
り

け
り
（
忠
兼
・
三
九
六
）

も
み
ぢ
葉
の
秋
の
名
残
の
か
た
み
だ
に
わ
れ
と
の
こ
さ
ぬ
木
が

ら
し
の
か
ぜ
（
為
氏
・
三
九
七
）

大
井
河
ゐ
せ
き
に
秋
の
色
と
め
て
く
れ
な
ゐ
く
く
る
せ
ぜ
の
い

は
波
（
亀
山
院
・
三
九
八
）

木
葉
の
歌
な
か
に
紅
葉
を
扱
っ
た
作
を
交
え
る
こ
と
で
、
三
九
八
番

か
ら
連
続
す
る
紅
葉
浮
水
歌
へ
と
自
然
に
推
移
し
て
ゆ
く
よ
う
、
細

心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
三
九
五
番
以
下
の
三
首
に
「
落
葉
を
」
、

三
九
八
番
に
「
落
葉
浮
水
と
い
へ
る
心
を
」
と
い
う
詞
書
が
付
さ
れ
、

、

二
つ
の
歌
群
が
一
体
感
を
持
っ
て
読
者
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
も
同

趣
の
工
夫
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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さ
て
、
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
『
玉
葉
集
』
の
例
を
見
て
み
よ

う
。秋

部
下
に
お
い
て
紅
葉
を
詠
ん
だ
歌
は
、
七
六
四
番
か
ら
七
六
九

番
ま
で
と
七
八
二
番
か
ら
八
〇
八
番
ま
で
の
二
箇
所
に
置
か
れ
て
い

る
が
、
こ
の
う
ち
秋
の
落
葉
を
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
例
は

た
づ
ね
ず
て
け
ふ
も
く
れ
な
ば
紅
葉
葉
を
さ
そ
ふ
あ
ら
し
の
風

や
吹
き
な
ん
（
月
花
門
院
・
八
〇
五
）

し
ぐ
れ
行
く
竜
田
の
梢
う
つ
ろ
ひ
て
そ
め
ぬ
河
せ
も
紅
葉
し
に

け
り
（
雲
雅
・
八
〇
七
）

の
二
首
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
こ
れ
と
て
敢
え
て
言
う
な
ら

ば
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
っ
て
、
八
〇
五
番
歌
は
紅
葉
を
散
ら
せ

る
風
が
吹
く
だ
ろ
う
と
い
う
推
量
、
八
〇
七
番
歌
は
紅
葉
が
川
面
に

散
り
敷
い
た
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
紅
葉
が
空
に
舞
い
散
る

瞬
間
を
描
い
た
『
続
拾
遺
集
』
『
新
後
撰
集
』
の
例
か
ら
は
遠
い
。

次
に
、
冬
部
に
お
け
る
落
葉
歌
群
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
玉
葉

集
』
で
は
八
五
九
番
よ
り
八
七
四
番
ま
で
が
こ
れ
に
該
当
し
、
そ
の

な
か
に
は
「
ち
り
し
け
る
は
は
そ
の
紅
葉
そ
れ
を
さ
へ
と
め
じ
と
は

ら
ふ
森
の
下
風
」
（
隆
博
・
八
六
二
）
、
「
か
れ
は
つ
る
お
ち
葉
が
う

へ
の
夕
時
雨
そ
め
し
名
残
の
色
や
わ
す
れ
ぬ
」
（
忠
定
・
八
六
四
）

の
よ
う
な
例
が
含
ま
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
二
条
派
の
勅

撰
集
に
お
い
て
は
、
冬
の
落
葉
歌
群
に
お
い
て
木
葉
と
紅
葉
と
を
同

一
視
す
る
傾
向
が
つ
よ
ま
っ
て
ゆ
く
の
だ
が
、こ
う
し
た
態
度
は
『
玉

葉
集
』
に
お
い
て
も
受
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
「
そ

め
し
名
残
の
色
」
の
ご
と
き
間
接
的
な
表
現
に
よ
っ
て
「
お
ち
葉
」

が
紅
葉
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
の
は
『
玉
葉
集
』
独
自
の
工

夫
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
そ
れ
は
『
続
拾
遺
集
』
『
新

後
撰
集
』
の
態
度
と
相
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

冬
の
落
葉
歌
の
次
に
紅
葉
浮
水
の
歌
群
が
続
く
こ
と
も
二
条
派
勅

撰
集
と
変
ら
な
い
。
た
だ
し
、
風
に
散
っ
て
ゆ
く
木
葉
の
歌
（
八
八

一
番
）
と
紅
葉
浮
水
の
歌
（
八
八
八
番
）
の
間
に
、
地
に
散
り
敷
い

た
紅
葉
（
八
八
二
番
）
、
水
中
に
沈
ん
だ
紅
葉
（
八
八
三
～
八
八
七

番
）
を
点
綴
す
る
こ
と
で
、
冬
の
落
葉
か
ら
紅
葉
浮
水
へ
の
移
動
は

い
っ
そ
う
自
然
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

き
き
な
れ
し
梢
の
風
は
吹
き
か
へ
て
庭
に
木
の
葉
の
お
と
さ
わ

ぐ
な
り
（
家
教
・
八
八
一
）

霜
の
し
た
の
お
ち
葉
を
か
へ
す
こ
が
ら
し
に
ふ
た
た
び
秋
の
色

を
み
る
か
な
（
貞
房
・
八
八
二
）

大
井
河
秋
の
な
ご
り
を
た
づ
ぬ
れ
ば
入
江
の
水
に
し
づ
む
紅
葉

葉
（
実
氏
・
八
八
三
）

山
川
の
岩
ま
に
つ
も
る
紅
葉
葉
は
さ
そ
ふ
水
な
き
ほ
ど
ぞ
見
え

け
る
（
実
経
・
八
八
七
）

嵐
ふ
く
八
十
宇
治
河
の
波
の
う
へ
に
こ
の
は
い
ざ
よ
ふ
せ
ぜ
の

あ
じ
ろ
木
（
惟
明
親
王
・
八
八
八
）

『
続
拾
遺
集
』
の
工
夫
は
、
『
玉
葉
集
』
に
お
い
て
よ
り
繊
細
か
つ
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成
熟
し
た
も
の
へ
と
深
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
『
玉
葉
集
』
の
編
纂
態
度
を
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う

に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
、
秋
部
に
お
け
る
紅
葉
題
の
歌
に
お
い

て
は
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
形
式
を
破
っ
て
落
葉
の
歌
を
収
録
す

る
こ
と
を
や
め
た
。
二
、
冬
部
に
お
い
て
は
落
葉
歌
を
数
多
く
集
め
、

木
葉
を
紅
葉
と
同
一
視
す
る
二
条
派
勅
撰
集
の
態
度
を
さ
ら
に
徹
底

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
秋
部
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
革
新
的
な
、
冬

部
に
お
い
て
は
当
時
の
流
行
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
た
も
の
と
言
え
よ

う
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
『
玉
葉
集
』
に
お
い
て
こ
う
し
た
態
度
が

採
ら
れ
た
の
は
何
故
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。

そ
の
原
因
は
、
お
そ
ら
く
秋
の
落
葉
歌
と
冬
の
落
葉
歌
の
内
容
的

な
類
似
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
も
と
冬
の
落
葉
歌
は
「
木

葉
」
が
時
雨
に
散
る
さ
ま
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
秋
の
落
葉
歌

と
は
成
り
た
ち
を
異
に
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両

者
は
秋
部
の
末
尾
と
冬
部
の
冒
頭
と
い
う
き
わ
め
て
近
い
位
置
に
配

置
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
や
す
い
素
地
が
あ
っ

た
。
こ
と
に
鎌
倉
期
の
勅
撰
集
で
は
、
直
後
に
紅
葉
浮
水
の
歌
群
が

置
か
れ
る
都
合
か
ら
「
木
葉
」
と
「
紅
葉
」
の
使
い
わ
け
が
曖
昧
に

な
り
、
次
第
に
冬
の
落
葉
歌
と
紅
葉
と
を
重
ね
あ
わ
せ
る
傾
き
が
つ

よ
く
な
っ
て
ゆ
く
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
は
、
け
っ
き
ょ
く
秋
の
落
葉
歌
も
、
冬

の
落
葉
歌
も
、
同
じ
よ
う
な
歌
語
歌
材
に
よ
っ
て
、
同
じ
よ
う
な
情

景
を
描
い
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
む
ろ
ん
両
者
の
あ
い
だ

に
は
い
く
つ
か
の
小
さ
な
違
い
が
あ
る
。
そ
の
違
い
を
重
ん
じ
て
二

つ
の
歌
群
を
分
っ
た
の
が
『
続
拾
遺
集
』
や
『
新
後
撰
集
』
だ
と
す

れ
ば
、
『
玉
葉
集
』
の
態
度
は
特
に
両
者
の
類
似
性
を
重
視
し
た
も

の
と
い
え
よ
う
。

似
た
よ
う
な
内
容
の
歌
群
を
ご
く
近
い
場
所
で
繰
返
し
て
配
置
す

る
よ
り
は
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
読
者

に
対
す
る
印
象
は
鮮
明
に
な
る
。
つ
ま
り
、
『
新
後
撰
集
』
で
秋
の

落
葉
歌
が
ｂ
一
箇
所
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
と
同
じ
論
理
に
よ
っ
て
、

『
玉
葉
集
』
は
秋
の
落
葉
歌
を
削
り
、
落
葉
歌
を
こ
と
ご
と
く
冬
部

に
吸
収
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
結
果
、
何
が
起
っ
た
か
。
本
稿
の
主
題
に
即
し
て
言
え
ば
、

紅
葉
の
幣
が
空
に
舞
い
散
る
と
い
う
型
ど
お
り
の
歌
を
、『
玉
葉
集
』

は
採
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
う
し
た
作
品
の
な

か
に
登
場
す
る
幣
は
、漠
然
と
神
一
般
に
捧
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

行
旅
の
安
全
を
祈
っ
て
道
祖
神
に
手
向
け
る
も
の
と
し
て
描
か
れ

る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
か
か
る
比
喩
を
成
り
た
た
し
め
る
た
め

に
は
、
こ
こ
を
旅
立
っ
て
ど
こ
か
へ
去
っ
て
ゆ
く
も
の
の
存
在
が
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
紅
葉
の
幣
は
、
秋
の
暮
れ
と
い
う
過
ぎ

ゆ
く
季
節
の
存
在
が
あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
趣
向
で
あ

っ
て
、
初
冬
の
歌
の
な
か
で
こ
れ
を
詠
む
こ
と
は
根
本
的
に
不
可
能

な
の
で
あ
る
。
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そ
れ
ゆ
え
、
落
葉
の
歌
を
冬
部
前
半
に
集
中
し
て
し
ま
っ
た
『
玉

葉
集
』
に
お
い
て
は
、
紅
葉
の
幣
の
歌
を
採
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
事
情
が
生
れ
た
。
先
に
『
玉
葉
』
で
は
幣
の
用
例
が
人
麿
の
一

首
（
一
七
三
一
番
）
の
み
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
京
極
派
の
み
な
ら

ず
、
同
時
代
の
二
条
派
歌
人
の
詠
、
あ
る
い
は
古
歌
か
ら
も
、
紅
葉

の
幣
の
歌
が
『
玉
葉
集
』
に
撰
入
し
て
い
な
い
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

こ
の
間
の
事
情
を
よ
く
あ
ら
わ
す
例
を
ひ
と
つ
挙
げ
て
み
よ
う
。

『
玉
葉
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

秋
ご
と
に
神
な
び
山
の
も
み
ぢ
葉
は
た
れ
が
手
向
の
錦
な
る
ら

ん
（
宗
家
・
七
九
〇
）

幣
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
は
い
な
い
も
の
の
、
紅
葉
の
錦
を
神
に
手

向
け
る
と
い
う
発
想
は
、
類
型
的
な
紅
葉
の
幣
の
歌
に
等
し
い
。

だ
が
こ
の
歌
の
紅
葉
は
、
空
に
舞
い
散
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
わ
き
て
猶
紅
葉
も
色
や
ふ
か
か
ら
ん
宮
こ
の
に
し
の
秋
の
山
ざ
と
」

（
慈
道
・
七
八
九
）
と
「
時
雨
す
る
い
は
た
の
を
の
の
は
は
そ
は
ら

朝
な
朝
な
に
色
か
は
り
ゆ
く
」
（
匡
房
・
七
九
一
）
と
を
前
後
に
配

し
て
、
撰
者
は
あ
く
ま
で
こ
れ
を
枝
に
あ
る
紅
葉
を
詠
ん
だ
も
の
と

し
て
読
者
に
提
示
す
る
。

宗
家
詠
の
ご
と
き
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
幣
が
、
打
散
ら
せ
る
幣
に

比
べ
れ
ば
当
時
す
で
に
傍
流
の
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す

で
に
触
れ
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
を
為
兼
は
よ
く
知
っ
て
い
た
に

違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
彼
は
こ
の
歌
を
選
び
、
こ
の

位
置
に
置
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
『
玉
葉
集
』
と
い
う
歌
集
に
と

っ
て
、
こ
れ
以
外
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
は
な
く
、
こ
れ
以
外
に
ふ
さ
わ

し
い
場
所
も
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

４

次
に
本
章
で
は
、
特
色
の
②
、
京
極
派
の
歌
に
幣
が
登
場
す
る
場

合
に
は
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
か
た
ち
の
も
の
が
詠
ま
れ
る
の
は
何
故

か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

比
較
的
容
易
に
思
い
つ
く
の
は
、
京
極
派
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
さ
れ
る
『
万
葉
集
』
で
幣
が
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と

だ
ろ
う
。

ち
は
や
ぶ
る
神
の
社
に
わ
が
掛
け
し
幣
は
賜
ら
む
妹
に
逢
は

た
ば

な
く
に
（
巻
四
・
五
五
八
）

留
ま
れ
る

我
は
幣
引
き

斎
ひ
つ
つ

君
を
ば
待
た
む
早

い
は

帰
り
ま
せ
（
巻
八
・
一
四
五
三
）

山
科
の
石
田
の
杜
に
幣
置
か
ば
け
だ
し
我
妹
に
直
に
逢
は
む

か
も
（
巻
九
・
一
七
三
一
）

倭
文
幣
を

手
に
取
り
持
ち
て

竹
玉
を

し
じ
に
貫
き
垂

し

つ

ぬ

さ

た
か
た
ま

れ
（
巻
十
三
・
三
二
八
六
）

「
懸
く
」
「
引
く
」
「
置
く
」
「
取
り
持
つ
」
な
ど
、
打
散
ら
せ
る
か

た
ち
の
そ
れ
に
は
い
さ
さ
か
不
似
合
な
言
い
ま
わ
し
で
「
幣
」
と
い
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う
言
葉
が
承
け
ら
れ
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
に
は
都
合
十
九
首
、
幣

と
い
う
語
を
用
い
た
歌
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
置
く
」
と
承
け
た
も

の
が
五
例
、
「
取
り
持
つ
」
が
二
例
、
「
取
る
」
「
懸
く
」
「
引
く
」

が
各
一
例
。
残
り
の
九
例
は
「
あ
り
ね
よ
し
対
馬
の
渡
り
海
中
に
幣

わ
た
な
か

取
り
向
け
て
早
帰
り
来
ね
」
（
巻
一
・
六
二
）
、
「
天
の
川
瀬
ご
と
に

幣
を
奉
る
心
は
君
を
幸
く
来
ま
せ
と
」
（
巻
十
・
二
〇
六
九
）
の
よ

う
に
「
奉
る
」
「
取
り
向
く
」
と
承
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
け
っ

き
ょ
く
明
白
に
打
散
ら
せ
る
幣
と
わ
か
る
用
例
は
存
在
し
な
い
こ
と

に
な
る
。

こ
う
し
た
用
例
は
、
京
極
派
の
歌
人
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
に
違
い
な
い
。
彼
ら
が
『
万
葉
』
の
歌
風
を
重
視
し
て
い
た
こ
と

は
周
知
の
事
実
で
あ
る
し
、
「
万
葉
詞
」
を
題
と
し
て
詠
作
を
試
み

る
な
ど
、
特
に
そ
の
措
辞
や
言
葉
遣
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
も
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、
稿
者
は
む
し
ろ
『
万
葉
集
』
よ
り
も
、
注
目
す
べ
き
は
『
日

本
書
紀
』
で
な
い
か
と
考
え
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
幣
な
る
語
に
つ

い
て
京
極
派
と
『
万
葉
』
と
の
結
び
つ
き
を
示
す
文
献
が
存
し
な
い

の
に
対
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
と
の
あ
い
だ
に
は
具
体
的
な
接
点
が

認
め
ら
れ
る
か
ら
だ
。
本
章
で
は
こ
の
点
を
重
視
し
て
、
『
万
葉
』

の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、
以
下
『
日
本
書
紀
』
と
の
関
係
を
中
心

に
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

『
日
本
書
紀
』
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
記
紀
に
あ
ら
わ
れ
る
神

話
を
幣
の
典
拠
と
し
て
扱
っ
て
い
る
例
は
、
は
や
く
顕
昭
の
『
古
今

集
注
』
二
九
九
番
歌
の
く
だ
り
に
、
左
の
ご
と
く
見
ら
れ
る
。

ヲ
ノ
ト
云
ト
コ
ロ
ニ
ス
ミ
ハ
ベ
ル
ト
キ
紅
葉
ヲ
ミ

テ
ヨ
メ
ル

ツ
ラ
ユ
キ

ア
キ
ノ
ヤ
マ
モ
ミ
ヂ
ヲ
ヌ
サ
ト
タ
ム
ク
レ
バ
ス
ム
ワ
レ
サ
ヘ
ゾ

タ
ビ
ゴ
ヽ
チ
ス
ル

ヌ
サ
ト
ハ
、
旅
ユ
ク
ニ
ミ
チ
ノ
ホ
ト
リ
ノ
神
ニ
タ
ム
ク
ル
物

也
。
教
長
卿
云
、
ヌ
サ
ト
イ
フ
ハ
、
五
色
ノ
キ
ヌ
ノ
キ
レ
ナ

リ
。
ミ
カ
ド
ハ
絹
ヲ
一
疋
ヅ
ヽ
染
テ
、
大
神
宮
以
下
ノ
神
達

ニ
祭
ノ
時
ハ
タ
テ
マ
ツ
ラ
セ
タ
マ
ヘ
リ
。
コ
レ
ヲ
バ
ニ
ギ
テ

ト
モ
イ
フ
ナ
ル
ベ
シ
。
サ
レ
バ
紅
葉
ノ
イ
ロ

く
ナ
ル
ハ
、

コ
ノ
ヌ
サ
ニ
ニ
タ
ル
ヲ
、
チ
ル
ト
キ
ハ
タ
ム
ク
ル
様
ニ
オ
ボ

ユ
レ
バ
、
旅
ゴ
ヽ
チ
ス
ト
ヨ
メ
ル
也
。（
中
略
）

顕
昭
云
、
（
中
略
）
ヌ
サ
ト
ハ
弊
ト
カ
ケ
リ
。
或
書
ニ
ハ
大

麻
ト
カ
ケ
リ
。
或
書
レ

繖
。
又
順
和
名
ニ
ハ
幣
帛
ト
書
テ
、

ミ
テ
グ
ラ
ト
ヨ
メ
リ
。
又
御
幣
同
歟
。
案
レ

之
、
ヌ
サ
、
ミ

テ
グ
ラ
、
ニ
ギ
テ
、
シ
デ
、
ユ
フ
、
ユ
フ
シ
デ
、
大
体
同
物

歟
。
後
ニ
其
サ
マ
カ
ハ
ル
歟
。
古
語
拾
遺
云
、
種
レ

麻
以
為
二

青
和
弊
一

穀
木
ヲ
種
テ
植
レ

之
以
作
テ
為
二

白
和
弊
一

、
是
木
綿

也
。
（
中
略
）
又
後
撰
云
、
秋
タ
ビ
ニ
マ
カ
リ
ケ
ル
人
ニ
ヌ

サ
ヲ
モ
ミ
ヂ
ノ
カ
タ
ニ
ツ
ク
リ
テ
ツ
カ
ハ
シ
ケ
ル
、
又
云
、

ア
ヅ
マ
ヘ
マ
カ
リ
ケ
ル
人
ニ
、
サ
ク
ラ
ノ
ハ
ナ
ノ
カ
タ
ニ
、
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ヌ
サ
ヲ
シ
テ
ツ
カ
ハ
ス
ト
テ
。
今
案
ニ
、
ヌ
サ
ノ
オ
コ
リ
ハ

麻
也
。
而
ヲ
紙
ヲ
リ
タ
ル
ヲ
バ
、
オ
ホ
ヌ
サ
ト
モ
イ
ヒ
、
又

シ
デ
ト
モ
イ
フ
。
旅
客
ノ
タ
ム
ケ
ノ
神
ニ
献
ズ
ル
ニ
ハ
、
色

々
ノ
絹
ノ
キ
レ
ヲ
用
。
仍
ヌ
サ
ヲ
キ
ル
ト
イ
ヘ
リ
。
無
二

相

違
一

歟
。

顕
昭
の
註
説
を
順
に
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
一
、
被

註
歌
の
よ
う
な
打
散
ら
せ
る
幣
の
ほ
か
に
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
幣
も

あ
る
、
と
い
う
教
長
説
の
紹
介
（
「
ミ
カ
ド
ハ
絹
ヲ
一
疋
ヅ
ヽ
染
テ
、

大
神
宮
以
下
ノ
神
達
ニ
祭
ノ
時
ハ
タ
テ
マ
ツ
ラ
セ
タ
マ
ヘ
リ
」
）
。

二
、
『
和
名
抄
』
そ
の
ほ
か
か
ら
幣
に
関
す
る
説
を
摘
要
し
、
教
長

説
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
（
「
順
和
名
ニ
ハ
幣
帛
ト
書

テ
、
ミ
テ
グ
ラ
ト
ヨ
メ
リ
。
又
御
幣
同
歟
」
）。
三
、
そ
の
う
え
で
、

打
散
ら
せ
る
幣
と
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
幣
は
本
来
ひ
と
つ
の
も
の
で

あ
っ
た
の
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
分
化
し
て
い
っ
た
（
「
ヌ
サ
、

ミ
テ
グ
ラ
、
ニ
ギ
テ
、
シ
デ
、
ユ
フ
、
ユ
フ
シ
デ
、
大
体
同
物
歟
。

後
ニ
其
サ
マ
カ
ハ
ル
歟
」
）
、
と
推
理
。
四
、
さ
ら
に
「
今
案
ニ
」

以
下
で
は

―
こ
れ
が
顕
昭
自
身
の
説
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は

ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て

―
、
三
の
推
論
か
ら
一
歩
を
進
め
、
幣
の

古
形
は
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
か
た
ち
の
麻
で
あ
り
（
「
ヌ
サ
ノ
オ
コ

リ
ハ
麻
也
」
）
、
打
散
ら
せ
る
幣
は
旅
中
に
専
用
で
あ
る
（
「
旅
客
ノ

タ
ム
ケ
ノ
神
ニ
献
ズ
ル
ニ
ハ
、
色
々
ノ
絹
ノ
キ
レ
ヲ
用
」
）
、
と
結

論
す
る
。

引
用
さ
れ
て
い
る
『
古
語
拾
遺
』
（
施
線
部
）
の
本
文
は
、
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

爰
に
、
思

兼

神
、
深
く
思
ひ
遠
く

慮

り
て
、
議
り
て
曰
は

こ
こ

お
も
ひ
か
ね
の
か
み

た
ば
か

は
か

い

く
、
「
太
玉
神
を
し
て
諸

部
の
神
を
率
て
、
和
幣
を
造
ら
し

も
ろ
と
も
の
を

ゐ

に

き

て

む
べ
し
。（
中
略
）
長
白
羽
神
（
註
略
）
を
し
て
麻
を
種
ゑ
て
、

な
が
し
ら
は
の
か
み

う

青
和
幣
〔
古
語
に
、
爾
伎
弖
と
い
ふ
。
〕と
為
さ
し
む
。
天
日
鷲
神

あ
を
に
き
て

に

き

て

な

あ
め
の
ひ
わ
し
の
か
み

と
津
咋
見
神
と
を
し
て
穀
の
木
を
種
殖
ゑ
て
、
白
和
幣
〔
是
は

つ
く
ひ
み
の
か
み

か
ぢ

き

う

し
ら
に
き
て

こ
れ

木
綿
な
り
。
已
上
の
二
つ
の
物
は
、
一
夜
に
蕃
茂
れ
り
。
〕
を

ゆ

ふ

か

み

ひ

と

よ

お
ひ
し
げ

作
ら
し
む
。（
下
略
）」
と
い
ふ
。

（
ｃ
）

天
照
大
神
が
素
盞
嗚
尊
の
狼
藉
に
怒
っ
て
天
岩
戸
に
隠
れ
、
諸
神
が

相
談
を
凝
ら
し
た
結
果
、
思
兼
神
の
知
恵
に
し
た
が
っ
て
神
楽
を
舞

わ
せ
る
有
名
な
く
だ
り
だ
が
、
そ
の
た
め
の
準
備
と
し
て
く
さ
ぐ
さ

の
捧
げ
も
の
が
作
ら
れ
る
。
和
幣
は
そ
の
一
で
あ
る
。

「
爾
伎
弖
」
と
い
う
和
訓
註
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
「
和
幣
」
は

ニ
キ
テ
と
訓
む
べ
き
文
字
で
あ
る
。
ヌ
サ
で
は
な
い
。
し
か
し
顕
昭

は
「
ヌ
サ
、
ミ
テ
グ
ラ
、
ニ
ギ
テ
、
シ
デ
、
ユ
フ
、
ユ
フ
シ
デ
、
大

体
同
物
歟
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
和
幣
を
こ
れ
ら
の
共
通
の
祖
先
と

し
て
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
『
古
今
集
注
』
に
お
い
て
は
幣
と

和
幣
が
同
じ
性
質
を
持
つ
も
の
と
し
て
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
重
要
な
の
は
、
顕
昭
が
考
え
る
古
代
、
す
な
わ
ち
幣

が
「
後
ニ
其
サ
マ
カ
ハ
ル
」
以
前
の
世
界
と
し
て
、
『
古
語
拾
遺
』

の
記
述
が
引
用
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
今
は
こ
う
だ
が
（
二
種
類
の
幣
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が
あ
る
）
か
つ
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
（
一
種
類
の
幣
だ
け
だ
っ

た
）
、
と
い
う
説
を
文
献
的
に
証
す
る
に
は
、
で
き
る
だ
け
古
い
時

代
の
記
述
を
引
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
も
古
け
れ
ば
古
い

ほ
ど
都
合
が
よ
く
、
し
た
が
っ
て
事
物
の
起
源
に
ま
つ
わ
る
記
述
が

も
っ
と
も
説
得
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
顕
昭
が
「
後
ニ
其
サ
マ
カ

ハ
ル
」
と
い
う
考
証
を
裏
付
け
る
た
め
に
『
古
語
拾
遺
』
の
記
述
を

引
い
た
の
は
、
こ
れ
が
幣
の
起
源
譚
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た

た
め
な
の
で
は
な
い
か
。

あ
た
か
も
こ
の
推
測
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
「
今
案
」
に
は

「
ヌ
サ
ノ
オ
コ
リ
ハ
麻
也
」
と
註
さ
れ
る
。
幣
の
「
オ
コ
リ
」
を
麻

に
求
め
る
の
は
、
や
は
り
『
古
語
拾
遺
』
の
「
麻
を
種
ゑ
て
、
青
和

幣
と
為
さ
し
む
」
と
い
う
記
述
を
受
け
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
幣
の
起
源
と
天
岩
戸
隠
れ
の
物
語
は
、
こ
こ
に
お
い
て

暗
黙
の
う
ち
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

な
お
『
古
語
拾
遺
』
に
お
け
る
ｃ
の
記
述
は
、
顕
昭
以
外
の
歌
人

に
よ
っ
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
「
承
安
二
年
広
田
社
歌
合
」
は
藤

原
俊
成
が
判
を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
作
品
だ
が
、
五
番
の
判
詞

は
「
さ
か
き
ば
も
か
く
る
に
ぎ
て
の
い
ろ
い
ろ
も
み
な
し
ろ
た
へ
に

ゆ
き
ぞ
ふ
り
つ
む
」
（
観
蓮
・
九
）
を
論
じ
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

か
く
る
に
ぎ
て
の
い
ろ
い
ろ
も
、
と
よ
ま
れ
た
る
に
ぎ
て
は
ふ

る
き
ふ
み
に
も
、
種
麻
を
も
て
あ
を
に
ぎ
て
と
し
、
穀
木
を
も

て
し
ら
に
ぎ
て
と
す
と
ぞ
申
し
た
る
か
や
、

俊
成
の
引
用
し
て
い
る
「
ふ
る
き
ふ
み
」
が
『
古
語
拾
遺
』
で
あ
る

こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
（
「
種
麻
を
も
て
」
云
々
は
訓
読
の
誤
り

か
）
。
あ
る
い
は
『
古
今
集
注
』
か
ら
の
孫
引
き
か
も
し
れ
な
い
が
、

と
も
か
く
も
こ
の
当
時
に
あ
っ
て
和
幣
に
註
を
与
え
よ
う
と
す
る
と

き
、
『
古
語
拾
遺
』
を
典
拠
と
す
る
こ
と
が
ご
く
ふ
つ
う
の
態
度
で

あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。

他
方
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
和
幣
は
い
か
に
記
述
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

天

香

山
の
五
百
箇
の
真
坂
樹
を

掘

じ
て
、
上
枝
に
は

あ
ま
の
か
ぐ
や
ま

い

ほ

つ

ま

さ

か

き

ね
こ
じ
に
こ

か
み
つ
え

八
坂
瓊
の
五
百
箇
の
御
統
を

懸

け
、
中
枝
に
は
八
咫
鏡
（
註

や

さ

か

に

い

ほ

つ

み
す
ま
る

と
り
か

な
か
つ
え

や
た
の
か
が
み

略
）
を

懸

け
、
下
枝
に
は
青
和
幣
、〔
和
幣
、
此
を
ば
尼
枳
底

と
り
か

し

づ

え

あ
を
に
き
て

に

き

て

と
云
ふ
。
〕
白
和
幣
を

懸

で
て
、
相
与
に
致
其
祈
躊
す
。（

）

し
ろ
に
き
て

と
り
し

あ
ひ
と
も

の
み
い
の
り
ま
う

ｄ'

『
古
語
拾
遺
』
と
同
じ
く
「
青
和
幣
」
「
白
和
幣
」
の
語
が
見
え
る

が
、
そ
の
材
料
ま
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

じ
つ
は
『
古
語
拾
遺
』
で
は
思
兼
神
の
発
言
が
二
段
に
分
か
れ
て

お
り
、
前
段
で
用
意
す
べ
き
供
物
と
そ
の
製
作
者
、
材
料
が
列
挙
さ

れ
、
後
段
で
さ
ら
に
岩
戸
の
前
で
の
儀
式
の
順
序
を
語
る
と
い
う
構

成
を
取
っ
て
い
る
。
先
の
引
用
部
ｃ
は
こ
の
前
段
に
相
当
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
今
こ
こ
に
後
段
の
部
分
を
も
引
用
し
て
み
よ
う
。

天

香

山
の
五
百
箇
の
真
賢
木
を

掘

じ
て
（
註
略
）
、
上
枝

あ
め
の
か
ぐ
や
ま

い

ほ

つ

ま

さ

か

き

さ
ね
こ
じ
の
ね
こ

ほ

つ

え

に
は
玉
を

懸

け
、
中
枝
に
は
鏡
を

懸

け
、
下
枝
に
は
青
和
幣

と
り
か

な
か
つ
え

と
り
か

し

づ

え

あ
を
に
き
て

・
白
和
幣
を

懸

け
、
太
玉
命
を
し
て
捧
げ
持
ち
称
讃
さ
し
む
。

し
ら
に
き
て

と
り
か

さ
さ

ほ
め
ま
を
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亦
、
天
児
屋
命
を
し
て
相
副
に
祈
祷
ら
し
む
。

（
ｄ
）

ま
た

あ
ひ
と
も

い

の

一
読
し
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
『
古
語
拾
遺
』
に
お
け
る
右
の
く

だ
り
（
ｄ
）
は
『
日
本
書
紀
』
の

部
分
に
相
当
す
る
。
そ
れ
に
対

ｄ'

し
て
『
古
語
拾
遺
』
の
前
段
部
分
ｃ
に
あ
た
る
記
述
は
、
『
日
本
書

紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
ｃ
に
あ
た
る
記
述
を
欠
く
と
い
う
こ
と
は
、

す
な
わ
ち
和
幣
の
素
材
や
製
作
過
程
に
つ
い
て
読
者
に
情
報
を
提
供

し
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

和
幣
も
し
く
は
幣
に
関
す
る
註
説
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
こ
の
点

で
『
日
本
書
紀
』
は
『
古
語
拾
遺
』
に
一
籌
を
輸
す
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
『
古
今
集
注
』
や
「
広
田
社
歌
合
」
が
わ
ざ
わ
ざ
『
古
語

拾
遺
』
を
引
用
し
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。
し
か

し
稿
者
が
特
に
『
日
本
書
紀
』
に
注
目
す
る
理
由
は
別
に
あ
る
。

た
と
え
ば
右
の
引
用
部
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』
一
書
（
第
二
）

は
「
忌
部
の
遠
祖
太
玉
に
は

幣

を
造
ら
し
む
」
と
す
る
。
現
代
の

い

み

べ

ふ
と
た
ま

に
き
て

註
釈
書
は
こ
の
「
幣
」
に
つ
い
て
ニ
キ
テ
と
訓
を
施
す
こ
と
が
一
般

的
で
、
稿
者
と
し
て
も
そ
れ
に
何
ら
異
論
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に

お
い
て
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、
ひ
と
た
び
「
和
幣
」
と
し
て
示

さ
れ
た
も
の
が
、
別
伝
に
お
い
て
は
「
幣
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
の
異
同
が
読
者
に
与
え
る
影
響
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

一
書
に
よ
っ
て
、
下
枝
に
掛
け
ら
れ
る
も
の
が
「
幣
」
と
表
現
さ

れ
る
と
き
、
本
文
を
享
受
す
る
側
に
お
い
て
は
、
自
然
に
「
和
幣
と

は
幣
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
と
ら
え
か
た
が
生
れ
る
。
『
日
本
書

紀
』
が
撰
さ
れ
た
段
階
で
は
異
伝
を
録
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の

、
、

が
、
い
つ
し
か
読
者
の
側
で
言
い
か
え
と
し
て
受
止
め
ら
れ
て
い
っ

、
、
、
、

た
可
能
性
は
、
決
し
て
低
く
な
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
中
世
期
に
作
ら
れ
た
『
日
本
書
紀
』
の
註
釈
の
な
か
か

ら
、

に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
を
い
く
つ
か
抜
出
し
て
み
よ
う
。
施

ｄ'

線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
「
和
幣
」
と
い
う
記
述
を
註

し
な
が
ら
、
こ
れ
を
「
幣
」
と
言
い
か
え
て
は
ば
か
ら
な
い
。（

三
）

幣
と
は
謂
は
ゆ
る
束
帛
な
り
。
（
中
略
）
古
語
拾
遺
に
曰
く
。

長
白
羽
神
を
し
て
麻
を
種
ゑ
て
以
て
青
和
幣
と
為
さ
し
む
。
天

日
鷲
神
を
し
て
木
綿
を
以
て
し
、
津
咋
見
神
を
し
て
穀
木
を
種

ゑ
殖
ゑ
て
白
和
幣
と
作
さ
し
む
。
是
木
綿
な
り
。
已
上
の
二
物
、

一
夜
に
し
て
蕃
く
茂
る
。

（
日
本
書
紀
纂
疏
）

青
和
幣
白
和
幣
は
、
青
白
の
幣
な
り
。
（
青
和
幣
白
和
幣
者
、

ア
ヲ
ニ
ギ
テ

シ
ラ
ニ
ギ
テ

ハ

青

白

幣-

也
、
）

（
神
代
巻
口
訣
）

セ
イ
ハ
ク
ノ
ヌ
サ

幣
ヲ
手
ニ
握
ル
ホ
ト
ニ
、
ニ
ギ
テ
ト
云
。

（
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
）

こ
と
に
『
神
代
巻
口
訣
』
に
お
い
て
幣
の
文
字
に
ヌ
サ
の
傍
訓
が
見

ら
れ
る
こ
と
は
、
当
時
の
理
解
に
あ
っ
て
「
和
幣
＝
幣
」
の
み
な
ら

ず
「
ニ
キ
テ
＝
ヌ
サ
」
と
い
う
解
釈
が
成
り
た
っ
て
い
た
こ
と
を
示

す
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
で
、
『
古
今
集
注
』

「
広
田
社
歌
合
」
と
同
じ
く
『
古
語
拾
遺
』
か
ら
の
引
用
が
註
釈
に

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
目
を
引
く
。
歌
学
書
に
お
け
る
幣
、
和
幣
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の
理
解
は
『
日
本
書
紀
』
享
受
の
場
に
お
け
る
そ
れ
と
遠
く
隔
た
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。

右
と
軌
を
一
に
す
る
例
を
も
う
ひ
と
つ
引
用
し
て
お
こ
う
。
時
代

は
遡
る
が
、
「
日
本
紀
竟
宴
和
歌
」
に
は
左
の
ご
と
き
作
が
あ
る
。

久
方
の
天
照
る
神
を
祈
る
と
ぞ
枝
も
末
枝
に
幣
は
垂
で
け
る

え
だ

ぬ
さ

し

日
神
、
天
石
窟
に
こ
も
り
居
す
と
き
に
、
天

児

屋

命
、
真

あ
ま
の
い
は
や

ま

あ
ま
の
ち
ご
や
の
み
こ
と

坂
木
に
、
木
綿

懸

で
、
太
玉
命
を
し
て
、
祈
り
申
さ
し
む

ゆ

ふ

と
り
し

ま
う

る
に
（
下
略
）

こ
こ
で
も
「
幣
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
『
日

本
書
紀
』
の
文
章
を
和
歌
に
移
し
か
え
る
な
か
で
作
者
（
物
部
安
興
）

の
恣
意
に
選
ん
だ
表
現
で
な
い
こ
と
は
、「
末
枝
に
…
…
垂
で
け
る
」

と
い
う
言
い
ま
わ
し
が
忠
実
に
『
書
紀
』
の
そ
れ
を
な
ぞ
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
幣
」
は
「
和
幣
」
の
言
い
か

え
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

京
極
派
の
和
歌
に
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
幣
し
か
登
場
し
な
い
の
は
、

こ
う
し
た
『
日
本
書
紀
』
『
古
語
拾
遺
』
の
記
述
を
拠
り
ど
こ
ろ
と

し
て
幣
な
る
も
の
を
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の

が
稿
者
の
推
測
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
『
古
語
拾
遺
』
に
登
場
す

る
和
幣
は
、
『
万
葉
』
に
お
け
る
幣
と
同
じ
く
、
打
散
ら
せ
る
か
た

ち
の
も
の
で
は
な
い
。
「
懸
で
て
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
細
長
く
裁
っ
た
木
綿
や
布
を
榊
の
枝
に
掛
け
た
の
だ
ろ
う
。

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
れ
は
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
幣
に
近
い
も
の
で

あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
『
古
今
集
』
二
九
九
番
歌
に
詠
ま
れ
た
幣
（
「
紅

葉
を
ぬ
さ
と
た
む
く
れ
ば
」
）
と
の
相
違
に
困
っ
た
顕
昭
は
、
「
ヌ

サ
、
ミ
テ
グ
ラ
、
ニ
ギ
テ
、
シ
デ
、
ユ
フ
、
ユ
フ
シ
デ
、
大
体
同
物

歟
」
と
い
う
考
証
を
加
え
た
の
で
あ
る
。

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
和
歌
の
な
か
で
は
打
散
ら
せ
る
幣
が
勢

力
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
京
極
派
の
歌
人
た
ち
は
『
日

本
書
紀
』
の
記
述
に
よ
っ
て
、
幣
と
い
う
も
の
は
本
来
「
尺
な
か
ら

奉
る
」
も
の
で
あ
り
、
打
散
ら
せ
る
か
た
ち
の
そ
れ
は
略
式
で
あ
る

と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
の
こ
と
を
証
す
る
か
の
よ
う
な
歌
が
『
風
雅
集
』
に
は
収
め
ら

れ
て
い
る
。
先
に
一
度
引
用
し
た
が
、
こ
こ
で
も
う
い
ち
ど
詞
書
を

含
め
て
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

日
本
紀
を
見
て
よ
め
る

前
僧
正
慈
勝

あ
き
ら
け
き
玉
ぐ
し
の
葉
の
白
妙
に
し
た
つ
枝
ま
で
ぬ
さ
か
け

て
け
り
（
二
一
四
一
）

岩
佐
美
代
子
氏
の
『
風
雅
和
歌
集
全
注
釈
』
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
註
す
る
。

【
通
釈
】
明
ら
か
な
八
坂
瓊
の
勾
玉
を
付
け
た
榊
の
玉
串
の
葉

に
ま
っ
白
に
映
え
る
よ
う
に
、
下
枝
ま
で
も
幣
帛
を
か
け
、
神

々
し
く
飾
っ
た
こ
と
だ
。

【
語
釈
】
（
中
略
）
○
あ
き
ら
け
き
…
…
―
天
照
大
神
が
素
戔

嗚
尊
の
乱
行
を
見
て
天
の
岩
屋
に
か
く
れ
た
時
、
諸
神
が
榊
の
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上
の
枝
に
玉
を
、
中
の
枝
に
鏡
を
、
下
の
枝
に
青
和
幣
・
白
和

幣
（
麻
・
木
綿
で
作
っ
た
幣
帛
）
を
か
け
て
祈
っ
た
故
事
（
→

［
参
考
］
）
を
詠
ん
だ
歌
。
「
あ
き
ら
け
き
玉
」
と
「
玉
串
」

を
か
け
る
と
解
し
た
が
如
何
。

大
筋
は
右
の
と
お
り
か
と
思
わ
れ
る
が
、
稿
者
が
気
づ
い
た
こ
と
を

二
三
補
足
す
れ
ば
、
ま
ず
下
句
が
先
に
引
用
し
た
「
日
本
紀
竟
宴
和

歌
」
と
類
似
す
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
慈
勝
詠
が
「
竟
宴
和
歌
」
を

参
照
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
両
者
が
同
じ
『
日
本
書
紀
』
の
本
文
を

そ
の
ま
ま
歌
の
な
か
に
取
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
の
影
響
と
考
え
る
ほ

う
が
自
然
だ
ろ
う
。
「
竟
宴
和
歌
」
と
は
『
日
本
書
紀
』
に
「
懸
」

と
あ
る
字
を
ど
う
訓
ず
る
か
と
い
う
点
で
相
違
が
あ
る
が
、
『
日
本

紀
私
記
』
（
乙
本
）
に
「
懸

止
利
加

介
天

」
と
見
え
る
よ
う
に
、
ト
リ
シ
ヅ
は

当
時
行
わ
れ
て
い
た
訓
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
し
か
る
べ
き
根
拠
を

持
っ
た
表
現
で
あ
る
。

ま
た
岩
佐
氏
は
「
玉
ぐ
し
」
と
い
う
語
の
由
来
を
記
し
て
お
ら
れ

な
い
が
、
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
一
書
（
第
二
）
に
、
鏡
、
玉
、
和

幣
な
ど
を
掛
け
る
榊
を
「
八
十
玉
籤
」
と
呼
ん
で
い
る
（
「
又
山
雷
者

や

ま

つ

ち

を
し
て
、
五
百
箇
の
真
坂
樹
の
八
十
玉
籤
を
採
ら
し
む
。
野
槌
者
を

い

ほ

つ

ま

さ

か

き

や

そ

た

ま

く

し

の

づ

ち

し
て
、
五
百
箇
の
野
薦
の
八
十
玉
籤
を
採
ら
し
む
」
）
こ
と
を
典
拠

の

す

ず

と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
『
日
本
紀
私
記
』
（
乙
本
）
に
は

「
玉
籤

玉串

」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
、
鎌
倉
期
に
は
す
で
に
こ
れ
を

タ
マ
ク
シ
と
訓
じ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
玉
ぐ
し
」
と
い
い
、
「
か
け
て
」
と
い
い
、
い
ず
れ
に
し
ろ
慈
勝

詠
は
『
日
本
書
紀
』
に
対
す
る
知
識
の
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
で

あ
る
。
す
く
な
く
と
も
こ
れ
を
見
る
か
ぎ
り
、
作
者
が
『
日
本
書
紀
』

の
記
述
に
拠
っ
て
天
岩
戸
隠
れ
と
幣
と
を
結
び
つ
け
て
い
た
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
疑
う
余
地
が
な
い
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
慈
勝
の
こ
う
し
た
『
日
本
書
紀
』
に
対

す
る
知
識
が
、
は
た
し
て
京
極
派
の
主
要
歌
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
む
ろ
ん
『
日
本
書
紀
』
は
中

世
期
に
お
け
る
知
識
人
必
須
の
書
で
あ
り
、
ま
た
京
極
派
と
の
か
か

わ
り
に
お
い
て
も
、
早
く
岩
佐
氏
が
紹
介
さ
れ
た
『
春
の
深
山
路
』

の
逸
話
な
ど
か
ら
、
『
書
紀
』
に
ま
つ
わ
る
知
識
が
歌
語
理
解
や
詠

作
の
な
か
に
生
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
こ
の
場
合
、
い
さ
さ
か
根
拠
薄
弱
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。（

四
）

た
と
え
ば
『
風
雅
集
』
で
は
、
右
の
慈
勝
詠
の
直
前
に
次
の
よ
う

な
歌
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

名
草
山
と
る
や
さ
か
木
の
つ
き
も
せ
ず
神
わ
ざ
し
げ
き
日
の
く

ま
の
宮
（
淑
文
・
二
一
四
〇
）

こ
れ
に
つ
い
て
岩
佐
氏
は

【
語
釈
】
（
中
略
）
○
さ
か
木
―
榊
。
（
中
略
）
○
神
わ
ざ
―

神
事
。
祭
典
。
（
中
略
）
○
日
の
く
ま
の
宮
―
和
歌
山
市
秋
月

に
あ
る
日
前
神
宮
。
主
神
は
日
前
大
神
。
思
兼
命
・
石
凝
姥
命

を
併
せ
祀
る
。
（
下
略
）
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と
註
さ
れ
る
の
み
だ
が
、
私
見
で
は
こ
の
歌
は
慈
勝
詠
と
合
わ
せ
て

解
釈
す
る
こ
と
が
適
切
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
『
日
本

書
紀
』
一
書
（
第
一
）
に
は
、
天
岩
戸
隠
れ
の
際
に
思
兼
神
が
作
ら

せ
た
鏡
は
、
天
照
大
神
の
「
象

を

図

し
」
た
も
の
で
、
後
に
「
紀
伊
国

み
か
た

あ
ら
は

き

の

く

に

に
所
坐
す
日

前

神
」
と
し
て
奉
祀
さ
れ
た
と
記
す
か
ら
だ
。

ま

し

ま

ひ
の
く
ま
の
か
み

こ
の
鏡
が
伊
勢
神
宮
の
神
体
で
あ
る
か
、
日
前
神
宮
の
神
体
で
あ

る
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
日
本
書
紀
』
の
段
階
で
両
説
が
録
さ

れ
て
お
り
、
『
釈
日
本
紀
』
で
も
詳
し
く
考
証
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
こ
と
は
と
も
か
く
、
わ
ざ
わ
ざ
「
日
の
く
ま
の
宮
」
を
詠
ん
だ
歌

の
直
後
に
思
兼
神
の
こ
し
ら
え
た
「
玉
ぐ
し
」
の
歌
が
置
か
れ
て
い

る
の
は
、
『
風
雅
集
』
の
撰
者
が
あ
き
ら
か
に
こ
う
し
た
『
日
本
書

紀
』
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

岩
佐
氏
は
二
一
四
〇
番
歌
中
の
「
神
わ
ざ
」
を
「
神
事
。
祭
典
」

と
解
し
て
「
尽
き
る
事
な
く
神
事
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
、
日
前
宮
の

尊
さ
よ
」
と
通
釈
を
つ
く
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
右
の
よ
う
な
撰
者
の

意
図
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
神
わ
ざ
」
を
天
岩
戸
の
前
で
演
ぜ
ら

れ
た
「
俳
優
」
に
掛
け
た
表
現
と
と
ら
え
、
特
に
神
楽
を
指
し
た
語

わ
ざ
お
き

と
読
む
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
「
神
わ
ざ
」
を
神
楽
の
意

で
用
い
た
例
と
し
て
は
、
は
や
く
「
堀
河
百
首
」
に
「
庭
火
た
く
天

の
岩
戸
の
神
わ
ざ
は
あ
め
た
ぢ
か
ら
を
猶
ぞ
う
れ
し
き
」
（
仲
実
・

一
〇
四
七
）
が
あ
る
。
淑
文
詠
に
「
（
天
岩
戸
が
開
い
た
の
も
、
こ

の
神
に
よ
っ
て
「
俳
優
」
が
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
く
さ
ぐ
さ

わ
ざ
お
き

の
神
事
の
な
か
で
も
、
こ
と
に
祭
神
に
ゆ
か
り
あ
る
）
神
楽
が
尽
き

る
こ
と
な
く
奉
納
さ
れ
る
、
日
前
宮
の
尊
さ
よ
」
と
い
っ
た
含
意
を

見
る
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。

似
た
よ
う
な
こ
と
は
『
風
雅
集
』
に
採
ら
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
幣

の
歌
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
為
相
の
「
代
代
を
へ
て
あ
ふ
ぐ
日
よ
し

の
神
が
き
に
心
の
ぬ
さ
を
か
け
ぬ
日
ぞ
な
き
」
（
二
一
四
七
）
に
続

け
て
配
置
さ
れ
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
詠
で
あ
る
。

寄
鏡
神
祇
と
い
ふ
事
を

前
左
大
臣

九
重
に
あ
ま
て
る
神
の
か
げ
う
け
て
う
つ
す
か
が
み
は
い
ま
も

く
も
ら
じ
（
二
一
四
八
）

権
大
納
言
公
蔭

あ
ま
て
ら
す
み
か
げ
を
う
つ
す
ま
す
鏡
つ
た
は
れ
る
代
の
く
も

り
あ
ら
め
や
（
二
一
四
九
）

右
の
二
首
に
つ
い
て
、
岩
佐
氏
『
全
注
釈
』
に
は
「
伊
勢
内
宮
か
ら

天
照
大
神
の
御
姿
を
受
け
伝
え
て
、
明
ら
か
に
映
し
て
い
る
鏡
」（
二

一
四
八
番
）
、
「
天
照
大
神
の
御
姿
を
映
す
、
澄
み
切
っ
た
神
鏡
よ
」

（
二
一
四
九
番
）
と
し
て
あ
る
が
、
「
う
つ
す
」
は
「
映
す
」
で
あ

る
と
同
時
に
「
写
す
」
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
日

本
書
紀
』
の
「
彼
の
神
の

象

を

図

し
造
り
て
、
招
禱
き

奉

ら
む
」

そ

か
み

み
か
た

あ
ら
は

つ
く

を

た
て
ま
つ

と
い
う
記
述
に
従
っ
て
、
「
天
照
大
神
の
御
姿
を
か
た
ど
っ
た
鏡
」

と
す
る
解
釈
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

で
き
あ
が
っ
た
鏡
を
幣
と
と
も
に
榊
の
枝
に
掛
け
、
諸
神
は
天
岩
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戸
の
前
で
天
照
大
神
を
「
招
禱
」
ぐ
。
こ
の
儀
式
が
咒
術
と
し
て
の

を

意
味
を
持
つ
の
は
、
鏡
を
掲
げ
る
こ
と
が
神
の
出
現
と
擬
似
的
に
重

ね
あ
わ
さ
れ
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
八
咫
鏡
を
「
あ
ま
て
ら
す
み
か
げ

を
う
つ
」
し
た
神
の
形
代
と
し
て
と
ら
え
る
発
想
は
、
単
に
そ
れ
が

賢
所
に
奉
祀
さ
れ
、
神
器
と
し
て
尊
ば
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は

生
れ
て
こ
な
い
。
幣
の
歌
に
鏡
の
歌
が
続
く
と
い
う
配
列
の
問
題
同

様
、
『
日
本
書
紀
』
の
知
識
が
あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
可
能
と
な
る

理
解
な
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
『
風
雅
集
』
に
お
け
る
神
祇
部
の

編
纂
に
携
っ
た
人
物

―
光
厳
院
も
し
く
は
花
園
院
、
あ
る
い
は
そ

の
両
方

―
が
、
幣
と
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
天
岩
戸
説
話
の
記

述
と
を
結
び
つ
け
る
態
度
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
も
証

せ
ら
れ
よ
う
。

さ
て
『
日
本
書
紀
』
に
拠
っ
て
幣
と
鏡
を
結
び
つ
け
る
こ
う
し
た

態
度
は
、も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
。

す
な
わ
ち
『
風
雅
集
』
の
撰
者
た
ち
が
特
に
『
日
本
書
紀
』
の
こ
の

く
だ
り
に
着
目
し
た
理
由
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
幣
と
い
う
語
が
『
日
本
書
紀
』
で
は
天
岩
戸
の
く
だ
り

に
は
じ
め
て
登
場
す
る
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
当
時
の
歌
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
は

古
の
文
献
に
お
け

る
初
出
例
を
意
味
し
た
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
何
故
天
岩

戸
隠
れ
の
説
話
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
も

う
少
し
別
な
理
由
を
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
思
兼
神
の
発
案
で
作
ら
れ
た
鏡
が
伊
勢

神
宮
の
神
体
、
す
な
わ
ち
三
種
の
神
器
の
八
咫
鏡
で
あ
る
こ
と
は
、

前
掲
『
日
本
書
紀
』
一
書
（
第
一
）
の
ほ
か
、
第
二
の
一
書
に
も
下

の
ご
と
く
記
述
が
あ
る
。

是
に
、
日
神
、
方
に
磐
戸
を
開
け
て
出
で
ま
す
。
是
の
時
に
、
鏡

こ
こ

ひ
の
か
み

ま
さ

い

は

と

あ

い

こ

か
が
み

を
以
て
其
の
石
窟
に

入

れ
し
か
ば
、
戸
に

触

れ
て
小
瑕
つ
け

そ

い

は

や

さ
き
い

つ
き
ふ

こ

き

ず

り
。
其
の
瑕
、
今
に
猶
存
。
此

即

ち
伊
勢
に
崇

秘
る
大

神

う

せ

ず

こ
れ
す
な
は

い

せ

い
つ
き
ま
つ

お
ほ
み
か
み

な
り
。

さ
ら
に
、
天
照
大
神
が
天
岩
戸
を
出
た
の
ち
地
上
へ
と
「
逐
降
ひ
去
」

や

ら

や

ら
れ
た
素
盞
嗚
尊
が
、
八
岐
大
蛇
を
退
治
て
得
た
の
が
草
薙
剣
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
天
岩
戸
隠
れ
は
、
単
に
天
照

大
神
と
素
盞
嗚
尊
の
争
い
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

三
種
の
神
器
の
由
来
を
説
く
起
源
譚
と
し
て
の
性
格
を
も
持
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
神
書
聞
塵
』
に
お
け
る
次
の
よ
う
な

註
釈
か
ら
も
如
実
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

○
是
後

―
、
第
六
品
ノ
段
ソ
。
磐
戸
ノ
段
ト
モ
申
ソ
。
鏡

ヲ
コ
レ
カ
ラ
ソ
。
宝
鏡
品
ト
モ
申
ソ
。

（
第
六
段
冒
頭
）

○
是
時
素

―
、
第
七
品
ノ
説
ソ
。
宝
剣
出
現
篇
ソ
。

（
第
七
段
冒
頭
）

お
そ
ら
く
こ
う
し
た
神
器
起
源
譚
と
し
て
の
側
面
が
、
中
世
に
お
け

る
『
日
本
書
紀
』
理
解
の
う
え
で
天
岩
戸
隠
れ
に
つ
よ
い
注
目
を
集

め
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。特
に
こ
の
こ
と
は
『
風
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雅
集
』
が
花
園
院
、
光
厳
院
に
よ
る
親
撰
の
書
で
あ
る
こ
と
と
深
く

関
係
す
る
。
一
般
の
読
者
で
さ
え
目
を
引
か
れ
や
す
い
神
器
の
起
源

譚
が
、
彼
ら
天
皇
歌
人
た
ち
の
興
味
を
そ
そ
ら
な
い
は
ず
が
な
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
起
源
譚
と
し
て
の
性
格
は
三
種
の
神
器
に
か
ぎ

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
天
岩
戸
の
前
で
天
鈿
女
が
「

巧
た
く
み

に
作
俳
優
」
し
た
こ
と
を
、
神
楽
や
五
節
舞
の
起
源
と
結
び
つ
け
る

わ

ざ

お

き

説
は
、
平
安
期
以
来
ひ
ろ
く
享
受
さ
れ
た
（
『
古
語
拾
遺
な
ど
』
）
。

お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
、
ひ
と
た
び
乱
れ
た
天
上
の
秩
序
が
天
照
大
神

の
出
現
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
た
こ
と
を
重
視
す
る
考
え
か
た
が
あ
る

の
だ
ろ
う
。
岩
戸
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
「
日
神
の

光

」
が
「
六

合
に
満

ひ
の
か
み

ひ
か
り

く
に
の
う
ち

い
は

み
」
（
一
書
・
第
三
）
た
瞬
間
か
ら
、
現
在
に
つ
な
が
る
世
界
、
時

間
、
秩
序
が
あ
ら
た
め
て
は
じ
ま
っ
た
と
と
ら
え
る
と
き
、
「
日
神

の
光
」
の
出
現
を
準
備
し
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
事
物
の
起
源
に
結
び

つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。

す
な
わ
ち
こ
こ
に
、
先
に
も
触
れ
た
天
岩
戸
隠
れ
の
説
話
を
幣
の

起
源
譚
と
見
な
す
発
想
の
き
っ
か
け
が
あ
る
。
も
っ
と
も
『
日
本
書

紀
』
の
こ
の
く
だ
り
を
、
幣
の
起
源
で
あ
る
と
明
白
に
記
し
た
文
献

は
見
い
だ
せ
な
い
。
し
か
し
右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
事
情
を
踏
ま

え
れ
ば
、
中
世
の
人
々
が
か
か
る
う
け
と
め
か
た
を
し
て
い
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
さ
ま
で
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
京
極
派

の
歌
人
た
ち
は
、
「
下
枝
に
」
「
懸
け
」
ら
れ
た
「
和
幣
」
こ
そ
が

幣
の
起
源
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
始

原
の
、
も
っ
と
も
古
い
か
た
ち
こ
そ
が
、
同
時
に
正
し
い
も
の
で
あ

る
と
考
え
た
の
だ
。
二
つ
の
勅
撰
集
か
ら
打
散
ら
す
幣
を
排
除
し
、

「
日
本
紀
を
見
て
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
を
添
え
た
幣
の
歌
を
撰
入

さ
せ
た
の
は
、
こ
う
し
た
態
度
が
歌
の
う
え
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
如
上
の
理
解
に
立
つ
な
ら
ば
、
二
章
に
述
べ
た
特
色
の
①
、

幣
と
い
う
言
葉
が
歌
の
な
か
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
の

理
由
も
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
推
測
で
き
る
。
意
外
な
こ
と
に
、
『
日

本
書
紀
』
に
は
ヌ
サ
と
い
う
訓
み
を
示
す
よ
う
な
和
訓
註
が
存
在
し

な
い
。
京
極
派
の
歌
人
た
ち
は
『
日
本
書
紀
』
に
あ
ら
わ
れ
る
「
和

幣
」
を
根
拠
と
し
て
、
幣
が
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
か
た
ち
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
『
書
紀
』
に
は
ヌ
サ
な

る
訓
が
あ
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
二
律
背
反
の
状
況
に
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
『
風
雅
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

み
な
と
川
夏
の
ゆ
く
て
は
し
ら
ね
ど
も
な
が
れ
て
は
や
き
せ
ぜ

の
ゆ
ふ
し
で
（
順
徳
院
・
四
四
五
）

一
見
何
と
い
う
こ
と
の
な
い
歌
だ
が
、
夏
越
祓
で
詠
ま
れ
る
の
は
ふ

つ
う
「
大
幣
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
ゆ
ふ
し
で
」
と
す
る
歌
は
き

わ
め
て
め
ず
ら
し
い
。
「
大
幣
」
の
歌
が
一
首
も
な
く
、
そ
の
代
り

で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
順
徳
院
詠
が
示
さ
れ
る
の
を
見
て
い
る
と
、

幣
と
い
う
言
葉
を
避
け
よ
う
と
す
る
撰
者
の
意
図
す
ら
疑
い
た
く
な

る
ほ
ど
だ
。
む
ろ
ん
臆
断
は
危
険
だ
が
、
か
か
る
態
度
を
生
ん
だ
も
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の
が
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
訓
の
問
題
で
あ
っ
た
可
能
性
を
一
概

に
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

５

『
古
今
集
』
以
降
、
打
散
ら
せ
る
幣
が
和
歌
の
表
現
に
お
い
て
主

流
を
占
め
て
ゆ
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
二
章
で
触
れ
た
。
し

か
し
な
が
ら
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
幣
か
ら
打
散
ら
せ
る
幣
へ
と
い
う

変
化
は
、
ひ
と
り
形
状
に
の
み
と
ど
ま
る
問
題
で
は
な
な
い
。
も
う

い
ち
ど
顕
昭
の
『
古
今
集
注
』
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。

ヌ
サ
ト
ハ
、
旅
ユ
ク
ニ
ミ
チ
ノ
ホ
ト
リ
ノ
神
ニ
タ
ム
ク
ル
物
也
。

教
長
卿
云
、
（
中
略
）
ミ
カ
ド
ハ
絹
ヲ
一
疋
ヅ
ヽ
染
テ
、
大
神

宮
以
下
ノ
神
達
ニ
祭
ノ
時
ハ
タ
テ
マ
ツ
ラ
セ
タ
マ
ヘ
リ
。

被
註
歌
と
の
か
か
わ
り
も
あ
る
に
し
ろ
、
顕
昭
に
と
っ
て
幣
と
は
第

一
に
「
旅
ユ
ク
ニ
ミ
チ
ノ
ホ
ト
リ
ノ
神
ニ
タ
ム
ク
ル
物
」
で
あ
り
、

「
大
神
宮
以
下
ノ
神
達
ニ
祭
ノ
時
ハ
タ
テ
マ
ツ
」
る
も
の
と
し
て
の

性
格
は
第
二
義
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
こ
の
記
事
を
読
む
か
ぎ
り
、

行
旅
の
安
全
を
祈
る
咒
具
と
し
て
の
あ
り
か
た
が
強
調
さ
れ
、
神
一

般
に
対
す
る
供
物
と
し
て
の
性
格
は
従
属
的
な
部
分
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
幣
を
め
ぐ
る
右
の
よ
う

な
言
説
の
な
か
で
、
ご
く
自
然
に
「
旅
ユ
ク
ニ
ミ
チ
ノ
ホ
ト
リ
ノ
神

ニ
タ
ム
ク
ル
物
」
は
打
散
ら
せ
る
か
た
ち
を
し
て
お
り
、
「
大
神
宮

以
下
ノ
神
達
ニ
祭
ノ
時
ハ
タ
テ
マ
ツ
」
る
の
は
「
絹
ヲ
一
疋
ヅ
ヽ
染
」

た
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
か
た
ち
の
幣
で
あ
る
と
い
う
図
式
が
成
り
た

っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

打
散
ら
せ
る
幣
は
、
も
と
も
と
が
旅
中
の
携
帯
の
た
め
に
つ
く
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
般
の
神
事
に
供
す
る
幣
は
、
ど
れ
ほ
ど
時

代
が
下
っ
て
も
「
尺
な
か
ら
奉
る
」
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
小
片
の
幣
は
、
そ
れ
だ
け
で
羈
旅
の
具
と
い
う
性
格
を
帯
び
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
か
た
ち
の
幣
が
和
歌
に
お
い
て
優

位
を
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
神
一
般
に
捧
げ
る
幣
が
お

と
ろ
え
、
道
祖
神
に
手
向
け
る
幣
が
主
流
を
成
す
よ
う
に
な
っ
て
ゆ

く
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
れ
は
同
時
に
、
祈
る
と
い
う
行
為
の
変
質
で
も
あ
っ
た
。
幣
を

手
向
け
る
こ
と
で
神
様
の
ご
機
嫌
を
取
り
、
見
返
り
と
し
て
旅
の
平

安
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、祈
り
は
一
種
の
取
引
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
し
て
奉
る
相
手
が
行
旅
を
司
る
道
祖
神
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
う
し

た
印
象
を
い
っ
そ
う
濃
く
す
る
。
一
方
で
「
神
達
ニ
祭
ノ
時
ハ
タ
テ

マ
ツ
」
る
幣
は
、
た
し
か
に
供
物
で
は
あ
る
に
し
ろ
、
そ
れ
を
捧
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
直
接
的
な
利
益
を
願
う
も
の
で
は
な
い
。
せ

い
ぜ
い
天
下
泰
平
、
国
土
安
穏
、
五
穀
豊
穣
と
い
っ
た
漠
然
た
る
祈

願
が
あ
る
程
度
で
、
「
ミ
チ
ノ
ホ
ト
リ
」
で
旅
の
無
事
と
い
う
具
体

的
な
利
益
を
祈
る
の
と
は
本
質
的
に
性
格
を
異
に
す
る
。

か
か
る
視
点
に
立
て
ば
、
京
極
派
歌
人
た
ち
が
『
日
本
書
紀
』
の
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記
述
を
根
拠
と
し
て
、
打
散
ら
せ
る
幣
を
歌
の
な
か
か
ら
徹
底
的
に

排
除
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
別
な
考
え
か
た
が
で
き
る
。
道
祖
神
に

幣
を
手
向
け
て
祈
る
と
い
う
態
度
は
、
た
と
え
ば
『
日
本
書
紀
』
註

釈
に
お
け
る
左
の
ご
と
き
理
解
と
は
ま
っ
た
く
相
反
す
る
も
の
だ
っ

た
。
京
極
派
か
ら
は
や
や
時
代
の
下
る
文
献
で
は
あ
る
が
、
『
神
書

聞
塵
』
は
和
幣
を
註
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

（
引
用
者
註
。
青
白
二
種
類
の
和
幣
は
、
天
地
と
魂
魄
と
を
か

た
ど
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
用
い
る
の
は
）
一
心
ヲ
、
天
地
ト

ヒ
ト
シ
ウ
ス
ル
処
ソ
。
魂
魄
ノ
二
玉
ヲ
、
天
地
ト
、
此
神
ヲ
一

ニ
シ
テ
、
日
神
ノ
徳
ヲ
、
万
代
ニ
及
サ
ウ
ト
イ
ノ
ル
ソ
。
物
ヲ

祈
ニ
、
成
就
ス
ル
処
テ
、
コ
レ
ヲ
カ
ナ
ヘ
テ
ナ
ン
ト
ヽ
云
ハ
ヌ

ソ
。
ノ
ミ
イ
ノ
ル
ト
ハ
、
天
地
ト
心
ヲ
一
ニ
シ
テ
、
神
ト
神
ト

ノ
境
界
ニ
ナ
リ
テ
、
成
就
ソ
。
祈
事
ハ
、
天
地
ニ
達
セ
ウ
ス
カ
、

成
就
ハ
。

（
ゾ
）

こ
こ
で
は
祈
る
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
考
え
か
た
が
示

さ
れ
て
い
る
。
和
幣
の
説
明
に
付
随
し
て
祈
る
こ
と
の
意
味
を
説
く

記
述
自
体
は
、
た
と
え
ば
『
神
代
巻
口
訣
』
に
も
「
天
地
神
明
陰
陽

は
同
理
な
る
を
以
て
、
清
浄
無
余
の
一
念
に
し
て
二
神
相
与
に
祈
る

所
な
り
」
と
い
う
か
た
ち
で
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
施
線
部
、
天
照

大
神
の
徳
を
万
代
に
及
ぼ
す
た
め
に
、
具
体
的
な
利
益
な
ど
願
う
こ

と
な
く
虚
心
坦
懐
に
祈
る
こ
と
の
重
要
性
を
訴
え
た
く
だ
り
は
興
味

深
い
。
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
、
捧
げ
た
幣
の
対
価
と
し
て
旅

、
、

の
平
安
を
祈
る
こ
と
へ
の
批
判
と
も
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

実
際
に
、
冗
談
め
か
し
た
人
麿
の
作
を
別
に
す
れ
ば
、
『
玉
葉
』

『
風
雅
』
の
二
集
に
登
場
す
る
幣
の
歌
は
「
コ
レ
ヲ
カ
ナ
ヘ
テ
ナ
ン

ト
ヽ
云
」
う
態
度
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。
し
か
し
て
同
時
に
そ
れ
は
、

た
と
え
ば
、

七
日
。
丙
戌
。
晴
。
早
旦
、
魚
食
の
以
前
。
発
願
の
文
、
慈
厳

が
許
に
書
き
遣
す
。
予
自
ら
草
し
即
ち
清
書
す
。
僧
正
が
発
願

の
文
、
之
を
裏
書
す
る
な
り
。
（
中
略
）
祈
願
五
ヶ
条
。
更
に

私
無
き
者
な
り
。
天
下
の
為
、
孝
行
の
為
許
り
な
り
。
更
に
私

の
願
等
を
交
へ
ざ
る
な
り
。

（
正
中
二
年
四
月
）

と
宸
記
に
記
し
、

い
の
る
こ
こ
ろ
わ
た
く
し
に
て
は
い
は
し
水
濁
り
ゆ
く
世
を
す

ま
せ
と
ぞ
お
も
ふ
（
二
一
三
五
）

と
い
う
歌
を
『
風
雅
集
』
に
残
し
た
花
園
院
の
心
情
に
、
相
通
う
部

分
を
持
つ
も
の
と
言
え
は
し
ま
い
か
。

「
私
の
願
等
を
交
へ
ざ
る
」
祈
り
。
「
わ
た
く
し
に
て
は
」
あ
ら
ざ

る
祈
り
。
祈
る
と
い
う
い
と
な
み
の
前
で
ど
こ
ま
で
も
無
私
で
あ
ろ

う
と
す
る
院
の
姿
勢
は
、
「
天
地
ト
心
ヲ
一
ニ
シ
テ
、
神
ト
神
ト
ノ

境
界
ニ
ナ
リ
テ
」
と
い
う
『
神
書
聞
塵
』
の
記
述
と
響
き
あ
う
。
己

を
む
な
し
う
し
、
ひ
た
す
ら
に
「
世
を
す
ま
せ
」
と
願
う
こ
こ
ろ
の

う
ち
に
、
供
物
に
よ
っ
て
利
益
を
引
出
そ
う
と
す
る
か
の
ご
と
き
さ

か
し
ら
が
入
り
こ
む
余
地
は
な
い
。
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本
稿
で
は
、
『
玉
葉
』
『
風
雅
』
に
お
け
る
幣
の
用
例
に
つ
い
て
、

主
と
し
て
歌
の
配
列
や
歌
語
に
関
す
る
知
識
の
点
か
ら
考
察
を
加
え

て
き
た
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
が
理
由
の
す
べ
て
で
は
な

い
。
こ
う
し
た
現
象
の
背
景
に
は
、
無
私
の
祈
り
を
求
め
つ
づ
け
た

京
極
派
歌
人
た
ち
の
心
の
あ
り
よ
う
を
も
、
考
え
み
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
註
〉

（
一
）
以
下
本
稿
に
お
け
る
引
用
は
左
の
各
書
に
収
め
ら
れ
た
本
文
に
拠
る
。

「
新
編
国
歌
大
観
」
（
講
談
社
）
、
「
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊
」
（
和
泉

書
院
）
、
第
三
期
「
折
口
信
夫
全
集
」
（
中
央
公
論
社
）
、
「
日
本
歌
学

大
系
」
別
巻
四
（
風
間
書
房
）
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』

（
岩
波
書
店
）
、
西
宮
一
成
校
註
『
古
語
拾
遺
』
（
岩
波
文
庫
）
、
日
本

古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
（
岩
波
書
店
）
、
「
神
道
大
系
」
古
典
註

釈
編
三
、
四
（
同
編
纂
会
）
、
岩
佐
美
代
子
『
風
雅
和
歌
集
全
注
釈
』

（
笠
間
書
院
）
、
西
崎
亨
『
本
妙
寺
本

日
本
紀
竟
宴
和
歌

本
文
・

索
引
・
研
究
』
（
翰
林
書
房
）
、
「
列
聖
全
集
」
（
同
編
纂
会
）
。
た
だ
し

字
体
を
現
在
通
行
の
も
の
に
改
め
、
振
仮
名
及
び
記
号
等
は
一
部
を

除
い
て
省
略
し
た
。
ま
た
漢
文
は
わ
た
く
し
に
書
下
し
て
掲
げ
、
必

要
が
あ
れ
ば
（

）
内
に
原
文
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
『
日
本
書
紀
』

の
註
文
に
つ
い
て
は
、『
古
語
拾
遺
』
の
書
式
に
倣
い
、
私
意
に
〔

〕

を
加
え
た
。
歌
番
号
は
す
べ
て
底
本
の
そ
れ
に
よ
る
。

（
二
）
こ
の
章
で
『
玉
葉
集
』
に
つ
い
て
論
じ
た
内
容
は
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と

が
『
風
雅
集
』
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
た
だ
し
本
稿
で
は
紙
数
の
都

合
上
、『
玉
葉
集
』
の
例
を
挙
げ
る
の
み
に
と
ど
め
た
。

（
三
）
『
釈
日
本
紀
』
巻
七
に
も
「
以
唾
為
白
和
幣
。
以
洟
為
青
和
幣
」
と

あ
る
本
文
に
つ
い
て
「
問
。
何
故
以
唾
及
洟
為
幣
」
と
記
し
た
部
分

、

が
あ
る
。

（
四
）
『
春
の
深
山
路
』
弘
安
三
年
六
月
一
日
及
び
七
月
六
日
条
参
照
。
な

お
、
七
月
六
日
、
京
極
為
兼
が
伏
見
院
（
当
時
春
宮
）
に
初
参
し
た

際
の
逸
話
は
、
岩
佐
氏
が
「
源
具
顕
に
つ
い
て
」
な
ど
で
紹
介
し
て

お
ら
れ
る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
に
拠
っ
て
詠
作
が
行
わ
れ
た
例
は
、

同
氏
「
伏
見
院
の
春
の
歌
」
四
に
詳
し
い
（
右
の
二
論
文
は
『
京
極

派
歌
人
の
研
究
』
笠
間
書
院
所
収
）。

（
な
か
む
ら

た
け
し
・
本
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）


