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『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
有
間
皇
子
の
説
話

―
岩
代
の
結
び
松
を
め
ぐ
っ
て

―

K
aoru

N
.

V
illa

一

は
じ
め
に

源
俊
頼
は
そ
の
著
『
俊
頼
髄
脳
』
（
天
永
二
〔
一
一
一
一
〕
年
か
ら
永

久
三
〔
一
一
一
五
〕
年
頃
成
立
）
に
お
い
て
、
多
種
多
様
の
歌
・
詞
に
関

す
る
説
話
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
が
有
間
皇
子
に
ま
つ
わ
る
説
話

で
あ
る
。
俊
頼
は
、
皇
子
が
自
ら
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
歌
と
、
こ
の
悲
劇
の

皇
子
に
同
情
し
て
後
世
の
歌
人
達
が
詠
ん
だ
歌
、
更
に
こ
れ
ら
の
歌
に
詠

ま
れ
た
岩
代
・
結
び
松
・
岩
代
の
松
と
い
う
詞
に
つ
い
て
論
じ
、
最
後
に

岩
代
の
松
を
、
公
式
の
歌
合
で
は
「
詠
ま
で
も
あ
り
ぬ
べ
し
」
（
わ
ざ
わ

ざ
詠
ま
な
く
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
）
詞
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
こ
の

結
論
に
至
る
ま
で
の
俊
頼
の
思
考
回
路
と
論
法
は
複
雑
で
あ
り
、
又
、
い

く
つ
か
の
重
要
な
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
。
そ
の
問
題
点
の
一
つ
が
、
俊

頼
が
挙
げ
て
い
る
皇
子
の
説
話
自
体
で
、
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
や
『
萬

葉
集
』
の
歌
等
を
通
し
て
知
ら
れ
て
い
る
皇
子
の
説
話
と
は
内
容
が
異
な

り
、
俊
頼
の
誤
認
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る

（
一
）

。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
点
に
着
目
し
、
『
俊
頼
髄
脳
』
に
見
る
皇
子

の
説
話
が
、
俊
頼
の
誤
認
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
可
能
性
を
追
求
す
る
と

共
に
、
『
俊
頼
髄
脳
』
を
含
む
複
数
の
歌
学
書
に
お
い
て
、
岩
代
・
結
び

松
・
岩
代
の
松
等
と
い
う
皇
子
に
ま
つ
わ
る
詞
が
、
不
吉
、
も
し
く
は
憚

り
あ
る
詞
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
背
景
や
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

更
に
、
こ
れ
ら
の
歌
学
書
で
展
開
さ
れ
た
考
え
が
、
中
古
・
中
世
に
詠
ま

れ
た
歌
に
実
際
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
か
を
、
岩
代
の
松
・
岩

代
の
結
び
松
を
詠
ん
だ
歌
合
や
勅
撰
集
所
収
の
歌
を
中
心
に
検
討
す
る
。

二

『
俊
頼
髄
脳
』

『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
の
記
事
は
、
複
雑

な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
先
ず
は
こ
の
記
事
全
体
を
顕
昭
本

『
俊
頼
髄
脳
』

（
二
）

か
ら
挙
げ
、
以
下
の
よ
う
に
内
容
別
に
分
け
て
検
討
す
る

事
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
歌
や
伝
承
の
典
拠
や

内
容
、
更
に
、
俊
頼
の
岩
代
・
結
び
松
・
岩
代
の
結
び
松
に
対
す
る
見
解

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
１
）

い
は
し
ろ
の
は
ま
ゝ
つ
が
枝
を
ひ
き
む
す
び
ま
さ
し
く
あ
ら
ば

ま
た
か
へ
り
こ
ん

こ
れ
は
、
孝
徳
天
皇
と
申
け
る
み
か
ど
の
、
位
を
さ
り
給
は
ん
と
し

け
る
と
き
に
、
有
馬
の
皇
子
に
位
を
ゆ
づ
り
給
ふ
べ
き
を
、
え
た
も

つ
ま
じ
き

御
覧
じ
て
、

（
三
）

ゆ
づ
り
給
は
ざ
り
け
れ
ば
、
う
ら
み
申
て
、

イ
く

イ
け
し
き
を

給
ふ
て
イ

○
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山
野
に
ゆ
き
て
、
ま
ど
ひ
給
ひ
て
、
い
は
し
ろ
と
い
ふ
所
に
ま
い
り

イ
无

て
、
松
の
枝
を
む
す
び
て
詠
み
給
へ
る
哥
也
。

家
に
あ
れ
ば
け
に
も
る
飯
を
く
さ
ま
く
ら
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の

葉
に
も
る

こ
れ
も
、
そ
の
ほ
ど
に
詠
み
給
へ
る
と
ぞ
書
け
る
。

む
す
び
松
の
こ
ゝ
ろ
は
、
た
む
け
と
云
る
同
事
也
。
松
の
葉
を
む
す

び
て
、
こ
れ
が
と
け
ざ
ら
ん
さ
き
に
、
返
ら
ん
、

（
四
）

と
ち
か
ひ
て
む
す

ぶ
也
。
さ
て
、
ま
さ
し
く
あ
ら
ば
、
と
は
詠
む
な
り
。

先
ず
初
め
に
俊
頼
は
、
有
間
皇
子
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
「
い
は
し
ろ
の
」

の
歌
（
『
萬
葉
集
』
巻
第
二
「
挽
歌
」
一
四
一
）

（
五
）

を
挙
げ
て
い
る
。
題
詞

は
「
有
間
皇
子
自
ら
傷
み
て
松
が
枝
を
結
ぶ
歌
二
首
」
（
「
二
首
」
は
一
四

一
・
一
四
二
の
両
歌
を
指
す
）
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
歌
自
体
は
「
磐
白

い
は
し
ろ

乃
浜
松
之
枝
乎
引

結

真

幸

有
者
亦

還

見
武
」
で
あ
る
の
で
、
俊
頼
が

の

は
ま
ま
つ

が

え

を

ひ
き
む
す
び

ま

さ
き
く
あ
ら

ば

ま
た
か
へ
り

み

む

挙
げ
て
い
る
歌
は
、
四
句
目
「
ま
さ
し
く
あ
ら
ば
」
と
五
句
目
「
ま
た
か

へ
り
こ
ん
」
が
こ
の
歌
と
は
異
な
る
。
俊
頼
は
、
こ
の
萬
葉
歌
の
意
味
を
、

岩
代
の
浜
松
の
枝
を
引
き
結
ん
で
（
祈
り
）
、
結
び
松
が
そ
の
ま
ま
で
（
祈

り
が
叶
っ
た
の
な
ら
）
、
再
び
（
無
事
に
）
帰
っ
て
来
よ
う
、
と
解
釈
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
背
景
と
し
て
、
俊
頼
は
次
の

よ
う
な
説
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
孝
徳
天
皇
が
天
子
の
位
を
去
ろ
う
と
し

た
時
、
そ
の
子
で
あ
る
有
間
皇
子
に
位
を
譲
ろ
う
と
し
た
が
、
と
て
も
位

を
保
て
そ
う
に
も
な
い
の
を
見
て
譲
ら
な
か
っ
た
の
で
、
皇
子
は
父
天
皇

を
恨
み
、
都
を
出
て
あ
て
も
な
く
山
野
を
放
浪
し
、
紀
の
国
岩
代
に
行
き

着
き
、
松
の
枝
を
結
ん
で
歌
を
詠
ん
だ
が
、
そ
れ
が
こ
の
歌
で
あ
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
日
本
書
紀
』
や
『
萬
葉
集
』
所
収
の
歌
等

を
通
し
て
知
ら
れ
て
い
る
皇
子
の
説
話
と
は
異
な
る
た
め
、
俊
頼
の
誤
認

で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
六
）

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
皇
子

は
謀
反
を
企
て
、
そ
れ
を
蘇
我
赤
兄
に
通
報
さ
れ
、
藤
白
坂
で
絞
刑
に
処

せ
ら
れ
た
事
に
な
っ
て
い
る
。上
記
の
皇
子
の
歌
の
詠
歌
状
況
を
こ
の
『
日

本
書
紀
』
の
記
述
を
基
に
解
釈
す
る
と
、
皇
子
は
捕
ら
え
ら
れ
た
後
、
紀

温
湯
、も
し
く
は
藤
白
坂
へ
連
れ
て
行
か
れ
る
途
中
に
岩
代
を
通
っ
た
際
、

祈
り
を
込
め
て
松
の
枝
を
結
び
歌
を
詠
ん
だ
が
、

（
七
）

そ
の
歌
は
、
岩
代
の
浜

松
の
枝
を
引
き
結
ん
で
、
幸
い
無
事
で
い
ら
れ
た
な
ら
、
ま
た
帰
っ
て
来

て
こ
れ
を
見
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
俊
頼
に
よ
る
皇
子
の

説
話
に
は
、
皇
子
が
謀
反
を
企
て
た
事
や
、
皇
子
が
紀
温
湯
、
又
は
、
藤

白
坂
へ
向
か
う
途
中
、
岩
代
を
通
っ
た
事
等
は
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
、
更
に
詳
し
く
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
が
あ

る
と
感
じ
ら
れ
る
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
は
本
稿
第
三
章
参
照
）
。

俊
頼
は
次
に
、
「
家
に
あ
れ
ば
」
の
歌
（
『
萬
葉
集
』
巻
第
二
「
挽
歌
」

一
四
二
）
を
挙
げ
、
こ
れ
も
有
間
皇
子
が
詠
ん
だ
も
の
で
、
先
に
挙
げ
た

歌
と
同
じ
時
に
詠
ま
れ
た
、
と
あ
る
本
（
未
詳
）
に
書
か
れ
て
い
る
と
記

し
て
い
る
。
以
上
の
記
述
は
、
前
記
の
「
い
は
し
ろ
の
」
の
歌
に
つ
い
て

も
書
承
で
あ
る
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
次
に
俊
頼
は
、
初
め
に
挙
げ
た

歌
の
説
明
に
戻
り
、
「
む
す
び
松
」
の
意
義
が
「
た
む
け
」
と
同
じ
で
あ

り
、
松
の
葉
を
結
び
、
こ
れ
が
解
け
な
い
う
ち
に
、
（
無
事
に
）
帰
っ
て

来
よ
う
と
祈
り
結
ぶ
の
で
、
「
ま
さ
し
く
あ
ら
ば
」
（
結
び
松
が
そ
の
ま
ま

で
、
祈
り
が
叶
っ
た
の
な
ら
）
と
詠
ま
れ
た
、
と
い
う
解
説
を
付
け
加
え

て
い
る
。

（
２
）

白
波
の
は
ま
松
の
枝
の
さ
む
け
ぐ
さ
い
く
よ
ま
で
と
か
年
の
へ

[

た]

ぬ
ら
ん

（
八
）

松
を
む
す
び
て
、
時
に
し
た
が
ひ
て
、
花
を
も
紅
葉
ヲ
モ
、
い
の
り
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て
た
む
く
る
な
り
。
た
む
け
ぐ
さ
と
い
ふ
は
、
こ
れ
ら
を
申
す
な
り
。

有
馬
の
皇
子
、
か
く
の
ご
と
く
、
ま
ど
ひ
あ
り
き
給
よ
し
を
き
ゝ
て
、

よ
の
人
あ
は
れ
が
り
申
け
り
。

大
寶
元
年
に
、
文
武
天
皇
と
申
す
み
か
ど
の
、
き
の
国
に
幸
し
給
ひ

て
、
あ
そ
ば
せ
給
け
る
御
供
に
、
人
丸
陪
て
、
彼
皇
子
の
む
す
び
給

へ
る
松
を
見
て
、
詠
め
る
哥
、

の
ち
見
ん
と
き
み
が
む
す
べ
る
い
は
し
ろ
の
小
松
が
う
れ
を
ま

た
見
け
ん
か
も

お
な
じ
た
び
、
よ
し
丸
が
詠
め
る
哥
、

い
は
し
ろ
の
き
し
の
小
松
を
む
す
び
た
る
人
は
か
へ
り
て
ま
た

見
け
ん
か
も

こ
の
箇
所
で
は
、
後
世
の
歌
人
達
が
有
間
皇
子
を
悼
ん
で
詠
ん
だ
歌
三

首
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
首
目
は
、
川
島
皇
子
が
詠
ん
だ
歌
（
『
萬
葉

集
』
巻
第
一
「
雑
歌
」
三
四
）
で
、「
た
む
け
」
に
続
き
「
た
む
け
ぐ
さ
」

に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
世
の
人
が

有
間
皇
子
が
行
方
も
知
ら
ぬ
放
浪
を
し
た
様
子
を
聞
い
て
、
皇
子
を
哀
れ

に
思
い
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
二
首
目
は
、
大
宝
元
（
七

〇
一
）
年
九
月
十
八
日
文
武
天
皇
紀
伊
行
幸
の
際
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
柿
本
人
麻
呂
が
詠
ん
だ
歌
（
『
萬
葉
集
』
巻
第
二
「
挽
歌
」

一
四
六
）
で
あ
る
。
三
首
目
は
、
大
宝
元
年
の
文
武
天
皇
紀
伊
行
幸
の
折

の
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
（
「
よ
し
丸
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
俊
頼
の
誤
認

に
よ
る
）
の
歌
（
『
萬
葉
集
』
巻
第
二
「
挽
歌
」
一
四
三
）
で
あ
る
。

（
３
）
こ
の
ご
ろ
の
人
は
、
い
は
し
ろ
と
云
る
所
の
、
あ
る
と
は
知
ら
で
、

う
せ
た
る
人
の
墓
也

（
九
）

、
む
す
び
松
と
い
へ
る
は
、
し
る
し
に
う
ゑ

た
る
木
な
り
、
さ
れ
ば
、
祝
ひ
の
所
に
て
は
、
詠
む
ま
じ
き
よ
し

を
い
へ
る
は
、
ひ
が
ご
と
に
や
。

こ
の
箇
所
で
俊
頼
は
、
同
時
代
の
歌
人
達
が
、
「
い
は
し
ろ
」
と
い
う

地
名
が
あ
る
事
を
知
ら
な
い
で
、
「
い
は
し
ろ
」
と
は
亡
く
な
っ
た
人
の

墓
で
あ
り
、
「
む
す
び
松
」
と
は
そ
の
目
印
に
植
え
た
木
な
の
で
、
「
祝
ひ

の
所
」
（
祝
賀
の
場
）
で
は
こ
の
よ
う
な
詞
を
詠
ん
で
は
な
ら
な
い
、
と

言
っ
て
い
る
事
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
俊
頼
は
、
「
ひ

が
ご
と
に
や
」
（
間
違
っ
た
事
で
は
な
い
か
）
、
と
述
べ
て
い
る
。
俊
頼
は

「
い
は
し
ろ
」
「
む
す
び
松
」
を
、
「
祝
ひ
の
所
」
で
は
避
け
る
べ
き
詞
と

し
て
見
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
が
俊
頼
の
皇

子
の
説
話
に
お
い
て
、
墓
や
死
等
を
意
味
す
る
不
吉
な
も
の
で
は
な
い
か

ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
後
冷
泉
院
の
御
時
、
永
承
四
年
十
一
月
九
日
の
哥
合
に
詠
め
る
哥
、

左

能
因
法
師

春
日
山
い
は
ね
の
松
は
き
み
が
た
め
ち
と
せ
の
み
か
は
よ
ろ
づ

世
ぞ
へ
ん

右

資
仲
の
弁

い
は
し
ろ
の
お
の
へ
の
か
ぜ
に
と
し
ふ
れ
ど
松
の
み
ど
り
は
か

は
ら
ざ
り
け
り

こ
れ
を
、
大
二
条
殿
と
申
ゝ
関
白
殿
の
、
其
座
に
候
は
せ
給
て
、
い

ま
だ
判
者
の
定
申
さ
ぬ
さ
き
に
、
「
春
日
と
詠
ま
れ
た
ら
ん
哥
は
、

い
か
ゞ
ま
け
ん
。
さ
た
と
も
お
よ
ぶ
ま
じ
」
と
申
さ
せ
給
け
れ
ば
、

に
イ

さ
る
こ
と
ゝ
て
、
ま
た
さ
た
す
る
こ
と
も
な
く
て
、
勝
ち
に
け
り
。
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次
に
俊
頼
は
、
前
文
の
「
ひ
が
ご
と
に
や
」
を
受
け
て
具
体
的
な
例
を

挙
げ
る
た
め
、
「
永
承
四
（
一
〇
四
九
）
年
十
一
月
九
日
内
裏
歌
合
」
の

一
番
の
歌
二
首
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
左
は
能
因
法
師
が
、
右
は
藤

原
資
仲
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
俊
頼
は
、
こ
の
内
裏
歌
合
に
同
席
し
て
い

た
当
時
の
関
白
「
大
二
条
殿
」
（
藤
原
教
通
）
が
、
判
者
で
あ
っ
た
権
大

納
言
源
師
房
が
判
定
を
言
い
渡
す
前
に
、「
（
藤
原
氏
の
氏
神
）
春
日
と
詠

ま
れ
た
歌
が
、
ど
う
し
て
負
け
よ
う
か
。
あ
れ
こ
れ
議
論
す
る
ま
で
も
な

い
事
で
あ
る
。
」
と
言
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
る
と
い
う
事

に
な
り
、
改
め
て
判
定
す
る
事
も
な
く
左
歌
を
勝
と
し
た
、
と
説
明
し
て

い
る
。
俊
頼
は
、
「
大
二
条
殿
」
つ
ま
り
教
通
を
「
関
白
」
と
記
し
て
い

る
が
、
当
時
の
関
白
は
藤
原
頼
通
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
俊
頼
の
誤
り

で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
記
さ
れ
て
い
る
能
因
法
師
の
歌
に
対
す
る
教
通
の

意
見
自
体
は
、
「
永
承
四
年
十
一
月
九
日
内
裏
歌
合
」
の
文
中
に
は
見
ら

れ
な
い
が
、
こ
の
意
見
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
記
述
が
、
「
嘉
保
元
（
一
〇

九
四
）
年
八
月
十
九
日
前
関
白
師
実
歌
合
」
（
又
は
「
寛
治
八
年
八
月
十

九
日
高
陽
院
殿
七
番
和
歌
合
」
）
の
「
帥
大
納
言
」
（
源
経
信
）
に
よ
る
消

息
文
の
中
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
能
因
法
師
の
歌
に
対
し
て
「
得

負
け
は
べ
ら
じ
」
（
負
け
に
す
る
事
は
で
き
ま
す
ま
い
）
と
述
べ
た
の
が

「
二
条
殿
」
（
教
通
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
さ
る
こ
と
」
（
尤
も
な

事
だ
）
と
述
べ
た
の
は
「
宇
治
殿
」
（
関
白
頼
通
）
と
い
う
事
に
な
っ
て

い
る
。

（
十
）

以
上
が
示
す
よ
う
に
、
俊
頼
に
よ
る
「
永
承
四
年
十
一
月
九
日
内

裏
歌
合
」
の
記
述
に
は
誤
り
が
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
は
経
信
等
か
ら
の

伝
聞
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
５
）
藤
氏
の
長
者
に
て
申
さ
せ
給
け
れ
ば
、
め
で
た
き
こ
と
に
て
や
み

に
け
り
。

右
の
哥
は
、
い
は
し
ろ
の
松
詠
ま
れ
た
れ
ど
、
其
座
に
は
、
さ
た

す
る
人
も
な
く
て
、
や
み
に
け
り
。

こ
の
箇
所
も
、
引
き
続
き
経
信
等
か
ら
の
伝
聞
に
基
づ
く
「
永
承
四
年

十
一
月
九
日
内
裏
歌
合
」
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
内
容
の
記
述
は
、
「
永
承
四
年
十
一
月
九
日
内
裏
歌
合
」
と
「
嘉
保
元

年
八
月
十
九
日
前
関
白
師
実
歌
合
」
の
文
中
に
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、

（
４
）
で
挙
げ
た
箇
所
と
は
区
別
し
て
考
察
す
る
。
俊
頼
に
よ
る
と
、
教

通
は
「
藤
氏
の
長
者
」
の
立
場
で
、
能
因
法
師
の
歌
に
対
す
る
意
見
を
述

べ
た
の
で
、
こ
れ
は
申
し
分
な
い
と
い
う
事
に
な
り
、
「
永
承
四
年
十
一

月
九
日
内
裏
歌
合
」
の
一
番
の
歌
の
判
定
の
件
は
お
さ
ま
り
が
つ
い
た
と

い
う
事
だ
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
中
に
あ
る
「
藤
氏
の
長
者
」
と

は
、
教
通
の
事
を
指
し
て
い
る
の
だ
が
、
当
時
の
藤
氏
の
長
者
は
頼
通
で

あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
も
俊
頼
の
誤
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
俊
頼
は
、

資
仲
の
歌
に
は
「
い
は
し
ろ
の
松
」
が
詠
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
の
歌
合
で

は
、
こ
の
詞
に
つ
い
て
議
論
す
る
人
も
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
記

し
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
「
い
は
し
ろ
の
松
」
を
詠
ん
で
い
て
も
、
非

難
さ
れ
ず
に
済
ん
だ
歌
が
あ
る
と
い
う
事
を
示
し
て
い
る
。

（
６
）
後
に
、
人
の
か
た
ぶ
き
け
れ
ば
、
「
よ

も
し
ら
ぬ
こ
と
を
い
ふ

う
イ

な
り
」

（
十
一
）

と
ぞ
、
作
者
申
さ
れ
け
る
。
其
人
の
子
の
、
顕
実
の
宰
相

申
さ
れ
し
。

次
に
俊
頼
は
、
「
永
承
四
年
十
一
月
九
日
内
裏
歌
合
」
に
お
い
て
資
仲

が
詠
ん
だ
「
い
は
し
ろ
の
松
」
の
歌
に
つ
い
て
の
後
日
談
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
後
に
あ
る
人
が
資
仲
の
歌
を
非
難
し
た
と
こ
ろ
、
「
よ
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く
知
り
も
し
な
い
事
を
言
う
も
の
だ
」
と
資
仲
が
言
っ
て
い
た
、
と
資
仲

の
子
で
あ
る
藤
原
顕
実
が
語
っ
て
い
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
箇

所
と
（
５
）
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
「
い
は
し
ろ
の
松
」
を
詠
ん
だ
歌
に

対
す
る
反
応
や
評
価
は
、
一
様
で
は
な
か
っ
た
事
に
な
ろ
う
。

（
７
）
い
は
し
ろ
の
松
は
、
う
せ
た
る
人
の
墓
の

（
十
二
）

義
に
は
あ
ら
ず
と
も
、

有
馬
の
皇
子
の
、
よ
か
ら
ぬ
こ
と
に
よ
り
て
、
ま
ど
ひ
あ
り
き
給

け
る
こ
と
の
お
こ
り
を
お
も
へ
ば
、
哥
合
に
は
、
詠
ま
で
も
あ
り

ぬ
べ
し
と
ぞ
、
う
け
た
ま
は
り
し
。

次
の
記
述
は
、
「
い
は
し
ろ
の
松
」
に
対
す
る
俊
頼
の
結
論
と
も
い
え

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
「
い
は
し
ろ
の
松
」
は
亡
く
な
っ
た
人

の
墓
の
意
味
で
は
な
く
と
も
、
有
間
皇
子
が
、
良
か
ら
ぬ
事
が
原
因
で
放

浪
し
た
事
に
起
源
が
あ
る
の
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
詞
を
わ
ざ
わ
ざ
歌
合
で

詠
ま
な
く
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
、
と
或
る
人
が
俊
頼
に
説
い
た
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
俊
頼
が
こ
の
意
見
を
誰
か
ら
聞
い
た
の
か
説
明
さ
れ
て
い

な
い
が
、
恐
ら
く
父
経
信
か
ら
だ
と
想
定
さ
れ
る
。
俊
頼
自
身
は
、
「
い

は
し
ろ
の
松
」
が
墓
を
指
す
不
吉
な
詞
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
既
に
（
３
）
で
説
明
し
た
。
し
か
し
、
「
い
は

し
ろ
の
松
」
は
憚
り
あ
る
詞
で
あ
る
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
歌
合
の
場
で
詠
む

ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
ら
れ
た
意
見
に
対
し
、
俊
頼
は
「
う
け

た
ま
は
り
し
」
（
拝
聴
し
た
）
と
だ
け
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
「
い

は
し
ろ
の
松
」
を
あ
え
て
歌
合
で
詠
ま
な
く
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
と
い
う

考
え
を
、
俊
頼
が
容
認
す
る
姿
勢
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
。

以
上
、
『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
の
記
事
全

体
を
内
容
別
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
に
説
明
を
加
え
た
。
次
に
、
俊

頼
の
議
論
途
中
で
の
意
見
（
３
）
と
、
結
論
の
部
分
（
７
）
に
焦
点
を
絞

り
、
俊
頼
自
身
の
意
見
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
俊
頼
に
よ
る
皇

子
の
説
話
に
お
い
て
「
い
は
し
ろ
」
「
む
す
び
松
」
は
、
墓
等
を
指
さ
な

い
の
で
、
こ
れ
ら
が
死
を
示
唆
す
る
不
吉
な
詞
だ
と
い
う
理
由
で
、
祝
賀

の
場
で
詠
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
は
間
違
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
「
い
は
し
ろ
の
松
」
は
、
皇
子
が
良
か
ら
ぬ
事
が
原
因
で
放
浪

し
た
事
に
関
わ
る
差
し
障
り
の
あ
る
詞
で
あ
り
、
更
に
、
こ
の
「
い
は
し

ろ
の
松
」
と
関
連
す
る
「
い
は
し
ろ
」
「
む
す
び
松
」
と
い
う
詞
を
、
世

間
の
歌
人
達
は
、
忌
む
べ
き
詞
だ
と
見
な
し
て
い
る
。
以
上
の
点
を
考
慮

す
る
と
、
「
い
は
し
ろ
の
松
」
を
歌
合
の
場
で
あ
ま
り
詠
ま
な
い
方
が
良

い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
「
い
は
し
ろ
」
「
む
す
び
松
」
「
い
は
し
ろ
の
松
」

に
対
す
る
俊
頼
の
結
論
だ
と
い
え
る
。

次
に
、
俊
頼
が
「
い
は
し
ろ
の
松
」
を
、
歌
合
で
は
詠
ま
な
い
方
が
良

い
詞
と
し
て
位
置
付
け
た
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
（
７
）
に
よ
る

と
、
俊
頼
が
「
い
は
し
ろ
の
松
」
を
問
題
視
し
た
の
は
、
こ
の
詞
の
起
源

が
、
「
有
馬
の
皇
子
の
、
よ
か
ら
ぬ
こ
と
に
よ
り
て
、
ま
ど
ひ
あ
り
き
給

け
る
こ
と
」
に
あ
る
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
有
馬
の
皇
子
の
、

よ
か
ら
ぬ
こ
と
」
と
は
、
孝
徳
天
皇
が
皇
子
に
譲
位
し
な
か
っ
た
の
で
、

皇
子
が
帝
を
恨
ん
だ
事
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
よ
か
ら
ぬ
こ

と
に
よ
り
て
、
ま
ど
ひ
あ
り
き
給
け
る
こ
と
」
と
は
、
位
を
譲
ら
れ
な
か

っ
た
皇
子
が
、
都
を
出
て
、
山
野
を
あ
て
も
な
く
彷
徨
っ
た
末
に
、
岩
代

で
松
の
枝
を
結
ん
だ
事
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
俊
頼
が
「
い
は
し
ろ

の
松
」
を
、
歌
合
の
場
で
は
避
け
た
方
が
良
い
詞
で
あ
る
と
見
な
し
た
理

由
は
、
帝
を
恨
ん
だ
皇
子
が
岩
代
で
松
を
結
ん
だ
事
に
由
来
す
る
か
ら
で

あ
り
、
皇
子
の
死
等
を
示
唆
す
る
か
ら
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、

「
い
は
し
ろ
」
「
む
す
び
松
」
「
い
は
し
ろ
の
松
」
に
対
す
る
俊
頼
の
見
解
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は
、
俊
頼
自
身
が
挙
げ
て
い
る
皇
子
の
説
話
を
基
盤
に
展
開
さ
れ
て
い
る

事
が
分
か
る
。
俊
頼
の
議
論
に
お
け
る
こ
の
説
話
の
重
要
性
を
考
え
る
と
、

こ
の
説
話
を
た
だ
単
に
、
俊
頼
の
誤
認
に
よ
る
も
の
と
し
て
片
付
け
て
し

ま
っ
て
良
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
単
な
る
誤
り
で

は
な
く
、
当
時
あ
る
程
度
流
布
し
て
い
た
有
間
皇
子
に
ま
つ
わ
る
説
話
を
、

俊
頼
が
継
承
し
た
と
い
う
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
三
章
で
は
、
こ

う
し
た
疑
問
を
出
発
点
と
し
て
、
複
数
の
歌
学
書
に
お
け
る
皇
子
の
説
話

の
諸
説
を
考
察
す
る
と
同
時
に
、
岩
代
の
松
・
岩
代
の
結
び
松
等
が
、
不

吉
、
も
し
く
は
憚
り
あ
る
詞
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
背
景
や
過
程
を
探

る
。

三

そ
の
他
の
歌
学
書

俊
頼
に
よ
る
有
間
皇
子
の
説
話
が
誤
認
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
説
話
の
内
容
が
、『
日
本
書
紀
』（
以
後
書
紀
と
表
記
す
る
）
や
、『
萬

葉
集
』
の
記
述
等
を
通
し
て
知
ら
れ
て
い
る
皇
子
の
説
話
と
異
な
る
た
め

で
あ
る
と
い
う
事
は
前
述
し
た
。
書
紀
に
お
け
る
皇
子
に
関
す
る
記
述
は
、

巻
第
二
十
六
「
斉
明
天
皇
」
三
年
九
月
条
と
、
四
年
十
一
月
条
の
二
箇
所

に
見
ら
れ
る
。
先
ず
、
「
斉
明
天
皇
」
三
年
九
月
条
の
記
事
に
よ
る
と
、

皇
子
は
「
性
黠
く
し
て
陽
狂
す
」
と
あ
り
、
皇
子
が
悪
が
し
こ
い
性
格
で
、

狂
人
を
よ
そ
お
っ
た
（
故
意
に
非
常
識
な
行
動
を
し
た
）
と
あ
る
。
更
に
、

皇
子
は
、
病
気
療
養
の
た
め
だ
と
偽
り
、
紀
伊
の
牟
婁
温
湯
へ
出
か
け
て

行
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
四
年
十
一
月
三
日
の
記
事
の
要
旨
は
、

下
記
の
通
り
で
あ
る
。
皇
子
は
蘇
我
赤
兄
が
自
分
に
好
意
を
示
し
て
い
る

と
考
え
、
赤
兄
の
家
へ
行
き
、
謀
反
の
事
を
告
げ
た
。
し
か
し
、
謀
を
め

ぐ
ら
し
て
い
る
と
、
脇
息
が
自
然
に
折
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
不
吉
な
前
兆

と
判
断
し
て
謀
を
中
止
し
、
皇
子
は
帰
宅
し
た
。
そ
の
夜
、
赤
兄
は
、
皇

子
の
謀
反
の
企
み
に
つ
い
て
天
皇
に
奏
上
し
た
。
皇
子
は
早
速
捕
ら
え
ら

れ
、
九
日
に
は
紀
温
湯
へ
送
ら
れ
、
十
一
日
に
は
藤
白
坂
で
絞
刑
に
処
せ

ら
れ
た
。
以
上
が
、
書
紀
に
お
け
る
皇
子
の
事
件
の
大
要
で
あ
る
。
更
に

書
紀
は
、
皇
子
の
謀
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
異
説
を
伝
え
て
い
る
が
、
大

体
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
。

書
紀
に
お
け
る
有
間
皇
子
の
記
事
で
興
味
深
い
の
が
、
こ
れ
ら
の
記
事

に
は
皇
子
が
詠
ん
だ
歌
は
お
ろ
か
、
「
岩
代
」
と
い
う
地
名
さ
え
出
て
こ

な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
皇
子
を
め
ぐ
る

説
話
が
、
『
萬
葉
集
』
の
皇
子
の
歌
と
そ
の
題
詞
を
、
書
紀
の
記
述
を
基

に
解
釈
し
た
結
果
で
あ
る
。
更
に
興
味
深
い
の
は
、
書
紀
自
体
が
有
間
皇

子
の
事
件
の
異
説
を
伝
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
異
説
は
、
何
れ

も
「
或
本
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
資
料
を
典
拠
と
し
て
お
り
、
そ
の

内
容
は
、
皇
子
が
短
籍
（
短
い
紙
片
で
作
っ
た
籤
）
を
使
っ
て
謀
反
の
吉

凶
を
卜
占
し
た
事
や
、
皇
子
の
謀
反
の
計
略
が
、
宮
殿
を
焼
き
、
船
軍
を

用
い
て
淡
路
国
を
断
つ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
事
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
記
述
が
、
書
紀
の
元
と
な
っ
た
資
料
の
存
在
を
示
す
と
考
え
、
そ
れ

を
「
有
間
伝
」
と
も
い
う
べ
き
書
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
提
言
さ
れ

た
の
は
中
西
進
氏
で
あ
る
が

（
十
三
）

、
残
念
な
が
ら
中
西
氏
の
説
を
立
証
す
る
に

足
り
る
十
分
な
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
書
紀

が
編
纂
さ
れ
た
時
点
で
、
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
の
異
説
が
存
在
し
て
い
た

事
を
、
書
紀
自
体
が
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

書
紀
と
『
萬
葉
集
』
の
他
に
、
歌
学
書
が
有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
を

採
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
『
俊
頼
髄
脳
』
は
最
も
初
期
の
も
の
の
一

つ
で
あ
る
が
、
他
に
『
綺
語
抄
』『
奥
義
抄
』『
和
歌
童
蒙
抄
』『
袖
中
抄
』

『
和
歌
色
葉
』
『
八
雲
御
抄
』
『
色
葉
和
難
集
』
等
に
も
、
皇
子
を
め
ぐ
る
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説
話
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
更
に
、
『
萬
葉
集
註
釈
』
等
の
『
萬

葉
集
』
の
古
注
釈
書
に

（
十
四
）

も
、
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

本
章
で
は
『
綺
語
抄
』
か
ら
『
八
雲
御
抄
』
ま
で
の
歌
学
書
に
焦
点
を
絞

り
検
討
す
る
。
先
ず
、
『
綺
語
抄
』
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
藤
原

仲
実
著
の
歌
学
書
で
あ
り
、
そ
の
成
立
年
は
康
和
元
（
一
〇
九
九
）
年
か

ら
元
永
元
（
一
一
一
八
）
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
『
俊
頼
髄
脳
』
と

ほ
ぼ
同
時
代
に
著
さ
れ
た
書
で
あ
る
。
以
下
は
、
『
綺
語
抄
』
下
巻
「
植

物
部
」
の
「
木
」
に
お
け
る
「
い
は
し
ろ
の
む
す
び
ま
つ
」
と
い
う
掲
出

語
が
あ
る
箇
所
に
見
ら
れ
る
記
事
で
あ
る
。

（
十
五
）

い
は
し
ろ
の
む
す
び
ま
つ

い
は
し
ろ
の
き
し
の
ま
つ
え
を
む
す
び
た
る
人
は
か
へ
り
て
た

ま
み

（
十
六
）

け
ん
か
も

或
人
云
、
岡
本
天
皇
の
王
子
の
も
の
に
く
る
ひ
て
あ
り
き
給
け
る
が
、

紀
伊
國
の
い
は
し
ろ
と
い
ふ
所
の
松
を
、
い
ま
あ
る
き
め
ぐ
り
て
え

だ
見
む
と
て
む
す
び
お
き
給
へ
り
け
る
を
、
か
く
よ
む
と
ぞ
人
は
お

ほ
せ
ら
れ
け
る
。
此
歌
に
心
か
な
へ
り
。
又
或
本
云
、
つ
か
に
う
う

る
松
を
む
す
び
て
お
く
を
い
ふ
。

い
は
し
ろ
の
野
中
に
た
て
る
む
す
び
松
こ
ゝ
ろ
も
と
け
ず
む
か

し
お
も
へ
ば

住
吉
に
石
代
と
い
ふ
所
あ
る
也
。

こ
の
『
綺
語
抄
』
の
記
事
に
は
、
書
紀
と
『
俊
頼
髄
脳
』
の
記
事
と
の

共
通
点
と
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。
先
ず
、
こ
の
記
事
は
、
有
間
皇
子
の
作

歌
で
は
な
く
、
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
の
萬
葉
歌
（
一
四
三
）
を
基
に
展
開
さ

れ
て
お
り
、
更
に
、
も
う
一
首
意
吉
麻
呂
の
「
い
は
し
ろ
の
」
の
萬
葉
歌

（
一
四
四
）
が
添
え
ら
れ
て
い
る
点
が
『
俊
頼
髄
脳
』
と
は
異
な
る
（
こ

の
も
う
一
首
の
意
吉
麻
呂
の
歌
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い

な
い
）
。
次
に
『
綺
語
抄
』
に
よ
る
と
、
有
間
皇
子
は
、
岡
本
天
皇
つ
ま

り
舒
明
天
皇
、
又
は
、
斉
明
天
皇
（
後
岡
本
天
皇
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

が
、
岡
本
天
皇
と
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
）
の
「
王
子
」
と
記
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
仲
実
に
こ
の
説
話
を
語
っ
た
「
或
人
」
の
誤
り
で

あ
り
、
書
紀
と
『
俊
頼
髄
脳
』
に
あ
る
よ
う
に
「
孝
徳
天
皇
の
皇
子
」
が

正
し
い
。
更
に
『
綺
語
抄
』
に
は
、
皇
子
が
狂
っ
て
放
浪
し
た
と
記
さ
れ

て
い
る
が
、
皇
子
が
狂
っ
た
と
い
う
内
容
は
『
俊
頼
髄
脳
』
に
は
見
ら
れ

ず
、
書
紀
の
「
斉
明
天
皇
」
三
年
九
月
条
の
記
事
に
は
皇
子
が
「
陽
狂
」

し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
書
紀
に
お
け
る
「
陽
狂
」
と
、
『
綺
語
抄
』

の
「
も
の
に
く
る
ひ
て
」
は
厳
密
に
は
一
致
し
な
い
が
、
相
通
じ
る
も
の

が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
又
、
『
綺
語
抄
』
に
お
け
る
皇
子
を
め
ぐ
る

説
話
の
流
れ
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
と
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
、
皇
子

が
放
浪
し
て
紀
伊
国
岩
代
へ
行
き
着
い
た
と
い
う
『
綺
語
抄
』
の
内
容
は
、

『
俊
頼
髄
脳
』
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
話
の
詳
細
や
記
事
全
体
の
構

成
は
『
俊
頼
髄
脳
』
と
異
な
っ
て
い
る
事
か
ら
、
『
綺
語
抄
』
の
記
事
と

『
俊
頼
髄
脳
』
の
記
事
と
の
間
に
、
直
接
の
書
承
関
係
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。

更
に
『
綺
語
抄
』
で
は
、
皇
子
の
説
話
の
後
に
「
或
本
」
（
未
詳
）
が

引
か
れ
、
「
い
は
し
ろ
の
む
す
び
ま
つ
」
が
「
つ
か
に
う
う
る
松
」
（
墓
に

植
え
た
松
）
を
結
ん
で
お
く
事
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
を
裏

付
け
る
た
め
か
、
次
に
『
綺
語
抄
』
で
は
、「
野
中
に
た
て
る
む
す
び
松
」

を
詠
ん
だ
意
吉
麻
呂
の
萬
葉
歌
（
一
四
四
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

の
歌
の
説
明
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
住
吉
に
「
石
代
」
と
い
う
所

が
あ
る
事
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
何
も
説
明
さ
れ
て
い
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な
い
。
以
上
が
示
よ
う
に
、
『
綺
語
抄
』
で
は
、「
い
は
し
ろ
の
む
す
び
ま

つ
」
が
、
は
っ
き
り
と
非
難
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
こ
れ
が
狂
っ
た
皇
子
が

彷
徨
っ
た
挙
句
に
岩
代
で
結
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
更
に
、
墓
を
も
意
味
す

る
と
客
観
的
に
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

次
に
、
『
奥
義
抄
』
に
お
け
る
有
間
皇
子
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
考

察
し
た
い
。
『
奥
義
抄
』
は
、
藤
原
清
輔
著
の
歌
学
書
で
あ
り
、
そ
の
成

立
年
は
、
天
治
元
（
一
一
二
四
）
年
か
ら
天
養
元
（
一
一
四
四
）
年
頃
と

推
定
さ
れ
る
の
で
、
『
俊
頼
髄
脳
』
『
綺
語
抄
』
以
後
成
っ
た
書
で
あ
る
。

下
記
が
『
奥
義
抄
』
に
お
け
る
有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
の
記
事
で
あ
る
。

十
九（

十
七
）

わ
が
こ
と
は
え
も
い
は
し
ろ
の
む
す
び
ま
つ
千
と
せ
を
ふ
と

も
誰
か
と
く
べ
き

こ
れ
は
物
語
合
す
る
と
こ
ろ
に
て
よ
め
る
な
り
。
わ
が
こ
と
は
え
い

は
じ
と
よ
め
る
也
。
む
す
び
松
の
こ
と
し
ら
ぬ
人
な
し
。
有
間
の
皇

子
世
を
う
ら
み
て
山
野
に
迷
ひ
あ
り
き
給
ひ
し
と
き
結
び
た
ま
へ
る

松
な
り
。
さ
て
よ
み
給
へ
る
歌

い
は
し
ろ
の
は
ま
松
が
え
を
ひ
き
む
す
び
ま
さ
し
く
あ
ら
ば

又

（
十
八
）

か
へ
り
こ
む

こ
の
記
事
は
、
『
奥
義
抄
』
「
中
釋
」
の
『
拾
遺
抄
』
の
歌
（
「
拾
遺
歌
二

十
一
首
」
）
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
雜
上
」
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
記
事
の

初
め
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
歌
は
『
拾
遺
抄
』
巻
第
十
「
雑
下
」
所
収
の
曾

禰
好
忠
の
歌
（
五
一
三
）

（
十
九
）

で
あ
る
が
、
元
は
天
元
四
（
九
八
一
）
年
四
月

二
十
六
日
に
行
わ
れ
た
「
故
小
野
宮
右
衛
門
督
斉
敏
君
達
歌
合
」
（
又
は

「
天
元
四
年
四
月
二
十
六
日
故
右
衛
門
督
斉
敏
君
達
謎
合
」
）
、
更
に
、
同

年
五
月
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
「
奈
曾
奈
曾
歌
合
」
（
又
は
「
某
年
〔
五

月
〕
故
右
衛
門
督
君
達
後
度
謎
歌
合
」
）
の
歌
で
あ
る
。

（
二
十
）

『
奥
義
抄
』
に

お
い
て
は
、
こ
の
好
忠
の
歌
を
論
じ
る
際
に
、
有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話

を
挙
げ
る
点
が
『
俊
頼
髄
脳
』『
綺
語
抄
』
と
は
異
な
る
。
こ
の
歌
は
、「
故

小
野
宮
右
衛
門
督
斉
敏
君
達
歌
合
」
の
一
番
左
歌

（
二
十
一
）

で
、
そ
の
意
味
は
、
私

の
謎
の
答
え
は
、
（
あ
な
た
が
）
言
う
事
は
と
て
も
で
き
ま
す
ま
い
、
（
岩

代
の
）
結
び
松
の
よ
う
に
、
千
年
を
経
て
も
、
誰
が
解
く
事
が
で
き
よ
う

か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
『
奥
義
抄
』
で
は
、
こ
の
歌
の
簡
単
な
説
明

か
ら
展
開
し
て
、
「
む
す
び
松
」
の
事
を
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
と
前
置

き
し
て
か
ら
、
皇
子
の
説
話
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
説
話
に
よ

る
と
、
「
む
す
び
松
」
は
、
皇
子
が
世
を
恨
み
、
あ
て
も
な
く
山
野
を
放

浪
し
て
い
た
時
に
結
ん
だ
松
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
そ
の
時

に
皇
子
が
岩
代
で
詠
ん
だ
歌
と
し
て
、
「
い
は
し
ろ
の
」
の
萬
葉
歌
（
一

四
一
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
の
詳
し
い
説
明
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、『
奥
義
抄
』
に
お
け
る
皇
子
の
説
話
の
大
意
は
、

『
俊
頼
髄
脳
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
『
奥
義

抄
』
で
は
、
好
忠
の
歌
に
関
連
し
て
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
が
挙
げ
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
好
忠
の
歌
自
体
は
、
「
い
は
し
ろ
の
む
す
び
ま
つ
」
を
詠
ん

で
は
い
る
が
、
謎
合
の
場
に
お
い
て
非
難
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
後
に
は
『
拾

遺
抄
』
や
『
拾
遺
集
』
（
巻
第
九
「
雑
下
」
五
二
六
）
に
も
収
め
ら
れ
て

い
る
。
別
の
箇
所
で
は
禁
忌
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
清
輔
が
、
岩
代
の

結
び
松
に
つ
い
て
は
問
題
視
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
た
ま
た
ま
触
れ
な

か
っ
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も

清
輔
に
と
っ
て
こ
の
詞
は
さ
ほ
ど
禁
忌
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
の
現
れ

か
も
し
れ
な
い
。

『
奥
義
抄
』
以
降
の
い
く
つ
か
の
歌
学
書
に
お
け
る
有
間
皇
子
を
め
ぐ

る
説
話
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
『
綺
語
抄
』
『
奥
義
抄
』
か
ら
少
な
か
ら
ず
影
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響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
藤
原
範
兼
著
の
『
和
歌
童
蒙
抄
』
に
も
、

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
に
関
す
る
記
事
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
久
安

元
（
一
一
四
五
）
年
か
ら
仁
平
三
（
一
一
五
三
）
年
頃
成
立
し
た
と
推
定

さ
れ
る
の
で
、
『
奥
義
抄
』
以
後
、
間
も
な
く
成
っ
た
書
で
あ
る
。
以
下

は
、
『
和
歌
童
蒙
抄
』
巻
七
の
「
木
部
」
所
収
の
「
松
」
と
い
う
掲
出
語

が
あ
る
箇
所
に
見
ら
れ
る
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。

松

い
は
し
ろ
の
は
ま
ま
つ
の
え
を
ひ
き
む
す
び
ま
こ
と
さ
ち
あ
ら

ば
ま
た
か
へ
り
こ
む

い
は
し
ろ
の
野
中
に
た
て
る
む
す
び
ま
つ
こ
ゝ
ろ
も
と
け
ず
む

か
し
お
も
へ
ば

の
ち
み
む
と
き
み
が
む
す
べ
る
い
は
し
ろ
の
こ
ま
つ
の
う
れ
を

ま
た
も
み
む
か
も

萬
葉
に
あ
り
。
孝
徳
天
皇
と
申
け
る
帝
の
位
を
さ
り
給
は
ん
と
し
け

る
時
に
、
有
馬
王
子
の
位
を
た
も
つ
ま
じ
き
け
し
き
を
み
し
り
給
て

ゆ
づ
り
給
は
ざ
り
け
れ
ば
、
世
を
恨
て
う
か
れ
あ
り
き
給
て
、
い
は

し
ろ
と
云
所
に
て
松
の
枝
を
む
す
び
て
よ
み
給
へ
る
歌
也
。

こ
の
記
事
に
見
ら
れ
る
一
首
目
の
有
間
皇
子
の
萬
葉
歌
は
『
俊
頼
髄
脳
』

と
『
奥
義
抄
』
に
、
二
首
目
の
意
吉
麻
呂
の
萬
葉
歌
は
『
綺
語
抄
』
に
、

三
首
目
の
人
麻
呂
の
萬
葉
歌
は
『
俊
頼
髄
脳
』
に
、
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
続
け
て
記
さ
れ
る
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
『
奥

義
抄
』
に
お
け
る
皇
子
の
説
話
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
、
特
に
『
俊
頼
髄
脳
』

の
説
話
と
は
、
話
の
詳
細
や
文
章
構
成
が
酷
似
し
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
受

け
継
い
だ
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
和
歌

童
蒙
抄
』
の
記
事
に
お
い
て
も
、
『
綺
語
抄
』
『
奥
義
抄
』
と
同
様
に
、
岩

代
の
結
び
松
等
に
対
す
る
批
評
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
皇
子
が

世
を
恨
み
結
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
客
観
的
に
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。『

和
歌
童
蒙
抄
』
以
後
、
有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
に
着
目
し
た
の
は

顕
昭
で
あ
る
。
顕
昭
著
の
歌
学
書
で
あ
る
『
袖
中
抄
』
（
文
治
二
〔
一
一

八
六
〕
年
か
ら
三
年
頃
成
立
）
に
は
、
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
に
関
す
る
記

事
の
集
大
成
が
見
ら
れ
、
巻
第
十
七
に
お
け
る
「
い
は
し
ろ
の
ま
つ

た

む
け
く
さ
」

（
二
十
二
）

と
い
う
掲
出
語
が
あ
る
箇
所
に
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
や
『
綺

語
抄
』
に
見
え
る
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
の
記
事
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
挙
げ
ら

れ
、
顕
昭
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
独
自
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
更
に
、
同

じ
箇
所
に
は
、
有
間
皇
子
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
「
い
は
し
ろ
の
」
の
萬
葉

歌
（
一
四
一
）
が
挙
げ
ら
れ
、
「
此
歌
よ
り
事
起
り
て
、
い
は
し
ろ
の
結

松
と
い
ふ
事
は
詠
み
始
め
た
る
な
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
「
い
は
し
ろ

の
結
松
」
と
い
う
詞
が
、
こ
の
皇
子
の
歌
か
ら
詠
み
始
め
ら
れ
た
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。
『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
、
「
い
は
し
ろ
の
松
」
の
起
源
が
、
皇

子
が
良
か
ら
ぬ
事
が
原
因
で
放
浪
し
た
事
に
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

「
い
は
し
ろ
の
結
松
」
と
い
う
詞
の
起
源
を
こ
の
皇
子
の
歌
に
辿
っ
て
い

る
の
は
、
『
袖
中
抄
』
が
最
初
と
見
ら
れ
る
。

顕
昭
が
挙
げ
て
い
る
他
文
献
の
記
事
の
中
に
は
、
原
文
と
微
妙
に
異
な

る
箇
所
が
見
ら
れ
、
興
味
深
い
。
次
は
そ
の
例
で
、
顕
昭
の
引
く
『
俊
頼

髄
脳
』
に
お
け
る
「
永
承
四
年
十
一
月
九
日
内
裏
歌
合
」
の
後
日
談
に
関

す
る
記
述
で
あ
る
。

①

石
代
の
松
は
い
み
あ
る
事
な
り
と
い
ひ
け
る
を
聞
き
て
、
彼
石
代

の
事
を
お
ろ
聞
き
て
よ
く
も
知
ら
ぬ
人
の
い
ふ
な
め
り
と
ぞ
。
こ
の
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歌
詠
み
た
る
資
仲
の
子
に
て
腹
立
た
れ
し
な
め
り
。
石
代
の
松
は
失

せ
た
る
人
の
墓
の
義
に
は
あ
ら
ず
と
も
、
有
馬
皇
子
の
位
に
つ
き
給

ふ
べ
き
が
さ
も
な
く
て
、
よ
か
ら
ぬ
事
に
て
ま
ど
ひ
あ
り
き
給
へ
る

事
の
起
り
を
思
へ
ば
、
歌
合
に
は
詠
ま
で
も
あ
り
ぬ
べ
し
。
②

い
と

め
で
た
し
と
も
聞
こ
え
ず
と
こ
そ
申
さ
ま
ほ
し
か
り
し
か
。

こ
の
記
述
は
、
前
章
の
（
７
）
で
論
じ
た
『
俊
頼
髄
脳
』
の
記
事
に
該
当

す
る
が
、
傍
線
部
は
本
稿
が
底
本
と
し
て
い
る
顕
昭
本
『
俊
頼
髄
脳
』（
久

世
本
『
無
名
抄
俊
頼
』
）
や
、
定
家
本
『
俊
頼
髄
脳
』
（
国
会
本
・
冷
泉
家

本
）
に
は
見
ら
れ
な
い
文
章
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
唯
独
自
見
抄
』
と
称

す
る
他
の
顕
昭
本
（
逸
脱
本
）
に
は
、
こ
の
『
袖
中
抄
』
の
記
事
と
ほ
ぼ

同
じ
内
容
の
記
述
が
見
ら
れ
、
『
袖
中
抄
』
と
『
唯
独
自
見
抄
』
の
深
い

関
連
を
示
し
て
い
る
。

（
二
十
三
）

傍
線
部
①
に
は
、
資
仲
の
「
石
代
の
松
」
を
詠
ん

だ
歌
が
問
題
視
さ
れ
た
事
に
対
し
て
、
資
仲
の
子
で
あ
る
顕
実
が
如
何
な

る
理
由
で
反
論
し
、
又
、
立
腹
し
た
か
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
部
②

は
、
「
石
代
の
松
」
を
詠
む
歌
は
、
歌
合
の
場
に
お
い
て
、
禁
忌
と
ま
で

は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
あ
ま
り
感
心
は
で
き
な
い
と
申
し
上
げ
た
か
っ

た
、
と
い
う
、
当
該
歌
合
に
同
席
し
て
い
た
経
信
の
感
想
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
『
袖
中
抄
』
が
引
用
し
て
い
る
後
日
談
は
、
流
布

本
の
『
俊
頼
髄
脳
』
よ
り
分
か
り
易
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
が
窺
え
る
。

次
に
『
袖
中
抄
』
で
は
、
下
記
の
記
事
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

或
書
云
、
人
の
墓
に
生
ひ
た
る
松
を
、
い
は
し
ろ
の
松
と
い
ふ
事
あ

り
と
い
へ
り
。
無
レ

所
レ

拠
事
歟
。
或
は
塚
に
植
う
る
松
を
結
び
て
置

く
を
い
ふ
。
或
は
住
吉
に
石
代
と
い
ふ
所
あ
り
と
い
へ
り
。

綺
語
抄
云
、
岡
本
天
皇
の
皇
子
の
物
に
狂
ひ
て
結
び
置
き
給
云
々
。

こ
こ
で
は
、
「
或
書
」
（
未
詳
）
と
『
綺
語
抄
』
か
ら
別
々
の
記
事
が
引
か

れ
て
い
る
が
、
『
綺
語
抄
』
に
お
い
て
も
、
こ
こ
に
見
え
る
「
或
書
」
の

記
述
が
、「
或
本
」（
未
詳
）
か
ら
の
記
述
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
の
『
袖
中
抄
』
の
記
事
と
、
『
綺
語
抄
』
の
記
事
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
、『
袖
中
抄
』
に
お
け
る
「
或
書
」

か
ら
の
記
述
は
、
『
綺
語
抄
』
か
ら
の
記
述
の
一
部
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
『
綺
語
抄
』
に
関
す
る
記
事
の
前
に
、
「
或
書
」
か
ら

の
記
事
と
し
て
独
立
し
た
形
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
事
か

ら
、
『
袖
中
抄
』
も
『
綺
語
抄
』
と
同
様
に
、
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
を
綴

っ
た
他
の
文
献
が
あ
っ
た
事
を
指
摘
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。
上
記
の
記

事
の
傍
線
部
は
、
『
綺
語
抄
』
に
は
見
ら
れ
な
い
文
章
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
「
或
書
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
見
解
、
又
は
、
顕
昭
自
身
の
意
見
だ
と

考
え
ら
れ
、
「
い
は
し
ろ
の
松
」
が
人
の
墓
に
生
え
た
松
で
あ
る
と
い
う

考
え
を
、
強
く
疑
問
視
し
て
い
る
記
述
だ
と
い
え
る
。

次
に
挙
げ
た
箇
所
に
は
、
顕
昭
の
「
い
は
し
ろ
の
結
松
」
に
対
す
る
結

論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

今
云
、
此
事
等
皆
以
無
レ

所
レ

拠
事
等
也
。
斉
明
天
皇
四
年
戊
午
十
月

幸
二

于
紀
伊
国
温
泉
一

、
有
馬
皇
子
謀
反
被
レ

誅
、
皇
子
已
二

於
磐
代
結

松
一

、
墓
義
、
住
吉
義
不
レ

可
レ

有
云
々
。
又
不
吉
之
条
勿
論
歟
。
彼

皇
子
後
謀
反
被
誅
。
専
不
レ

可
レ

出
二

内
裏
歌
合
一

歟
。
然
者
只
。

高
砂
の
尾
上
の
風
に
年
ふ
れ
ど

ゝ
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
。

こ
の
記
事
の
一
行
目
の
「
此
事
等
皆
以
無
レ

所
レ

拠
事
等
也
」
と
い
う
文
は
、

顕
昭
が
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
い
く
つ
か
の
歌
学
書
に
お
け
る
「
い
は
し

ろ
の
松
」
等
に
対
す
る
考
え
を
、
否
定
す
る
姿
勢
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
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る
。
次
に
、
顕
昭
は
、
書
紀
に
お
け
る
皇
子
の
謀
反
に
関
す
る
記
事
と
、

『
萬
葉
集
』
所
収
の
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
に
対
す
る
解
釈
を
基
に
、
「
磐
代

結
松
」
に
対
す
る
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
磐
代
結
松
」

は
、
有
間
皇
子
が
誅
さ
れ
た
時
に
は
、
既
に
紀
伊
国
岩
代
に
お
い
て
皇
子

が
結
ん
で
お
い
た
松
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
「
墓
」
を
指
す
も
の
で
は
な

く
、
又
、
「
住
吉
」
に
あ
る
と
い
う
の
も
誤
り
で
あ
る
が
、
皇
子
が
謀
反

を
企
て
た
た
め
後
に
誅
さ
れ
た
事
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
当
然
不
吉
な
詞

で
あ
り
、
内
裏
歌
合
で
は
専
ら
詠
む
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
内
容
で
あ
る
。
次
に
、
顕
昭
は
、
資
仲
が
詠
ん
だ
歌
の
改
定
案
を
挙

げ
、
「
い
は
し
ろ
の
」
で
は
な
く
、
「
高
砂
の
」
と
い
う
よ
う
に
詠
む
べ
き

で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
以
上
が
示
す
よ
う
に
、
『
袖
中
抄
』
に
お
い

て
は
、
「
い
は
し
ろ
の
結
松
」
が
、
歌
合
で
は
詠
む
べ
き
で
は
な
い
詞
だ

と
い
う
考
え
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
詞
が
、
謀

反
を
企
て
た
た
め
誅
せ
ら
れ
た
皇
子
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
と
説

明
さ
れ
て
い
る
。
『
袖
中
抄
』
で
は
結
論
と
し
て
、
書
紀
や
『
萬
葉
集
』

に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
点
が
、
前
述
し
た
歌
学
書
と
は
異
な
っ
て
い

る
。『

袖
中
抄
』
以
後
、
有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
の
は
、
上
覚
著
の
『
和
歌
色
葉
』（
建
久
九
〔
一
一
九
八
〕
年
頃
成
立
）

で
あ
る
。
『
和
歌
色
葉
』
に
お
け
る
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
の
記
事
は
、
下

巻
の
中
で
『
拾
遺
抄
』
の
歌
十
九
首
を
論
じ
た
箇
所
に
見
ら
れ
る
。
そ
の

内
容
は
『
奥
義
抄
』
の
も
の
と
殆
ど
同
じ
で
、
岩
代
の
結
び
松
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
は
皇
子
が
世
を
恨
ん
で
結
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
客
観
的
に
記
さ

れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
『
和
歌
色
葉
』
に
お
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
点

は
、
上
巻
の
「
五

撰
抄
時
代
者

付
私
集
口
傳
物
語
」
と
い
う
掲
出
語

が
あ
る
箇
所
に
、「
伊
勢
物
語
」
「
大
和
物
語
」
「
源
氏
」
等
と
並
び
、
「
有

馬
の
王
子
」
と
い
う
名
で
知
ら
れ
た
物
語
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
で
あ
る

が
、
こ
の
「
有
馬
の
王
子
」
は
、
散
佚
し
た
古
物
語
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

『
和
歌
色
葉
』
以
後
、
岩
代
の
結
び
松
等
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
の
は
、

順
徳
天
皇
著
の
歌
論
書
の
『
八
雲
御
抄
』
（
承
久
三
〔
一
二
二
一
〕
年
か

ら
仁
治
三
〔
一
二
四
二
〕
年
頃
成
立
）
で
あ
る
。
『
八
雲
御
抄
』
巻
第
一

に
は
歌
合
の
歌
及
び
屏
風
と
障
子
歌
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
箇
所
が
あ
る

が
、
そ
の
中
の
「
可
レ

憚
名
所
并
詞
」
と
い
う
掲
出
語
が
あ
る
箇
所
に
は
、

「
岩
代
の
む
す
び
松
（
事
の
お
こ
り
有
レ

憚
。
禁
中
に
て
は
不
レ

可
レ

詠

。

い
は
し
ろ
の
松
は
無
レ

忌
。
結
が
は
ゞ
か
り
あ
る
也
。
）
」
と
い
う
記
述
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
記
述
は
、
「
岩
代
の
む
す
び
松
」
は
、
そ
の
起
源
に
憚

り
が
あ
る
の
で
、
禁
中
で
は
詠
む
べ
き
で
は
な
い
が
、「
い
は
し
ろ
の
松
」

は
忌
む
（
詞
）
で
は
な
く
、
「
結
び
（
松
）」
に
差
し
障
り
が
あ
る
、
と
説

明
で
き
る
。
「
岩
代
の
む
す
び
松
」
の
起
源
に
憚
り
が
あ
る
と
い
う
考
え

は
、『
俊
頼
髄
脳
』『
袖
中
抄
』
に
お
け
る
記
述
と
共
通
す
る
。
更
に
、「
岩

代
の
む
す
び
松
」
を
禁
中
の
よ
う
な
晴
れ
の
場
で
詠
む
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
考
え
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
『
袖
中
抄
』
に
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
考
え

を
明
記
す
る
の
は
『
袖
中
抄
』『
八
雲
御
抄
』
に
限
ら
れ
る
。
次
に
、
「
い

は
し
ろ
の
松
」
で
は
な
く
、
「
岩
代
の
む
す
び
松
」
が
憚
る
べ
き
詞
だ
と

す
る
考
え
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
順
徳
天
皇
が
、
禁
中
に
お
け
る

歌
合
の
歌
等
を
対
象
に
述
べ
た
意
見
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
順
徳
天
皇
は
、

「
永
承
四
年
十
一
月
九
日
内
裏
歌
合
」
に
お
け
る
資
仲
の
歌
の
よ
う
に
、

「
い
は
し
ろ
の
松
」
を
詠
ん
で
い
て
も
非
難
さ
れ
て
い
な
い
歌
が
あ
る
事

を
考
慮
し
て
、
「
い
は
し
ろ
の
松
は
無
レ

忌
」
と
記
し
た
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
更
に
、
「
岩
代
の
む
す
び
松
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

結
ぶ
と
い
う
行
為
に
、
皇
子
の
恨
み
の
思
い
が
読
み
取
れ
る
の
で
、
禁
忌
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と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
『
八
雲
御
抄
』
巻
第
三
の
「
松
」
と
い
う
掲
出
語
が
あ
る
箇
所

に
は
、
「
岩
代
の
松
は
、
斉
明
御
宇
に
有
間
皇
子
結
レ

之
。
非
二

吉
事
一

。
仍

心
も
と
け
ず
と
〔
は
〕
云
り
。
」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
の
趣
旨
は
、
「
岩
代

の
松
」
は
有
間
皇
子
が
結
ん
だ
と
い
う
話
が
あ
り
、
め
で
た
い
事
で
は
な

い
の
で
、
「
心
も
と
け
ず
」
と
い
う
詞
と
取
り
合
わ
せ
て
詠
む
の
だ
」
と

説
明
で
き
る
。
「
仍
心
も
と
け
ず
と
〔
は
〕
云
り
」
は
、
意
吉
麻
呂
の
萬

葉
歌
（
一
四
四
）
に
お
け
る
「
心
も
と
け
ず
」
を
指
し
て
い
る
と
見
ら
れ

る
。
以
上
の
巻
第
一
と
巻
第
三
の
記
述
を
突
き
合
わ
せ
る
と
、
『
八
雲
御

抄
』
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
た
だ
の
「
松
」
か
「
結
び
松
」
と
い
う

点
で
、
た
だ
の
「
松
」
な
ら
可
、
「
結
び
松
」
は
禁
中
で
は
不
可
と
い
う

考
え
を
打
ち
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
順
徳
天
皇
は
、
禁
中
以
外

の
「
結
び
松
」
に
つ
い
て
は
あ
え
て
触
れ
て
い
な
い
が
、
絶
対
不
可
と
は

い
わ
な
い
ま
で
も
、
あ
ま
り
好
ま
し
い
と
も
い
え
な
い
と
考
え
て
い
た
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

四

実
作
例

岩
代
の
松
や
岩
代
の
結
び
松
の
実
作
例
の
中
に
は
、
鬱
々
と
し
て
晴
れ

な
い
心
、
更
に
、
後
悔
や
恨
み
の
思
い
を
詠
ん
だ
暗
い
印
象
の
歌
が
目
に

付
く
。
そ
れ
は
岩
代
の
松
や
岩
代
の
結
び
松
が
、
有
間
皇
子
に
関
わ
る
も

の
で
あ
り
、
特
に
結
び
松
が
、
皇
子
の
思
い
を
表
象
す
る
と
解
さ
れ
て
い

た
事
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
歌
の
多
く
は

皇
子
の
死
を
哀
悼
す
る
歌
で
は
な
く
、
恋
歌
で
あ
る
の
が
興
味
深
い
。
岩

代
の
結
び
松
等
を
詠
ん
だ
恋
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、『
拾

遺
集
』
以
降
の
事
で
あ
る
が
、
『
拾
遺
集
』
自
体
に
は
、
岩
代
の
結
び
松

を
詠
ん
だ
歌
が
四
首
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
巻
第
九
「
雑
下
」
所

収
の
前
述
し
た
好
忠
の
謎
合
の
歌
（
五
二
六
）

（
二
十
四
）

、
巻
第
十
二
「
恋
二
」
の

読
人
し
ら
ず
の
歌
（
七
四
二
）
、
巻
第
十
四
「
恋
四
」
の
人
麻
呂
の
歌
（
意

吉
麻
呂
の
萬
葉
歌
〔
一
四
四
〕
の
異
伝
・
八
五
四
）
、
更
に
、
巻
第
十
九

「
雑
恋
」
に
重
出
の
同
じ
人
麻
呂
（
意
吉
麻
呂
）
の
歌
（
一
二
五
六
）
で

あ
る
。
以
上
の
中
か
ら
、
次
に
初
め
の
三
首
を
挙
げ
る
。

な
ぞ
な
ぞ
も
の
が
た
り
し
け
る
所
に

わ
が
事
は
え
も
い
は
し
ろ
の
結
松
ち
と
せ
を
ふ
と
も
た
れ
か
と
く
べ

き

（
曾
禰
好
忠
・
五
二
六
）

あ
る
を
と
こ
の
、
松
を
む
す
び
て
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば

な
に
せ
む
に
結
び
そ
め
け
ん
い
は
し
ろ
の
松
は
ひ
さ
し
き
物
と
し
る

し
る

（
読
人
し
ら
ず
・
七
四
二
）

題
し
ら
ず

い
は
し
ろ
の
の
中
に
た
て
る
結
松
心
も
と
け
ず
昔
お
も
へ
ば

（
人
麻
呂
・
八
五
四
）

こ
れ
ら
の
中
で
先
ず
着
目
し
た
い
の
が
三
首
目
の
人
麻
呂
（
意
吉
麻
呂
）

歌
で
、
こ
の
歌
は
『
拾
遺
集
』
で
は
、
過
去
の
恋
愛
を
追
慕
す
る
恋
歌
と

解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
に
お
け
る
「
い
は
し
ろ
の
結
松
」
は
、
過
ぎ
し

恋
を
忘
れ
ら
れ
ず
晴
れ
る
事
の
な
い
心
を
表
現
す
る
景
物
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
「
昔
お
も
へ
ば
」
（
昔
の
事
を
思
い
出
す

と
）
に
よ
り
有
間
皇
子
が
岩
代
で
結
ん
だ
松
も
思
い
起
こ
さ
れ
、
苦
し
い

恋
の
思
い
に
皇
子
の
思
い
が
重
ね
ら
れ
、
そ
の
辛
さ
を
強
調
し
て
い
る
よ
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う
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
人
麻
呂
（
意
吉
麻
呂
）
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
の

が
二
首
目
の
好
忠
の
歌
で
あ
る
が
、
好
忠
は
こ
の
人
麻
呂
（
意
吉
麻
呂
）

歌
を
恋
歌
と
し
て
で
は
な
く
、
有
間
皇
子
を
悼
む
歌
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
好
忠
の
歌
に
お
け
る
「
い
は
し
ろ
の
結
松
」
は
、
皇
子
が
岩

代
で
結
ん
だ
松
を
表
し
て
お
り
、
こ
の
皇
子
が
結
ん
だ
松
が
長
い
間
解
け

な
か
っ
た
よ
う
に
、
誰
が
こ
の
謎
を
解
く
事
が
で
き
よ
う
か
（
と
て
も
解

く
事
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
）
、
と
い
う
意
味
で
詠
ま
れ
て
い
る
と
見
ら

れ
る
（
前
章
参
照
）。
更
に
、
好
忠
の
歌
に
は
「
え
も
い
は
し
ろ
の
結
松
」

と
い
う
詞
が
あ
る
が
、
岩
代
の
松
に
「
言
は
じ
」
を
掛
け
て
い
る
の
は
こ

れ
が
初
出
の
よ
う
で
、
こ
の
歌
以
後
、
言
う
事
が
で
き
な
い
鬱
々
と
し
た

恋
の
思
い
を
表
現
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
最
後
に
、
二
首

目
の
読
人
し
ら
ず
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
つ
れ
な
い
相
手
と
愛
情
を
交

わ
し
て
し
ま
っ
た
事
を
後
悔
す
る
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
歌
に
お

け
る
「
い
は
し
ろ
の
松
」
の
「
松
」
は
「
待
つ
」
を
掛
け
て
お
り
、
訪
ね

て
こ
な
い
多
情
な
相
手
を
待
つ
事
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と

同
時
に
こ
の
歌
の
「
い
は
し
ろ
の
松
は
ひ
さ
し
き
物
」
（
岩
代
の
松
が
久

し
い
も
の
）
は
、
過
去
に
皇
子
が
岩
代
で
結
ん
だ
松
を
追
想
さ
せ
、
更
に
、

心
に
蟠
り
を
残
し
た
ま
ま
死
ん
だ
皇
子
の
無
念
も
思
い
出
さ
れ
て
、
恋
愛

に
対
す
る
後
悔
の
気
持
ち
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
読
人
し
ら
ず

の
恋
歌
と
、
恋
歌
と
し
て
解
さ
れ
た
人
麻
呂
（
意
吉
麻
呂
）
の
歌
が
広
く

流
布
し
た
た
め
、
『
拾
遺
集
』
以
降
、
岩
代
の
結
び
松
を
詠
ん
だ
恋
歌
が

多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
岩
代
の
結
び
松
が
、
悶
々
と
し
た

苦
し
い
恋
心
を
表
象
す
る
景
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

「
六
百
番
歌
合
」
（
建
久
三
〔
一
一
九
二
〕
年
か
ら
四
年
）
に
も
、
岩
代

の
松
を
詠
ん
だ
歌
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
寄
木
恋
」
九
番
左
の
藤
原

兼
宗
の
歌
（
一
〇
三
七
）
で
、
「
な
に
と
な
く
む

（
二
十
五
）

す
ぼ
ほ
る
ら
ん
き
み
は

よ
も
あ
は
れ
と
だ
に
も
い
は
し
ろ
の
ま
つ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

歌
の
意
味
は
、
な
ん
と
な
く
（
心
は
）
岩
代
の
松
の
よ
う
に
鬱
屈
し
て
晴

れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
の
人
は
よ
も
や
哀
れ
だ
と
さ
え
も
言
っ
て
く

れ
な
い
で
あ
ろ
う
に
、
と
い
う
も
の
で
、
つ
れ
な
い
相
手
に
対
す
る
恨
め

し
い
思
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
で
は
、「
む
す
ぼ
ほ
る
」
心
（
鬱

々
と
し
た
恋
の
思
い
）
を
表
現
す
る
景
物
と
し
て
「
い
は
し
ろ
の
ま
つ
」

が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
や
は
り
「
い
は
し
ろ
の
ま
つ
」
が
皇
子
の

晴
れ
な
い
思
い
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
こ
の
兼
宗
の
歌
に
対
す
る
歌
合
判
詞
は
、
「
左
歌
、
君
は
よ
も
と
い

ひ
お
き
て
、
あ
は
れ
と
だ
に
も
い
は
し
ろ
の
松
、
艶
に
侍

（
二
十
六
）

る
べ
し
」
と
い

う
も
の
で
、
こ
の
歌
が
「
い
は
し
ろ
の
ま
つ
」
を
詠
ん
で
い
る
の
を
非
難

し
て
は
い
な
い
。
こ
の
兼
宗
の
歌
は
、
有
間
皇
子
の
説
話
を
基
盤
と
し
て

い
る
だ
け
で
は
な
く
、
『
拾
遺
集
』
の
読
人
し
ら
ず
の
恋
歌
（
七
四
二
）

を
踏
ま
え
、
更
に
、『
金
葉
集
』
所
収
の
源
顕
国
の
歌
（
三
七
八
）

（
二
十
七
）

と
『
拾

遺
集
』
の
好
忠
の
謎
合
の
歌
（
五
二
六
）
も
参
考
に
し
て
い
る
と
見
ら
れ

る
。
「
六
百
番
歌
合
」
の
判
者
で
あ
っ
た
藤
原
俊
成
が
こ
の
兼
宗
の
歌
を

問
題
視
し
て
い
な
い
の
は
、
俊
成
が
そ
も
そ
も
「
禁
忌
の
詞
」
と
い
う
も

の
自
体
を
、さ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

更
に
、
俊
成
が
禁
忌
の
問
題
に
は
触
れ
ず
、
兼
宗
の
歌
を
「
艶
」
と
称
賛

し
て
い
る
理
由
は
、
俊
成
の
関
心
が
歌
の
表
現
の
可
能
性
を
追
求
す
る
事

に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
兼
宗
の
歌
（
一
〇
三
七
）
の
他
に
も
う
一
つ
「
艶
」
と
評
さ
れ
て

い
る
岩
代
の
松
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
千
五
百
番
歌
合
」
（
建

仁
元
〔
一
二
〇
一
〕
年
か
ら
二
年
）
の
「
恋
一
」
に
お
け
る
千
百
五
十
八

番
右
の
源
通
光
の
歌
（
二
三
一
五
）
「
身
の
う
さ
は
さ
て
つ
れ
な
き
に
し
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ら
る
れ
ば
む
す
ぼ
ほ
れ
て
も
い
は
し
ろ
の
松
」
で
あ
る
。
こ
の
通
光
の
歌

に
対
す
る
判
詞
は
、
「
右
歌
、
身
の
程
お
も
ひ
し
り
て
、
む
す
ぼ
ほ
れ
て

も
い
は
し
ろ
の
松
、
艶
に
は
べ
れ
ば
す
て
が
た
く
、
持
な
ど
に
こ
そ
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
「
千
五
百
番
歌
合
」
と
前
述
し
た
「
六
百
番
歌
合
」

に
お
い
て
、
判
者
ば
か
り
で
な
く
、
こ
ら
れ
の
歌
合
に
参
加
し
て
い
た
他

の
歌
人
を
は
じ
め
、
禁
忌
の
詞
を
問
題
視
し
そ
う
な
同
時
代
や
後
世
の
人

々
の
誰
か
ら
も
、
兼
宗
と
通
光
の
歌
が
非
難
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
の
を
見

る
と
、
そ
の
要
因
は
、
こ
れ
ら
の
歌
が
帝
に
対
す
る
恨
み
か
ら
転
換
し
て
、

恋
の
恨
み
に
つ
い
て
詠
ん
で
い
る
事
が
許
容
さ
れ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
兼
宗
と
通
光
の
作
歌
以
降
も
、
岩
代
の
松
を

詠
ん
だ
歌
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
例
歌
と
し
て
、
「
こ
と
の
は
に
む
す
ぶ

契
は
み
え
ぬ
れ
ど
た
の
め
と
い
か
が
い
は
し
ろ
の
松
」
（
『
拾
遺
愚
草
』
下

・
部
類
歌
「
雑
」
「
無
常
」
・
慈
円
・
二
七
九
六
）
、「
年
を
へ
て
又
あ
ひ
見

け
る
契
を
も
む
す
び
や
お
き
し
い
は
し
ろ
の
松
」
（
『
続
後
撰
集
』
巻
第
九

「
神
祇
歌
」
・
前
太
政
大
臣
実
氏
・
五
六
三
）
、
「
我
の
み
か
と
け
ぬ
う
ら

み
は
い
に
し
へ
の
代
代
に
も
あ
り
と
い
は
し
ろ
の
松
」
（
『
続
拾
遺
集
』
巻

第
十
六
「
雑
歌
上
」
・
前
関
白
左
大
臣
一
条
実
経
・
一
一
〇
五
）
等
を
挙

げ
る
事
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
実
氏
の
熊
野
御
幸
の
折
の
歌
の

よ
う
に
、
め
で
た
い
歌
も
見
ら
れ
る
が
、
実
経
の
歌
の
よ
う
に
、
自
ら
の

無
念
の
思
い
に
重
ね
て
、
解
け
る
事
が
な
い
有
間
皇
子
の
恨
み
の
思
い
を

表
現
し
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。

以
上
の
例
歌
が
示
す
よ
う
に
、
岩
代
の
松
・
岩
代
の
結
び
松
を
詠
ん
だ

歌
は
、
中
古
か
ら
中
世
に
か
け
て
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
歌
合
に
お

い
て
岩
代
の
結
び
松
を
詠
ん
だ
歌
は
、
十
三
世
紀
前
半
以
降
殆
ど
見
ら
れ

な
く
な
る
。
岩
代
の
松
・
岩
代
の
結
び
松
が
問
題
視
さ
れ
、
後
に
歌
合
に

詠
ま
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
に
打
ち
出
さ
れ
た
考
え
が
原

因
と
考
え
ら
れ
る
が
、
顕
昭
が
『
袖
中
抄
』
に
お
い
て
表
明
し
た
「
い
は

し
ろ
の
結
松
」
を
内
裏
歌
合
で
詠
む
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
も
影
響

し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
顕
昭
は
前
述
し
た
「
六
百
番
歌
合
」
に
加
わ
っ

て
お
り
、
そ
の
当
時
、
既
に
『
袖
中
抄
』
に
お
い
て
「
い
は
し
ろ
の
結
松
」

に
対
す
る
批
判
を
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
「
六
百
番
歌
合
」
で
兼
宗

が
歌
（
一
〇
三
七
）
を
詠
ん
だ
折
、
俊
頼
や
顕
昭
が
打
ち
出
し
た
批
判
を

考
慮
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
岩
代
の
結
び
松
自
体
は
避
け
、
工
夫
を
凝
ら

し
て
「
む
す
ぼ
ほ
る
」
と
「
い
は
し
ろ
の
松
」
を
詠
ん
で
い
る
。
更
に
、

「
千
五
百
番
歌
合
」
の
通
光
の
歌
（
二
三
一
五
）
に
も
「
む
す
ぼ
ほ
れ
て

も
い
は
し
ろ
の
松
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
は
兼
宗
の
歌
に
倣
っ

た
だ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
岩
代
の
結
び
松
と
い
う
詞
自
体
を
避
け
る
た

め
、
「
む
す
ぼ
ほ
れ
て
も
」
と
「
い
は
し
ろ
の
松
」
を
詠
ん
だ
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
お
い
て
「
結
ぶ
」
と
い
う
詞
が
避

け
ら
れ
、
「
む
す
ぼ
ほ
る
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
「
結
ぶ
」
が
能
動
的

で
あ
り
、
そ
の
行
為
自
体
に
恨
み
の
思
い
が
読
み
取
れ
る
と
解
さ
れ
た
た

め
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
「
む
す
ぼ
ほ
る
」
は
人
為
的
な
行

為
で
は
な
く
、
自
然
の
状
態
を
表
し
て
い
る
の
で
、
「
結
ぶ
」
ほ
ど
難
は

な
い
と
考
え
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

「
六
百
番
歌
合
」
以
降
は
、
岩
代
の
松
を
「
結
ぶ
」
と
い
う
行
為
自
体

が
表
現
さ
れ
た
歌
合
の
歌
が
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
宗

尊
親
王
百
五
十
番
歌
合
弘
長
元
（
一
二
六
一
）
年
」
に
は
、
「
涼
し
さ
に

又
も
結
ば
む
い
は
し
ろ
の
野
中
に
た
て
る
松
の
下
水
」（
「
夏
」
五
十
番
左

・
前
遠
江
守
時
直
）
と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
の
「
結
ぶ
」
に
も
、「
い

は
し
ろ
」
「
松
」
の
縁
語
と
し
て
の
機
能
は
あ
る
が
、
「
結
ぶ
」
の
目
的
語

は
「
松
」
で
は
な
く
「
下
水
」
で
あ
る
の
で
、
こ
の
歌
自
体
は
「
松
」
を

「
結
ぶ
」
と
い
う
行
為
を
表
現
し
て
は
い
な
い
。
更
に
、
結
び
松
（
「
む
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す
ぼ
ほ
る
」
松
を
含
む
）
と
い
う
景
物
自
体
が
「
岩
代
」
と
一
緒
に
詠
ま

れ
て
い
る
歌
合
の
歌
も
見
ら
れ
な
く
な
る
。
例
え
ば
、
「
十
一
月
十
日
春

日
社
歌
合
」
（
元
久
元
〔
一
二
〇
四
〕
年
）
に
は
、
「
宮
こ
人
と
は
ば
や
い

は
ん
い
は
し
ろ
の
松
は
さ
び
し
く
風
う
ら
む
と
も
」
と
い
う
歌
（
「
松
風
」

六
番
左
・
右
衛
門
督
源
通
具
・
七
一
）
が
見
ら
れ
、
「
二
月
二
十
六
日
内

裏
詩
歌
合
」
（
建
保
元
〔
一
二
一
三
〕
年
）
に
は
、
「
有
明
の
雲
ふ
き
は
ら

ふ
秋
か
ぜ
に
ひ
と
り
し
ぐ
る
る
い
は
し
ろ
の
ま
つ
」
と
い
う
歌
（
「
野
外

秋
望
」
十
九
番
右
・
藤
時
宗
・
九
〇
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
岩
代

の
松
を
詠
ん
で
は
い
る
が
、
結
び
松
自
体
を
景
物
と
し
て
表
現
し
て
は
い

な
い
。
「
二
月
二
十
六
日
内
裏
詩
歌
合
」
以
降
は
、
「
岩
代
の
松
」
を
詠
ん

だ
歌
合
の
歌
も
暫
く
の
間
全
く
見
ら
れ
な
く
な
り
、
二
百
年
以
上
経
た
十

五
世
紀
の
「
前
摂
政
家
歌
合
」
（
嘉
吉
三
〔
一
四
四
三
〕
年
）
の
「
春
き

ぬ
と
た
れ
い
は
し
ろ
の
雪
に
猶
む
す
ぼ
ほ
れ
行
く
松
の
下
草
」
（
「
初
春
」

一
番
右
・
権
大
納
言
資
広
卿
・
二
）
と
、「
歌
合
文
明
十
六
（
一
四
八
四
）

年
十
二
月
」
の
「
い
は
し
ろ
や
松
の
う
れ
こ
す
風
の
音
は
な
ほ
し
か
す
が

に
露
む
す
ぶ
み
ゆ
」
（
「
秋
」
三
十
六
番
右
・
内
大
臣
・
七
二
）
に
、
「
い

は
し
ろ
」
と
「
松
」
を
詠
ん
だ
歌
二
首
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ

ら
二
首
で
は
、「
む
す
ぼ
ほ
る
」「
む
す
ぶ
」
と
い
う
詞
が
、「
い
は
し
ろ
」

「
松
」
の
縁
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
「
松
」
を
「
結
ぶ
」

と
は
詠
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
歌
が
示
す
よ
う
に
、
十
二
世
紀
前
半
以

降
、
岩
代
の
結
び
松
を
詠
ん
だ
歌
合
の
歌
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、

『
俊
頼
髄
脳
』
や
『
袖
中
抄
』
で
打
ち
出
さ
れ
た
考
え
が
流
布
し
た
た
め

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
、
順
徳
天
皇
が
『
八
雲
御
抄
』

を
著
し
た
時
点
で
は
、
岩
代
の
結
び
松
は
既
に
歌
合
の
歌
に
詠
ま
れ
な
く

な
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
順
徳
天
皇
が
岩
代
の
結
び
松

を
「
禁
中
に
て
は
不
レ

可
レ

詠
」
と
記
し
た
の
は
、
こ
れ
が
歌
合
の
歌
の
現

状
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
解
す
る
事
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

五

ま
と
め

『
俊
頼
髄
脳
』
に
見
ら
れ
る
有
間
皇
子
の
説
話
は
、
書
紀
や
『
萬
葉
集
』

の
記
述
を
通
し
て
知
ら
れ
て
い
る
皇
子
の
説
話
と
は
内
容
が
異
な
る
た

め
、
俊
頼
の
誤
認
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
皇
子
の
説
話
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
説
話
が
、

『
綺
語
抄
』
『
奥
義
抄
』
『
和
歌
童
蒙
抄
』
『
袖
中
抄
』
『
和
歌
色
葉
』
に
も

収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
学
書
の
中
で
、
『
綺
語
抄
』

は
『
俊
頼
髄
脳
』
と
直
接
の
書
承
関
係
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
『
綺
語

抄
』
に
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
と
内
容
が
異
な
ら
な
い
皇
子
の
説
話
が
見
ら

れ
、
更
に
、
『
奥
義
抄
』
『
和
歌
童
蒙
抄
』
『
袖
中
抄
』
等
の
よ
う
に
、
『
俊

頼
髄
脳
』
以
後
重
要
視
さ
れ
た
歌
学
書
に
お
い
て
も
、
『
俊
頼
髄
脳
』
と

ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
説
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
、
こ
の
説
話
は
俊
頼

の
誤
認
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
有
間
皇
子
説
話
の
異
説
と
捉
え
る
事
が

で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
の

異
説
の
存
在
を
裏
付
け
る
証
拠
と
し
て
、
書
紀
に
お
け
る
「
或
本
」
か
ら

の
皇
子
の
謀
反
に
関
す
る
記
事
、
『
綺
語
抄
』
『
袖
中
抄
』
に
記
さ
れ
て
い

る
「
或
本
」
「
或
書
」
か
ら
の
記
述
、
『
和
歌
色
葉
』
に
見
ら
れ
る
「
有
馬

の
王
子
」
と
い
う
物
語
を
挙
げ
た
が
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
更
に
深
く
追

究
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

更
に
、
歌
学
書
に
お
け
る
有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
記
事
は
、
岩
代
の
松
・

岩
代
の
結
び
松
等
が
憚
り
あ
る
詞
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
理
由
を
解
明

し
て
い
る
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。
『
俊
頼
髄
脳
』
に
よ
る
と
、
岩
代
の

松
が
歌
合
の
場
で
は
避
け
た
方
が
良
い
詞
と
見
な
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
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帝
を
恨
ん
だ
皇
子
に
よ
り
岩
代
で
結
ば
れ
た
松
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
袖
中
抄
』
は
そ
れ
を
否
定
し
、
岩
代

の
結
び
松
を
内
裏
歌
合
で
詠
む
べ
き
で
な
い
の
は
、
謀
反
を
企
て
誅
せ
ら

れ
た
皇
子
に
関
わ
る
詞
で
あ
る
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。『
八
雲
御
抄
』

は
こ
れ
ら
の
考
え
を
受
け
継
ぎ
、
禁
中
で
は
岩
代
の
結
び
松
を
詠
む
べ
き

で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
岩
代
の
松
・
岩
代
の
結
び
松
は
、
古
来
よ
り
有

間
皇
子
を
哀
悼
す
る
歌
や
、
鬱
屈
し
て
晴
れ
な
い
恋
心
や
恨
み
の
思
い
を

表
現
す
る
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
十
三
世
紀
前
半
以
降
、
こ
れ

ら
の
詞
・
景
物
は
歌
合
の
歌
に
詠
ま
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
『
俊
頼
髄

脳
』
や
『
袖
中
抄
』
で
打
ち
出
さ
れ
た
岩
代
の
結
び
松
に
対
す
る
否
定
的

な
考
え
が
、
歌
合
の
歌
に
大
き
く
影
響
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

岩
代
の
松
や
岩
代
の
結
び
松
を
詠
ん
だ
歌
合
の
歌
の
判
詞
に
つ
い
て

は
、
更
に
深
く
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
が
残
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
を
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

［
注
］

（
一
）
橋
本
不
美
男
氏
は
、
俊
頼
に
よ
る
有
間
皇
子
の
説
話
を
「
誤
り
」
だ
と
見

て
お
り
、
更
に
、
こ
の
俊
頼
説
の
内
容
に
つ
い
て
、「
本
書
（
『
俊
頼
髄
脳
』
）

の
進
上
者
（
関
白
忠
実
女
勲
子
）
を
考
慮
し
て
お
ぼ
め
か
し
た
も
の
か
、
あ

る
い
は
、
全
く
の
誤
認
で
あ
っ
た
か
は
不
明
」
と
記
し
て
い
る
（
『
日
本
古

典
文
学
全
集
』「
俊
頼
髄
脳
」
一
三
六
頁
参
照
）。

（
二
）
本
稿
で
は
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
（
久
世
本
）
『
無
名
抄
俊
頼
』
の

翻
刻
で
あ
る
俊
頼
髄
脳
研
究
会
編
『
顕
昭
本
俊
頼
髄
脳
』
（
顕
昭
本
）
を
底

本
と
す
る
が
（
本
文
に
挙
げ
た
箇
所
に
は
、
適
宣
、
仮
名
に
漢
字
を
当
て
、

句
読
点
・
濁
点
を
私
に
付
し
、
会
話
を
「
」
で
く
く
っ
た
）
、
定
家
本
と
の

主
な
異
同
を
確
認
す
る
た
め
、
俊
頼
髄
脳
研
究
会
編
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵

『
俊
頼
髄
脳
』
（
定
家
本
）
と
、
そ
れ
を
底
本
と
す
る
旧
全
集
、
更
に
冷
泉

家
時
雨
亭
叢
書
『
俊
頼
髄
脳
』
（
定
家
本
）
を
参
照
す
る
。
し
か
し
、
本
文

の
意
味
・
内
容
に
関
わ
ら
な
い
異
同
は
挙
げ
て
い
な
い
。

（
三
）
久
世
本
（
顕
昭
本
）
で
は
「
え
た
も
つ
ま
じ
き

御
覧
じ
て
」
で
あ
る
が
、

イ
く

イ
け
し
き
を

○

国
会
本
・
冷
泉
家
本
（
定
家
本
）
で
は
「
え
た
も
つ
ま
じ
き
け
し
き
を
御
覧

じ
て
」
で
あ
る
。

（
四
）
久
世
本
で
は
「
返
ら
ん
」
で
あ
る
が
、
国
会
本
・
冷
泉
家
本
で
は
「
か
へ

り
こ
ん
」「
返
こ
ん
」
で
あ
る
。

（
五
）
『
萬
葉
集
』
所
収
の
歌
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
。
歌
番

号
は
旧
『
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。

（
六
）
本
稿
注
一
参
照
。

（
七
）
橘
守
部
の
『
檜
嬬
手
』
は
、
皇
子
が
「
鎮
魂
」
に
か
え
て
松
の
枝
を
結
ん

だ
と
解
し
て
お
り
（
『
萬
葉
集
叢
書
』
第
三
編
一
二
一
頁
）、
渡
辺
護
氏
は
、

皇
子
の
「
結
松
」
を
「
「
結
ぶ
」
こ
と
で
自
分
の
魂
を
封
じ
込
め
る
と
い
う

祈
り
の
習
俗
」
と
関
連
付
け
て
考
え
て
お
ら
れ
る
（
渡
辺
護
氏
「
有
間
皇
子

自
傷
歌
を
め
ぐ
っ
て
」
伊
藤
博
氏
・
稲
岡
耕
二
氏
編
『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第

二
集
一
二
二
頁
）。

（
八
）
久
世
本
で
は
「
白
波
の
は
ま
松
の
枝
の
さ
む
け
ぐ
さ
い
く
よ
ま
で
と
か
年

[

た]

の
へ
ぬ
ら
ん
」
で
あ
る
が
、
国
会
本
・
冷
泉
家
本
で
は
「
し
ら
な
み
の
は
ま

松
が
枝
の
た
む
け
ぐ
さ
い
く
よ
ま
で
に
か
年
の
へ
ぬ
ら
ん
」
で
あ
る
。

（
九
）
久
世
本
で
は
「
墓
」
で
あ
る
が
、
国
会
本
・
冷
泉
家
本
で
は
「
つ
か
」
で

あ
る
。

（
十
）
「
嘉
保
元
（
一
〇
九
四
）
年
八
月
十
九
日
前
関
白
師
実
歌
合
」
（
「
寛
治
八

年
八
月
十
九
日
高
陽
院
殿
七
番
和
歌
合
」
）
の
文
中
に
見
ら
れ
る
「
帥
大
納

言
」（
源
経
信
）
の
消
息
文
か
ら
の
記
事
を
次
に
挙
げ
る
（
『
平
安
朝
歌
合
大

成
増
補
新
訂
』
第
三
巻
一
五
〇
一
頁
）。
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殿
上
の
歌
合
に
侍
り
し
に
、
左
の
一
番
の
歌
に
、
「
春
日
山
岩
根
の
松

も
君
が
た
め
」
と
よ
み
上
げ
ら
れ
は
べ
り
し
に
、
二
条
殿
、
「
春
日
を

か
け
た
て
ま
つ
り
た
ら
む
歌
は
得
負
け
は
べ
ら
じ
。
」
と
の
た
ま
ひ
し

か
ば
、
宇
治
殿
も
「
さ
る
こ
と
。
」
と
御
気
色
は
べ
り
て
勝
ち
ぬ
。
さ

だ
め
ら
れ
侍
り
し
こ
と
の
お
ぼ
え
は
べ
り
し
か
ば
、
そ
の
由
を
申
し

て
持
と
の
み
判
じ
ま
う
し
し
を
、
そ
の
案
内
も
知
ら
ざ
る
人
は
、
あ

や
し
と
や
思
ひ
は
べ
り
け
む
。

（
十
一
）
久
世
本
で
は
「
よ

も
し
ら
ぬ
こ
と
を
い
ふ
な
り
」
で
あ
る
が
、
国
会

う
イ

本
・
冷
泉
家
本
で
は
「
よ
う
も
し
ら
ぬ
事
い
ふ
な
り
」
で
あ
る
。

（
十
二
）
久
世
本
で
は
「
墓
」
で
あ
る
が
、
国
会
本
・
冷
泉
家
本
で
は
「
つ
か
」

で
あ
る
。

（
十
三
）
中
西
進
氏
「
万
葉
の
発
想
」
森
脇
一
夫
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会

編
『
万
葉
の
発
想
』（
桜
楓
社

一
九
七
七
）
九
～
一
〇
頁
。

（
十
四
）
『
萬
葉
集
』
の
古
注
釈
書
で
、
有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
説
話
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
の
は
、
仙
覚
著
の
『
萬
葉
集
註
釈
』
、
由
阿
著
の
『
青
葉
丹
花

抄
』
、
一
条
兼
良
著
の
『
歌
林
良
材
集
』
、
宗
祇
著
の
『
萬
葉
抄
』（
『
宗
祇
抄
』
）
、

『
萬
葉
集
目
安
』
（
著
者
未
詳
）
、
下
河
辺
長
流
著
の
『
萬
葉
集
管
見
』
、
契

沖
著
の
『
萬
葉
代
匠
記
』、
等
で
あ
る
。

（
十
五
）
『
綺
語
抄
』
『
奥
義
抄
』
『
和
歌
童
蒙
抄
』
『
和
歌
色
葉
』
『
八
雲
御
抄
』

か
ら
の
引
用
は
、『
日
本
歌
学
大
系
』
に
拠
る
。

（
十
六
）
徳
川
黎
明
会
本
に
よ
れ
ば
「
ま
た
」
で
あ
る
の
で
、
「
た
ま
」
と
記
さ

れ
て
い
る
の
は
『
日
本
歌
学
大
系
』
の
誤
植
に
よ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

（
十
七
）『
奥
義
抄
』
に
お
け
る
目
録
番
号
と
見
ら
れ
る
。

（
十
八
）
大
東
急
記
念
文
庫
本
に
よ
る
と
「
い
ま
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
十
九
）『
拾
遺
抄
』『
拾
遺
集
』
の
歌
と
歌
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。

（
二
十
）
『
奥
義
抄
』
で
は
こ
の
歌
が
「
物
語
合
」
の
時
の
歌
だ
と
記
さ
れ
て
い

る
が
、
『
拾
遺
抄
』
所
収
の
歌
に
は
、「
な
ぞ
な
ぞ
も
の
が
た
り
し
侍
り
け
る

所
に
」
と
い
う
詞
書
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
「
物
語
合
」
は
、
左
右
に
分
か

れ
て
物
語
に
歌
を
添
え
て
出
し
合
い
、
そ
の
優
劣
を
競
う
と
い
う
歌
合
形
式

の
遊
び
で
あ
る
。
し
か
し
「
な
ぞ
な
ぞ
物
語
」
は
謎
合
の
事
で
、
こ
れ
は
左

右
に
分
か
れ
て
、
謎
々
に
対
し
て
答
え
合
う
と
い
う
形
式
な
の
で
、
「
物
語

合
」
と
は
異
な
る
遊
戯
で
あ
る
。

（
二
十
一
）
「
故
小
野
宮
右
衛
門
督
斉
敏
君
達
歌
合
」
（
「
天
元
四
年
四
月
二
十
六

日
故
右
衛
門
督
斉
敏
君
達
謎
合
」
）
の
一
番
左
右
歌
と
判
詞
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
（
『
平
安
朝
歌
合
大
成
増
補
新
訂
』
第
一
巻
六
〇
〇
頁
）。

左
は
、
青
柳
の
薄
様
一
重
ね
に
書
き
て
、
松
の
枝
に
付
け
て
、
か
く

な
む
あ
り
け
る
。

わ
が
こ
と
は
え
も
い
は
し
ろ
の
結
び
松
千
年
を
経
て
も
誰
か
解

く
べ
き

右
は
、
紫
の
薄
様
一
重
ね
に
書
き
て
、
楝
の
花
に
付
け
た
り
。

晩
稲
の
今
は
早
苗
と
生
ひ
た
ち
て
ま
く
て
ふ
種
も
あ
ら
じ
と
ぞ

思
ふ

か
く
て
、
得
解
か
ぬ
を
ば
、
お
の
が
方
方
に
解
か
せ
て
、
勝
負
を
定

む
る
に
、
人
の
心
い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
同
じ
や
う
な
り
け
れ
ば
、
い

と
よ
う
解
き
つ
つ
、
持
に
て
合
は
せ
合
は
せ
た
る
ほ
ど
に
、
あ
る
が

中
に
か
し
こ
く
も
あ
ら
ぬ
こ
と
に
思
ひ
侮
り
た
る
に
や
あ
り
け
む
、

得
確
か
に
解
き
や
ら
ず
、
右
方
に
数
一
つ
さ
さ
れ
て
、
負
け
ぬ
。

（
二
十
二
）
『
袖
中
抄
』
か
ら
の
引
用
は
『
歌
論
歌
学
集
成
』
第
五
巻
に
拠
る
。

（
二
十
三
）
本
稿
第
二
章
（
７
）
に
該
当
す
る
『
唯
独
自
見
抄
』
の
記
述
（
俊
頼

髄
脳
研
究
会
編
『
唯
独
自
見
抄
』
四
九
頁
）
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
適
宣
、

仮
名
に
漢
字
を
当
て
、
句
読
点
・
濁
点
を
私
に
付
し
た
）
。
猶
、
こ
の
『
袖
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中
抄
』
の
箇
所
が
『
唯
独
自
見
抄
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
事
を
ご
指
摘
く
だ

さ
っ
た
の
は
鈴
木
徳
男
氏
で
あ
る
。

右
の
哥
を
、
こ
の
ご
ろ
の
人
の
、
岩
代
の
哥
は
、
忌
あ
る
事
な
り
と
い

ひ
け
る
を
聞
き
て
、
彼
い
は
し
ろ
の
事
を
お
ろ
聞
き
て
、
よ
く
知
ら
ぬ

人
の
い
ふ
な
め
り
と
顕
実
の
さ
い
将
が
、
そ
の
哥
詠
み
た
る
資
仲
の
子

に
て
腹
立
た
れ
し
也
。
い
は
し
ろ
は
、
げ
に
死
人
の
塚
に
は
あ
ら
ず
と

も
、
か
の
皇
子
の
、
位
に
つ
き
給
べ
き
か
た
も
な
く
て
、
ま
ど
ひ
あ
り

き
け
れ
ば
、
い
と
め
で
た
し
と
も
聞
こ
え
ず
と
こ
そ
申
さ
ま
ほ
し
か
り

し
か
。

（
二
十
四
）
第
四
章
に
挙
げ
る
歌
と
歌
番
号
は
全
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。

（
二
十
五
）
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
「
六
百
番
歌
合
」
で
は
「
何
と
か
く
」
で

あ
る
。

（
二
十
六
）
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
「
六
百
番
歌
合
」
で
は
「
優
」
で
あ
る
。

（
二
十
七
）
『
金
葉
集
』
所
収
の
源
顕
国
の
歌
（
三
七
八
）
は
「
か
く
と
だ
に
ま

だ
い
は
し
ろ
の
む
す
び
松
む
す
ぼ
ほ
れ
た
る
わ
が
こ
こ
ろ
か
な
」
で
あ
る
。

［
付
記
］
末
筆
な
が
ら
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
御
助
言
・
御
教
示
を
賜
り
ま
し

た
相
愛
大
学
教
授
鈴
木
徳
男
氏
に
篤
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

（
カ
オ
ル

ヴ
ィ
ヤ
・
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
特
別
研
究
学
生
、

ハ
ワ
イ
大
学
マ
ノ
ア
校
日
本
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）


