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「
柳
の
ま
ゆ
ひ
ら
く
」
小
考

―
『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
侍
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て

―

張

陵

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
に
よ
っ
て
、
『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
漢
詩
文
の

様
々
な
影
響
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る

（
一
）

。
『
千
載
佳
句
』
『
新
撰
万

葉
集
』
と
言
っ
た
秀
句
集
・
詞
華
集
は
元
よ
り
、
『
白
氏
文
集
』
『
菅
家
文

草
』
な
ど
詩
文
集
、『
蒙
求
』
の
よ
う
な
初
学
書
、
乃
至
経
典
の
『
史
記
』

『
詩
経
』
『
孔
子
家
語
』
ま
で
、
文
章
道
に
生
き
た
文
人
官
吏
の
家
で
育

っ
た
道
綱
母
は
広
汎
に
漢
文
学
の
教
養
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
そ
の
知
識
は
和
歌
な
ど
仮
名
文
学
を
介
し
た
修
辞
的
、
引
用
的
な

も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
、
実
の
と
こ
ろ
作
者
あ
る
い
は
関
係
人
物
の
心
情

に
結
び
付
き
な
が
ら
、
時
に
和
文
表
現
を
新
た
な
高
度
に
引
き
上
げ
る
役

割
を
有
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る

（
二
）

。
し
か
し
、
た
か
が
家
庭
女
性

で
あ
る
た
め
か
、
道
綱
母
が
学
問
と
し
て
の
漢
詩
文
と
距
離
の
あ
る
存
在

と
さ
れ
が
ち
で
、
『
蜻
蛉
日
記
』
の
中
の
漢
詩
文
要
素
が
看
過
さ
れ
、
表

現
の
意
味
が
誤
解
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
は
ま
だ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
従
来
あ
ま
り
留
意
さ
れ
な
か
っ
た
、
『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
冒
頭

の
他
者
（
兼
家
側
の
侍
）
の
歌
に
み
ら
れ
る
一
つ
の
表
現
に
注
目
し
て
、

そ
の
解
釈
を
見
直
し
た
う
え
で
、
道
綱
母
が
日
記
に
該
当
歌
を
記
し
た
真

意
に
逼
っ
て
み
た
い
。

一
中
の
十
日
の
ほ
ど
に
、
こ
の
人
々
、
方
わ
き
て
小
弓
の
こ
と
せ
む

と
す
。
か
た
み
に
出
居
な
ど
ぞ
、
し
騒
ぐ
。
し
り
へ
の
方
の
か
ぎ
り
、

こ
こ
に
集
ま
り
て
な
ら
す
日
、
女
房
に
賭
物
乞
ひ
た
れ
ば
、
さ
る
べ

き
物
や
た
ち
ま
ち
に
お
ぼ
え
ざ
り
け
む
、
わ
び
ざ
れ
に
青
き
紙
を
柳

の
枝
に
結
び
つ
け
た
り
。

山
風
の
ま
へ
よ
り
吹
け
ば
こ
の
春
の
柳
の
糸
は
し
り
へ
に
ぞ
よ

る

返
し
、
口
々
し
た
れ
ど
、
忘
る
る
ほ
ど
お
し
は
か
ら
な
む
。
ひ
と
つ

は
か
く
ぞ
あ
る
。

か
ず
か
ず
に
君
か
た
よ
り
て
引
く
な
れ
ば
柳
の
ま
ゆ
も
い
ま
ぞ

ひ
ら
く
る

（
安
和
二
年
〈
九
六
九
〉
三
月
・
一
七
二
頁
）

ま
ず
こ
の
記
事
ま
で
の
内
容
を
追
っ
て
み
た
い
。
日
記
上
巻
で
夫
の
浮
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気
事
件
（
町
小
路
の
女
）
、
母
親
の
死
去
、
父
親
の
遠
方
赴
任
、
姉
と
の

別
離
等
を
記
し
た
道
綱
母
は
、
兼
家
と
の
関
係
に
お
い
て
疎
外
感
・
孤
独

感
を
深
め
て
い
た
。
一
方
、
兼
家
が
急
病
し
た
と
き
に
兼
家
邸
に
赴
い
て

看
病
し
た
り
、
初
瀬
詣
で
の
帰
路
に
兼
家
の
出
迎
え
を
受
け
た
り
す
る
な

ど
、
濃
密
な
夫
婦
の
時
間
も
過
ご
し
た
と
見
え
る
。
中
巻
冒
頭
は
暦
が
新

年
（
安
和
二
年
）
に
な
り
、
そ
の
寿
歌
に
道
綱
母
が
「
三
十
日
三
十
夜
は

わ
が
も
と
に
」
と
詠
ん
で
、
不
安
定
な
夫
婦
関
係
に
縋
っ
て
い
る
う
ち
に
、

下
衆
の
乱
闘
事
件
ま
で
起
こ
っ
て
、
不
本
意
な
転
居
を
さ
せ
ら
れ
る
。
一

方
で
三
月
三
日
の
節
句
に
、
道
綱
母
の
侍
女
が
歌
を
詠
ん
で
兼
家
の
従
者

を
招
い
て
さ
さ
や
か
な
酒
宴
を
開
く
。
三
月
の
中
旬
に
、
兼
家
の
従
者
達

は
小
弓
の
試
合
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
手
組
が
道
綱
母
邸
で
練
習

を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
賞
品
を
せ
が
ま
れ
た
道
綱
母
側
の
侍
女
達
は
即

座
に
思
い
つ
か
ず
、
苦
慮
し
た
末
柳
の
枝
に
「
柳
の
糸
は
」
の
歌
を
結
び

付
け
て
遣
っ
た
。
こ
の
贈
歌
に
「
百
歩
穿
柳
」
と
伝
え
ら
れ
る
養
由
基
伝

を
利
用
し
て
い
る
こ
と
は
諸
注
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
数
々

の
返
歌
の
中
か
ら
道
綱
母
が
摘
出
し
た
「
か
ず
か
ず
に
」
歌
の
波
線
部
「
柳

の
ま
ゆ
も
今
ぞ
ひ
ら
く
る
」
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か

っ
た

（
三
）

。

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
諸
注
は
「
柳
の
眉
開
く
」
が
漢
文
風
的
な
表
現
だ

と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
深
く
追
究
さ
れ
て
い

な
い
。
今
通
説
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
上
村
悦
子
氏
の
「
い
ろ
い
ろ
と
み

な
さ
ま
方
が
味
方
と
な
っ
て
引
き
立
て
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
そ
う
で
す
か

ら
、
柳
の
芽
が
開
く
よ
う
に
私
た
ち
の
愁
眉
も
や
っ
と
開
き
ま
し
た
。
」

と
す
る
説

（
四
）

で
あ
る
。
一
方
、
和
歌
の
伝
統
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る

斎
藤
菜
穂
子
氏
の
異
論
も
み
え
る
。
そ
れ
は
「
ま
ゆ
」
を
「
繭
」
と
解
し
、

「
く
る
」
を
そ
の
縁
語
の
「
繰
る
」
と
み
て
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
「
柳
の

眉
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
み
て
、
一
首
を
「
柳
の
繭
が
開
い
て
糸
が
繰

り
出
さ
れ
る
の
に
あ
わ
せ
て
、
女
性
の
眉
の
よ
う
な
「
柳
の
眉
」
の
葉
も

今
こ
そ
開
き
、
春
の
美
し
さ
を
鮮
や
か
に
」
描
出
し
た
と
、
重
心
を
自
然

風
景
に
置
く
見
解

（
五
）

で
あ
る
。

前
者
は
「
柳
の
ま
ゆ
」
を
直
ち
に
漢
語
「
柳
眉
」
と
結
び
つ
け
、
「
眉

開
く
」
と
い
う
表
現
を
「
愁
眉
が
開
く
」
と
漢
文
風
的
に
見
て
い
る
の
に

対
し
て
、
後
者
は
「
柳
の
繭
ひ
ら
く
」
と
み
て
い
る
。
従
来
の
説
に
お
い

て
は
、
「
柳
の
眉
開
く
」
が
漢
詩
文
風
で
あ
る
と
説
明
は
し
て
い
る
が
、

そ
の
由
来
を
考
証
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
斎
藤
氏
は
「
柳
の
ま
ゆ
」
と

い
う
表
現
を
詳
し
く
調
べ
て
、
そ
の
用
例
は
み
な
「
女
性
の
眉
」
を
示
す

も
の
で
あ
っ
て
、
従
者
が
自
ら
の
眉
を
「
柳
の
ま
ゆ
」
と
表
現
す
る
の
は

考
え
に
く
い
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
遊
仙
窟
』
の
例
と
『
田
氏
家

集
』
「
春
風
歌
」
、
『
万
葉
集
』
「
松
浦
川
に
遊
ぶ
序
」
を
挙
げ
て
、
「
柳
の

眉
開
く
」
の
表
現
は
日
本
漢
詩
文
に
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
ら
の
例
は
「
愁
眉
を
開
く
」
と
読
め
な
い
た
め
、
男
性
た
る
従
者
が

こ
の
表
現
を
使
っ
て
自
ら
の
心
情
を
「
柳
眉
開
く
」
を
も
っ
て
表
し
た
と

解
せ
な
い
と
い
う
。

侍
の
歌
は
自
然
風
景
を
詠
む
も
の
か
、
道
綱
母
の
侍
女
へ
の
辞
令
的
返

歌
か
、
そ
れ
と
も
自
ら
の
心
情
を
表
す
も
の
か
、
こ
の
歌
の
解
釈
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、
「
柳
の
ま
ゆ
ひ
ら
く
」
と
い
う
表
現
を
仮
名
文
学
と

漢
文
学
両
方
の
用
例
を
も
う
一
度
遡
っ
て
調
べ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
。ま

ず
、
仮
名
文
学
か
ら
前
例
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
『
蜻

蛉
日
記
』
以
前
の
仮
名
文
学
作
品
を
紐
解
い
て
も
、「
柳
の
ま
ゆ
ひ
ら
く
」

の
如
き
表
現
は
散
文
部
分
に
は
見
ら
れ
な
い
し
、
『
蜻
蛉
日
記
』
以
前
の

和
歌
に
も
類
例
は
見
出
さ
れ
な
い
。
時
代
が
下
る
『
枕
草
子
』
に
「
さ
か
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し
ら
に
柳
の
眉
の
ひ
ろ
ご
り
て
春
の
面
を
伏
す
る
宿
か
な
」
（
三
月
ば
か

り
物
忌
み
し
に
と
て
）（

六
）

の
歌
は
見
え
る
が
、
方
違
え
の
た
め
、
余
所
の

家
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
の
庭
に
植
え
て
あ
る
柳
の
葉
が
細
い
も
の
で

な
く
、
ぶ
ざ
ま
に
広
が
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
の
家
ま
で
が
無
風
流
だ

と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
例
は
『
蜻
蛉
日
記
』
よ
り
後
の
も
の
で
証
左
に

は
な
ら
な
い
が
、
漢
詩
文
の
機
知
を
随
所
に
表
す
清
少
納
言
の
独
特
な
表

現
と
み
て
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
「
ひ
ら
く
」
と
い
う
要
素
を
取
り
除
い
て
、
ま
ず
「
柳
の
ま
ゆ
」

の
み
を
検
証
し
て
み
る
。
「
柳
の
ま
ゆ
」
を
詠
ん
だ
歌
は
『
蜻
蛉
日
記
』

以
前
に
も
散
見
さ
れ
る

（
七
）

。

梅
の
花

折
り
も
て
み
れ
ば

わ
が
宿
の

柳
の
ま
ゆ
も

あ
は
れ

な
る
か
な

（
赤
人
集
・
一
四
九
）

青
柳
の

ま
ゆ
に
こ
も
れ
る

糸
な
れ
ば

春
の
く
る
に
や

色
ま

さ
る
ら
ん

（
貫
之
集
・
三
七
五
）

春
の
日
の

影
添
ふ
池
の

鏡
に
は

柳
の
ま
ゆ
ぞ

ま
づ
は
見
え

け
る

（
読
み
人
し
ら
ず
・
後
撰
和
歌
集
・
巻
三
・
九
四
）

こ
れ
ら
の
歌
は
い
ず
れ
も
春
の
風
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
「
柳
の

ま
ゆ
」
は
「
柳
の
若
芽
（
あ
る
い
は
葉
）
」
を
指
す
こ
と
は
明
確
で
あ
ろ

う
。
な
か
ん
ず
く
、
『
後
撰
和
歌
集
』
の
読
み
人
し
ら
ず
歌
は
、
池
の
水

と
柳
の
葉
を
鏡
と
眉
に
譬
え
、
春
の
風
景
に
美
女
が
鏡
に
臨
む
状
景
を
想

起
さ
せ
る
漢
詩
文
風
の
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
藤
原
師
氏
の
私
家
集
で
あ

る
『
海
人
手
古
良
集
』
に
「
わ
ぎ
も
こ
が
眉
に
似
た
れ
ば
青
柳
の
な
び
く

に
つ
け
て
ま
す
涙
か
な
」
の
よ
う
な
歌
も
あ
る
。
春
風
に
靡
く
柳
の
細
い

枝
葉
を
見
て
、
そ
れ
に
似
た
恋
人
の
美
し
い
眉
を
想
い
出
す
と
い
う
。

ほ
か
に
も
類
例
が
あ
る
が
、
歌
に
お
け
る
「
柳
の
ま
ゆ
」
は
、
柳
の
若

芽
・
葉
と
理
解
さ
れ
る
例
、
美
人
の
眉
と
理
解
さ
れ
る
例
の
ど
ち
ら
も
あ

る
。「
柳
の
ま
ゆ
」
は
「
柳
の
繭
」
と
も
読
む
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
「
眉
」

を
掛
け
、
漢
語
由
来
の
歌
語
と
し
て
早
く
定
着
し
た
こ
と
は
、
斎
藤
氏
の

指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
「
ひ
ら
く
」
と
い
う
要
素
の
付
け
加

え
ら
れ
た
「
柳
の
ま
ゆ
ひ
ら
く
」
の
よ
う
な
表
現
は
、
歌
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

二

次
は
漢
語
「
柳
眉
」
を
調
べ
て
み
る
。
漢
語
「
柳
眉
」
に
つ
い
て
、
中

国
の
辞
書
は
「
（
形
容
女
子
細
長
秀
美
的
眉
毛
）
女
性
の
細
く
て
美
し
い

眉
の
喩
え
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
日
本
の
辞
典
に
も
そ
の
意
味
が
一
般

的
で
あ
り
、
柳
の
葉
そ
の
も
の
と
説
明
す
る
の
は
少
な
い

（
八
）

。
そ
の
理

由
は
お
そ
ら
く
、
平
安
知
識
層
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
唐
代
の
詩
文
に

於
い
て
は
、
「
柳
眉
」
と
い
う
漢
語
は
美
女
の
細
い
眉
の
比
喩
と
し
て
の

用
法
が
圧
倒
的
に
多
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
平
安
貴
族
に
熟
知
さ
れ

た
「
長
恨
歌
」
に
お
い
て
、
楊
貴
妃
の
美
貌
は
「
芙
蓉
は
面
の
如
く
、
柳

は
眉
の
ご
と
し
」
と
描
写
さ
れ
、
ま
た
、「
燕
脂
漠
々
と
し
て
桃
花
浅
く
、

青
黛
微
々
と
し
て
柳
葉
新
た
な
り
」
（
白
居
易
・
任
氏
行
）
の
句
は
『
千

載
佳
句
』
（
四
四
二
）
に
も
採
ら
れ
、
広
く
知
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
の
「
柳
眉
」
は
専
ら
美
女
の
喩
え
で
あ
る
こ
と
は

わ
か
る
が
、
ど
ん
な
女
性
に
「
柳
眉
」
が
使
わ
れ
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

白
詩
に
見
え
る
「
柳
眉
」
は
男
性
と
悲
恋
を
す
る
貴
婦
や
妖
婦
の
眉
を
指

す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
唐
か
ら
五
代
ま
で
、
「
柳
眉
」
が
女
性
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の
媚
態
を
描
く
詩
に
多
く
見
出
さ
れ
、
な
か
ん
ず
く
妓
女
に
用
い
ら
れ
る

傾
向
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

栁
眉
空
吐
含
顰
葉

柳
眉
空
し
く
顰
を
含
む
葉
を
吐
き

む
な

榆
莢
還
飛
買
笑
錢

榆
莢

還
笑
を
買
ふ
銭
を
飛
ば
す

ゆ

き
ょ
う
ま
た（

唐
・
李
商
隠
・
和
人
題
真
娘
墓
）

真
娘
と
い
う
唐
の
名
妓
の
墓
に
、
風
流
を
愛
で
る
詩
人
よ
り
追
憶
の
詩

が
沢
山
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
中
の
一
首
に
は
、
墓
の
辺
り
に
、
今
は
た
だ

柳
の
葉
が
芽
生
え
、
あ
の
美
人
の
顰
め
た
眉
に
似
て
い
て
、
楡
の
木
は
実

を
飛
ば
し
て
、そ
の
実
は
彼
女
を
微
笑
ま
せ
る
銭
の
形
に
見
え
る
と
言
う
。

栁
眉
梅
額
倩
時
新

柳
眉
梅
額
の
倩
し
さ
時
に
新
た
な
り

う
る
わ

笑
脫
袈
裟
得
舊
身

笑
み
て
袈
裟
を
脱
げ
ば
舊
の
身
を
得

も
と

（
唐
・
呉
融
・
還
俗
尼
）

こ
の
詩
は
、
元
は
歌
妓
で
あ
っ
た
尼
の
「
柳
眉
」
と
「
梅
額
」
を
番
え
、

俗
に
還
っ
た
時
も
な
お
艶
麗
で
あ
る
容
姿
を
描
写
し
て
い
る
。

彎
彎
栁
葉
愁
邊
戯

彎
彎
た
る
柳
葉
は
愁
ふ
る
辺
に
戯
れ

湛
湛
菱
花
照
處
頻

湛
湛
た
る
菱
花
は
照
る
處
に
頻
む

嫵
媚
不
煩
螺
子
黛

嫵
媚
は
螺
子
の
黛
を
煩
は
さ
ず
し
て

春
山
畫
出
自
精
神

春
山
畫
き
出
づ
れ
ば
自
ず
と
精
神
な
り

（
唐
・
趙
鶯
鶯
・
柳
眉
）

こ
の
「
柳
眉
」
と
題
す
る
詩
は
、
唐
の
随
一
の
花
町
「
平
康
」
で
名
声

を
博
し
た
女
性
の
作
で
あ
る
。
女
性
自
ら
の
視
線
を
以
て
、
己
の
眉
の
美

し
さ
を
柳
の
葉
に
見
立
て
、
顔
の
清
ら
か
さ
を
花
に
譬
え
、
さ
ら
に
己
の

愁
容
を
帯
び
る
美
貌
を
描
出
し
て
い
る

綺
薦
銀
屏
空
積
塵

綺
薦
銀
屏
空
し
く
塵
を
積
み

き

せ

ん
ぎ
ん
へ
い

栁
眉
桃
臉
暗
銷
春

柳
眉
桃
瞼
暗
に
春
を
銷
す

ひ
そ
か

つ
ひ
や

（
唐
・
張
安
石
・
玉
女
詞
）

右
の
「
玉
女
詞
」
に
も
花
の
顔
と
柳
の
眉
と
の
番
い
が
美
女
の
顔
に
見

え
る
。
ま
た
、
「
初
夜
嬌
を
含
み
て
洞
房
に
入
り
、
残
粧
を
理
へ
て
柳
眉

と
と
の

長
し
」
（
唐
末
・
毛
文
錫
・
江
城
子
）
「
露
、
幽
庭
に
滴
り
て
落
葉
の
時
、

愁
ひ
、
蕭
娘
の
柳
眉
に
聚
る
」（
五
代
・
李
珣
・
望
遠
行
）
「
柳
眉
桃
瞼
春

に
勝
へ
ず
」
（
五
代
・
王
衍
・
甘
州
曲
）
な
ど
の
類
例
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
、
殊
に
妓
女
に
用
い
ら
れ
る
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
国

詩
に
は
、
「
桃
顔
」
「
梅
額
」
「
柳
眉
」
と
い
っ
た
表
現
で
も
っ
て
女
性
の

容
貌
を
自
然
風
物
に
見
立
て
、
そ
の
妖
艶
甘
美
な
美
し
さ
を
強
調
す
る
傾

向
が
読
み
取
れ
る
。

一
方
、
日
本
で
も
、
「
柳
眉
」
は
男
性
知
識
人
に
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
る

が
、
日
本
漢
詩
文
に
は
、
ま
ず
前
掲
し
た
和
歌
と
同
様
に
、
眉
の
よ
う
な

細
い
柳
の
葉
を
春
の
風
景
と
し
て
描
写
す
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。

日
華
臨
水
動

日
華
水
に
臨
み
て
動
き

風
景
麗
春
墀

風
景
春
の
墀
に
麗
し

庭
梅
已
含
笑

庭
梅
已
に
笑
を
含
め
ど
も

門
柳
未
成
眉

門
柳
未
だ
眉
を
成
さ
ず

（
大
津
連
首
・
春
日
於
左
僕
射
長
王
宅
宴
・
懐
風
藻
・
八
十
四
）

こ
れ
ら
池
の
水
、
梅
、
柳
の
道
具
立
て
は
、
春
を
詠
む
和
歌
と
も
趣
が

通
じ
る
。
ま
た
、
淳
和
天
皇
詩
の
「
莓
苔
踏
破
す
年
を
經
し
髪
、
楊
柳
未

だ
懸
け
ず
月
を
伸
ぶ
る
眉
」
（
「
春
日
嵯
峨
山
院
。
探
得
遲
字
。
一
首
。
御

製
」
文
華
秀
麗
集
・
巻
上
・
二
）
に
は
、
柳
の
葉
を
「
月
を
延
べ
ひ
ろ
げ

た
よ
う
な
美
人
の
眉
」
と
見
立
て
る
こ
と
も
あ
る
。
大
江
匡
衡
の
詩
に
「
梅

口
、
淮
前
に
宿
雪
を
開
き
、
柳
眉
、
仍
舊
門
の
塵
を
継
ぐ
」
（
「
三
月
三
日

な

お

し

同
賦
花
貌
年
年
同
応
製
詩
一
首
」
江
吏
部
集
・
巻
三
・
一
〇
七
）
が
あ
り
、

雪
の
中
で
咲
く
梅
の
花
と
門
前
で
綿
毛
を
飛
ば
し
て
い
る
柳
を
組
み
合
わ

せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詩
か
ら
、
中
国
詩
人
が
女
性
の
美
を
写
し
出
そ
う
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と
採
っ
た
比
喩
用
法
と
違
っ
て
、
日
本
の
詩
人
・
歌
人
の
視
線
は
よ
り
自

然
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の

「
柳
眉
」
の
項
目
が
最
初
に
「
柳
の
葉
、
特
に
萌
え
出
た
ば
か
り
の
新
葉

を
眉
に
見
立
て
た
語
」
と
説
明
し
て
い
る
の
も
、
以
上
の
中
国
詩
と
日
本

漢
詩
の
傾
向
の
違
い
を
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

日
本
漢
詩
文
に
お
け
る
「
柳
眉
」
は
自
然
風
景
を
描
写
す
る
用
例
が
少

な
く
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
「
柳
眉
」
と
美
人
と
は
全
く
結
び
付
か

な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
。
唐
詩
の
そ
れ
と
は
や
や
趣
向
が
異

な
る
が
、
調
査
に
よ
っ
て
日
本
漢
詩
文
で
は
容
貌
の
喩
え
で
あ
る
「
柳
眉
」

が
、
夫
を
待
つ
女
性
の
愁
容
を
描
く
、
い
わ
ゆ
る
閨
怨
詩
に
集
中
し
て
見

え
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

合
歓
寂
院
寧
蠲
忿

合
歡
の
寂
院
寧
ぞ
忿
を
蠲
か
む
や

い
か
り

の
ぞ

萱
草
閑
堂
反
召
悲

萱
草
の
閑
堂
も
反
り
て
悲
を
召
く

可
妬
桃
花
徒
映
靨

妬
き
か
な
桃
の
花
徒
ら
に
靨
に
映
ゆ
る
こ
と

え
く
ぼ

生
憎
柳
葉
尚
舒
眉

生
憎
し
柳
の
葉
尚
し
眉
を
舒
く
こ
と

ひ
ら

（
菅
原
清
公
・
奉
和
春
閨
怨
・
文
華
秀
麗
集
・
五
十
一
）

桃
の
花
が
や
た
ら
に
綻
ぶ
こ
と
は
、
悲
し
い
我
が
身
に
と
っ
て
妬
ま
し

い
、
柳
が
伸
び
伸
び
と
葉
を
生
や
し
て
い
る
こ
と
は
愁
眉
を
顰
め
る
自
分

に
と
っ
て
実
に
憎
い
と
言
う
。
春
の
明
朗
な
風
景
は
、
却
っ
て
悲
し
み
に

沈
む
女
性
の
暗
い
心
情
を
一
層
際
立
せ
る
。

君
不
見
妾
離
別

君
見
ず
や
妾
が
離
別
を

昼
夜
吁
嗟
涕
如
雪

昼
夜
吁
嗟
き
て
涕
雪
の
如
し

な

げ

な
み
だ

雙
蛾
眉
上
柳
葉
嚬

雙
蛾
の
眉
の
上
柳
葉
嚬
み

ひ
そ

千
金
咲
中
桃
花
歇

千
金
の
咲
の
中
桃
花
歇
む

や

（
巨
勢
識
人
・
奉
和
春
閨
怨
・
文
華
秀
麗
集
・
五
十
三
）

同
じ
題
目
で
詠
ま
れ
た
巨
勢
識
人
の
作
も
前
出
菅
原
清
公
の
詩
同
様
、

夫
が
戦
場
に
向
か
わ
さ
れ
た
た
め
、
恩
愛
を
俄
か
に
失
っ
た
女
の
悲
し
み

を
描
く
も
の
で
あ
る
。
夫
と
の
生
き
別
れ
を
夜
も
昼
も
嘆
い
て
、
涙
が
雪

の
如
く
降
り
か
か
る
。
番
い
の
蛾
の
よ
う
な
、
柳
の
葉
の
よ
う
な
美
し
い

眉
を
顰
め
、
千
金
に
値
す
る
笑
み
も
止
ん
で
し
ま
っ
た
と
言
う
。
類
似
の

詩
は
ま
た
、
巨
勢
識
人
が
嵯
峨
天
皇
御
製
の
「
折
楊
柳
」
に
和
し
た
一
首

に
、
「
楊
柳
東
風
の
序
、
千
条
揺
颺
の
時
。
辺
山
の
花
雪
に
映
り
、
虚
牖

つ
い
で

き
ょ
ゆ
う

の
葉
眉
を
嚬
む
。
楼
上
春
簫
怨
み
、
城
頭
暁
角
悲
し
。
君
行
き
て
音
信
断

え
ぬ
、
攀
折
し
て
誰
に
か
寄
せ
む
と
す
る
」
が
あ
る
。

は
ん
せ
つ

同
時
に
留
意
し
た
い
の
は
、
以
上
の
春
閨
怨
詩
群
に
見
え
る
「
柳
眉
」

に
は
、
「
顰
む
」
が
付
く
こ
と
で
あ
る
。
唐
代
駱
賓
王
の
「
王
昭
君
」
詩

の
「
愁
の
眉
、
柳
の
葉
顰
む
」
は
そ
の
源
泉
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
か
。
平

安
貴
族
は
自
ら
の
好
尚
に
随
い
、
「
柳
眉
」
に
閨
怨
の
悲
し
み
を
重
ね
た

結
果
、
こ
の
表
現
が
「
愁
眉
」
と
同
様
な
意
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
。

さ
ら
に
、
前
掲
の
菅
原
清
公
詩
に
「
生
憎
し
柳
の
葉
尚
し
眉
を
舒
く
こ

と
」
と
あ
り
、
「
顰
む
」
の
反
対
語
と
し
て
「
舒
く
」
が
用
い
ら
れ
て
い

ひ
ら

る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
こ
の
詩
は
、「
（
春
が
来
て
）
柳
の
葉
が
舒
く
」

こ
と
と
対
照
的
に
、
（
夫
を
待
つ
女
性
自
身
の
）
「
愁
眉
が
開
か
な
い
」
こ

と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
「
柳
の
ま
ゆ
」
に
女
性
の
「
愁
眉
」
の

意
が
読
み
取
れ
る
し
、
「
柳
の
眉
舒
く
」
は
自
然
物
の
柳
を
介
し
な
が
ら

人
物
の
心
情
に
結
び
付
い
て
い
る
。

一
方
で
、
「
柳
」
の
要
素
を
取
り
除
け
ば
、
漢
語
「
眉
開
」
も
日
本
の

漢
詩
文
に
少
な
く
な
い
。
殊
に
菅
原
道
真
の
詩
文
に
は
多
く
見
ら
れ
る

（
九
）

。

例
え
ば
、
「
白
首

空
し
く
帰
ら
む
恨
み
を
遺
さ
ず
、
請
ふ
見
よ

愁
眉

の
一
旦
に
開
く
こ
と
を
」
（
賀
和
平
・
巻
二
・
一
三
〇
・
二
一
二
頁
）
は

進
士
の
及
第
を
祝
し
て
、
長
年
落
第
し
て
憂
き
目
を
重
ね
た
が
、
つ
い
に
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宿
望
を
達
し
て
恨
み
を
晴
ら
す
こ
と
を
い
う
。
「
愁
へ
て
戚
む
、
去
年
手

い
た

を
分
ち
て
出
で
に
し
こ
と
を
、
笑
ひ
て
容
す
、
今
日
両
つ
の
眉
開
く
る
こ

ゆ
る

と
を
」（
旅
亭
歳
日
、
招
客
同
飲
・
巻
三
・
二
百
十
四
・
二
六
七
頁
）
は
、

道
真
が
讃
岐
守
赴
任
の
た
め
京
を
離
れ
、そ
れ
以
来
愁
え
に
顰
め
た
眉
を
、

今
日
だ
け
明
る
く
開
い
て
笑
う
こ
と
を
い
う
。
「
歸
ら
む
鴻
の

若
し
家

の
門
に
當
り
て
過
ぎ
な
ば
、爲
に
報
げ
よ

春
の
眉
の
結
れ
て
開
け
ず
と
」

（
春
詞
二
首
・
三
三
二
頁
）
も
、
都
を
離
れ
た
詩
人
の
眉
は
春
に
な
っ
て

も
開
け
な
い
で
、
憂
愁
に
結
ぼ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
「
先
づ

三
分
を
飮
み
て
手
の
熱
き
に
驚
く
、
更
に
一
酌
を
添
へ
て
眉
の
開
く
る
こ

と
を
覺
る
」
（
水
邊
試
飲
・
三
四
四
頁
）
は
、
寒
い
秋
で
は
あ
る
が
酒
が

進
む
に
連
れ
て
、
体
が
温
ま
る
だ
け
で
な
く
気
持
ち
も
朗
ら
か
に
な
る
こ

と
を
い
う
。
ま
た
、
『
本
朝
文
粋
』
に
は
「
今
春
の
詔
勅
哀
楽
多
く
、
半

ば
眉
開
き
盡
く
し
て
半
ば
叩
頭
す
」
（
忠
信
落
書
・
巻
十
二
・
奉
行
文
）

の
よ
う
に
、
任
官
の
喜
び
を
露
に
す
る
詩
句
が
見
ら
れ
る
。

以
上
見
て
き
た
日
本
漢
詩
文
の
例
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
漢
語
の
「
柳
眉
」

に
閨
怨
の
「
愁
眉
」
の
意
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
「
眉

開
」
に
「
心
が
晴
れ
や
か
に
な
っ
て
ほ
っ
と
す
る
」
の
意
味
も
男
性
詩
人

の
詩
に
見
て
取
れ
る
。「
柳
眉
」
と
「
眉
開
」
を
組
み
合
せ
た
「
柳
眉
開
」

は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
変
化
の
流
れ
に
お
い
て
は
、
「
愁
え
に
結
ぼ
れ

た
眉
が
開
く
よ
う
に
、
哀
愁
や
危
惧
が
去
っ
て
安
心
し
、
晴
れ
晴
れ
と
し

た
気
持
ち
に
な
る
」
と
読
め
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

三

で
は
、
「
柳
眉
開
」
の
用
例
を
検
証
し
て
み
る
。

年
柳
変
池
台

年
柳
池
台
を
変
へ

隋
堤
曲
直
廻

隋
堤
曲
直
に
廻
る

逐
浪
分
陰
去

浪
を
逐
ひ
陰
を
分
け
て
去
り

迎
風
帯
影
来

風
を
迎
へ
影
を
帯
び
て
来
る

疎
黄
一
鳥
弄

疎
黄

一
つ
の
鳥
弄
び

半
翠
幾
眉
開

半
翠

幾
つ
の
眉
開
く

縈
雪
臨
春
岸

縈
雪
春
岸
に
臨
み

参
差
間
早
梅

参
差
早
梅
間
る

し

ん

し

ま
じ
わ

（
唐
太
宗
・
春
池
柳
）

ま
ず
、
右
の
詩
以
外
に
、
「
柳
眉
開
」
に
似
た
表
現
は
中
国
の
詩
文
に

ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
な
い
。
詩
題
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
春
の

池
辺
の
柳
を
詠
む
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
疎
ら
で
あ
る
黄
色
い
枝
の
上
に
、

一
羽
の
鳥
が
戯
れ
て
い
る
。
浅
い
緑
色
の
柳
葉
が
、
美
人
の
眉
の
よ
う
な

芽
が
所
々
生
え
て
い
る
。
岸
に
植
え
て
あ
る
梅
の
花
が
早
く
も
綻
び
、
そ

の
花
び
ら
の
上
に
は
残
雪
が
煌
め
い
て
い
る
。
唐
朝
の
第
二
代
皇
帝
李
世

民
の
こ
の
「
春
池
柳
」
詩
に
あ
る
「
幾
眉
開
」
は
柳
の
芽
吹
く
様
子
を
描

出
し
て
い
る
。
こ
の
詩
に
あ
る
「
眉
開
く
」
柳
は
単
純
な
自
然
風
物
で
あ

り
、
美
女
の
形
容
で
も
人
物
の
心
情
と
も
結
び
付
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
、
前
掲
斎
藤
氏
の
論
文
に
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
日
本
漢

詩
文
に
つ
い
て
は
『
万
葉
集
』
の
例
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。

余
以
暫
に
松
浦
の
縣
に
往
き
て
逍
遥
し
、
聊
か
に
玉
島
の
潭
に
臨
み

た
ま
さ
か

て
遊
覽
す
る
に
、
忽
ち
に
魚
を
釣
る
娘
子
ら
に
値
ひ
ぬ
。
花
容
雙
び

お
と
め
こ

無
く
、
光
儀
匹
ひ
無
し
。
柳
葉
を
眉
の
中
に
開
き
、
桃
花
を
頬
の
上

た
ぐ

に
發
く
。
意
気
は
雲
を
凌
ぎ
、
風
流
は
世
に
絶
れ
た
り
。

ひ
ら

（
松
浦
川
に
遊
ぶ
序
・
万
葉
集
・
巻
五
）

玉
島
遊
覧
を
下
地
に
お
い
た
虚
構
の
歌
群
に
先
立
つ
こ
の
序
は
、
大
伴

旅
人
の
作
と
さ
れ
、
『
遊
仙
窟
』
や
『
文
選
』
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
こ
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と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
神
女
と
の
邂
逅
を
描
い
た
中
国
の
詩
文
を
踏
ま

え
て
、
玉
島
で
出
会
っ
た
娘
子
達
の
麗
し
い
顔
立
ち
を
漢
詩
文
風
に
描
出

し
て
い
る
が
、
傍
線
部
の
「
柳
葉
を
眉
の
中
に
開
き
、
桃
花
を
頬
の
上
に
發ひ

ら

く
」
が
原
典
の
『
遊
仙
窟
』
の
「
眉
上
ニ
ハ
冬
天
ニ
柳
ヲ
出
シ
、
頬
中
ニ

い
だ

ハ
旱
地
ニ
蓮
ヲ
生
ズ
」
に
相
似
た
対
句
で
あ
る
こ
と
が
注
意
を
引
く

（
十
）

。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
同
じ
『
遊
仙
窟
』
の
「
翠
柳
開
眉
色
、
紅
桃
乱
臉
新

（
翠
の
柳
は
眉
の
色
を
開
き
、
紅
の
桃
は
臉
の
新
た
な
る
を
乱
る
）
」
と

も
酷
似
す
る

（
十
一
）

。
『
遊
仙
窟
』
の
「
眉
上
冬
天
出
柳
」
「
翠
柳
開
眉
色
」

が
崔
十
娘
の
可
憐
な
美
貌
を
表
す
も
の
で
あ
る
の
と
同
様
、傍
線
部
の
「
柳

葉
を
眉
の
中
に
開
き
」
も
釣
を
す
る
娘
子
達
の
美
貌
の
喩
え
で
あ
る
。

次
に
、
菅
原
道
真
の
師
で
あ
り
、
「
当
代
の
詩
匠
」
と
称
え
ら
れ
た
島

田
忠
臣
の
「
春
風
歌
」
に
あ
る
「
柳
眉
開
」
の
例
を
み
た
い
。
全
詩
を
左

に
示
す
。

風
為
號
令
聞
先
訓

風
は
號
令
た
れ
ば

先
訓
と
聞
か
む

八
節
周
旋
皇
政
媒

八
節
周
旋
す

皇
政
の
媒

な
か
だ
ち

加
物
無
偏
又
無
党

物
に
加
ふ
る
に

偏
り
無
く
し
て
又
た
党
無

と
も
が
ら

く

施
人
如
去
却
如
来

人
に
施
す
に

去
る
が
ご
と
く
し
て
却
り
て

来
る
が
ご
と
し

揺
揚
逐
日
従
箕
宿

揺
揚
日
を
逐
ひ
て
は

箕
宿
に
従
ひ

養
長
随
時
應
震
雷

養
長
時
に
随
ひ
て
は

震
雷
に
應
ふ

就
裏
三
方
非
有
意

就

裏

三
方

意
有
る
に
非
ず

な
か
に
つ
き
て

只
須
珍
重
自
東
廻

只
だ
須
ら
く
東
の
か
た
よ
り
廻
る
を
珍
重
す

べ
し

氷
池
貫
玉
宛
緑
酒

氷
池
玉
を
貫
き
て

緑
酒
を
宛
へ

た
く
は

肆
□
吹
爐
擬
暖
灰

肆
□
爐
を
吹
き
て

暖
灰
を
擬
ふ

お
も

解
却
畜
懐
梅
脣
緩

畜
懐
を
解
却
す
れ
ば

梅
脣
緩
み

消
除
遺
恨
柳
眉
開

遺
恨
を
消
除
す
れ
ば

柳
眉
開
く

絲
桐
繚
繞
飛
歌
榭

絲
桐
繚
繞
と
し
て
歌
榭
を
飛
び

羅
袖
飄
颻
拂
舞
臺

羅
袖
飄
颻
と
し
て
舞
台
を
拂
ふ

臣
過
六
旬
陪
五
代

臣
六
旬
を
過
ぐ
し
て

五
代
に
陪
へ
し
も

春
風
殊
合
煦
寒
栽

春
風
殊
に
合
す

寒
を
煦
む
る
の
栽
と

あ
た
た

に
は

（
春
風
歌
・
田
氏
家
集
・
一
四
五
）

王
政
の
喩
え
で
あ
る
春
風
の
働
き
を
讃
え
る
「
春
風
歌
」
は
、
春
の
宴

に
お
け
る
君
臣
和
楽
の
場
に
相
応
し
い
作
で
あ
る
。
中
に
は
、
「
解
却
畜

懐
」
の
一
句
は
本
文
の
疑
問
が
存
す
る
と
こ
ろ
で

（
十
二
）

、
中
村
璋
八
・
島

田
伸
一
郎
注
『
田
氏
家
集
全
釋
』
は
「
解
却
畜
懐
梅
脣
緩
」
と
し
て
、「
唇

の
よ
う
な
紅
梅
も
緩
み
」
と
解
釈
し
、
「
柳
眉
開
」
を
「
美
し
い
眉
の
よ

う
な
柳
も
葉
を
広
げ
る
」
と
専
ら
自
然
風
景
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
小

島
憲
之
監
修
『
田
氏
家
集
注
』
は
「
梅
皃
笑
」
と
し
て
、
一
句
を
女
性
の

華
や
い
だ
様
子
を
想
像
さ
せ
る
表
現
と
説
明
し
た
上
で
、
対
の
表
現
を
な

す
「
消
除
遺
恨
柳
眉
開
」
を
「
残
る
恨
み
を
消
し
去
っ
て
、
眉
の
よ
う
な

柳
も
開
き
ま
す
」
と
自
然
風
景
に
結
び
付
い
た
心
情
表
現
と
し
て
解
釈
す

る
。
こ
の
よ
う
な
分
岐
が
あ
る
こ
と
は
、
「
柳
眉
開
」
に
対
す
る
理
解
の

違
い
を
表
し
て
い
て
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
侍
の
歌
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

斎
藤
氏
は
、
「
春
風
歌
」
詩
の
「
柳
眉
開
」
に
前
例
が
な
い
た
め
、
「
「
愁

眉
を
開
く
」
意
と
は
言
い
え
な
い
」
こ
と
か
ら
、
侍
の
歌
も
心
情
表
現
の

歌
と
読
め
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
人
物
の
心
情
と
の
結
び
付
き
に
つ
い
て
は
、
前
例
が
な
い
と

い
う
理
由
で
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、「
梅
脣
緩
」「
梅

皃
笑
」
が
歌
姫
・
舞
妓
の
様
子
の
見
立
て
で
あ
る
こ
と
は
後
句
の
「
絲
桐

繚
繞
と
し
て
歌
榭
を
飛
び
、
羅
袖
飄
颻
と
し
て
舞
台
を
拂
ふ
」
か
ら
想
像
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で
き
る
し
、
「
柳
眉
」
も
歌
姫
・
舞
妓
の
麗
し
い
眉
の
様
子
と
容
易
に
結

び
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
解
却
畜
懐
」

と
「
消
除
遺
恨
」
は
ど
れ
も
心
情
を
表
す
語
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
導
き
出

さ
れ
る
「
梅
」
と
「
柳
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、
単
純
に
春
の
自
然
風
物
、

も
し
く
は
背
景
に
ぼ
ん
や
り
映
し
出
さ
れ
る
美
女
の
容
貌
と
み
る
の
は
十

分
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
「
解
却
・
消
除
」
か
ら
、
詩
人
の
ど

の
よ
う
な
心
情
が
読
み
取
れ
る
か
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
解
却
」
と
い
う
語
は
同
じ
『
田
氏
家
集
』
の
「
聴
読
経
」
（
巻
上
・

十
四
）
に
も
見
ら
れ
る
。

金
磬
敲
来
香
火
薫

金
磬
敲
来

香
火
薫
り

白
毫
和
尚
読
経
文

白
毫
の
和
尚

経
文
を
読
む

初
知
解
却
前
途
障

初
め
て
知
る

前
途
の
障
を
解
却
せ
む
と
す

る
も

半
偈
従
来
難
得
聞

半
偈
の
従
来
聞
く
こ
と
得
難
き
を

右
詩
の
「
解
却
」
は
「
煩
悩
か
ら
離
脱
す
る
」
（
中
村
璋
八
注
）
意
、

あ
る
い
は
「
業
障
が
消
え
て
い
く
」
（
小
島
監
修
・
三
木
雅
博
注
）
意
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
詩
人
の
煩
悩
と
は
何
だ
っ
た
か
。
隠
逸
脱
俗
志
向
の

あ
る
島
田
忠
臣
は
、
一
般
的
に
「
貧
居
と
閑
職
に
安
ん
ず
る
風
格
あ
る
文

人
像
」
と
評
さ
れ
る

（
十
三
）

が
、
し
か
し
、
そ
の
詩
文
か
ら
は
、
自
ら
の
才

能
が
仕
途
に
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
託
つ
一
面
も
窺
え
る
。

例
え
ば
「
官
銜
分
に
随
ひ
て
閑
曹
に
忝
な
く
す
」
（
「
身
無
繋
累
」
巻
中
・

八
〇
）
に
は
、
太
宰
少
弐
か
ら
帰
京
し
て
、
兵
部
少
輔
に
な
る
ま
で
散
位

で
あ
っ
た
こ
と
を
「
忝
い
」
と
言
い
な
が
ら
も
「
閑
曹
」
（
重
要
で
な
い

職
）
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
言
葉
で
表
し
て
い
る
。
ま
た
「
若
し
賢
を
求

む
る
明
聖
が
日
に
遭
は
ま
し
か
ば
、
廟
堂
に
充
満
し
て
竹
林
空
し
か
ら
ま

し
」
（
巻
下
・
二
〇
八
）
に
は
、
竹
林
七
賢
に
な
ぞ
ら
え
て
、
人
材
を
渇

求
す
る
聖
明
な
君
主
に
遭
え
た
ら
と
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
欝
陶
し
さ
が
解
け
る
の
は
天
子
の
恩
沢
・
知
遇
を
得
る
こ
と

に
よ
る
の
み
と
明
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
「
解
却
」
に
似
た
「
解
散
」

を
使
っ
て
い
る
。

煩
襟
解
散
滋
恩
沢

煩
襟
の
解
散
せ
る
は
恩
沢
に
憑
る

不
敢
崎
嶇
趁
逐
名

敢
へ
て
崎
嶇
と
し
て
名
を
趁
逐
せ
ず

(

「
池
榭
消
暑
」
巻
下
・
一
五
二)

実
際
、
忠
臣
と
同
時
期
の
紀
伝
道
出
身
者
の
官
歴
を
調
べ
た
滝
川
幸
司

氏
は
、
極
官
か
ら
見
れ
ば
、
「
同
じ
く
紀
伝
道
出
身
の
忠
臣
に
も
、
さ
ら

な
る
出
世
の
可
能
性
が
あ
る
」
と
述
べ
、
忠
臣
の
官
途
が
平
凡
で
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘

（
十
四
）

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
年
齢
や
出
自
か
ら
見
て
最
も
近

い
層
に
あ
る
人
物
大
蔵
善
行
と
比
べ
て
、
忠
臣
が
少
外
記
に
任
ぜ
ら
れ
る

ま
で
の
五
年
に
わ
た
る
長
い
散
位
期
間
は
、
「
忠
臣
は
、
善
行
ら
と
比
較

す
る
と
、
儒
者
、
実
務
官
僚
と
し
て
の
能
力
の
点
で
、
劣
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
」
と
そ
の
理
由
を
求
め
て
い
る
。

「
春
風
歌
」
に
戻
っ
て
み
る
が
、
こ
の
詩
は
忠
臣
晩
年
の
作
で
あ
る
。

そ
の
前
年
の
仁
和
五
年
（
八
八
九
年
）
に
老
年
の
島
田
忠
臣
が
地
方
官
歴

任
と
数
度
の
散
位
を
経
て
、
よ
う
や
く
京
官
の
典
薬
頭
を
拝
し
た
。
忠
臣

の
官
歴
と
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
詩
作
を
結
合
し
て
考
え
れ
ば
、
「
解
却
畜

懐
梅
皃
笑
、
消
除
遺
恨
柳
眉
開
」
は
詩
人
の
心
情
と
切
り
離
し
て
解
釈
す

る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

歌
姫
・
舞
妓
の
美
貌
を
背
景
と
し
て
溶
け
込
ま
せ
、
春
の
自
然
風
景
を

前
面
に
描
き
出
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
渾
然
一
体
に
な
っ
た
の
は
、
老
齢
の

島
田
忠
臣
が
「
六
旬
」
を
過
ぎ
て
「
五
代
」
の
君
主
の
内
宴
に
侍
し
た
こ

と
を
誇
ら
し
げ
に
思
い
、
恰
も
寒
さ
を
吹
き
払
う
春
風
に
吹
か
れ
て
い
る

よ
う
な
、
晴
れ
晴
れ
と
し
た
気
持
ち
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
王
政
の
象
徴
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と
し
て
の
春
風
に
吹
か
れ
、
君
主
の
恩
沢
を
浴
び
て
い
る
臣
下
と
し
て
の

自
ら
の
心
情
を
、
「
梅
脣
緩
・
柳
眉
開
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
看
取

で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
読
め
ば
、
「
春
風
歌
」
詩
に
あ
る
「
柳
眉
開
」
は
、
日
本

漢
詩
文
の
文
脈
に
お
い
て
は
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ

ま
で
の
例
の
よ
う
に
、
単
純
な
自
然
風
物
と
し
て
柳
葉
が
芽
吹
く
こ
と
を

描
出
す
る
も
の
で
な
く
、
且
つ
大
伴
旅
人
の
歌
序
の
よ
う
に
女
性
の
美
貌

を
表
す
の
で
も
な
い
。
こ
の
表
現
は
、
春
の
詩
的
自
然
風
景
に
、
そ
の
場

に
い
た
美
女
の
麗
し
い
容
姿
を
重
ね
、
さ
ら
に
自
ら
の
心
情
を
融
け
込
ま

せ
た
、
重
層
的
で
斬
新
な
表
現
と
い
え
る
。
「
春
風
歌
」
に
お
い
て
、
「
春

の
風
景
」「
そ
の
場
に
い
る
女
性
の
美
貌
」「
自
ら
の
晴
れ
晴
れ
し
い
心
情
」

の
三
つ
の
条
件
を
揃
え
た
「
柳
眉
開
」
が
初
め
て
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四

次
の
問
題
は
、
「
春
風
歌
」
の
「
柳
眉
開
」
は
そ
の
後
に
ど
の
よ
う
な

意
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
。
ま
ず
、
前
述
し
た
通
り
忠
臣
の
弟
子

で
あ
る
菅
原
道
真
が
「
眉
開
」
を
多
用
し
た
。
『
菅
家
文
草
』
に
「
翠
黛

眉
開
き
て

纔
に
畫
き
出
す
、
金
絲
繭
を
結
び
て

繰
り
将
ら
ず
」
（
賦

お
く

新
煙
催
柳
色
・
巻
六
・
四
三
八
・
四
四
八
頁
）
の
詩
句
が
あ
る
。
川
口
久

雄
氏
は
、
「
翠
黛
」
は
白
詩
の
「
昭
君
村
の
柳
は
眉
よ
り
も
翠
な
り
」
（
和

漢
朗
詠
集
・
巻
上
・
一
〇
四
）
を
踏
ま
え
、
浅
緑
の
新
柳
は
「
美
人
が
愁

え
の
眉
を
ひ
ら
い
て
、
み
ど
り
の
ま
ゆ
ず
み
を
え
が
き
あ
げ
た
ば
か
り
の

と
こ
ろ
」
に
喩
え
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
詩
題
の
「
賦
新
煙
催
柳

色
」
に
つ
い
て
は
、
「
内
宴
に
教
坊
の
舞
妓
の
艶
色
を
柳
に
寄
せ
て
讃
え

る
意
も
こ
も
っ
て
い
る
」
と
解
し
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
「
翠
黛
眉
開

き
」
は
「
柳
の
眉
開
く
」
こ
と
を
い
う
の
で
あ
り
、
翠
柳
の
姿
に
美
人
の

愁
眉
を
開
く
様
子
が
重
な
っ
て
い
る
点
は
「
春
の
景
物
」「
美
貌
の
比
喩
」

の
二
要
素
を
含
む
。
さ
ら
に
、
「
翠
黛
眉
開
き
」
の
直
前
に
「
花
な
く
し

て
舞
妓

怨
み
を
含
ま
む
こ
と
を
欲
り
す
」
（
川
口
注
：
柳
に
花
の
紅
が

な
い
か
ら
、
舞
妓
は
そ
れ
を
う
ら
み
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
）
と
あ
る
た

め
、
「
愁
え
の
眉
開
く
」
よ
う
に
芽
ぶ
く
柳
は
、
舞
妓
の
心
情
を
代
弁
し

て
い
る
と
さ
え
読
め
る
。
「
春
風
歌
」
は
寛
平
二
年
の
内
宴
で
詠
ま
れ
た

も
の
で
、
道
真
は
師
の
詩
を
知
ら
な
い
可
能
性
が
低
い
。
七
年
後
の
道
真

の
陪
宴
詩
は
詩
人
自
ら
の
気
持
ち
こ
そ
詠
み
込
ん
で
い
な
い
が
、
「
柳
眉

開
く
」
の
例
と
し
て
、
自
然
描
写
に
「
美
人
の
愁
眉
が
開
く
」
の
意
を
重

ね
た
も
の
と
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
時
代
は
や
や
下
る
が
、
平
安
時
代
の

知
識
人
の
陪
宴
詩
に
も
ほ
か
の
類
例
が
見
出
さ
れ
る
。

為
政
携
書
而
疲
学
路

為
政

書
を
携
へ
て
学
路
に
疲
れ

眉
吊
而
泣
吏
途

眉
を
吊
る
し
て

吏
途
に
泣
く

適
縁
桃
顔
之
勧
酔

適
に
桃
顔
が
こ
れ
酔
を
勧
む
る
に
縁
ひ

し
た
が

聊
開
柳
眉
之
成
顰

聊
か
柳
眉
の
顰
む
を
な
す
を
開
く

今
蒙
大
王
之
新
辟

今
大
王
の
新
辟
を
蒙
り

猥
献
小
子
之
蕪
詞

猥
に
小
子
の
蕪
詞
を
献
ず

み
だ
り

（
本
朝
続
文
粋
巻
九
・
善
滋
為
政
・
七
言
暮
春
侍
御
史
大
王
書
閣
同
賦
花

開
皆
錦
繍
応
教
詩
一
首
以
風
為
韻
并
序
）

右
の
詩
の
作
者
、
善
滋
為
政
（
元
の
名
は
慶
滋
為
政
）
の
父
親
は
慶
滋

保
胤
の
弟
、
文
章
博
士
の
慶
滋
保
章
で
あ
る
。
為
政
も
外
記
、
式
部
少
輔
、

内
蔵
権
頭
を
経
て
、
文
章
博
士
を
本
官
と
し
た
文
人
官
吏
で
あ
り
、
藤
原

実
資
に
仕
え
て
い
た

（
十
五
）

。
右
は
春
の
宴
に
招
か
れ
、
主
人
の
求
め
に
応

じ
て
作
っ
た
詩
と
そ
の
序
で
あ
る
。
善
滋
為
政
の
生
歿
年
は
不
明
で
あ
る

が
、彼
が
紀
伝
道
の
最
終
試
験
で
あ
る
方
略
試
に
及
第
し
た
長
徳
四
年
（
九
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九
八
年
）
は
、
『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
道
綱
母
が
亡
く
な
っ
た
三
年
後
で

あ
る
。
時
代
が
前
後
す
る
こ
と
は
さ
て
お
い
て
、
「
書
を
携
へ
て
学
路
に

疲
れ
」
と
「
眉
を
吊
る
し
て
吏
途
に
泣
く
」（

十
六
）

表
現
は
「
眉
」
関
係
で

目
を
引
く
。
一
聯
は
宴
席
の
場
の
辞
令
的
な
表
現
と
も
と
れ
る
が
、
そ
の

根
底
に
は
、
平
安
官
人
社
会
に
身
を
お
く
文
人
達
が
抱
く
、
藤
原
氏
の
専

制
下
の
前
途
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
悲
観
も
読
み
取
れ
な
く
は
な
い
。
直

後
の
「
桃
顔
」
と
は
酒
を
持
っ
て
く
る
侍
女
の
容
貌
を
指
す
言
葉
で
あ
ろ

う
が
、
「
柳
眉
之
成
顰
」
は
「
桃
顔
」
と
は
主
語
が
異
な
り
、
詩
人
自
身

の
表
情
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
「
開
柳
眉
」
と
は
侍
女
に
勧
め
ら

れ
た
ま
ま
酒
を
飲
ん
で
、
気
持
ち
が
朗
ら
か
に
な
っ
て
顰
め
た
眉
も
開
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
眉
を
吊
る
し
て
吏
途
に
泣
く
」
に
続
い
て
い

る
「
開
柳
眉
」
も
「
春
風
歌
」
と
同
様
、
男
性
官
人
本
人
の
眉
を
指
し
て
、

詩
人
の
心
情
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
の
詩
序
に
も
「
暮
春
の
風
景
」
「
桃
の
よ
う
な
顔
を
持
つ
美
し
い
女

性
」
「
男
性
自
ら
の
心
情
変
化
に
従
い
、
眉
が
開
く
」
の
三
要
素
が
揃
っ

て
お
り
、
前
出
の
島
田
忠
臣
詩
と
趣
が
頗
る
通
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
詩
作
が
あ
る
。

灼
灼
桃
花
何
有
因

灼
灼
た
る
桃
花
何
ぞ
因
有
ら
む

唯
依
勧
酔
勧
蕩
精
神

唯
酔
を
勧
む
る
に
依
り
て
精
神
を
蕩
か
す

の
み

紅
顔
易
借
成
蹊
処

紅
顔
は
借
り
易
し
成
蹊
の
処

藍
尾
被
催
傍
岸
辰

藍
尾
は
催
さ
る
傍
岸
の
辰

梅
口
争
呼
頻
酌
暮

梅
口
呼
ぶ
を
争
ひ
頻
り
に
酌
み
し
暮

柳
眉
難
展
独
醒
春

柳
眉
展
き
難
く
独
り
醒
め
し
春

西
郊
遥
訪
蘭
亭
会

西
郊
遥
か
に
訪
ぬ
蘭
亭
の
会

曲
水
遺
流
觴
詠
新

曲
水
の
遺
流
觴
詠
は
新
た
な
り

（
桃
花
唯
勧
酔
十
二
首
・
加
賀
少
掾
菅
原
清
能
・

『
中
右
記
部
類
紙
背
漢
詩
集
』
巻
十
・
四
七
）

永
長
二
年
（
一
〇
九
七
年
）
春
の
曲
水
の
宴
の
様
子
を
描
写
し
て
い
る

詩
で
あ
る
。
中
村
璋
八
・
伊
野
弘
子
訳
注
『
中
右
記
部
類
紙
背
漢
詩
集
』

に
よ
れ
ば
、
こ
の
宴
は
列
席
者
が
老
年
の
文
章
博
士
菅
原
在
良
等
以
外
に

若
者
も
参
加
し
、
氏
族
と
年
齢
を
問
わ
ず
、
比
較
的
自
由
に
作
詩
し
て
い

た
。
「
梅
口
呼
ぶ
を
争
ひ
頻
り
に
酌
み
し
暮
、
柳
眉
展
き
難
く
独
り
醒
め

し
春
」
に
つ
い
て
は
、
「
（
み
ん
な
）
梅
の
よ
う
な
口
で
お
互
い
呼
び
合
っ

て
、
し
き
り
に
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
い
」
る
賑
や
か
な
光
景
を
描
出
し
た

う
え
で
、
「
私
は
眉
を
開
け
な
い
で
（
眉
間
に
し
わ
を
寄
せ
）
一
人
醒
め

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
」
の
意
と
解
し
て
い
る

（
十
七
）

。

「
梅
口
」
「
柳
眉
」
の
一
聯
の
前
は
、
鮮
や
か
に
咲
く
桃
の
木
の
下
に

人
々
が
寄
っ
て
き
て
自
然
に
で
き
た
小
道
、
つ
ま
り
「
成
蹊
の
処
」
で
、

「
藍
尾
」
（
饗
宴
の
席
で
、
順
々
に
杯
を
回
し
、
最
後
の
者
が
三
杯
連
飲

す
る
こ
と
）
が
行
わ
れ
る
情
景
を
詠
ん
で
い
る
。
「
藍
尾
」
と
対
を
な
す

の
は
「
紅
顔
」
で
、
そ
れ
は
「
梅
口
」
（
梅
の
よ
う
な
赤
い
口
も
と
）
と

共
に
美
人
を
聯
想
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
（
中
村
注
で
は
美
少
年
と
さ
れ
て

い
る
）。
こ
の
宴
の
場
に
は
、
「
灼
灼
」
た
る
桃
花
に
、
同
じ
春
の
風
景
と

し
て
の
柳
の
枝
葉
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
、
酒
を

酌
み
交
わ
す
美
人
の
容
姿
も
確
認
で
き
る
。
「
柳
眉
展
き
難
く
」
て
「
独

り
醒
め
」
て
い
る
の
は
、
作
者
で
あ
り
、
文
章
博
士
在
良
の
息
子
の
菅
原

清
能
で
あ
る
。
中
村
注
に
よ
れ
ば
、
詩
人
が
独
り
愁
眉
を
顰
め
て
い
る
理

由
は
「
作
詩
が
う
ま
く
い
か
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
「
柳

眉
展
き
難
く
」
一
句
は
、
人
々
が
酒
に
酔
い
つ
つ
笑
い
興
じ
て
、
か
の
立

派
な
「
蘭
亭
の
会
」
を
も
思
わ
せ
る
賑
や
か
な
場
に
居
て
も
、
酒
を
楽
し

め
ず
塞
ぎ
こ
ん
だ
詩
人
の
心
情
を
表
し
て
い
る
。
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以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
春
風
歌
」
と
善
滋
為
政
、
菅
原
清
能
の
侍

宴
詩
に
は
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
共
通
性
は
「
柳
眉
開
」

に
は
自
然
風
景
と
し
て
の
「
柳
芽
（
葉
）
」
と
、
美
人
の
「
柳
葉
」
の
よ

う
な
眉
、
そ
し
て
愁
い
が
去
っ
て
気
持
ち
が
晴
れ
る
「
眉
開
」
の
三
要
素

が
揃
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、
麗
ら
か
な
春
の
風
景
と
美

人
の
美
貌
の
見
立
て
と
、
詩
人
の
心
情
変
化
を
融
合
さ
せ
た
と
い
う
と
こ

ろ
で
創
新
的
、
意
図
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

五

さ
て
、
『
蜻
蛉
日
記
』
に
戻
り
た
い
。
道
綱
母
邸
で
小
弓
の
練
習
を
し

た
兼
家
の
侍
た
ち
に
、
道
綱
母
側
の
侍
女
が
弓
の
名
人
「
養
由
基
」
の
故

事
を
踏
ま
え
つ
つ
、
三
月
の
春
風
景
に
相
応
し
い
青
柳
の
枝
に
歌
を
付
け

て
送
っ
た
。
た
く
さ
ん
の
返
歌
の
中
か
ら
「
か
ず
か
ず
に
」
の
歌
だ
け
が

選
ば
れ
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
自
然
物
の
「
柳
の
枝
」
に
、
侍
女

た
ち
の
容
貌
を
讃
え
る
「
柳
眉
」
を
重
ね
て
表
現
し
た
こ
と
は
夙
に
指
摘

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
柳
の
ま
ゆ
ぞ
ひ
ら
く
る
」
と
い
う
和
文
や
歌

に
み
ら
れ
な
い
表
現
の
解
釈
に
は
ま
だ
定
説
が
見
出
せ
な
い
。
そ
の
一
説

と
し
て
、
和
歌
の
伝
統
か
ら
見
て
、
侍
女
贈
歌
の
「
こ
の
春
の
柳
の
糸
」

に
引
か
れ
て
、「
柳
の
ま
ゆ
ひ
ら
く
る
」
に
は
、
掛
詞
の
「
繭
」
や
「
糸
」

の
縁
語
「
繰
る
」
の
要
素
を
考
え
て
、
一
首
を
春
の
自
然
風
景
を
詠
み
込

ん
だ
儀
礼
的
な
返
歌
と
み
る
。

一
方
、
漢
語
「
柳
眉
」
か
ら
「
柳
の
眉
も
今
ぞ
開
く
る
」
と
読
む
意
見

も
あ
り
、
こ
の
歌
に
侍
が
自
ら
の
心
情
を
表
し
て
い
る
と
み
て
い
る
。
斎

藤
氏
が
指
摘
し
、
本
稿
で
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
漢
詩
文
の
伝

統
に
従
え
ば
、
「
柳
の
眉
」
は
侍
女
（
美
女
）
の
眉
の
美
し
さ
を
い
う
の

は
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
か
ず
か
ず
に
君
か
た
よ
り
て
」
の
「
君
」

は
侍
女
た
ち
の
こ
と
を
い
っ
て
か
ら
、
そ
の
後
「
侍
女
た
ち
の
眉
が
開
く
」

と
な
っ
て
は
文
脈
上
理
解
し
に
く
い
難
点
が
あ
る
。
上
村
悦
子
氏
注
に
あ

る
よ
う
に
、
「
柳
眉
」
の
主
語
を
侍
と
み
て
、
「
私
た
ち
（
侍
達
）
の
愁
眉

が
開
く
」
と
み
る
の
は
頷
け
る
が
、
「
柳
眉
」
が
男
性
に
使
わ
れ
る
理
由

が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
漢
詩
文
の
伝
統
か
ら
見
て
「
柳
眉
」
が
男
性
の
（
殊
に

歌
の
作
者
の
）
眉
を
指
す
前
例
が
な
い
こ
と
や
、
「
柳
眉
開
く
」
に
「
愁

眉
が
開
く
」
の
意
を
持
つ
用
例
が
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
「
春
風
歌
」
を
は
じ
め
、
春
の
宴
に
侍
し
た
文
人
官
吏
の
漢

詩
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
侍
の
返
歌
に
お
い
て
、
手

紙
に
付
け
ら
れ
た
柳
の
葉
、
侍
女
た
ち
の
美
貌
を
象
徴
す
る
「
柳
眉
」
、

気
持
ち
が
晴
れ
る
と
い
う
心
情
表
現
の
「
眉
開
く
」
と
、
三
つ
の
要
素
を

揃
え
も
つ
と
こ
ろ
は
、
文
人
官
吏
の
侍
宴
詩
に
あ
る
「
柳
眉
開
」
の
用
法

と
酷
似
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
首
は
、
道
綱
母
側
の
侍
女
に
贔

屓
さ
れ
て
、
後
手
組
で
は
あ
る
が
、
勝
て
そ
う
な
気
持
に
な
っ
て
心
も
晴

れ
た
と
い
う
意
と
解
釈
で
き
る
。

し
か
し
こ
こ
で
、
儀
礼
的
な
挨
拶
歌
と
は
片
付
け
ら
れ
な
い
、
兼
家
側

の
侍
の
心
情
を
詠
み
込
ん
だ
こ
の
歌
が
な
ぜ
選
ば
れ
て
記
さ
れ
た
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、該
当
記
事
の
直
後
に
起
き
た
安
和
の
変
（
源

高
明
の
左
遷
）
に
つ
い
て
の
記
述
が
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
「
身
の
上
を
の

み
す
る
日
記
に
は
入
る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
悲
し
と
思
ひ
入
り
し
も

誰
な
ら
ね
ば
、
記
し
お
く
な
り
」
（
安
和
二
年
三
月
）
と
道
綱
母
自
ら
表

白
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
人
称
を
軸
と
し
て
い
る
日
記
の
中
で
、
な
ぜ
作

者
以
外
の
記
事
、
そ
れ
も
他
者
の
心
情
を
表
す
歌
が
必
要
だ
っ
た
の
か
に
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つ
い
て
は
容
易
に
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
日
記
に
多
数
見
ら
れ
る

他
者
の
歌
、
特
に
上
・
中
巻
に
お
け
る
周
辺
人
物
の
歌
に
つ
い
て
は
、
従

来
は
私
歌
集
的
で
あ
り
、
上
流
貴
族
社
会
と
の
交
流
を
描
く
と
い
っ
た
外

在
的
な
要
因
を
見
出
す
も
の
と
さ
れ
て
き
た

（
十
八
）

。
一
方
で
、
外
的
要
因

に
包
括
で
き
な
い
他
者
の
歌
の
意
味
と
役
割
は
、
「
周
辺
か
ら
あ
ぶ
り
だ

さ
れ
る
不
幸
を
一
層
強
調
す
る
」
、
あ
る
い
は
「
自
己
の
幸
福
が
他
者
詠

に
よ
っ
て
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
」
と
の
特
色
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ

れ
て
い
る

（
十
九
）

。
つ
ま
り
、
日
記
に
お
け
る
他
者
の
歌
は
、
親
族
や
上
流

貴
族
と
の
交
流
か
、
自
ら
の
幸
・
不
幸
な
心
情
を
強
調
す
る
も
の
か
と
い

っ
た
範
疇
か
ら
ほ
ぼ
外
れ
な
い
。
「
か
ず
か
ず
に
」
の
歌
は
、
身
分
の
低

い
従
者
の
詠
で
あ
り
、
儀
礼
的
で
道
綱
母
の
愛
憎
と
も
無
関
係
な
も
の
で

あ
れ
ば
、
な
ぜ
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

「
か
ず
か
ず
に
」
歌
の
直
前
の
記
事
も
引
い
て
み
る
。

三
月
三
日
、
節
供
な
ど
も
の
し
た
る
を
、
人
な
く
て
さ
う
ざ
う
し

と
て
、
こ
こ
の
人
々
、
か
し
こ
の
侍
に
、
か
う
書
き
て
や
る
め
り
。

た
は
ぶ
れ
に
、

桃
の
花
す
き
も
の
ど
も
を
西
王
が
そ
の
わ
た
り
ま
で
尋
ね
に
ぞ

や
る

す
な
は
ち
か
い
連
れ
て
来
た
り
。
お
ろ
し
出
だ
し
、
酒
飲
み
な
ど
し

て
暮
ら
し
つ
。

（
安
和
二
年
三
月
・
一
七
一
頁
）

同
じ
月
の
出
来
事
と
し
て
、
侍
女
の
歌
に
誘
わ
れ
て
、
侍
達
が
道
綱
母

邸
に
や
っ
て
き
て
酒
宴
を
楽
し
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
上
巻
に
も
、

桃
の
節
供
の
翌
日
に
な
っ
て
訪
れ
た
兼
家
と
道
綱
母
の
姉
の
夫
で
あ
る
為

雅
の
応
酬
歌
に
西
王
母
の
故
事
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
が
、
桃
に
因
ん
だ

そ
の
故
事
を
詠
み
込
ん
だ
侍
女
の
歌
を
受
け
て
、
侍
達
は
直
接
来
訪
す
る

こ
と
を
も
っ
て
返
し
た
。
そ
の
直
後
に
、
小
弓
の
練
習
で
こ
の
侍
達
が
道

綱
母
邸
を
再
訪
す
る
。
侍
が
引
き
続
い
て
道
綱
母
邸
に
赴
く
こ
と
と
そ
の

場
で
詠
ま
れ
た
歌
を
記
す
の
は
、単
な
る
記
録
的
行
為
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
「
春
風
歌
」
と
そ
の
後
の
詩
文
は
、
文
人
官
吏
が

仕
え
て
い
る
主
人
の
邸
宅
に
招
か
れ
、
美
し
い
侍
女
の
招
待
に
よ
っ
て
心

の
蟠
り
が
消
え
、
そ
の
喜
び
（
主
の
厚
情
へ
の
感
謝
の
意
）
を
示
す
文
脈

を
持
っ
て
い
る
。
道
綱
母
邸
で
行
わ
れ
た
桃
の
酒
宴
と
弓
の
練
習
の
記
事

に
つ
い
て
み
て
も
、
兼
家
側
の
侍
達
が
「
女
主
人
（
事
実
は
と
も
か
く
）
」

の
邸
宅
に
招
か
れ
、
そ
こ
の
侍
女
た
ち
に
も
て
な
さ
れ
、
気
持
ち
が
晴
れ

た
こ
と
を
歌
に
詠
ん
で
感
謝
を
示
す
文
脈
を
構
成
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
〈
主
人
邸
の
行
事
→
侍
女
に
歓
待
さ
れ
る
→
下
部
の
気
持
ち
が
晴
れ

晴
れ
に
な
る
〉
こ
の
よ
う
な
構
図
は
、
「
春
風
歌
」
と
同
様
な
流
れ
を
見

せ
て
い
る
。

道
綱
母
が
、
兼
家
側
の
侍
の
歌
が
も
し
単
な
る
儀
礼
的
な
挨
拶
歌
と
し

て
受
け
取
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
ほ
か
の
「
忘
る
る
ほ
ど
」
の
も
の
と
同
様
、

日
記
に
記
す
価
値
を
見
出
せ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
忠
臣
の
「
春
風
歌
」
を

も
想
起
さ
せ
る
「
柳
眉
開
」
の
表
現
こ
そ
、
彼
女
の
心
の
琴
線
に
触
れ
て

い
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

深
読
み
で
な
け
れ
ば
、
「
春
風
歌
」
の
作
詩
事
情
と
照
合
し
て
、
侍
の

歌
に
も
主
従
関
係
が
仄
め
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
見

儀
礼
的
な
応
酬
で
は
あ
る
が
、
兼
家
に
仕
え
る
身
分
の
侍
の
口
か
ら
、
道

綱
母
が
女
主
人
に
等
し
い
意
味
を
含
め
た
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
道
綱
母
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
も
捨
て
が
た
い
も
の
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

道
綱
母
が
島
田
忠
臣
の
「
春
風
歌
」
を
知
っ
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な

い
が
、
上
巻
に
は
「
夜
な
ご
う
し
て
ね
ぶ
る
こ
と
な
け
れ
ば
」
の
よ
う
に
、
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漢
詩
文
を
訓
読
調
の
ま
ま
和
文
に
溶
け
込
ま
せ
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
、

前
掲
の
石
原
氏
の
論
文
に
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
文
章
道
を
生
き
た
父

や
兄
と
の
贈
答
歌
や
日
常
生
活
の
中
で
、
漢
詩
文
を
交
え
た
会
話
が
交
わ

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
父
兄
の
漢
詩
文
朗
詠
を
憶
え
て
い
た
可
能
性
も
大

い
に
あ
る
。
現
に
、
道
綱
母
の
父
親
藤
原
倫
寧
は
、
碩
儒
源
順
と
連
名
し

て
属
し
た
「
申
受
領
文
」
が
『
本
朝
文
粋
』
に
収
め
ら
れ
た
文
人
官
吏
で

あ
る
。
菅
原
道
真
も
師
と
し
て
仰
い
た
島
田
忠
臣
の
詩
を
、
倫
寧
が
知
っ

て
い
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
り
、
そ
れ
に
道
綱
母
が
何
ら
か
の
形
で
触
れ

た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。

ま
た
、
善
滋
為
政
と
道
綱
母
と
は
直
接
関
係
が
見
出
さ
れ
な
い
が
、
彼

が
仕
え
て
い
た
藤
原
実
資
と
道
綱
は
競
争
相
手
で
あ
り
、
実
資
が
道
綱
を

「
一
文
不
通
の
人
」
（
小
右
記
）
と
罵
倒
し
た
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
。

道
綱
母
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
藤
原
文
範
が
建
立
し
た
普
門
寺
を
後
援
し
た

の
も
実
資
で
あ
る

（
二
十
）

。
道
綱
母
が
姉
の
夫
で
あ
り
、
文
範
の
次
男
為
雅

と
同
行
し
た
普
門
寺
経
供
養
の
か
え
り
に
、
小
野
山
荘
に
立
ち
寄
り
詠
ん

だ
歌
「
薪
こ
る
こ
と
は
昨
日
に
尽
き
に
し
を
い
ざ
を
の
の
柄
に
こ
こ
に
朽

た
さ
ん
」
（
巻
末
歌
集
・
三
七
五
頁
）
も
「
爛
柯
」
の
故
事
を
引
い
た
漢

詩
文
の
影
響
が
濃
厚
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
道
綱
母
と
彼
女
の
身
辺
の
知
識
人
層
に
し
て
み
れ
ば
、

島
田
忠
臣
や
善
滋
為
政
詩
の
真
意
は
容
易
に
理
解
で
き
た
で
あ
ろ
う
。「
か

ず
か
ず
に
」
の
歌
は
、
侍
の
作
に
し
て
儀
礼
的
な
挨
拶
歌
と
い
う
よ
り
、

女
主
人
の
歓
待
と
優
遇
に
対
す
る
謝
意
を
表
す
も
の
で
、
道
綱
母
に
と
っ

て
大
変
都
合
の
よ
い
素
材
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
を
記
す
行

為
に
は
、
道
綱
母
が
妻
の
立
場
を
確
認
・
強
調
す
る
よ
う
な
作
意
が
ま
っ

た
く
内
包
さ
れ
て
い
な
い
と
も
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
と
め

以
上
「
か
ず
か
ず
に
」
の
歌
に
つ
い
て
、
和
漢
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
を
遡

っ
て
み
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
歌
語
の
「
柳
の
ま
ゆ
」
に
も
漢
語
の
「
柳

眉
」
に
も
見
い
出
せ
な
い
「
柳
眉
開
」
の
独
特
な
用
法
は
、
島
田
忠
臣
の

「
春
風
歌
」
が
そ
の
初
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
「
柳
眉
開
」

は
、
春
風
景
の
柳
の
枝
葉
と
、
侍
女
の
美
し
い
眉
、
自
ら
の
心
情
変
化
の

三
要
素
を
有
し
て
い
る
重
層
的
表
現
で
あ
る
。
そ
の
類
例
は
善
滋
為
政
や

菅
原
清
能
の
侍
宴
詩
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
道
綱
母
が
生
き
た
時
代

の
前
後
の
文
人
官
人
に
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
記
中
巻
の

侍
の
歌
は
、今
ま
で
自
然
風
景
の
描
出
と
侍
女
へ
の
辞
令
的
賛
美
な
ど
と
、

技
巧
的
・
修
辞
的
に
見
ら
れ
て
き
た
が
、
日
本
漢
詩
文
に
お
け
る
漢
語
表

現
の
受
容
・
変
容
の
流
れ
の
中
に
お
い
て
は
じ
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
歌
が
侍
の
歌
と
し
て
日
記
に
記
さ
れ
た
意
味
に
つ
い
て
も

検
討
し
た
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
『
蜻
蛉
日
記
』
に
み
ら
れ
る

他
者
詠
は
、
ほ
と
ん
ど
肉
親
と
の
交
流
も
し
く
は
上
流
貴
族
達
と
の
応
酬

歌
で
あ
り
、
ま
た
道
綱
母
の
心
情
を
傍
ら
か
ら
証
言
す
る
よ
う
な
内
容
の

み
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
、
侍
女
と

従
者
と
の
間
の
応
酬
歌
は
異
質
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
春
風
歌
」

と
そ
の
後
の
陪
宴
詩
の
「
柳
眉
開
」
が
君
主
・
主
人
邸
に
招
か
れ
、
も
て

な
さ
れ
た
喜
び
の
表
出
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
れ
ば
、
こ
の
侍
の
歌

を
記
す
こ
と
は
、
道
綱
母
が
女
主
人
と
し
て
の
立
場
を
確
認
・
強
調
す
る

含
み
が
あ
り
、
「
自
己
の
幸
福
が
他
者
詠
に
よ
っ
て
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
」

内
容
の
一
つ
と
し
て
読
み
取
れ
な
く
は
な
い
。

最
後
に
一
つ
の
疑
問
が
残
る
。
侍
の
歌
を
、
道
綱
母
自
身
も
「
口
々
し
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た
れ
ど
、
忘
る
る
ほ
ど
お
し
は
か
ら
な
む
」
と
酷
評
し
て
い
る
が
、
こ
の

「
か
ず
か
ず
に
」
の
歌
は
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
ほ
ど
高
度
な
素

養
と
才
覚
を
見
せ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
弓
に
長
け
た
従
者
が
、
詩
匠
で
あ

る
島
田
忠
臣
の
「
春
風
歌
」
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。

『
伊
勢
物
語
』
（
一
〇
七
段
）
に
、
主
が
歌
の
う
ま
く
詠
め
な
い
女
の

た
め
に
、
代
わ
り
に
歌
を
詠
ん
で
清
書
さ
せ
た
と
い
う
有
名
な
話
が
あ
る
。

断
定
は
で
き
な
い
が
、
『
漢
武
帝
内
伝
』
で
伝
わ
る
西
王
母
の
故
事
を
詠

み
込
ん
だ
侍
女
の
歌
も
、
あ
る
い
は
道
綱
母
の
指
導
下
で
詠
ま
れ
た
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
兼
家
の
侍
の
歌
も
、
双
方
の
主
人
の
影
響
が
全
く
な
い

と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
日
記
に
ど
れ
ほ
ど
の
虚
構
が

含
ま
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
執
筆
時
に
ど
れ
ほ
ど
意
図
的
な
作
意
が
存
在

し
た
の
か
に
つ
い
て
は
確
証
が
な
い
。
基
本
的
に
は
事
実
を
筆
録
す
る
と

い
う
規
定
を
有
す
る
日
記
の
作
者
と
、
実
体
験
を
素
材
に
し
て
別
の
生
を

作
り
出
す
物
語
の
作
者
と
の
間
で
、
道
綱
母
が
ど
の
よ
う
な
揺
ら
ぎ
を
見

せ
て
い
る
か
は
、
主
題
と
形
態
が
複
雑
に
絡
み
合
う
大
変
難
し
い
問
題
で

あ
る
。
侍
の
歌
の
作
歌
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
あ
る

い
は
こ
の
問
題
を
探
る
た
め
の
一
つ
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

［
注
］

（
一
）
道
綱
母
の
漢
詩
文
素
養
に
つ
い
て
は
、
坂
徴
の
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
解
環
』

が
契
沖
の
考
証
を
多
く
受
け
て
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
本
格
的
な
研
究
が
始

ま
る
。
多
数
の
先
学
の
成
果
は
、
川
口
久
雄
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
（
日
本
古

典
文
学
大
系
）
・
今
西
祐
一
郎
『
蜻
蛉
日
記
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
等

に
詳
し
い
。
ま
た
、
漢
詩
文
と
の
関
係
に
着
眼
し
た
主
要
論
文
を
左
に
掲
げ

る
。

品
川
和
子
「
蜻
蛉
日
記
と
漢
詩
文
の
関
係
に
つ
い
て
」（
『
学
苑
』
二
八
七
号

・
一
九
六
三
年
十
一
月
・
『
蜻
蛉
日
記
の
世
界
形
成
』
武
蔵
野
書
院
・
一
九

九
〇
年
所
収
）

木
村
正
中
「
蜻
蛉
日
記
の
形
成
」
（
『
国
文
学
・
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
十
巻

十
四
号
・
一
九
六
五
年
十
二
月
）

目
加
田
さ
く
を
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
を
支
え
る
も
の
」（
『
論
叢
王
朝
文
学
』

笠
間
書
院
・
一
九
七
八
年
所
収
）

矢
作
武
「
蜻
蛉
日
記
と
漢
詩
文
」
（
『
一
冊
の
講
座
・
蜻
蛉
日
記
』
有
精
堂
・

一
九
八
一
年
所
収
）

伊
牟
田
経
久
「
蜻
蛉
日
記
と
漢
詩
文
」（
『
古
典
の
変
容
と
新
生
』
明
治
書
院

・
一
九
八
四
年
所
収
）

神
谷
か
を
る
「
女
流
日
記
と
漢
詩
文
」（
『
光
華
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
三
十

号
・
一
九
九
二
年
十
二
月
）

石
原
昭
平
「
女
流
日
記
と
漢
詩
文

―
蜻
蛉
日
記
前
後
と
父
子
同
邸
・
朗
詠

な
ど
を
中
心
に

―
」
（
『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
一
五
二
号
・
一
九
九
四

年
三
月
）

斎
藤
菜
穂
子
「
蜻
蛉
日
記
下
巻
に
お
け
る
漢
文
的
表
現

―
兼
家
と
の
関
係

の
相
対
化
へ

―
」（
『
蜻
蛉
日
記
研
究
：
作
品
形
成
と
「
書
く
」
こ
と
』
武

蔵
野
書
院
・
二
〇
一
一
年
所
収
）

小
山
香
織
「
蜻
蛉
日
記
下
巻
冒
頭
の
表
現

―
漢
詩
文
引
用
に
よ
る
自
然
叙

述
性
と
日
録
性

―
」
（
『
中
古
文
学
』
七
十
二
号
・
二
〇
〇
三
年
十
一
月
）

大
谷
雅
夫
「
蜻
蛉
日
記
と
漢
文
学
」（
『
詩
と
歌
の
あ
い
だ
』
岩
波
書
店
・
二

〇
〇
八
年
所
収
）

（
二
）
拙
稿
「
蜻
蛉
日
記
と
漢
詩
文
：
源
氏
物
語
へ
」
（
『
東
ア
ジ
ア
比
較
文
化
研

究
』
十
一
号
・
二
〇
一
二
年
六
月
）
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（
三
）
本
稿
が
参
照
し
た
『
蜻
蛉
日
記
』
の
註
釈
書
は
以
下
で
あ
る
。

川
口
久
雄
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
二
〇
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
五
七
年
）

大
西
善
明
注
『
蜻
蛉
日
記
新
注
釈
』（
明
治
書
院
・
一
九
七
一
年
）

木
村
正
中
・
伊
牟
田
経
久
注
『
日
本
古
典
文
学
全
集
九
』
（
小
学
館
・
一
九

七
三
年
）

犬
養
廉
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
五
十
四
』（
新
潮
社
・
一
九
八
二
年
）

今
西
祐
一
郎
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
四
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
八
九

年
）

木
村
正
中
・
伊
牟
田
経
久
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
十
三
』
（
小
学
館

・
一
九
九
五
年
）

な
お
『
蜻
蛉
日
記
』
の
本
文
引
用
は
木
村
正
中
・
伊
牟
田
経
久
注
『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
十
三
』（
小
学
館
・
一
九
九
五
年
）
に
拠
る
。

（
四
）
上
村
悦
子
『
蜻
蛉
日
記
解
釈
大
成

第

巻
』
（
明
治
書
院
・
一
九
八

3

七
年
）

（
五
）
斎
藤
菜
穂
子
「
『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
の
「
柳
の
糸
」
と
「
柳
の
ま
ゆ
」
の

贈
答
歌
考

―
「
眉
」
と
「
繭
」
の
掛
詞
を
め
ぐ
っ
て

―
」（
『
國
學
院
大

學
紀
要
』
五
〇
巻
・
二
〇
一
二
年
）

（
六
）『
新
潮
日
本
古
典
集
成

枕
草
子
下
』（
新
潮
社
・
二
八
二
段
、
二
三
二
頁
）

な
お
当
該
歌
は
清
少
納
言
の
家
集
に
は
見
え
な
い
。

（
七
）
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店
・
一
九
八
三
年
）
に
拠

る
。
歌
集
名
・
歌
番
号
も
そ
れ
に
従
っ
た
。
中
国
漢
詩
文
の
引
用
は
文
淵
閣

四
庫
全
書
電
子
版
（
上
海
人
民
出
版
社
・
二
〇
〇
二
年
）
に
拠
り
、
私
に
読

み
下
し
文
を
付
し
た
。
特
別
断
っ
て
い
な
い
場
合
、
日
本
漢
詩
文
の
読
み
下

し
と
解
釈
は
以
下
の
注
釈
書
に
拠
る
。

懐
風
藻

小
島
憲
之
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
六
九
』
（
岩
波
書
店
・
一

九
六
四
年
）

文
華
秀
麗
集

小
島
憲
之
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
六
九
』
（
岩
波
書
店

・
一
九
六
四
年
）

本
朝
文
粋

柿
村
重
松
注
『
本
朝
文
粋
注
釈
』
（
富
山
房
・
一
九
六
八
年
）

（
八
）
形
容
女
子
細
長
秀
美
的
眉
毛
（
『
大
辞
海
』
上
海
辞
書
出
版
社
・
二
〇
〇

九
年
）

柳
眉
、
柳
の
葉
の
よ
う
に
細
く
美
し
い
眉
。
（
『
広
辞
苑
第
六
版
』
岩
波
書
店

・
二
〇
〇
八
年
）

柳
眉
、
や
な
ぎ
の
葉
の
よ
う
に
ほ
っ
そ
り
し
た
美
し
い
ま
ゆ
。
美
人
の
ま
ゆ

の
形
容
。
（
『
大
漢
和
辞
典

修
訂
第
二
版
』
大
修
館
書
店
・
一
九
八
九
年
～

一
九
九
〇
年
）

柳
の
葉
の
よ
う
に
細
く
て
美
し
い
眉
。
美
人
の
眉
に
た
と
え
て
い
う
語
。
柳

の
眉
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
小
学
館
・
二
〇
〇
〇
年
～
二
〇
〇
二

年
）

①
柳
の
葉
、
特
に
萌
え
出
た
ば
か
り
の
新
葉
を
眉
に
見
立
て
た
語
。
②
柳
の

葉
に
似
た
、
ほ
っ
そ
り
し
た
美
し
い
眉
。
漢
語
「
柳
眉
」
に
よ
る
も
の
で
、

美
人
の
形
容
の
一
。
（
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
角
川
書
店
・
一
九
八
二
年
～
一

九
九
九
年
）

『
角
川
古
語
大
辞
典
』
を
除
い
て
、
①
の
意
味
が
載
っ
て
い
な
い
ほ
う
が
一

般
的
で
あ
る
。

（
九
）
菅
原
道
真
詩
の
引
用
は
川
口
久
雄
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
七
二

菅

家
文
草
・
菅
家
後
集
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
六
六
年
）
に
よ
る
。
解
釈
も
同

書
に
参
照
し
た
。

（
十
）
青
木
生
子
・
井
手
至
等
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

萬
葉
集
二
』
（
新
潮

社
・
七
三
頁
頭
注
）

（
十
一
）
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
等
注
『
日
本
古
典
文
学
全
集
七

萬
葉
集
二
』

（
小
学
館
・
五
一
頁
頭
注
）
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（
十
二
）
塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従
』
第
九
輯

文
筆
部

巻
百
三
十
（
八
木
書

店
・
二
〇
一
四
年
）
に
は
、
「
解
却
畜
懐
梅
只
爰
」
と
あ
る
。
中
村
璋
八
・

島
田
伸
一
郎
著
『
田
氏
家
集
全
釋
』（
汲
古
書
院
・
一
九
九
三
年
）
で
は
「
梅

脣
緩
」
と
校
訂
さ
れ
て
い
る
が
、
小
島
憲
之
監
修
『
田
氏
家
集
注

巻
之
下
』

（
和
泉
書
院
・
一
九
九
四
年
）
で
は
「
梅
皃
笑
」
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
「
梅
」
と
「
柳
」
が
対
を
な
す
自
然
風
物
で
あ
る
こ
と
は
み
な
共
通

す
る
が
、
「
梅
脣
緩
」
と
「
梅
皃
笑
」
は
花
の
咲
く
様
子
を
美
人
の
顔
に
見

立
て
梅
を
擬
人
化
し
て
、
歌
姫
・
舞
妓
の
姿
を
彷
彿
さ
せ
る
点
で
後
句
の
「
糸

桐
繚
繞
と
し
て
歌
榭
を
飛
び
、
羅
神
飄
颻
と
し
て
舞
台
を
払
ふ
」
へ
の
繋
が

り
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

な
お
『
田
氏
家
集
』
の
引
用
と
読
み
下
し
文
は
中
村
璋
八
・
島
田
伸
一
郎
『
田

氏
家
集
全
釋
』
に
拠
る
。

（
十
三
）
川
口
久
雄
『
平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研
究
上
』
（
明
治
書
院
・
一
九

六
〇
年
）

（
十
四
）
滝
川
幸
司
「
島
田
忠
臣
の
位
置
」
（
『
中
古
文
学
』
八
九
巻
・
二
〇
一
二

年
六
月
）

（
十
五
）『
日
本
人
名
大
辞
典
』（
講
談
社
・
二
〇
〇
一
年
）

（
十
六
）
金
澤
文
庫
本
を
底
本
と
す
る
『
正
続
本
朝
文
粋

全
』
（
國
書
刊
行
會

編
・
一
九
一
八
年
）
に
は
「
為
政
書
携
書
而
疲
学
路
、
眉
吊
而
泣
吏
途
」
と

あ
る
が
、
菅
原
徳
長
（
東
城
坊
徳
長
）
が
印
行
し
た
活
字
本
を
参
照
し
た
『
校

註
日
本
文
學
大
系

第
二
四
巻

本
朝
続
文
粋
』
（
國
民
圖
書
株
式
會
社
編

・
一
九
二
七
年
）
に
は
「
負
予
而
泥
吏
途
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
詩

人
の
心
情
表
現
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。

（
十
七
）
中
村
璋
八
・
伊
野
弘
子
訳
注
『
中
右
記
部
類
紙
背
漢
詩
集
』
（
汲
古
書

院
・
二
〇
一
一
年
）

（
十
八
）
水
野
隆
「
蜻
蛉
日
記
上
巻
の
成
立
過
程
に
関
す
る
試
論
」
（
『
論
叢
王
朝

文
学
』
笠
間
書
院
・
一
九
七
八
年
十
二
月
）

（
十
九
）
川
村
裕
子
「
蜻
蛉
日
記
上
巻
に
お
け
る
他
者
詠
」
（
『
活
水
日
文
』
三
十

五
号
・
一
九
九
七
年
十
二
月
）

（
二
十
）
佐
々
木
令
信
「
比
叡
西
山
麓
普
門
寺
私
考

―
平
安
時
代
中
期
草
創
寺

院
の
一
視
点

―
」（
『
仏
教
史
学
研
究
』
二
四
巻
二
号
・
一
九
八
一
年
三
月
）

［
付
記
］

本
稿
は
著
者
が
平
成
二
六
年
度
に
京
都
大
学
文
学
研
究
科
へ
提
出
し
た
博
士
論
文

の
一
部
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
ち
ょ
う

り
ょ
う
・
昭
和
女
子
大
学
国
際
学
部
国
際
学
科
非
常
勤
講
師
）


