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は
じ
め
に

　
平
安
時
代
末
期
に
後
白
河
院
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
今
様
の
集
大
成
で
あ
る

『
梁
塵
秘
抄
』
か
ら
は
、
そ
の
今
様
（
現
代
風
）
と
い
う
性
質
も
あ
っ
て
当
世

の
人
々
の
心
情
や
生
活
の
様
子
が
生
き
生
き
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
後
白
河
院
周

辺
に
お
い
て
こ
う
し
た
歌
謡
が
収
集
さ
れ
、
修
得
さ
れ
て
い
く
過
程
に
は
街
道

や
宿
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
女
性
芸
能
者
や
遊
女
が
深
く
関
与
し
て
お
り
、
注

目
さ
れ
る
。

　
そ
こ
で
三
四
七
番
歌
の
、

小こ

磯い
そ

の
浜
に
こ
そ
　
紫し

檀た
ん

赤あ
か

木ぎ

は
寄
ら
ず
し
て
　
流
れ
来こ

で
　
胡こ

竹ち
く

の
竹

の
み
吹
か
れ
来き

て
　
た
ん
な
た
り
や
の
波
ぞ
立
つ

�

（
巻
第
二
・
四
句
神
歌
・
雑
）

を
取
り
上
げ
て
、
特
定
の
地
を
指
す
も
の
で
は
な
い
と
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た

小
磯
（
礒
）
の
浜
が
東
海
道
に
位
置
す
る
相
模
国
の
小
磯
を
示
す
可
能
性
に
つ

い
て
検
討
す
る
（
１
）。

　
ま
た
、
こ
の
小
磯
は
先
学
に
よ
っ
て
「
恋
ひ
そ
」
で
も
あ
る
と
言
及
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
際
に
「（
な
）
─
そ
」
の
「
な
」
が
省
略
さ
れ
た
形
の
禁
止
表
現

で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
た
だ
、
例
え
ば
「
勿な
こ
そ来
の
関
」
の
よ
う

に
、「
な
─
そ
」
の
形
式
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、「
恋
ひ
そ
」
だ
け
で
禁
止
の
意

と
受
け
止
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。「
老お
い

蘇そ

の
森
」
に
も
「
そ
」
が
あ
る
が
、

一
般
的
に
は
「
老
い
」
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
禁
止
表
現
と
し
て

受
容
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　
本
稿
で
は
小
磯
が
東
海
道
に
お
け
る
通
過
点
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
た
う
え
で
、
小
磯
（
恋
ひ
そ
）
が
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
、

ど
う
解
釈
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
以
下
に
分
析
を
行
う
。

一
　
小
磯
の
所
在
地

　「
小
磯
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
植
木
朝
子
氏
が
、
梁
塵
秘
抄
の
注
釈
書
類
に

お
い
て
「
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
が
『
相
模
の
小
磯
が
想
起
さ
れ
る
』
と
す

る
以
外
は
、
場
所
を
特
定
し
な
い
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
」
と
し
、「
大

系
も
相
模
に
限
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
詞
章
内
部
に
も
、
相
模
の
小
磯

に
特
定
で
き
る
要
素
は
な
い
の
で
、
普
通
名
詞
の
『
小
磯
』
の
例
と
考
え
て
よ

か
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
一
般
的
に
は
普
通
名
詞
あ
る
い
は
所
在
未
詳

と
さ
れ
る
（
２
）。

ま
た
例
え
ば
「『
小
磯
』
は
相
模
の
古
い
地
名
に
大
磯
小
磯
と
し

『
梁
塵
秘
抄
』
三
四
七
番
歌
の
「
小
磯
の
浜
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

新

村

衣

里

子
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新村衣里子　『梁塵秘抄』三四七番歌の「小磯の浜」の解釈をめぐって

て
出
て
く
る
が
、
そ
れ
を
指
す
か
ど
う
か
は
不
明
」（『
歌
謡
集
』
日
本
の
文

学
・
古
典
編
（
３
））
と
い
っ
た
よ
う
に
相
模
の
小
磯
の
名
を
挙
げ
る
も
の
で
も
、
判

然
と
し
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
。

　
し
か
し
、『
和
歌
の
歌
枕
地
名
大
辞
典
（
４
）』

で
は
、「
恋
そ
の
浜
〔
相
模
〕」
と

し
て
、『
八
雲
御
抄
』
の
巻
第
五
・
名
所
部
の
「
今
様
詞
也
。
相
模
国
（
５
）」

を
根

拠
と
し
て
挙
げ
、「『
相
模
』
と
あ
る
の
は
、『
恋
そ
の
浜
』
を
、『
小
磯
の
浜
』、

『
相
模
国
余
綾
郡
』、
神
奈
川
県
中
郡
大
磯
町
の
辺
り
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ

う
」
と
解
説
す
る
。『
八
雲
御
抄
の
研
究
　
名
所
部
　
用
意
部
（
６
）』

に
よ
れ
ば
、

『
八
雲
御
抄
』
巻
第
五
・
名
所
部
の
「
浜
」
に
は
「
こ
ひ
そ
の
〔
相
模
国
　
今

様
言
也
〕」（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
伝
細
川
幽
斎
筆
本
）、

「
こ
ひ
そ
の
〔
相マ
マ

　
相
模
国
　
今
様
詞
也
〕」（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
）、「
こ
い

そ
の
〔
相
模
国
　
今
様
也
〕」（
国
立
公
文
書
館
蔵
内
閣
文
庫
本
）
と
あ
っ
て
、

ど
の
本
に
も
相
模
国
と
記
さ
れ
る
。『
藻
塩
草
（
７
）』
の
「
濱
」
の
項
に
も
「
こ
ひ

そ
の
─
さ
か
み
八

雲
御
説

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
様
に
歌
わ
れ
た
「
小
磯
の
浜
」
は

相
模
国
所
在
で
あ
る
と
受
容
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　『
今
様
の
濫
觴
（
８
）』
に
「
而
宿
に
今
様
は
じ
ま
る
事
、
相
模
国
こ
い
そ
の
翁
の

流な
が
れ

を
も
ち
て
秘
蔵
こ
と
に
す
る
な
り
」
と
い
う
表
現
が
み
え
る
こ
と
か
ら
も
、

詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
、
今
様
に
と
っ
て
重
要
な
地
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
。『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
に
度
々
そ
の
名
が
挙
が
る
後
白
河

院
の
側
近
の
平
業
房
が
次
に
示
す
よ
う
に
相
模
守
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら

も
、
後
白
河
院
の
も
と
に
相
模
国
に
関
す
る
情
報
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
米
谷
豊
之
祐
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
平
業
房
は
安
元
元
（
一
一
七
五
）
年
八

月
に
相
模
守
と
し
て
自
ら
造
営
し
た
浄
土
寺
に
後
白
河
院
と
建
春
門
院
の
御
幸

を
仰
い
で
お
り
（
９
）、
治
承
元
（
一
一
七
七
）
年
に
は
平
家
打
倒
の
た
め
の
謀
議
、

す
な
わ
ち
鹿
ケ
谷
の
変
に
関
与
し
た
こ
と
で
逮
捕
さ
れ
た
も
の
の
、
後
白
河
院

の
再
三
の
要
請
に
よ
っ
て
釈
放
さ
れ
て
い
る
。
妻
の
高
階
栄
子
は
業
房
の
死
後

に
院
の
後
宮
に
入
っ
て
覲き
ん

子し

（
宣
陽
門
院
）
を
生
み
、
丹
後
局
と
し
て
後
白
河

院
や
源
頼
朝
に
対
し
て
も
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
女
性
で
あ
る
。

そ
し
て
既
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
金
沢
文
庫
蔵
の
『
転
法
輪
鈔
』
に
は
、
亡
く

な
っ
た
平
業
房
の
た
め
に
後
白
河
院
が
安
居
院
流
の
澄
憲
に
作
ら
せ
た
表
白
が

伝
え
ら
れ
る
。『
梁
塵
秘
抄
』
と
の
関
係
性
か
ら
い
え
ば
、
乙
前
の
た
め
の
表

白
が
有
名
で
あ
る
が
、
新
間
進
一
氏
に
よ
れ
ば
後
白
河
院
の
関
係
の
表
白
の
う

ち
、
臣
下
の
た
め
の
も
の
と
し
て
は
、
乙
前
の
ほ
か
、
師
の
鳥
羽
前
大
僧
正
、

平
業
房
の
も
の
だ
け
で
あ
る
と
い
う
）
（（
（

。

　
五
味
文
彦
氏
は
「
多
く
の
国
々
が
一
度
は
平
家
の
知
行
国
に
な
っ
て
い
る
の

に
、
相
模
だ
け
が
一
貫
し
て
後
白
河
の
近
習
が
知
行
し
て
い
た
の
は
、
あ
る
い

は
後
白
河
自
身
の
院
分
の
知
行
国
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
」
と
言
及
す
る
。

氏
は
、
清
盛
の
ク
ー
デ
タ
ー
後
に
相
模
の
国
司
と
な
っ
た
藤
原
範
能
が
、
か
つ

て
後
白
河
の
院
分
と
し
て
尾
張
守
に
な
っ
て
い
た
事
実
に
着
目
し
て
、「
相
模

だ
け
が
こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
お
い
て
後
白
河
の
院
分
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
と

も
考
え
ら
れ
る
」
と
推
察
す
る
）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
後
白
河
院
と
相
模
国
と
の
密

接
な
関
係
性
が
こ
の
歌
の
受
容
の
背
景
に
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
平
業
房
が
相
模
守
に
任
じ
ら
れ
、
ま
た
『
梁
塵
秘
抄
』
が
編
纂
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
平
安
末
期
頃
に
は
、
既
に
相
模
国
府
が
大
住
郡
（
平
塚
市
）
か
ら
余

綾
郡
（
大
磯
町
）
へ
と
遷
っ
て
機
能
し
て
い
た
。
相
模
国
の
政
務
の
中
心
地
と
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し
て
余
綾
郡
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

　『
吾
妻
鏡
）
（（
（

』
建
久
三
（
一
一
九
二
）
年
八
月
九
日
条
に
は
、
北
条
政
子
の
出

産
に
際
し
て
鶴
岡
八
幡
宮
や
相
模
の
寺
社
に
神
馬
を
献
じ
て
誦
経
し
た
と
い
う

記
事
が
あ
り
、
そ
の
中
に
「
新
樂
寺
小
礒

」
と
あ
っ
て
小
磯
と
鎌
倉
幕
府
と
の

結
び
つ
き
も
指
摘
で
き
る
。
ま
た
こ
の
「
新
樂
寺
小
礒

」
に
続
い
て
「
高
麗
寺
大

礒

」
と
い
う
名
も
記
さ
れ
る
。
こ
の
大
磯
の
高
麗
寺
に
関
し
て
は
、
大
磯
の
宿

の
遊
女
と
の
関
連
性
を
示
す
次
の
よ
う
な
記
事
が
『
吾
妻
鏡
』
に
載
る
。
源
頼

家
が
大
磯
の
宿
に
泊
ま
っ
て
遊
女
ら
と
歌
舞
音
曲
を
楽
し
ん
だ
と
き
、
傍
輩
の

妬
み
に
よ
っ
て
宴
席
に
呼
ば
れ
な
か
っ
た
愛
寿
と
い
う
遊
女
が
い
た
。
後
で

知
っ
た
頼
家
が
愛
寿
に
祝
儀
を
与
え
た
が
、
彼
女
は
そ
れ
を
高
麗
寺
に
寄
付
し

て
逐
電
し
た
と
い
う
（
建
仁
元
〔
一
二
〇
一
〕
年
六
月
一
日
、
二
日
条
）。
鎌

倉
幕
府
の
崇
敬
を
得
て
い
た
寺
社
を
有
す
る
大
磯
小
磯
地
域
に
お
け
る
宿
と
遊

女
の
様
子
が
知
ら
れ
る
史
料
で
あ
る
。

　
大
磯
や
小
磯
は
『
和
名
類
聚
抄
）
（（
（

』
に
お
け
る
相
模
国
餘
綾
（
余
綾
）
郡
の
伊

蘓
、
餘
綾
、
霜
見
、
礒
長
、
中
村
、
幡
多
野
、
金
目
の
郷
の
う
ち
、
伊
蘓
郷
の

辺
り
に
比
定
さ
れ
る
が
、
餘
綾
郡
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、「
こ
よ
ろ
ぎ
（
こ

よ
ろ
き
・
こ
ゆ
る
ぎ
・
よ
ろ
き
・
ゆ
る
ぎ
な
ど
）」
と
し
て
も
認
識
さ
れ
て
い

た
。
顕
昭
は
『
古
今
集
注
』
で
「
コ
ヨ
ロ
ギ
ノ
イ
ソ
」
を
「
サ
ガ
ミ
ニマ
マ

オ
ホ
イ

ソ
ト
イ
フ
所
」
と
す
る
説
を
紹
介
し
、
由
阿
は
『
拾
遺
采
葉
抄
』
で
「
コ
ヨ
ロ

キ
ノ
濱
、
大
礒
ハ
ヨ
ロ
キ
、
小
礒
ハ
小
餘
綾
ナ
ト
申
キ
」（
第
一
四
・
東
歌
）

と
説
明
す
る
）
（（
（

。

　
そ
の
他
、
大
磯
小
磯
に
つ
い
て
の
言
及
も
あ
る
宗
祇
の
『
名
所
方
角
抄
』
に

も
「
但
、
こ
よ
ろ
ぎ
の
磯
は
大
磯
の
辺
を
い
ふ
」
と
あ
り
、『
東
国
陣
道
記
』

に
も
「
大
磯
と
い
ふ
所
に
し
は
〳
〵
と
ゝ
ま
り
て
、
こ
よ
ろ
き
の
磯
を
在
所
の

人
に
尋
ね
け
る
に
、
す
な
は
ち
此
所
の
よ
し
こ
た
へ
侍
る
に
」
と
の
記
述
が
み

ら
れ
る
）
（（
（

。
時
代
は
下
る
が
上
田
秋
成
の
『
冠
辞
考
続
貂
　
三
）
（（
（

』
で
も
「
こ
ゆ
る

ぎ
」
は
「
和
名
抄
、
相
模
國
餘
綾
郡
伊
蘇
の
郷
在
、
後
に
大
磯
・
小
磯
と
云
所

な
り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
ゆ
る
ぎ
（
こ
よ
ろ
ぎ
）
と
大
磯
小

磯
は
ほ
ぼ
同
一
視
さ
れ
て
き
た
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

二
　
着
目
さ
れ
る
「
大
磯
、
小
磯
」

　「
よ
ろ
き
（
こ
よ
ろ
ぎ
・
こ
ゆ
る
ぎ
）」
は
、『
万
葉
集
』
や
『
風
俗
歌
』
に

も
歌
わ
れ
た
地
で
あ
る
）
（（
（

。
特
に
『
源
氏
物
語
』
に
み
え
る
「
あ
る
じ
も
、
肴
さ
か
な

求
む
と
、
こ
ゆ
る
ぎ
の
い
そ
ぎ
歩あ
り

く
ほ
ど
」（
帚
木
）
と
い
う
表
現
に
影
響
を

受
け
た
で
あ
ろ
う
中
世
の
文
学
作
品
は
多
い
。
例
え
ば
『
竹
む
き
が
記
』
の

「
い
み
じ
う
経け
い
め
い営
し
騒さ
は

ぎ
つ
ゝ
、
小こ

余ゆ
る
ぎ綾
の
肴さ
か
な

求も
と

む
と
急い
そ

ぎ
あ
り
く
、
程
な
く

聞き
こ

ゆ
」
や
、『
真
曲
抄
）
（（
（

』「
遊
宴
」
に
お
け
る
「
こ
の
誰た
れ

か
は
求も
と
め

ざ
る
べ
き
　

主あ
る
じ

は
い
ま
や
小こ
ゆ

動る
ぎ

の
　
い
そ
ぎ
て
磯い
そ

菜な

み
る
め
か
り
　
入い
り

江え

の
浜は
ま
も
の物
尋
（
た
づ
ね
）つ

つ
　
塩し
ほ

干ひ

の
潟か
た

に
い
さ
り
せ
ん
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
こ
ゆ
る
ぎ
の
い
そ
」

は
、
そ
の
「
い
そ
」
と
い
う
響
き
か
ら
、
急
い
で
何
か
を
す
る
様
子
や
「
肴
」

「
磯
菜
」
と
と
も
に
表
さ
れ
る
。

　
こ
の
「
こ
ゆ
る
ぎ
」
と
併
行
し
て
、
平
安
時
代
以
降
に
は
、「
お
ほ
い
そ
の

き
し
に
き
よ
す
る
白
浪
か
打
ち
み
て
か
へ
る
ほ
ど
は
ま
さ
ら
じ
」（
元
真
集
・

二
〇
四
）
や
、「
お
ほ
い
そ
に
あ
さ
な
夕
な
に
か
づ
き
す
る
あ
ま
も
我
が
ご
と

そ
で
や
ぬ
る
ら
ん
」（
永
久
百
首
・
六
五
四
・
仲
実
）
の
よ
う
に
、「
大
磯
」
が

歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
く
。
元
真
集
の
歌
は
『
夫
木
和
歌
抄
』
に
も
「
お
ほ
い
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そ
の
浦
、
相
模
」
と
し
て
「
お
ほ
い
そ
の
う
ら
に
き
よ
す
る
し
ら
な
み
に
う
ら

み
て
か
へ
る
ほ
ど
は
ま
さ
ら
じ
」（
一
一
五
六
二
）
と
あ
り
、
同
様
に
仲
実
の

歌
も
「
大
い
そ
、
相
模
」「
永
久
四
年
百
首
」
と
し
て
『
夫
木
和
歌
抄
』（
第
三

句
目
「
か
づ
き
ぬ
る
」〔
一
二
〇
八
一
〕）
に
載
る
。

　『
月
詣
和
歌
集
』）（（
（

に
は
、「
お
な
し
や
う
な
る
事
に
て
、
は
ら
か
ら
と
も
あ
つ

ま
の
か
た
へ
ま
か
り
け
る
と
き
、
さ
か
み
の
国
お
ほ
い
そ
と
い
ふ
と
こ
ろ
よ
り
、

お
の
〳
〵
く
に
〳
〵
へ
わ
か
れ
け
る
に
よ
め
る
」
と
の
詞
書
を
持
つ
、
後
白
河

院
近
臣
の
静
賢
に
よ
る
「
お
も
ひ
き
や
お
ほ
い
そ
浪
に
袖
ひ
ち
て
別
の
な
か
の

わ
か
れ
せ
ん
と
は
」
の
歌
が
載
る
。『
宝
物
集
』
二
四
八
番
（
新
大
系
）
に
も

同
様
に
、
第
三
句
目
「
袖
ぬ
れ
て
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、「
平
治
の
乱

で
安
房
国
へ
配
流
（
た
だ
し
丹
波
国
に
下
向
）」
と
な
っ
た
際
の
作
か
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
歌
の
詞
書
か
ら
は
、
交
通
の
要
衝
と
し
て
の
大
磯
の
特
質
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
な
お
、
西
行
の
『
山
家
集
』
の
「
磯
菜
摘
み
て
浪
か
け
ら
れ
て
過
に
け
る
鰐

の
住
け
る
大
磯
の
根
を
」（
一
四
五
二
）
に
み
ら
れ
る
「
大
磯
」
は
「
普
通
名

詞
で
歌
枕
で
は
な
い
）
（（
（

」
と
さ
れ
る
が
、『
宴
曲
集
』
に
お
け
る
「
は
や
む
る
駒

は
大
磯
の
　
い
そ
ぎ
て
す
ぐ
る
磯
づ
た
ひ
　
よ
せ
く
る
浪
に
袖
ぬ
れ
て
　
磯
菜

つ
み
て
」（
巻
第
四
「
海
道
下
」
の
一
部
）
の
表
現
や
、
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て

き
た
「
こ
ゆ
る
ぎ
」
の
風
景
な
ど
と
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
『
夫
木
和
歌
抄
』
で
は
「
お
ほ
い
そ
の
は
ま
、
相
模
」「
海
道
宿
次

百
首
」
と
し
て
「
松
の
こ
だ
ち
浪
こ
す
岩
の
け
し
き
ま
で
げ
に
見
ど
こ
ろ
は
お

ほ
い
そ
の
は
ま
」（
巻
二
五
・
雑
七
・
一
一
八
〇
六
・
為
相
）
と
あ
り
、
景
勝

地
と
し
て
の
性
質
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
中
世
の
作
品
に
お
い
て
顕
著
な
の
は
、
例
え
ば
『
海
道
記
』
の
「
大お
ほ
い
そ礒
浦
の
う
ら

小
礒
浦
ヲ
遥は
る

〻ば
る

ト
過す
ぐ

レ
バ
」
と
い
っ
た
際
の
状
況
を
詠
じ
た
「
大
礒
ヤ
小
礒
ノ

浦
ノ
浦
風
ニ
行ゆ
く

ト
モ
シ
ラ
ズ
カ
ヘ
ル
袖
カ
ナ
」
の
よ
う
に
、
大
磯
と
と
も
に
小

磯
が
並
び
称
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
『
歌
枕
名
寄
』
に
も
「
大
礒
　

小
礒
浦

」
と
し
て
、
第
五
句
目
が
「
か
へ
る
波
か
な
」（
五
四
〇
一
・
長
明
）
と

い
う
表
現
で
載
る
。

　『
遺
塵
和
歌
集
』
に
は
、「
弘
安
の
こ
ろ
、
あ
つ
ま
へ
ま
か
り
て
侍
け
る
に
、

み
ち
の
ほ
と
の
宿
〳
〵
を
、
よ
み
つ
ゝ
け
け
る
な
か
う
た
」
の
詞
書
を
持
つ
、

「
た
ひ
こ
ろ
も
　
み
や
こ
を
た
て
は
　
あ
け
か
た
の
　
月
影
の
こ
る
　
こ
の
ま

よ
り
　（
略
）　
あ
し
か
ら
も
　
一
よ
な
り
け
り
　
竹
の
し
た
　
関
も
と
さ
か
う
　

は
や
す
き
て
　
こ
い
そ
大
い
そ
　
さ
か
み
か
は
　（
略
）」
の
歌
が
載
り
、
錺
武

彦
氏
に
よ
れ
ば
「
宗
成
は
、
当
該
歌
を
詠
む
に
当
た
り
、『
平
家
物
語
』
の
原

型
と
な
っ
た
道
行
や
、
東
海
道
の
遊
女
た
ち
に
よ
っ
て
唄
わ
れ
た
歌
謡
に
題
材

を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
）
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
歌
の
成
立
に
も
関
与
す
る

と
い
っ
た
点
で
、
東
海
道
の
宿
や
遊
女
た
ち
が
果
た
し
て
き
た
役
割
の
重
要
性

が
う
か
が
い
知
ら
れ
よ
う
。
こ
の
歌
で
小
磯
が
宿
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
も
留
意
し
た
い
。『
亀
山
殿
七
百
首
』
で
は
「
名
所
磯
」
と
し
て
「
旅
衣

波
の
た
よ
り
に
東
路
の
大
磯
小
磯
と
も
に
み
し
か
な
　
前
藤
大
納
言
（
為
世
）」

と
あ
る
よ
う
に
磯
の
名
所
と
し
て
、
大
磯
小
磯
が
並
ん
だ
形
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
）
（（
（

。

　
散
文
で
も
先
ほ
ど
の
『
海
道
記
』
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
小
磯
は
主
に
大
磯

と
と
も
に
叙
述
さ
れ
る
。『
延
慶
本
平
家
物
語
）
（（
（

』
に
は
、
石
橋
山
の
合
戦
の
際

に
頼
朝
軍
に
合
流
で
き
な
か
っ
た
三
浦
の
人
々
が
「
小
礒
ガ
原
」
を
過
ぎ
て
、
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波
打
際
を
金
江
河
（
金
目
川
）
へ
向
か
っ
て
進
ん
だ
（
第
二
末
・
十
四
「
小
壺

坂
合
戦
之
事
」）
と
あ
る
。
ま
た
平
宗
盛
の
関
東
下
向
に
お
い
て
は
「
国
々

関
々
打う
ち

過す
ぎ

〳
〵
、
漸
や
う
や
く

日
数
モ
積
リ
ケ
レ
バ
、
都
ニ
テ
聞き
き

シ
大
礒
、
小
礒
、
唐

原
、
ト
ガ
ミ
ガ
原
、
腰
越
、
稲
村
打
過
テ
、
鎌
倉
ニ
モ
入
給
ヌ
」（
第
六
本
・

三
十
「
大
臣
殿
父
子
関
東
ヘ
下
給
事
」）
と
の
表
現
も
み
え
、
都
に
も
そ
の
名

が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
『
源
平
盛
衰
記
』
で
も
、

和
田
義
盛
が
石
橋
山
の
合
戦
に
向
か
う
時
に
は
「
大
磯
・
小
磯
打
過
ぎ
て
、
二

日
路
を
一
日
に
酒さ
か
は匂
の
宿し
ゆ
く

に
着
く
」
と
あ
り
、
結
局
合
戦
に
間
に
合
わ
ず
に

引
き
返
す
場
面
で
和
田
が
「
小こ

磯い
そ

が
原
を
過
ぎ
て
、
波な
み
う
ち
ぎ
は

打
際
を
忍
び
通と
ほ

ら
ん
」

と
発
言
し
て
い
る
。
他
に
も
頼
朝
か
ら
生
唼
を
賜
っ
て
鎌
倉
か
ら
出
立
し
た

佐
々
木
高
綱
が
宇
治
河
を
目
指
し
て
「
相
模
河
を
打
渡
り
、
大
磯
・
小
磯
・

酒さ
か
は
の勾
宿し
ゆ
く

、
湯
本
・
足
柄
越
え
過
ぎ
て
」
と
描
写
さ
れ
た
り
、
平
宗
盛
の
関
東

下
向
で
「
日
数
経
れ
ば
、
大
磯
・
小
磯
・
唐
も
ろ
こ
し

河が
は
ら原
・
相
模
河
・
腰
越
・
稲
村

打
過
ぎ
て
、
既
に
鎌
倉
に
着
き
給
ふ
」
と
記
さ
れ
た
り
し
て
い
る
）
（（
（

。

　
ま
た
『
平
家
物
語
』
巻
十
「
海
道
下
」
で
も
、「『
戀
せ
ば
痩
せ
ぬ
べ
し
、
戀

せ
ず
も
あ
り
け
り
』
と
、
明
神
の
歌
ひ
始
め
給
ひ
け
ん
、
足
柄
の
山
打
越
え
て
、

こ
ゆ
る
ぎ
の
森
、
鞠
子
川
、
小
磯
、
大
磯
の
浦
々
、
や
つ
ま
と
、
砥
上
が
原
、

御
輿
が
崎
を
も
打
過
ぎ
て
、
急
が
ぬ
旅
と
は
思
へ
ど
も
、
日
數
や
う
や
う
重
な

れ
ば
、
鎌
倉
へ
こ
そ
入
り
給
へ
）
（（
（

」
と
あ
り
、『
撰
集
抄
』
に
も
、
名
所
を
連
ね

た
部
分
で
「
越
の
白
山
雪
つ
も
り
て
、（
略
）
大
磯
小
磯
の
浦
々
は
、
す
ぎ
が

た
く
侍
る
ぞ
や
」（
巻
二
ノ
第
四
「
花
林
院
ノ
永
玄
僧
正
之
事
」）
と
い
う
表
現

が
み
え
る
）
（（
（

。

　
真
名
本
『
曾
我
物
語
』
巻
五
に
は
、
曽
我
十
郎
が
小
田
原
の
宿
か
ら
「
佐

河
・
古
宇
津
・
澁
美
の
宿
・
小
礒
・
大
礒
・
平
塚
の
宿
・
三
浦
・
鎌
倉
」
に
至

る
ま
で
心
に
添
う
遊
君
を
探
し
求
め
た
末
に
大
磯
で
虎
御
前
と
出
会
っ
た
と
あ

り
、
巻
六
に
は
五
郎
が
十
郎
の
い
る
「
大
礒
の
宿
」
を
出
て
、「
小
礒
・
澁

美
・
古
宇
津
の
宿
・
佐
河
の
濱
」
を
過
ぎ
て
早
河
の
伯
母
の
も
と
へ
向
か
っ
た

と
の
描
写
が
あ
る
）
（（
（

。

　
さ
ら
に
『
太
平
記
』
に
も
「
足あ
し
が
ら
や
ま

柄
山
の
巓た
う
げ

よ
り
、
大お
ほ
い
そ磯
・
小こ

磯い
そ

見
お
ろ
し

て
、
袖
に
も
波
は
こ
ゆ
る
ぎ
の
、
急
ぐ
と
し
も
は
な
け
れ
ど
も
、
日
数
つ
も
れ

ば
、
七
月
二
十
六
日
の
暮く
れ

程
に
、
鎌
倉
に
こ
そ
着
き
た
ま
ひ
け
れ
」（
巻
第
二

「
俊
基
朝
臣
再
び
関
東
下
向
の
事
」）
と
記
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
大
磯
小
磯
は
、
そ
の
「
い
そ
」
と
い
う
響
き
か
ら
「
急
ぎ
」、

「
過
ぎ
」
と
い
う
表
現
と
関
連
付
け
ら
れ
る
頻
度
が
高
く
、
時
に
は
こ
ゆ
る
ぎ

と
と
も
に
叙
述
さ
れ
る
。
東
海
道
に
位
置
す
る
大
磯
と
小
磯
が
数
々
の
中
世
文

学
作
品
に
記
載
さ
れ
た
事
実
は
、
平
安
末
期
以
降
、
鎌
倉
と
京
と
の
往
来
が
増

加
し
た
影
響
で
人
々
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

三
　「
恋
ひ
そ
」
は
禁
止
の
意
か�

�

─
─
「
そ
」
の
み
に
禁
止
の
意
を
担
わ
せ
る
こ
と
へ
の
疑
問

　
そ
れ
で
は
「
小
磯
」
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　『
梁
塵
秘
抄
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
は
、「『
恋
ひ
そ
』
の
小
磯
　
名
が
悪

い
、
紫
檀
・
赤
木
は
寄
り
つ
か
ず
、
来
や
せ
ぬ
よ
。『
恋
ひ
そ
』
の
小
磯
　
嘆

く
ま
い
、『
此こ

方ち

来く

』
と
　
胡こ

竹ち
く

な
び
き
寄
り
、『
た
ん
な
た
り
や
』
の
波
が
立

つ
」
と
訳
し
、
小
磯
に
つ
い
て
は
「
地
名
に
『
恋
ひ
そ
』（『
な
恋
ひ
そ
』
の
略
。
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恋
す
る
な
、
の
意
）
を
掛
け
た
洒
落
。
ど
こ
の
海
岸
と
特
定
す
る
必
要
は
な

い
」
と
注
記
す
る
）
（（
（

。

　
ま
た
『
梁
塵
秘
抄
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
に
お
い
て
も
、「
小
磯
」
に
「
恋

ひ
そ
（
恋
す
る
な
、
の
意
）」
を
掛
け
て
い
る
と
し
、
前
半
部
分
を
「
小
磯
の

浜
に
は
、『
恋
す
る
な
』
と
言
わ
れ
て
紫
檀
や
赤
木
は
寄
っ
て
も
来
な
い
で
、

流
れ
て
も
来
な
い
で
」
と
解
釈
す
る
）
（（
（

。

　
古
語
辞
典
類
に
お
い
て
も
、
終
助
詞
「
そ
」
の
項
に
は
「
そ
」
が
単
独
で
禁

止
を
示
す
と
説
明
さ
れ
る
。
例
え
ば
『
新
全
訳
古
語
辞
典
）
（（
（

』
に
お
い
て
は
、

「『
そ
』
の
単
独
用
法
」
と
し
て
、「『
そ
』
に
禁
止
の
意
味
が
あ
る
と
意
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
平
安
時
代
末
期
以
降
で
は
、
禁
止
の
表
現
に
『
そ
』
だ
け
が

単
独
で
用
い
ら
れ
た
例
も
あ
る
」
と
す
る
。
同
様
に
古
語
文
法
の
解
説
書
な
ど

で
も
、
使
用
さ
れ
始
め
た
時
期
に
多
少
の
説
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、「
そ
」

の
み
で
禁
止
を
表
す
形
式
が
平
安
末
期
に
は
出
現
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
る
）
（（
（

。

　
し
か
し
「
そ
」
の
み
で
禁
止
を
表
現
す
る
と
さ
れ
る
用
例
は
子
細
に
検
討
す

る
と
、
実
際
に
は
か
な
り
特
殊
な
例
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
細
川

英
雄
氏
は
「
─
そ
」
の
禁
止
表
現
形
式
に
つ
い
て
、『
覚
一
本
平
家
物
語
』
や
、

口
語
的
表
現
の
強
い
『
虎
寛
本
狂
言
』
や
『
天
草
本
伊
曾
保
物
語
』、
さ
ら
に

は
『
き
の
う
は
け
ふ
の
物
語
』
で
さ
え
も
、
数
え
る
ほ
ど
の
用
例
し
か
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
発
生
的
に
特
殊
な
言
い
方
で
あ
り
、
禁
止
表
現
体
系

内
に
お
い
て
き
わ
め
て
不
安
定
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
）
（（
（

。

　
そ
こ
で
古
語
辞
典
や
古
語
文
法
の
解
説
書
類
に
挙
げ
ら
れ
た
「
そ
」
の
み
で

禁
止
を
表
す
と
さ
れ
る
例
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分

類
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
⑴「
な
」
の
代
替
と
な
る
要
素
（「
不
」
や
打
消
を
伴
う
副
詞
な
ど
）
が
文
中

に
あ
る
）
（（
（

。

　
　「
此
ク
濫み
だ
り

ガ
ハ
シ
ク
テ
不お

御は

シ
ソ
」『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
九
ノ
第
三

　
　「
今
ハ
此か

ク
馴な
れ

ヌ
レ
バ
、
何
事
也
ト
モ
不か

隠く

シ
ソ
」『
今
昔
物
語
集
』
巻
第

二
十
九
ノ
第
二
十
八

　
　「
糸
此か
く

ナ
云い
ひ

ソ
、
不さ
わ
ぎ騒
ソ
」『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
三
十
ノ
第
二

　
　「
カ
マ
イ
テ
人
ニ
見
セ
ソ
」『
蒙
求
抄
』
巻
六
）
（（
（

　
⑵「
な
─
そ
」
が
既
出
し
て
お
り
、
繰
り
返
し
の
際
に
「
な
」
が
省
略
さ
れ

る
）
（（
（

。

　
　「
冬
来く

と
も
柞は
は
そ

の
紅も
み
ぢ葉
な
散
り
そ
よ
　
散
り
そ
よ
な
散
り
そ
色
変
へ
で
見

む
」『
梁
塵
秘
抄
』
四
五
四
番
）
（（
（

　
⑶「
な
」
の
音
の
響
き
が
文
中
に
あ
る
。

　
　「
世
ノ
ナ
ラ
ヒ
ニ
候
ヘ
バ
、
ナ
ゲ
カ
セ
給た
ま
ひ

ソ
」『
愚
管
抄
』
巻
第
四

　
　「
父
ノ
御
故ゆ
ゑ

ニ
命
ヲ
失
ワ
ム
事
、
歎
カ
セ
給
ソ
」『
延
慶
本
平
家
物
語
』
第

六
末
・
十
七
「
六
代
御
前
被
召
取
事
）
（（
（

」

　
　「
さ
の
み
泣な

き
給
（
ひ
）
そ
」『
御
伽
草
子
』「
三
人
法
師
」

　
　「
さ
の
み
情な
さ
け

を
ふ
り
す
て
そ
」『
御
伽
草
子
』「
和
泉
式
部
）
（（
（

」

　
細
川
英
雄
氏
は
「
な
─
そ
」
の
禁
止
表
現
形
式
に
お
い
て
、
文
中
に
お
け
る

「
な
」
の
位
置
が
、
か
な
り
自
由
で
あ
る
こ
と
に
も
言
及
す
る
。
確
か
に
、『
大

鏡
』
に
も
「
荒く
わ
う
り
や
う涼

し
て
、
心
知
ら
ざ
ら
む
人
の
前
に
、
夢
語
り
な
、
こ
の
聞

か
せ
た
ま
ふ
人
々
、
し
お
は
し
ま
さ
れ
そ
」（「
師
輔
」）
と
あ
り
、
副
詞
の

「
な
」
が
述
部
で
あ
る
「
し
お
は
し
ま
さ
れ
そ
」
と
離
れ
た
位
置
に
あ
る
。
こ
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う
し
た
事
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
し
「
な
な
げ
か
せ
給
そ
」「
な
泣
き
給

（
ひ
）
そ
」
と
、「
な
」
が
続
い
て
し
ま
う
場
合
、
連
続
す
る
こ
と
を
避
け
て

「
な
」
の
音
の
響
き
を
も
つ
言
葉
で
代
用
し
、
禁
止
表
現
を
予
測
さ
せ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。『
堤
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
「
か
か
る
文
な
ど
、

人
に
見
せ
さ
せ
た
ま
ひ
そ
」（「
よ
し
な
し
ご
と
」）
も
文
中
に
「
な
」
の
響
き

が
含
ま
れ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。

　『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
（（
（

）
九
六
番
歌
に
は
、「
心

と
む
な
　
思
ひ
い
で
そ
と
　
い
は
む
だ
に
　
こ
よ
ひ
を
い
か
が
　
や
す
く
忘
れ

む
」
と
あ
っ
て
、「
思
ひ
い
で
そ
」
は
、「
そ
」
だ
け
で
禁
止
を
表
し
た
例
だ
と

さ
れ
て
い
る
。
終
助
詞
の
「
そ
」
の
用
例
と
し
て
こ
の
歌
を
挙
げ
る
『
例
解
古

語
辞
典
　
第
三
版
）
（（
（

』
に
は
、「
普
通
な
ら
、『
心
留
む
な
、
な
思
ひ
出
で
そ
』
と

言
う
と
こ
ろ
を
、
字
余
り
に
な
る
の
を
避
け
て
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。
そ
う
み
る
な
ら
ば
、
終
助
詞
と
副
詞
の
『
な
』
を
一
つ
で
す
ま
せ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
説
に
従
い
た
い
。

　
ま
た
⑴
～
⑶
の
ほ
か
、
中
世
末
期
か
ら
近
世
の
文
献
に
は
、
細
川
氏
が
指
摘

す
る
よ
う
に
決
ま
っ
た
言
い
回
し
に
使
わ
れ
る
も
の
も
現
れ
る
。
た
だ
そ
の
よ

う
な
用
例
（『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』「
そ
の
段だ
ん

は
御
き
づ
か
ひ
な
さ
れ
そ
」

〔
上
・
五
五
〕、「
そ
う
じ
て
春
の
夢ゆ
め

は
あ
は
ぬ
物
ぢ
や
。
き
づ
か
ひ
な
さ
れ
そ
」

〔
上
・
六
四
〕、「
人
が
申
共
（
と
も
）、

ま
こ
と
に
な
さ
れ
そ
」〔
下
・
六
〕）
に
も
「
な
」

の
響
き
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　
以
上
の
⑴
～
⑶
の
分
類
に
入
ら
な
い
も
の
と
し
て
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
）
（（
（

』

巻
二
の
「
さ
ま
ざ
ま
に
契
り
知
ら
る
る
身
の
憂
さ
に
い
と
ど
つ
ら
さ
を
結む
す

び
か

た
め
そ
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
な
お
、
文
法
書
や
古
語
辞
典
な
ど
で
挙
げ
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て

は
、
他
の
本
を
参
照
す
る
と
「
な
─
そ
」
の
形
を
と
る
も
の
も
あ
っ
た
り
、
字

体
の
類
似
な
ど
に
よ
り
混
同
や
揺
れ
が
生
じ
て
い
た
り
す
る
可
能
性
も
あ
る
た

め
、
先
の
分
類
に
は
含
め
な
か
っ
た
。

　
Ａ
「
な
」
と
「
は
」

　
　
　�

　「
牛
の
子
に
ふ
ま
る
な
庭
の
か
た
つ
ぶ
り
角
の
あ
れ
ば
と
て
身
を
ば

た
の
み
そ
」（
夫
木
和
歌
抄
・
巻
第
二
十
七
雑
部
九
動
物
部
・
一
三
一

〇
九
・
寂
蓮
法
師
）
は
、『
寂
蓮
法
師
集
』
二
六
六
番
の
下
の
句
で
は

「
角
あ
り
と
て
も
身
を
な
頼
み
そ
」
と
な
っ
て
い
る
）
（（
（

。
夫
木
和
歌
抄
の

表
現
の
場
合
で
も
「
ふ
ま
る
な
」
に
「
な
」
が
含
ま
れ
る
の
で
⑶
に
分

類
で
き
る
。

　
　
　�

　
ま
た
「
散
り
ぬ
と
も
ほ
か
へ
は
や
り
そ
色
々
の
木
の
葉
め
ぐ
ら
す
谷

の
辻
風
」（『
旺
文
社
古
語
辞
典
　
第
十
版
増
補
版
）
（（
（

』
に
よ
る
夫
木
和
歌

抄
の
引
用
）
や
、
岩
井
氏
前
掲
書
（
注
31
）
引
用
の
「
ほ
か
へ
は
や
り

そ
」
に
つ
い
て
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
所
載
の
『
夫
木
和
歌
抄
』
で

は
「
ほ
か
へ
な
や
り
そ
」（
巻
第
十
九
雑
部
一
・
七
七
六
三
・
源
仲
正
）、

ま
た
『
為
忠
家
初
度
百
首
』
で
も
「
ほ
か
へ
な
や
り
そ
」（
雑
・
六
三

五
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
Ｂ
「
そ
」
と
「
て
」

　
　
　�
　「
我
が
背
子
が
ふ
り
さ
け
見
つ
つ
嘆
く
ら
む
清
き
月
夜
に
雲
た
な
ひ

き
そ
」（『
旺
文
社
古
語
辞
典
』〔
前
掲
書
〕
に
よ
る
古
今
和
歌
六
帖
の

引
用
）
の
五
句
目
に
つ
い
て
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
所
載
の
『
古
今

和
歌
六
帖
』
に
は
「
雲
な
た
な
び
き
」（
第
一
・
三
四
五
）、「
く
も
た
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な
引
き
て
」（
第
一
・
五
一
三
）
と
あ
る
。
ち
な
み
に
『
万
葉
集
』
で

は
「
く
も
な
た
な
ひ
き
」（
巻
第
十
一
・
寄
レ

物
陳
レ

思
・
二
六
七
七

〔
二
六
六
九
〕）
で
あ
り
、『
綺
語
抄
』
で
は
、「
く
も
は
た
な
び
き
」

（
三
三
四
）
と
あ
る
。『
萬
葉
抄
（
宗
祇
抄
）』（『
萬
葉
學
叢
刊
中
世
編
』

前
掲
書
〔
注
14
〕
所
収
）
に
は
、「
雲
な
ゝ
ひ
き
そ
」
と
あ
っ
て
「
な

─
そ
」
の
形
を
と
る
。「
雲
た
な
ひ
き
そ
」
の
場
合
で
も
、「
な
」
の
響

き
が
あ
る
の
で
分
類
⑶
が
適
用
で
き
る
。

　
Ｃ
「
な
」
と
「
を
」、「
ナ
」
と
「
ヲ
」

　
　
　�

　「
肝き
も

を
つ
ぶ
し
給
ひ
そ
」（『
新
定
源
平
盛
衰
記
』
巻
十
九
「
文
覚
入に
ふ

定ぢ
や
う

京
上の
ぼ

り
附

平
家
追
討
の
院ゐ
ん
ぜ
ん宣
の
事
」、
岩
井
氏
前
掲
書
で
も
指
摘
）

に
つ
い
て
は
、『
新
訂
源
平
盛
衰
記
』
に
は
「
肝き
も

を
な
つ
ぶ
し
給
ひ
そ
」、

ま
た
『
源
平
盛
衰
記
（
四
）』（
中
世
の
文
学
）
に
は
、「
肝
ヲ
ツ
ブ
シ

給
フ
ゾ
」
と
あ
る
）
（（
（

。

　
　
　�

　
ま
た
「
サ
レ
ハ
由
無
シ
事
ヲ
云
ソ
」（
池
田
併
治
氏
）
（（
（

に
よ
る
『
今
昔

物
語
集
』
の
引
用
）
に
関
し
て
は
、
新
大
系
で
は
「
サ
レ
バ
由よ
し
な無
シ
事ご
と

ナ
云い
ひ

ソ
」（
巻
第
一
ノ
第
十
二
）
と
、「
な
─
そ
」
の
形
に
な
っ
て
い
る
。

「
ヲ
」
と
取
る
場
合
も
「
由
無
シ
」
の
部
分
に
「
な
」
の
音
が
入
っ
て

い
る
の
で
分
類
⑶
が
適
用
で
き
る
。

　
そ
の
他
、
Ａ
か
ら
Ｃ
に
挙
げ
た
も
の
以
外
で
、
他
の
本
を
参
照
す
る
と
「
な

─
そ
」
の
形
を
取
っ
て
い
る
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
ま
ず
、「
人
の
命
終
の
時
は
、
思
は
し
か
ら
ん
妻
子
や
、
惜
し
と
思
は
ん
宝

な
ど
を
皆
見
せ
そ
と
ぞ
申
し
て
侍
る
め
る
」（
岩
井
氏
前
掲
書
に
よ
る
『
宝
物

集
』
の
引
用
）
に
つ
い
て
は
、
新
大
系
で
は
「
さ
れ
ば
、『
人
の
命み
や
う
じ
ゆ
う終
の
時

は
、
お
も
は
し
か
ら
む
妻
子
や
、
お（
を
）し
と
思
は
ん
宝
な
ど
を
ば
な
み
せ
そ
』
と

申ま
う
し

て
侍
る
め
り
」
と
あ
っ
て
、「
な
─
そ
」
の
形
式
を
と
る
。「
皆
見
せ
そ
」

の
場
合
で
あ
っ
て
も
「
な
」
の
音
が
含
ま
れ
る
の
で
⑶
が
適
用
で
き
る
。

　
次
に
、「
あ
の
男
に
物
い
は
せ
そ
。
討
ち
て
捨
て
よ
」（
湯
澤
氏
前
掲
書
で
引

用
さ
れ
る
『
平
治
物
語
』「
義
朝
敗
北
」）
に
つ
い
て
は
、『
古
活
字
本
平
治
物

語
』（
大
系
『
保
元
物
語
　
平
治
物
語
』
所
収
）
や
高
橋
貞
一
校
註
『
平
治
物

語
）
（（
（

』
で
は
「
あ
の
男
に
物
な
い
は
せ
そ
」
と
し
て
「
な
─
そ
」
の
形
を
と
る
。

同
じ
く
湯
澤
氏
前
掲
書
引
用
の
「
や
を
れ
有
王
、
今
は
か
か
る
憂
き
事
を
ば
語

り
そ
と
よ
」（『
源
平
盛
衰
記
』「
有
王
硫
黄
島
に
渡
る
」）
に
つ
い
て
も
、『
新

定
源
平
盛
衰
記
』『
新
訂
源
平
盛
衰
記
』
は
「
な
語
り
そ
と
よ
」、『
源
平
盛
衰

記
（
二
）』
も
「
ナ
語
リ
ソ
ト
ヨ
」
と
あ
っ
て
「
な
─
そ
」
の
形
を
と
る
）
（（
（

。

　
従
っ
て
、
基
本
的
に
は
「
な
」
や
「
な
」
の
代
用
と
な
る
言
葉
が
あ
る
場
合

の
み
禁
止
表
現
と
し
て
作
用
し
、「
そ
」
自
体
に
禁
止
の
意
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
添
え
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
禁
止
表
現
を
予
測
さ

せ
る
よ
う
な
語
を
伴
わ
な
い
「
恋
ひ
そ
」
が
禁
止
の
意
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に

は
疑
問
が
残
る
。

四
　「
恋
ひ
そ
」
の
解
釈
の
可
能
性

　
そ
れ
で
は
、「
恋
ひ
そ
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

歌
枕
で
有
名
な
「
老
蘇
の
森
」（
滋
賀
県
蒲
生
郡
安
土
町
）
が
、
例
え
ば
「
か

は
り
ゆ
く
鏡か
ゞ
み

の
影か
げ

を
見
る
た
び
に
老お
ひ

蘇そ

の
森も
り

の
嘆な
げ

き
を
ぞ
す
る
」（
金
葉
集
・

巻
九
・
雑
上
・
五
九
九
・
源
師
賢
）
と
老
い
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
、「
小
磯
の
浜
」
も
恋
の
比
喩
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
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　「
こ
ひ
そ
」
と
い
う
表
現
の
使
用
に
関
し
て
は
、
ま
ず
『
万
葉
集
』
に
よ
く

み
ら
れ
る
形
と
し
て
、「
な
恋
ひ
そ
」（
恋
し
が
る
な
、
恋
し
く
思
う
な
）
と

い
っ
た
禁
止
表
現
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
平
安
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
は
、

「
な
恋
ひ
そ
」
を
含
む
和
歌
は
管
見
の
限
り
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

　
例
え
ば
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
『
八
代
集
総
索
引
』
の
各
句
索
引
の
「
こ

ひ
そ
」
で
得
ら
れ
る
例
は
次
の
よ
う
な
表
現
を
と
る
。

　
Ⅰ
「
恋
ぞ
～
」（
二
例
）

　
　
　�

筑つ
く

波ば

嶺ね

の
峰
よ
り
落お

つ
る
み
な
の
河
恋
ぞ
積つ

も
り
て
淵
と
な
り
け
る

�

（
後
撰
集
・
巻
十
一
・
恋
三
・
七
七
六
・
陽
成
院
）

　
　
　�

み
か
り
す
る
か
り
は
の
小を

野の

のゝ
な
ら
柴し
ば

の
な
れ
は
ま
さ
ら
で
恋こ
ひ

ぞ
ま
さ

れ
る�

（
新
古
今
集
・
巻
十
一
・
恋
一
・
一
〇
五
〇
・
人
麿
）

　
Ⅱ
「
恋
ひ
そ
め
し
」（
四
例
）

　
　
　�

恋
ひ
そ
め
し
心
を
の
み
ぞ
う
ら
み
つ
る
人
の
つ
ら
さ
を
わ
れ
に
な
し

つ
ゝ�

（
後
拾
遺
集
・
恋
一
・
六
三
八
・
平
兼
盛
）

　
　
　�

恋こ

ひ
そ
め
し
人
は
か
く
こ
そ
つ
れ
な
け
れ
我
（
わ
が
）な
み
だ
し
も
色い
ろ

変か
は

る
ら
ん�

�

（
千
載
集
・
恋
二
・
七
〇
六
・
二
条
太
皇
太
后
宮
大
弐
）

　
　
　
恋こ

ひ
そ
め
し
心
の
色
の
何な
に

な
れ
ば
思お
も

ひ
返か
へ

す
に
か
へ
ら
ざ
る
ら
ん

�

（
千
載
集
・
恋
四
・
八
九
二
・
太
皇
太
后
宮
小
侍
従
）

　
　
　�

ひ
さ
か
た
の
月
ゆ
え（
ゑ
）に

や
は
恋こ

ひ
そ
め
し
な
が
む
れ
ば
ま
づ
濡ぬ

る
ゝ
袖そ
で

か
な�

（
千
載
集
・
恋
五
・
九
三
〇
・
寂
超
法
師
）

　
こ
の
よ
う
に
Ⅱ
の
「
恋
ひ
そ
め
し
」
の
用
例
が
、
後
白
河
院
の
勅
に
よ
っ
て

編
纂
さ
れ
た
千
載
集
に
三
首
み
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
千
載

集
の
編
者
で
あ
る
藤
原
俊
成
が
判
者
を
務
め
た
『
六
百
番
歌
合
』
の
な
か
に
も
、

「
恋
（
こ
ひ
）そ
む
る
心
の
底そ
こ

を
尋た
づ

ぬ
れ
ば
人
や
り
な
ら
ぬ
思
（
お
も
ひ
）な
り
け
り
」（
恋
一
・

六
一
一
・
兼
宗
）、「
恋
そ
め
し
心
は
い
つ
ぞ
石い
そ
の
か
み上
宮
（
み
や
）こ
の
奥お
く

の
夕
暮ぐ
れ

の
空
」

（
恋
三
・
七
八
〇
・
信
定
〔
慈
円
〕）、「
恋
（
こ
ひ
）そ
め
し
思お
も

ひ
の
妻
の
色
ぞ
そ
れ
身

に
し
む
春は
る

の
花
の
衣
手
」（
恋
九
・
一
一
二
三
・
定
家
）
と
い
っ
た
歌
が
み
ら

れ
る
の
は
興
味
深
い
。

　「
恋
そ
め
」
の
「
初
め
」
に
は
「
染
め
」
が
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
赤
色
系
統

の
色
彩
を
連
想
さ
せ
て
心
情
を
強
調
す
る
も
の
も
多
い
。
た
だ
染
ま
る
色
に
つ

い
て
は
特
に
赤
色
と
は
限
ら
ず
、「
恋
（
こ
ひ
）初そ

め
し
心
の
色
に
積つ

む
年と
し

は
我
（
わ
が
）黒く
ろ
か
み髪

に
現あ
ら
は

れ
に
け
り
」（
六
百
番
歌
合
・
恋
五
・
八
五
〇
・
信
定
〔
慈
円
〕）
で
は

黒
髪
が
白
く
な
り
、「
く
ち
な
し
の
色
の
八や

千ち

入し
ほ

恋こ

ひ
そ
め
し
し
た
の
思お
も

ひ
や

い
は
で
は
て
な
ん
」（
拾
遺
愚
草
・
一
四
五
一
）
（（
（

）
で
は
濃
い
山
吹
色
で
、
宗
尊

親
王
の
「
恋こ

ひ
そ
む
る
か
ら
あ
い（
ゐ
）の
衣き
ぬ

の
色
に
出
て
深ふ
か

き
心
を
知し

ら
せ
て
し
が

な
」（
文
応
三
百
首
・
恋
・
二
〇
二
）
で
は
藍
色
と
な
っ
て
い
る
（
新
大
系

『
中
世
和
歌
集
　
鎌
倉
篇
』）。

　
お
そ
ら
く
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
お
い
て
、「
こ
ひ
そ
」
は
「
恋
ひ
そ
め
」

の
初
々
し
い
様
子
に
彩
り
が
添
え
ら
れ
て
い
る
状
態
を
表
す
も
の
と
し
て
好
ま

れ
て
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
こ
ひ
そ
」
と
「
恋
ひ
そ
め
」
と

の
関
係
は
、
老
蘇
の
森
の
名
の
由
来
を
「
追
い
初
め
」
だ
と
す
る
『
源
平
盛
衰

記
』
に
お
け
る
説
話
を
想
起
さ
せ
る
。
熱
田
社
の
草
薙
剣
を
沙
門
道
行
と
い
う

僧
が
盗
み
出
す
と
い
う
、『
日
本
書
紀
』
に
そ
の
原
型
が
み
ら
れ
る
話
で
、
そ

れ
に
よ
る
と
、
道
行
が
剣
を
盗
み
出
し
た
と
こ
ろ
た
な
び
い
て
き
た
黒
雲
に
取

り
返
さ
れ
た
。
再
度
盗
み
出
し
た
際
に
ま
た
取
り
返
さ
れ
た
の
で
追
い
か
け
は

じ
め
た
そ
の
場
所
が
「
近
江
の
国
蒲
生
郡
に
大
磯
の
森
と
い
ふ
所
あ
り
。
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追お
ひ
そ
め
の
も
り

初
森
な
り
」
と
説
明
さ
れ
る
。「
大
磯
の
森
」
と
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
老
蘇

の
森
と
大
磯
と
の
親
近
性
も
指
摘
で
き
よ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
「
お
ひ
そ
め
」

た
こ
と
に
よ
っ
て
「
お
い
そ
」
の
森
の
名
前
が
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
こ
ひ
そ
」
と
い
う
響
き
が
「
こ
ひ
そ
め
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
た
と
い
う

こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　『
梁
塵
秘
抄
』
三
四
七
番
歌
で
は
、「
小
磯
の
浜
」
に
続
い
て
「
紫
檀
赤
木
」

と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
と
り
わ
け
そ
の
色
彩
を
介
し
た

結
び
つ
き
が
興
趣
を
催
し
た
の
で
は
な
い
か
。『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
（
一
一
八

九
）
年
九
月
十
七
日
条
に
は
、
藤
原
基
衡
が
建
立
し
た
毛
越
寺
の
金
堂
で
あ
る

圓
隆
寺
に
つ
い
て
「
鏤
二

金
銀
一
。
継
二

紫
檀
赤
木
等
一
。
尽
二

万
寶
一
。
交
二

衆

色
一

」
と
あ
っ
て
、
万
宝
を
尽
く
し
て
多
く
の
色
を
交
え
て
い
る
と
い
っ
た
と

こ
ろ
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
『
胡
琴
教
録
』
の
「
琵
琶
寶
物
」
に
お

い
て
「
瞿
麥
」
は
「
赤
木
甲
」
と
あ
り
、
割
注
で
「
は
な
や
か
に
あ
か
か
ら
ず
。

下
品
の
花
梨
木
の
色
也
」
と
、
色
彩
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ

れ
る
）
（（
（

。

　
難
波
め
ぐ
み
氏
は
、
平
安
中
期
に
成
立
し
た
藤
原
明
衡
の
『
新
猿
楽
記
』
に

唐
物
の
交
易
品
と
し
て
赤
木
、
蘇
芳
、
檳
榔
子
、
臙
脂
、
丹
の
色
材
が
見
え
、

ま
た
陶
砂
（
明
礬
）
の
存
在
も
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
染
料
と

し
て
活
用
さ
れ
、
そ
の
陶
砂
（
明
礬
）
を
利
用
し
て
赤
に
染
め
て
い
た
と
指
摘

し
て
い
る
）
（（
（

。

　
こ
の
よ
う
な
色
彩
的
特
徴
を
持
つ
も
の
と
し
て
紫
檀
赤
木
が
認
識
さ
れ
て
い

た
な
ら
ば
、
小
磯
（
恋
ひ
初
め
・
恋
ひ
染
め
）
と
い
う
表
現
を
契
機
と
し
て
紫

檀
赤
木
と
い
う
木
材
が
導
き
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
自
然
な
流
れ
で
あ
る
と
捉

え
ら
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
恋
の
比
喩
と
し
て
の
役
割
を
小
磯
が
果
た
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
。『
海
道
記
』
の
大
磯
浦
小
磯
浦
を
過
ぎ
る
場
面
で

「
雲
ノ
橋
浪な
み

ノ
上
ニ
浮う
か
び

テ
、
鵲
か
さ
さ
ぎ

ノ
渡わ
た
し
も守
リ
天あ
ま

津つ

空
ニ
遊
ブ
」
と
い
う
よ
う
に
、

空
を
見
上
げ
、
鵲
に
焦
点
を
当
て
て
描
写
し
て
い
た
の
は
、
小
磯
の
「
恋
」
が

織
姫
と
牽
牛
を
連
想
さ
せ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
い
う
の
も
、
織
姫
に

つ
い
て
は
「
常
に
恋
す
る
は
　
空
に
は
織た
な
ば
た女
流よ
ば
ひ
ぼ
し星
（
後
略
）」
と
『
梁
塵
秘

抄
』
三
三
四
番
歌
に
、
常
時
恋
を
し
て
い
る
も
の
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

五
　
異
国
か
ら
の
漂
着
─
─
揺
ら
れ
来
る
「
胡
竹
の
竹
」

　
紫
檀
の
性
質
に
つ
い
て
『
日
本
大
百
科
全
書
）
（（
（

』
で
は
、
辺
材
は
白
色
で
心
材

は
新
し
い
も
の
は
鮮
紅
色
だ
が
、
の
ち
に
暗
紫
紅
色
に
な
り
、
材
質
は
緻
密
で

堅
い
と
説
明
さ
れ
る
。
チ
ー
ク
材
よ
り
約
三
割
重
く
て
二
倍
の
堅
さ
が
あ
る
と

い
う
。
こ
の
よ
う
に
紫
檀
は
紅
色
系
統
と
い
っ
た
色
彩
的
特
徴
を
備
え
て
い
る

と
と
も
に
、
堅
固
で
重
量
感
が
あ
る
と
い
う
点
で
、「
胡
竹
の
竹
」
と
材
質
の

面
で
も
対
照
的
な
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
な
ぜ
「
紫
檀
赤
木
」
で
は
な
く
「
胡
竹
の
竹
」
が
寄
る
と
さ
れ
た
の
か
。
竹

は
「
ふ
す
、
節ふ
し

、
む
な
し
、
よ
」
な
ど
を
通
し
て
嘆
き
や
恨
み
言
を
連
想
さ
せ

る
一
方
で
、
色
が
変
わ
ら
ぬ
も
の
の
象
徴
と
し
て
、
末
永
い
世
を
祈
り
、
言
祝

ぐ
と
い
っ
た
祝
賀
の
気
分
を
表
現
す
る
手
段
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
も

あ
る
。
例
え
ば
「
紅
葉
す
る
草
木
に
も
似
ぬ
竹
の
み
ぞ
か
は
ら
ぬ
も
の
の
た
め

し
な
り
け
る
」（
貫
之
集
・
第
三
・
二
七
七
。『
古
今
和
歌
六
帖
』
で
は
第
三
句
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目
「
竹
の
は
ぞ
」〔
第
六
・
四
一
一
九
〕）
や
、「
白し
ら
ゆ
き雪
は
降ふ

り
隠か
く

せ
ど
も
千ち

代よ

ま
で
に
竹
の
緑み
ど
り

は
変か
は

ら
ざ
り
け
り
」（
拾
遺
集
・
雑
賀
・
一
一
七
七
・
貫
之
）、

「
君き
み

訪と

は
で
幾い
く

よ
経へ

ぬ
ら
ん
色
変か

へ
ぬ
竹
の
古ふ
る
ね根
の
生お

い（
ひ
）か
は
る
ま
で
」（
拾
遺

集
・
雑
賀
・
一
一
九
四
）
な
ど
、
色
が
変
わ
ら
な
い
と
い
う
竹
の
性
質
と
重
ね

合
わ
せ
て
慶
賀
の
心
情
を
表
現
し
て
い
る
。『
新
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
も

や
は
り
「
年
ご
と
に
お
い
そ
ふ
竹
の
よ
ゝ
を
へ
て
か
は
ら
ぬ
色
を
た
れ
と
か
は

み
ん
」（
賀
歌
・
七
一
五
・
貫
之
）
の
よ
う
に
、
何
代
た
っ
た
と
し
て
も
変
ら

ぬ
緑
色
を
し
て
栄
え
続
け
る
、
す
な
わ
ち
永
続
性
の
象
徴
と
し
て
受
容
さ
れ
て

き
た
。

　
ま
た
、「
草
木
で
は
な
い
竹
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
た
「
木
に
も
あ
ら
ず

草
に
も
あ
ら
ぬ
竹
の
よ
の
端は
し

に
わ
が
身
は
な
り
ぬ
べ
ら
也
（
な
り
）
」（
古
今
集
・
雑

下
・
九
五
九
）
を
踏
ま
え
た
「
木
に
も
あ
ら
ぬ
竹
の
下し
た
ね根
の
う
き
ふ
し
に
む
な

し
き
よ
ゝ
を
ま
づ
や
さ
と
ら
む
」（『
拾
遺
愚
草
』・
二
七
七
二
）
の
よ
う
な
歌

も
み
ら
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
『
道
助
法
親
王
家
五
十
首
』
の
「
木
に
も
あ
ら

ぬ
ま
が
き
の
竹
は
冬
草
の
霜
に
つ
れ
な
き
色
か
と
ぞ
み
る
」（
七
一
六
）
や
、

「
木
に
も
あ
ら
ず
草
に
も
あ
ら
ぬ
く
れ
竹
は
霜
は
お
け
ど
も
色
は
か
は
ら
ず
」

（
七
二
二
）
の
よ
う
な
「
木
で
は
な
い
、
竹
」
と
い
う
表
現
を
用
い
な
が
ら

「
色
」
に
つ
い
て
詠
ま
れ
る
歌
で
あ
る
。
色
を
変
え
な
い
と
い
う
竹
の
特
性
は
、

あ
え
て
木
と
対
比
し
て
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
鮮
や
か
に
印
象
づ
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
外
来
の
竹
で
あ
る
「
胡
竹
」
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の

響
き
か
ら
「
こ
ち
ら
に
来
る
」
と
い
う
意
が
含
ま
れ
る
）
（（
（

。
本
稿
で
は
深
く
立
ち

入
ら
な
い
が
、
笛
の
譜
の
唱し
ょ
う
が歌
に
関
連
す
る
と
さ
れ
る
「
た
ん
な
た
り
や
（
た

ん
な
り
り
や
）」
と
い
う
表
現
に
は
、
相
手
が
こ
ち
ら
に
や
っ
て
来
る
際
の
期

待
感
や
嬉
し
さ
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
六
百
番
歌
合
』
の

「
う
ら
や
ま
し
わ
が
り
こ
ち
く
と
笛
の
音ね

を
頼た
の

む
る
中
の
人
は
聞
（
き
く
）ら
ん
」（
恋

九
・
一
〇
八
七
・
季
経
）
の
よ
う
に
、
羨
ま
し
く
な
る
ほ
ど
の
、
待
つ
側
の
浮

き
立
つ
よ
う
な
弾
む
気
持
ち
が
想
像
さ
れ
る
。

　
従
来
、『
六
百
番
歌
合
』
の
「
は
る
〴
〵
と
浪
路ぢ

分
（
わ
け
）
来く

る
笛
竹
を
わ
が

恋（
こ
ひ
づ
ま
）
妻
と
思
は
ま
し
か
ば
」（
恋
九
・
一
〇
九
〇
・
中
宮
権
大
夫
〔
家
房
〕）
に

つ
い
て
の
判
詞
に
「『
浪
路ぢ

分
来く

る
笛
竹
を
』
と
い
へ
る
、『
多お
ほ

く
の
浪
を
こ
そ

は
分
（
わ
け
）来こ

し
か
』
な
ど
云
（
い
ふ
）

郢
（
え
い
き
ょ
く
）
曲
の
心
に
や
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、『
古
今
目

録
抄
』
料
紙
今
様
）
（（
（

の
「
も
ろ
こ
し
た（
唐
）う
な
る
ふ
（
笛
竹
）

ゑ
た
け
は
　
い
か
て
か
こ（
此
処
）ゝ

ま

て
は
ゆ（
揺
）ら
れ
こ（
来
）し

　
こ
と
よ
き
か（
風
）せ
に
さ（
誘
）そ
は
れ
て
　
お（
多
）ほ
く
の
な（
波
）み
を
こ
そ

わ（
分
）け
こ（
来
）し
か
」
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
俊
恵
の
『
林
葉
和
歌
集
』
に
「
依
恋
赴
遠
路
」

と
し
て
「
は
る
ば
る
と
波
ぢ
を
分
け
て
こ
ゆ
る
ぎ
の
急
ぐ
と
君
は
し
ら
ず
や
有

る
ら
ん
」（
第
五
・
恋
・
八
六
五
）
と
い
う
歌
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
恋

の
た
め
に
遠
路
は
る
ば
る
赴
く
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
「
こ
ゆ
る
ぎ
」「
急
ぐ
」

と
と
も
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。「
こ
ゆ
る
ぎ
」
は
、『
宴
曲
集
』
巻
第
三
「
名

所
恋
」
の
う
ち
に
「
こ
ゆ
る
ぎ
の
　
い
そ
ぎ
て
我
や
ゆ
か
ま
し
」
と
歌
わ
れ
る

よ
う
に
、
行
動
を
起
こ
す
こ
と
を
示
す
表
現
で
あ
り
、
運
動
性
や
躍
動
感
を
伴

う
。
そ
も
そ
も
こ
ゆ
る
ぎ
の
「
こ
ゆ
」「
こ
ゆ
る
」
の
響
き
に
は
、
⑴
時
間

（
月
日
、
年
な
ど
）、
⑵
空
間
（
関
な
ど
）、
⑶
量
や
質
な
ど
の
水
準
（
思
い
な

ど
）
が
「
越
ゆ
・
超
ゆ
」
と
い
う
意
味
が
重
ね
ら
れ
、「
は
る
ば
る
と
」
と

い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
も
容
易
に
結
び
つ
く
。
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先
述
の
『
古
今
目
録
抄
』
料
紙
今
様
に
お
け
る
「
ふ
（
笛
竹
）

ゑ
た
け
」
が
「
ゆ（
揺
）ら
れ

こ（
来
）し
」
と
あ
る
の
と
同
様
に
、『
古
今
目
録
抄
』
料
紙
今
様
に
み
ら
れ
る
「
こ

ひ
そ
の
は
ま
に
」
の
歌
に
お
い
て
も
、
紫
檀
赤
木
は
「
揺
ら
れ
」
来
な
い
で
胡

竹
の
竹
の
み
「
ゆ
ら
れ
き
て
」
と
、「
ゆ
ら
れ
」
と
い
う
表
現
が
繰
り
返
し
用

い
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
よ
ろ
き
（
こ
よ
る
ぎ
・
こ
ゆ
る
ぎ
）」
の
響
き

は
「
ゆ
ら
れ
」
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、「
よ
ろ

き
（
こ
よ
る
ぎ
・
こ
ゆ
る
ぎ
）」
と
い
う
名
の
地
な
の
に
「
木
は
ゆ
ら
れ
こ
な

い
で
」
と
い
う
気
持
ち
も
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
揺
ら
れ
く

る
イ
メ
ー
ジ
」
や
「
外
来
の
も
の
が
流
れ
寄
る
イ
メ
ー
ジ
」
は
、
こ
ゆ
る
ぎ
や

大
磯
小
磯
の
地
に
元
来
胚
胎
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う
し
た
渡
来
性
が

こ
の
歌
に
も
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。

　
こ
ゆ
る
ぎ
や
大
磯
地
域
と
隣
接
す
る
「
唐
が
原
」
の
存
在
も
、
こ
の
地
域
に

お
け
る
異
国
的
な
要
素
を
説
明
す
る
た
め
の
証
左
と
な
ろ
う
。『
能
因
歌
枕

（
廣
本
）
（（
（

）』
の
「
相
模
國
」
に
は
「
こ
ゆ
る
ぎ
の
礒
」「
ゆ
る
ぎ
の
浦
」
の
ほ
か

に
「
も
ろ
こ
し
の
原
」
の
名
も
挙
げ
ら
れ
る
。『
更
級
日
記
』
に
も
「
も
ろ
こ

し
が
原
と
い
ふ
所
も
、
砂
子
の
い
み
じ
う
白
き
を
二
・
三
日
ゆ
く
）
（（
（

」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
描
写
に
つ
い
て
は
福
家
俊
幸
氏
に
よ
っ
て
「
も
ろ
こ
し
が
原
」

が
通
過
に
二
、
三
日
を
要
す
る
長
い
海
岸
線
と
は
考
え
に
く
い
た
め
、「『
も
ろ

こ
し
』
と
い
う
遙
か
彼
方
の
地
に
あ
る
異
国
の
イ
メ
ー
ジ
が
実
態
を
超
え
た
広

大
な
地
に
形
象
化
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
察
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
先
に
挙
げ

た
『
古
今
目
録
抄
』
料
紙
今
様
の
「
も
ろ
こ
し
た（
唐
）う

な
る
ふ
（
笛
竹
）

ゑ
た
け
」
が
は
る

ば
る
と
多
く
の
波
を
分
け
て
辿
り
着
く
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な
り
合
う
。
し
か
も

既
に
述
べ
た
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』
の
道
行
に
は
大
磯
、

小
磯
、
唐
が
原
と
記
さ
れ
て
お
り
、
緊
密
な
関
係
性
を
示
し
て
も
い
る
。

　
以
前
拙
稿
で
触
れ
た
よ
う
に
、
大
磯
地
域
は
中
世
の
縁
起
類
に
お
い
て
も
漂

着
や
渡
来
の
地
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
。『
走
湯
山
縁
起
』
に
は
「
相
模
國

唐
濱
礒
部
海
漕
（
濱
歟
）」
に
出
現
し
た
鏡
は
、
神
功
皇
后
と
契
約
を
交
わ
し
た
高
麗

国
の
神
人
で
日
本
を
鎮
護
す
る
た
め
に
渡
来
し
た
と
あ
る
。
ま
た
『
箱
根
権
現

縁
起
』
に
は
「
い
そ
ぎ
」
波
羅
奈
国
（
本
文
で
は
「
し
ら
な
い
こ
く
」
と
誤

記
）
を
出
た
中
将
た
ち
一
行
が
「
く
わ
ん
と
う
さ
が
み
の
く
に
お
ほ
い
そ
」
に

上
陸
し
た
と
記
さ
れ
る
。『
神
道
集
』「
二
所
権
現
ノ
事
」
と
同
様
の
筋
を
持
つ

こ
の
『
箱
根
権
現
縁
起
』
は
十
四
世
紀
初
め
の
こ
ろ
の
制
作
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
て
い
る
）
（（
（

。

　
こ
ゆ
る
ぎ
や
大
磯
小
磯
は
、
そ
の
動
き
の
あ
る
風
景
や
交
通
の
要
衝
と
し
て

の
性
質
を
基
盤
に
、「
ゆ
る
ぎ
」「
急
ぎ
」
と
い
っ
た
言
葉
と
と
も
に
、
心
だ
け

で
な
く
人
や
事
物
の
揺
れ
や
移
動
を
表
現
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
地
で
あ
っ

た
。

結
び
に

　
以
上
の
よ
う
に
古
来
、
相
模
国
の
よ
ろ
ぎ
、
こ
ゆ
る
ぎ
と
し
て
著
名
で
あ
っ

た
地
が
大
磯
小
磯
と
し
て
も
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
三
四
七
番

歌
の
成
立
の
背
景
に
あ
ろ
う
。
流
行
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
敏
感
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る
今
様
に
お
い
て
、
小
磯
の
地
名
が
目
新
し
い
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
た

可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。

　
そ
し
て
小
磯
の
浜
を
恋
の
比
喩
と
し
て
掲
げ
た
う
え
で
、
そ
の
恋
の
状
態
や

状
況
を
分
か
り
や
す
く
表
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
紫
檀
赤
木
や
胡
竹
を
取
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り
上
げ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
赤
色
系
統
の
色
彩
を
備
え
る
紫
檀
赤
木
が
、
貴
重

で
堅
固
、
重
厚
で
あ
る
の
と
対
照
的
に
、
竹
は
色
が
変
わ
ら
ず
、
軽
や
か
で
移

動
し
や
す
い
印
象
を
与
え
る
。
し
か
も
小
磯
に
は
「
急
ぎ
」
行
動
す
る
と
い
う

意
も
含
ま
れ
る
。「
胡
竹
の
竹
の
み
」
の
「
の
み
」
に
は
軽
く
他
と
比
較
し
て

あ
る
も
の
を
特
に
強
調
す
る
意
味
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
い
。

　
従
っ
て
、
三
四
七
番
の
歌
意
は
次
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　「
恋
」
の
名
を
持
つ
相
模
国
の
小
磯
の
浜
、
そ
こ
に
は
紫
檀
赤
木
と
い
っ
た

赤
く
染
め
る
よ
う
な
重
た
い
高
級
木
材
は
来
な
い
で
、
こ
ち
ら
に
来
る
と
い
う

軽
や
か
な
胡
竹
の
竹
が
と
り
わ
け
吹
か
れ
寄
っ
て
来
て
、
た
ん
な
た
り
や
と
い

う
波
の
音
の
よ
う
に
浮
き
立
つ
気
持
ち
に
な
る
。

　
当
該
歌
は
、
色
彩
や
質
感
の
対
比
を
効
果
的
に
用
い
な
が
ら
、
動
き
が
あ
っ

て
進
展
す
る
見
込
み
の
あ
る
恋
を
肯
定
的
に
表
現
し
た
今
様
か
と
推
察
さ
れ
る
。

引
用
文
献

　
特
に
注
記
の
な
い
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。『
古
代
歌
謡
集
』（『
風

俗
歌
』）、『
愚
管
抄
』『
御
伽
草
子
』『
江
戸
笑
話
集
』（『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』）
は

日
本
古
典
文
学
大
系
（
以
下
、「
大
系
」
と
称
す
）、『
今
昔
物
語
集
』『
古
今
和
歌
集
』

『
後
撰
和
歌
集
』『
拾
遺
和
歌
集
』『
後
拾
遺
和
歌
集
』『
千
載
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌

集
』『
六
百
番
歌
合
』『
宝
物
集
　
閑
居
友
　
比
良
山
古
人
霊
託
』『
中
世
日
記
紀
行
集
』

（『
海
道
記
』『
竹
む
き
が
記
』）
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（「
新
大
系
」）
に
拠
っ
た
。

ま
た
、『
源
氏
物
語
』『
落
窪
物
語
　
堤
中
納
言
物
語
』『
大
鏡
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
（「
新
全
集
」）、『
太
平
記
』
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
（「
集
成
」）
に
拠
っ
た
。
　

注
１�

　『
神
楽
歌
　
催
馬
楽
　
梁
塵
秘
抄
　
閑
吟
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
臼
田
甚

五
郎
　
新
間
進
一
　
外
村
南
都
子
　
徳
江
元
正
校
注
・
訳
　
小
学
館
　
二
〇
〇
六
年

（
二
〇
〇
〇
年
第
一
版
第
一
刷
）。
以
降
の
『
梁
塵
秘
抄
』
の
引
用
は
特
に
注
記
の
な

い
限
り
、
こ
の
書
に
拠
る
。
な
お
四
五
七
番
の
「
波
も
聞
け
小こ

い
そ磯

も
語
れ
松
も
見
よ

（
後
略
）」
の
「
小
磯
」
に
は
本
稿
で
は
言
及
し
な
い
。

　
２�

　「
順
徳
院
と
今
様
」『
明
月
記
研
究
』
七
号
　
明
月
記
研
究
会
　
二
〇
〇
二
年
十
二

月

　
３
　
外
村
南
都
子
校
注
・
訳
　
ほ
る
ぷ
出
版
　
一
九
八
六
年

　
４
　
吉
原
栄
徳
　
お
う
ふ
う
　
二
〇
〇
八
年

　
５�

　『
日
本
歌
学
大
系
　
別
巻
三
』
久
曽
神
昇
編
　
風
間
書
房
　
一
九
八
九
年
（
一
九
六

四
年
初
版
）

　
６
　
片
桐
洋
一
編
　
和
泉
書
院
　
二
〇
一
三
年

　
７
　『
藻
塩
草
　
本
文
篇
』
大
阪
俳
文
学
研
究
会
編
　
和
泉
書
院
　
一
九
七
九
年

　
８�

　『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』（
馬
場
光
子
全
訳
注
　
講
談
社
　
二
〇
一
〇
年
）
所
収
。
植

木
朝
子
「
消
え
ゆ
く
声
へ
の
焦
燥
─
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
か
ら
─
」（『
日
本
文
学
』

第
五
五
巻
七
号
　
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

　
９�

　「
後
白
河
院
北
面
下
臈
─
院
の
行
動
力
を
支
え
る
も
の
─
」
大
阪
城
南
女
子
短
期
大

学
研
究
紀
要
　
一
九
七
六
年
十
一
月
。『
増
補
史
料
大
成
　
山
槐
記
　
二
』（
臨
川
書

店
　
一
九
六
五
年
）
の
安
元
元
年
八
月
十
一
、
十
二
日
条
に
「
相
模
守
業
房
」
の
名

が
み
え
る
。

　
10�

　『
安
居
院
唱
導
集
　
上
巻
』
永
井
義
憲
　
清
水
宥
聖
編
　
角
川
書
店
　
一
九
七
九
年

（
一
九
七
二
年
初
版
）。『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
　
第
十
五
巻
　
歌
謡
Ⅱ
』
新
間
進
一
　

志
田
延
義
編
　
角
川
書
店
　
一
九
九
二
年
（
一
九
七
七
年
初
版
）

　
11�

　「
相
模
国
と
三
浦
氏
」『
三
浦
一
族
研
究
』
第
二
号
　
三
浦
一
族
研
究
会
　
一
九
九

八
年
五
月

　
12�

　『
新
訂
増
補
國
史
大
系
　
吾
妻
鏡
前
篇
』
黑
板
勝
美
　
国
史
大
系
編
集
會
編
　
吉
川
弘
文
館
　

一
九
六
四
年
。
以
降
の
『
吾
妻
鏡
』
の
引
用
は
こ
の
書
に
拠
る
。

　
13�
　『
天
理
圖
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
第
二
巻
　
和
名
類
聚
抄
　
三
寶
類
字
集
』
天
理

圖
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
編
集
委
員
会
編
　
八
木
書
店
　
一
九
七
二
年
（
一
九
七

一
年
第
一
刷
）

　
14�

　『
古
今
集
注
』
は
『
日
本
歌
学
大
系
　
別
巻
四
』
久
曽
神
昇
編
　
風
間
書
房
　
一
九

九
二
年
（
一
九
八
〇
年
初
版
）、『
拾
遺
采
葉
抄
』
は
『
萬
葉
學
叢
刊
中
世
編
』
萬
葉
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集
叢
書
第
十
輯
　
佐
佐
木
信
綱
編
　
臨
川
書
店
　
一
九
七
二
年
（
古
今
書
院
　
一
九

二
八
年
）。

　
15�

　『
名
所
方
角
抄
』
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
　
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
参
照

（「
御
浦
」
の
「
よ
ろ
ぎ
」「
こ
よ
ろ
ぎ
」
に
つ
い
て
の
説
明
部
分
）。『
東
国
陣
道
記
』

の
引
用
は
『
衆
妙
集
』（
古
典
文
庫
第
二
七
〇
冊
　
土
田
将
雄
編
　
一
九
六
九
年
）
に

拠
る
。

　
16�

　『
上
田
秋
成
全
集
』
第
二
　
杉
浦
書
店
　
一
九
八
七
年

　
17�

　
万
葉
集
に
は
「
相サ
ガ
ム
ヂ
ノ

模
治
乃
　
余ヨ

ロ

ギ

ノ

ハ

マ

ノ

呂
伎
能
波
麻
乃
　
麻マ

ナ奈
古ゴ

ナ

ス
奈
須
　
兒コ

ラ

ハ

カ

ナ

シ

良
波
可
奈
之

久ク

　
於オ

モ

ハ

ル

ル

カ

毛
波
流
留
可
毛モ

」（
巻
十
四
・
三
三
七
二
、『
萬
葉
集
注
釋
　
巻
第
十
四
』
澤

潟
久
孝
　
中
央
公
論
社
　
一
九
九
〇
年
〔
一
九
六
五
年
初
版
〕）、
風
俗
歌
に
は

「
小こ

よ餘
綾ろ
ぎ

の
　
磯い
そ

立た

ち
な
ら
し
　
磯い
そ

な
ら
し
　
菜な

摘つ

む
少め
ざ
し女

　
濡ぬ

ら
す
な
　
濡ぬ

ら
す
な
　

沖お
き

に
居を

れ
　
居を

れ
　
波な
み

や
　
濡ぬ

ろ
濡ぬ

ろ
も
　
君き
み

が
食め

す
べ
き
　
食め

す
べ
き
菜な

を
し
摘つ

み
　
摘つ

み
て
ば
や
」（「
こ
よ
る
ぎ
」）、「
玉た
ま

垂だ

れ
の
　
小を
が
め瓶
を
中な
か

に
据す

ゑ
て
　
主あ
る
じは
も�

　
や
　
魚さ
か

求な
ま

き
に
　
魚さ
か
な
と取
り
に
　
こ
ゆ
る
ぎ
の
　
磯い
そ

の
若わ
か

藻め

　
刈か

り
上あ

げ
に
」

（「
玉（
た
ま
だ
）垂れ

」）
と
あ
る
。

　
18�

　『
早
歌
全
詞
集
』
外
村
久
江
　
外
村
南
都
子
校
注
　
三
弥
井
書
店
　
一
九
九
三
年
。

以
降
の
早
歌
の
引
用
も
こ
の
書
に
拠
る
。

　
19�

　『
月
詣
和
歌
集
の
校
本
と
そ
の
基
礎
的
研
究
』
杉
山
重
行
　
新
典
社
　
一
九
八
七
年

　
20�

　『
和
歌
文
学
大
系
二
一
　
山
家
集
・
聞
書
集
・
残
集
』
西
澤
美
仁
　
宇
津
木
言
行
　

久
保
田
淳
　
明
治
書
院
　
二
〇
〇
三
年

　
21�

　
歌
の
引
用
は
『
図
書
寮
叢
刊
　
資
賢
集
　
遺
塵
和
歌
集
』（
宮
内
庁
書
陵
部
　
一
九

七
七
年
）。
錺
武
彦
「
高
階
宗
成
の
東
海
道
下
向
─
『
遺
塵
和
歌
集
』
の
長
歌
を
め

ぐ
っ
て
─
」『
国
文
学
研
究
』
一
五
七
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
　
二
〇
〇
九
年
三
月

　
22�

　『
群
書
類
従
』
第
十
一
輯
　
塙
保
己
一
　
続
群
書
類
従
完
成
会
　
一
九
八
七
年
（
一

九
三
二
年
発
行
）

　
23�

　
引
用
は
『
校
訂
延
慶
本
平
家
物
語
』。
前
者
の
例
は
第
五
巻
　
松
尾
葦
江
編
　
汲
古

書
院
　
二
〇
〇
四
年
。
後
者
の
例
は
第
十
一
巻
　
高
山
利
弘
　
久
保
勇
　
原
田
敦
史

編
　
汲
古
書
院
　
二
〇
〇
九
年
。

　
24�

　『
新
定
源
平
盛
衰
記
』
水
原
一
　
新
人
物
往
来
社
。
一
～
二
例
目
（
第
三
巻
　
一
九

八
九
年
）、
三
例
目
（
第
四
巻
　
一
九
九
〇
年
）、
四
例
目
（
第
六
巻
　
一
九
九
一
年
）

　
25�

　
高
橋
貞
一
校
注
　
講
談
社
　
二
〇
〇
五
年
（
一
九
七
二
年
第
一
刷
）。
高
野
本
に
も

「
小コ
イ
ソ磯
大
磯
の
浦
々
」
の
名
が
み
え
る
（『
屋
代
本
高
野
本
対
照
平
家
物
語
三
』
麻
原

美
子
　
春
田
宣
　
松
尾
葦
江
編
　
新
典
社
　
一
九
九
三
年
）。

　
26�

　
西
尾
光
一
校
注
　
岩
波
書
店
　
一
九
七
八
年
（
一
九
七
〇
年
第
一
刷
）

　
27
　『
妙
本
寺
本
曾
我
物
語
』
角
川
源
義
　
角
川
書
店
　
一
九
六
九
年

　
28
　
榎
克
朗
校
注
　
二
〇
一
一
年
（
一
九
七
九
年
発
行
）

　
29�

　
植
木
朝
子
編
訳
　
筑
摩
書
房
　
二
〇
一
四
年
。
な
お
『
梁
塵
秘
抄
　
信
仰
と
愛
欲

の
歌
謡
』（
秦
恒
平
　
日
本
放
送
出
版
協
会
　
一
九
七
八
年
）
で
は
「
小
磯
は
『
恋
ひ

そ
』
で
『
そ
』
は
禁
止
の
意
味
だ
が
、
こ
こ
で
は
反
語
的
に
聴
こ
え
も
し
ま
す
」
と

し
て
い
る
。

　
30�

　
林
巨
樹
　
安
藤
千
鶴
子
編
　
大
修
館
書
店
　
二
〇
一
七
年

　
31�

　
古
語
辞
典
類
の
ほ
か
、
参
照
し
た
文
法
書
は
次
の
通
り
。
浜
田
敦
「
中
世
の
文
法
」

（『
日
本
文
法
講
座
３
　
文
法
史
』
明
治
書
院
　
一
九
五
七
年
）。
湯
澤
幸
吉
郎
『
文
語

文
法
詳
説
』（
右
文
書
院
　
一
九
五
九
年
）。
龝
田
定
樹
「
終
助
詞
」（『
古
典
語
現
代

語
助
詞
助
動
詞
詳
説
』
松
村
明
編
　
學
燈
社
　
一
九
七
六
年
〔
一
九
六
九
年
初
版
〕）。

岩
井
良
雄
『
日
本
語
法
史
　
鎌
倉
時
代
編
』（
笠
間
書
院
　
一
九
七
一
年
）。
原
栄
一

「
古
文
に
お
け
る
禁
止
の
表
現
」（『
国
文
法
講
座
』
第
三
巻
　
山
口
明
穂
編
　
明
治
書

院
　
一
九
八
七
年
）。
以
降
の
諸
氏
に
関
す
る
引
用
も
、
こ
こ
に
挙
げ
た
書
に
拠
る
。

　
32�

　「
禁
止
表
現
形
式
の
変
遷
─
「
な
─
」・「
な
─
そ
」・「
─
な
」
に
つ
い
て
─
」『
国

文
学
研
究
』
第
四
八
号
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
　
一
九
七
二
年
十
月
。
以
降
の
細

川
氏
に
関
す
る
引
用
も
こ
の
論
文
に
拠
る
。

　
33�

　
細
川
英
雄
氏
は
「
禁
止
の
意
の
所
在
に
関
し
て
『
不
』
の
判
定
に
問
題
も
残
る
」

こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
な
お
『
古
事
類
苑
』
が
引
用
す
る
『
大
鏡
』
か
ら
の
「
さ
ら

さ
ら
○
さ
ら
さ
ら
ハ
さ

な
ノ
誤
ナ
ラ
ン
お
ぼ
し
め
し
そ
と
せ
い
し
給
ふ
に
」（
帝
王
部
二
十
三
皇
太
子
下
）

の
場
合
も
分
類
⑴
が
適
用
で
き
る
。
こ
の
表
現
に
対
し
て
志
田
延
義
氏
は
「『
さ
ら
さ

ら
』
が
『
な
』
に
代
わ
っ
て
い
る
感
じ
も
す
る
」
と
述
べ
る
（『
梁
塵
秘
抄
評
解
〔
改

訂
版
〕』
有
精
堂
出
版
　
一
九
七
三
年
〔
一
九
五
四
年
発
行
〕）。
た
だ
、
國
史
大
系
所

収
『
大
鏡
』（
黑
板
勝
美
編
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
六
六
年
）「
師
尹
」
に
は
「
さ
お

ぼ
し
め
す
べ
き
そ
」、
ま
た
『
大
鏡
全
評
釈
』（
保
坂
弘
司
　
學
燈
社
　
一
九
七
九

年
）
や
大
系
、
新
全
集
、
集
成
な
ど
で
は
「
さ
思お
ぼ

し
召め

す
べ
き
ぞ
」
と
あ
る
。
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34�
　
中
田
祝
夫
編
　
勉
誠
社
　
一
九
七
一
年
。『
室
町
時
代
言
語
の
研
究
』
に
「
極
め
て

ま
れ
に
左
例
の
如
く
、『
ソ
』
の
み
で
、
禁
止
の
意
を
表
す
こ
と
が
あ
る
」
と
し
て
引

用
さ
れ
て
い
る
（
湯
澤
幸
吉
郎
　
風
間
書
房
　
一
九
八
一
年
）。

　
35�

　
細
川
氏
は
、「
─
そ
」
の
発
生
理
由
の
一
つ
と
し
て
こ
れ
ら
の
例
を
挙
げ
る
。
前
項

⑴
三
例
目
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
「
痛
ク
ナ
不は

早や

メ
ソ
、
〻
い
た
く
な
は
や
め〻ソ
」（
巻
第
二
十
八
ノ
第
二
）
の
繰
り
返
し
部
分
を
「
不は

早や

メ
ソ
」
と

と
っ
て
「
そ
」
の
単
独
用
法
の
例
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
⑵
が
適
用

さ
れ
る
。

　
36�

　
二
度
目
の
「
散
り
そ
よ
」
は
反
復
と
い
う
性
質
上
、「
な
」
が
な
く
と
も
通
じ
る
と

考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
梁
塵
秘
抄
』
に
お
け
る
禁
止
表
現
に
つ
い
て
は
、
田
中

司
郎
氏
の
「『
梁
塵
秘
抄
』・『
閑
吟
集
』・『
神
楽
歌
』・『
催
馬
楽
』
の
禁
止
表
現
─

「
な
…
そ
」「
…
な
」「
…
そ
」
─
」（『
宮
崎
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
一
九
号
　
一
九

九
三
年
三
月
）
参
照
。

　
37�

　『
校
訂
延
慶
本
平
家
物
語
（
十
二
）』
松
尾
葦
江
　
清
水
由
美
子
編
　
汲
古
書
院
　

二
〇
〇
八
年

　
38�

　
田
中
司
郎
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
表
現
は
「
さ
の
み
な
さ
け
な
ふ
り
す
て
そ
」
と
す
る

本
も
あ
る
と
い
う
が
、「
情な
さ
け」

に
「
な
」
の
音
が
入
っ
て
い
る
の
で
こ
の
分
類
に
含
め

た
（「『
御
伽
草
子
』
の
禁
止
表
現
─
「
な
…
そ
」「
…
な
」
に
つ
い
て
─
」『
宮
崎
女

子
短
期
大
学
紀
要
』
第
一
八
号
　
一
九
九
二
年
三
月
）。

　
39�

　
糸
賀
き
み
江
校
注
　
二
〇
〇
五
年
（
一
九
七
九
年
発
行
）

　
40�

　
佐
伯
梅
友
　
小
松
英
雄
ほ
か
編
　
三
省
堂
　
二
〇
〇
六
年
（
一
九
八
〇
年
初
版
）

　
41�

　『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
（
二
）
全
訳
注
』
桑
原
博
史
　
講
談
社
　
一
九
九
六
年
（
一

九
七
八
年
第
一
刷
）。
な
お
新
大
系
や
新
全
集
で
は
「
つ
ら
さ
」
の
部
分
を
「
つ
ら

らゝ
」
と
す
る
。

　
42�

　『
角
川
新
版
古
語
辞
典
』（
久
松
潜
一
　
佐
藤
謙
三
編
　
角
川
書
店
　
一
九
八
九
年

〔
一
九
五
八
年
初
版
〕）
に
よ
る
引
用
で
は
五
句
目
「
身
を
ば
忘
れ
そ
」
と
な
っ
て
お

り
、
原
栄
一
氏
前
掲
論
文
で
も
こ
の
例
が
引
用
さ
れ
る
。
志
田
氏
前
掲
書
（
33
）
に

お
い
て
も
「
恋
ひ
そ
」
が
禁
止
の
意
を
示
す
こ
と
の
説
明
と
し
て
引
用
さ
れ
る
。

　
43�

　
松
村
明
　
山
口
明
穂
　
和
田
利
政
　
二
〇
一
五
年
。
そ
の
他
、「
袖
ぬ
れ
て
別
れ
は

す
と
も
唐
衣
ゆ
く
と
は
言
ひ
そ
き
た
り
と
を
み
む
」（
後
撰
和
歌
集
）
と
し
て
湯
澤
氏

前
掲
書
に
引
用
さ
れ
る
表
現
は
、
新
大
系
で
は
四
句
目
「
ゆ
く
と
な
言い

ひ
そ
」（
巻
一

九
・
離
別
羇
旅
・
一
三
二
八
）、『
宗
于
集
』（
曽
布
川
知
子
編
　
静
岡
大
学
教
養
部
国

文
学
研
究
室
　
一
九
八
四
年
）
で
も
「
な
い
ひ
そ
」
の
形
を
と
る
。

　
44�

　『
新
定
源
平
盛
衰
記
』
第
三
巻
（
前
掲
書
24
）。『
新
訂
源
平
盛
衰
記
』
第
貳
巻
　
大

町
桂
月
　
至
誠
堂
書
店
　
一
九
一
一
年
。『
源
平
盛
衰
記
（
四
）』
美
濃
部
重
克
　
松

尾
葦
江
校
注
　
三
弥
井
書
店
　
一
九
九
四
年

　
45�

　「
禁
止
表
現
法
史
」（『
国
語
国
文
』
第
五
巻
第
十
號
　
京
都
帝
國
大
學
國
文
學
會
編
　

一
九
三
五
年
九
月
）。
他
に
、
氏
の
論
考
に
つ
い
て
言
及
す
る
細
川
氏
前
掲
論
文
や
、

湯
澤
氏
前
掲
書
で
も
引
用
さ
れ
る
。

　
46�

　
講
談
社
　
一
九
五
二
年

　
47�

　『
新
定
源
平
盛
衰
記
』
第
二
巻
　
一
九
八
八
年
。『
新
訂
源
平
盛
衰
記
』
第
壹
巻
　

一
九
一
三
年
（
一
九
一
一
年
発
行
）。『
源
平
盛
衰
記
（
二
）』
松
尾
葦
江
校
注
　
一
九

九
三
年

　
48�

　『
藤
原
定
家
全
歌
集
（
上
）』
久
保
田
淳
校
訂
・
訳
　
筑
摩
書
房
　
二
〇
一
七
年

（
河
出
書
房
新
社
　
一
九
八
五
年
）。
以
降
の
『
拾
遺
愚
草
』
の
引
用
も
こ
の
書
に
拠

る
。

　
49�

　『
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
　
塙
保
己
一
　
続
群
書
類
従
完
成
会
　
平
文
社
　
一
九
八

七
年
（
一
九
三
二
年
発
行
）

　
50�

　「
中
世
海
上
交
易
品
に
見
る
色
材
─
ア
ジ
ア
海
域
を
取
り
巻
く
国
々
と
赤
の
色
に
つ

い
て
─
」『
紀
要
』
第
五
二
集
　
郡
山
女
子
大
学
　
二
〇
一
六
年
三
月

　
51�

　
相
賀
徹
夫
　
小
学
館
　
一
九
八
八
年
（
一
九
八
六
年
初
版
第
一
刷
）

　
52�

　
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
胡
竹
と
名
笛
説
話
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
植
木
朝
子

氏
に
よ
る
論
考
が
あ
る
（「『
古
今
目
録
抄
』
料
紙
今
様
「
管
弦
」
の
歌
小
考
─
今
様

の
一
側
面
を
め
ぐ
っ
て
─
」『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
〇
巻
第
十
一
号
　
二
〇
〇
九
年
、

「『
梁
塵
秘
抄
』
に
見
る
流
行
と
聞
き
手
へ
の
意
識
～
文
学
的
観
点
か
ら
～
」『
藝
能
史

研
究
』
第
二
一
〇
号
　
藝
能
史
研
究
會
　
二
〇
一
五
年
七
月
）。

　
53�
　『
続
日
本
歌
謡
集
成
　
巻
一
　
中
古
篇
』
新
間
進
一
編
　
東
京
堂
出
版
　
一
九
八
九

年
（
一
九
六
四
年
初
版
）

　
54�

　『
日
本
歌
学
大
系
　
第
壹
巻
』
佐
佐
木
信
綱
　
風
間
書
房
　
一
九
九
一
年
（
一
九
五

八
年
）
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55�
　『
更
級
日
記
　
全
訳
注
』
関
根
慶
子
　
講
談
社
　
二
〇
一
五
年

　
56�
　『
更
級
日
記
全
注
釈
』
角
川
学
芸
出
版
　
二
〇
一
五
年

　
57�

　
櫻
井
衣
里
子
「
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
研
究
─
大
磯
の
「
虎
」
発
生
に
関
す
る
一

考
察
─
」（『
國
文
』
第
九
五
号
　
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
　
二
〇
〇
一

年
八
月
）。『
走
湯
山
縁
起
』（『
群
書
類
従
』
第
二
輯
）。『
続
々
日
本
絵
巻
大
成
　
箱

根
権
現
縁
起
　
誉
田
宗
庿
縁
起
』
小
松
茂
美
編
　
中
央
公
論
社
　
一
九
九
五
年

（
し
ん
む
ら
・
え
り
こ
　
本
学
非
常
勤
講
師
）


