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は
じ
め
に

　

姨
捨
山
は
信
濃
の
代
表
的
な
歌
枕
で
あ
り
、
そ
の
所
在
に
つ
い
て
は
諸
説

あ
る
も
の
の
、
長
野
県
千
曲
市
と
東
筑
摩
郡
筑
北
村
に
ま
た
が
る
冠
着
山
を

比
定
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
現
存
最
古
の
用
例
と
し
て
は
、『
古
今
集
』

巻
十
七
・
雑
上
所
載
の
、

　
　

わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
を
ば
す
て
山
に
て
る
月
を
見（

１
）て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
七
八
）

が
挙
げ
ら
れ
、
以
後
、
姨
捨
山
を
詠
む
場
合
は
、
こ
の
歌
を
踏
ま
え
つ
つ

心
慰
ま
な
い
こ
と
を
詠
む
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。『
大
和
物
語
』

一
五
六
段
で
は
、信
濃
の
国
更
級
の
里
に
住
む
男
が
、妻
に
唆
さ
れ
て
年
取
っ

た
「
を
ば
」
を
山
に
捨
て
た
が
、
そ
の
後
、
月
を
見
な
が
ら
後
悔
の
念
に
苛

ま
れ
、
上
掲
「
わ
が
心
…
」
の
歌
を
詠
じ
て
「
を
ば
」
を
連
れ
帰
っ
た
と
い

う
棄
老
説
話
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、「
そ
れ
よ
り
の
ち
な
む
、
を
ば
す

て
山
と
い
ひ
け
る
。
な
ぐ
さ
め
が
た
し
と
は
、
こ
れ
が
よ
し
に
な
む
あ
り
け

る
」
と
い
う
結
び
は
、
上
掲
歌
を
軸
に
本
話
が
作
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
後
年
、『
更
級
日
記
』
の
作
者
が
、
老
残
の
日
々

を
送
る
中
、
久
方
ぶ
り
に
甥
の
来
訪
を
受
け
て
詠
じ
た
「
月
も
出
で
で
闇
に

く
れ
た
る
姨
捨
に
な
に
と
て
今
宵
た
づ
ね
来
つ
ら
む
」
は
、
先
の
姨
捨
伝
説

を
踏
ま
え
た
一
首
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
和
歌
の
世
界
で
は
姨
捨
伝
説
と
は
無
関
係
に
、
姨
捨
山
を
純
粋

に
月
の
名
所
と
し
て
捉
え
た
歌
の
ほ
う
が
多
い
。
例
え
ば
、

　
　
　
　

さ
ら
し
な
に
や
と
り
と
る
た
ひ
ゝ
と
あ
り

　
　

さ
ら
し
な
に
や
と
り
は
と
ら
し
を
は
す
て
の
山
ま
て
ゝ
ら
せ
あ
き
の
よ

の
つ
き
（
忠
見
集
Ⅰ
三
三
）

　
　
　
　

を
は
す
て
山

月
を
詠
ま
な
い
姨
捨
山
の
歌

西　

山　

秀　

人

〈
論　

文
〉
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秋
の
夜
の
暁
か
た
の
月
み
れ
は　

を
は
す
て
山
そ
お
も
ひ
や
ら
る
ゝ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
信
明
集
Ⅰ
三
三
）　

の
二
首
は
村
上
朝
の
屏
風
歌
で
あ
り
、『
信
明
集
』
の
詞
書
「
天
暦
八
年
中

宮
七
十
賀
御
屏
風
の
れ
う
の
和
歌
」
に
従
え
ば
、
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
に

予
定
さ
れ
て
い
た
太
皇
太
后
穏
子
穏
子
七
十
賀
の
屏
風
料
歌
と
し
て
詠
進
さ

れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
も
し
も
、
姨
捨
山
が
棄
老
の
地
で
あ
る
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
算
賀
と
い
う
晴
れ
の
儀
式
に
用
い

る
屏
風
絵
の
画
題
に
選
ば
れ
る
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う（

２
）。

　
『
大
和
物
語
』
を
嚆
矢
と
す
る
姨
捨
伝
説
と
は
別
に
、
姨
捨
山
は
一
〇
世

紀
前
後
に
は
月
の
名
所
と
し
て
も
そ
の
名
を
馳
せ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
後
世

に
お
い
て
も
「
月
と
は
不
可
分
な
名
所（

３
）」

と
し
て
和
歌
や
俳
諧
に
詠
み
継
が

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
落
合
博
志
氏（

４
）が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
姨
捨
山
が
棄

老
と
い
う
悲
惨
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
い
な
が
ら
も
、「
何
故
一
方
で
月
の
名
所

と
し
て
」「
美
し
く
澄
む
月
が
詠
ま
れ
た
の
か
は
考
え
る
べ
き
課
題
で
あ
る
」

が
、
同
じ
信
濃
の
歌
枕
で
も
、
た
と
え
ば
、
園
原
・
伏
屋
は
、

　
　
　
　

お
な
し
少
将
と
ふ
し
て
、
さ
う
□
□
し
く
も
あ
る
か
な
、
女
か
た

を
き
た
る
と
こ
ろ
や
と
て
人
や
り
た
る
に
、
か
へ
り
て
、
あ
な
は

ら
い
た
と
の
給
ひ
つ
る
人
の
、
御
声
な
ん
し
つ
る
と
い
へ
は

　
　

そ
の
原
や
い
か
に
や
ま
し
く
お
も
ふ
そ
も
ふ
せ
や
と
い
ふ
も
と
こ
ろ
や

は
な
き
（
実
方
集
Ⅰ
一
六
〇
）

の
よ
う
に
、「
そ
の
腹
」「
臥
せ
」
の
意
を
掛
け
る
な
ど
、
諧
謔
味
あ
ふ
れ
る

詠
ま
れ
方
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
姨
捨
山
詠
に
つ
い
て
も
、

そ
の
名
称
自
体
に
関
心
を
寄
せ
た
歌
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
後
撰
集
』
の
、

　
　
　
　

そ
の
ほ
ど
に
帰
り
こ
ん
と
て
も
の
に
ま
か
り
け
る
人
の
、
ほ
ど
を

す
ぐ
し
て
こ
ざ
り
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る

　
　

こ
む
と
い
ひ
し
月
日
を
す
ぐ
す
を
ば
す
て
の
山
の
は
つ
ら
き
物
に
ぞ
有

り
け
る
（
後
撰
集
・
恋
一
・
五
四
二
）

は
、「
を
ば
す
て
」
に
捨
て
ら
れ
た
我
が
身
を
寓
し
た
も
の
と
も
と
れ
る
が
、

こ
れ
と
て
例
外
な
く
月
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
で
は
、
月
を
詠
ま
な
い
姨
捨

山
の
歌
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
検
索
し
て
み
る
と
、
少
数

で
は
あ
る
が
見
出
し
う
る
。
和
歌
史
上
で
は
埋
も
れ
た
存
在
な
が
ら
も
、
そ

う
し
た
歌
々
が
表
現
面
に
お
い
て
興
味
深
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
は

注
意
さ
れ
て
よ
い
。
本
稿
で
は
平
安
時
代
の
和
歌
に
焦
点
を
絞
り
、
月
を
詠

ん
で
い
な
い
姨
捨
山
詠
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
表
現
分
析
を
と
お
し
て
姨
捨

山
の
和
歌
史
に
若
干
の
補
足
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
伝
統
か
ら
の
逸
脱

　

い
っ
た
い
、
月
を
詠
ま
な
い
姨
捨
山
の
歌
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。
現
存
初
出
と
み
ら
れ
る
和
歌
用
例
と
し
て
は
、
次
掲
『
定
頼
集
』
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所
載
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　

或
人
を
と
ら
へ
て
も
の
い
ふ
に
、
お
は
な
る
人
の
立
き
ゝ
て
せ
い

す
れ
は
、
か
へ
り
て
あ
し
た
に
は
ゝ
き
ゝ
の

　

①
は
ゝ
き
ゝ
は
ち
か
お
と
り
す
と
い
ふ
な
る
を
を
は
す
て
山
の
み
ち
に
い

は
な
ん
（
定
頼
集
Ⅱ
三
二
五
）

　

詞
書
末
尾
の
「
は
ゝ
き
ゝ
の
」
は
、
森
本
元
子
氏（

５
）の

指
摘
に
従
い
衍
字
と

み
た
上
で
解
す
る
と
、
あ
る
女
を
と
ら
え
て
親
し
く
話
を
し
て
い
る
と
、「
を

ば
」
に
当
た
る
人
が
立
ち
聞
き
し
て
止
め
る
の
で
、
帰
宅
し
て
そ
の
翌
朝
に

贈
っ
た
歌
の
意
と
な
る
。
信
濃
国
園
原
に
ま
つ
わ
る
帚
木
伝
説
を
踏
ま
え
つ

つ
、
姨
捨
山
に
「
を
ば
」「
捨
て
」
の
意
を
掛
け
、「
帚
木
は
、
遠
く
か
ら
は

見
え
て
も
近
づ
く
と
消
え
て
し
ま
う
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
帚
木
の
よ

う
に
、
あ
な
た
に
近
づ
く
と
邪
魔
が
入
り
、
残
念
な
思
い
を
し
て
し
ま
う
よ

う
で
す
。
今
度
は
「
を
ば
」
を
「
捨
て
」
る
と
い
う
姨
捨
山
の
道
中
―
お
ば

さ
ん
の
邪
魔
が
入
ら
な
い
よ
う
な
折
に
で
も
、親
し
く
お
話
し
て
く
だ
さ
い
」

と
詠
ん
だ
も
の
で
、
姥
捨
山
に
は
「
を
ば
な
る
人
」
へ
の
不
満
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。『
大
和
物
語
』
の
よ
う
な
姨
捨
伝
説
が
背
景
に
あ
る
の
か
ど
う
か

は
判
然
と
し
な
い
が
、
月
を
詠
ま
ず
に
あ
く
ま
で
も
地
名
そ
の
も
の
を
遊
戯

的
に
捉
え
て
い
る
点
は
、
既
存
の
姨
捨
山
詠
に
は
見
ら
れ
な
い
手
法
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
和
歌
で
は
耳
慣
れ
な
い
「
近
劣
り（

６
）」

の
語
を
あ
え
て
用
い
て

い
る
点
も
、
①
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
作
者
藤
原
定
頼
（
九
九
五
〜
一
〇
四
五
）
は
公
任
の
息
で
四

条
中
納
言
と
呼
ば
れ
た
人
だ
が
、
そ
の
人
柄
は
や
や
軽
薄
で
、
官
人
と
し
て

の
適
性
に
は
欠
け
て
い
た
よ
う
だ
。
だ
が
、芸
術
的
才
能
に
は
秀
で
て
お
り
、

美
声
・
能
書
で
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
和
歌
に
お
い
て
も
、
斬
新
な
発

想
・
表
現
が
散
見
さ
れ
、
伝
統
の
枠
を
越
え
た
詠
み
ぶ
り
に
定
頼
詠
の
特
色

を
認
め
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る（

７
）。

①
の
「
帚
木
」
は
、
掛
詞
と
し
て
は
用
い

ら
れ
て
い
な
い
が
、
定
頼
詠
に
は
他
に
も
「
帚
木
」
を
詠
み
込
ん
だ
、

　
　
　
　

は
ゝ
う
へ
の
ほ
か
に
わ
た
り
給
て
、
人
に
物
い
は
ぬ
を
こ
な
ひ
に

て
、
ひ
さ
し
う
た
い
め
し
た
ま
は
て
、
か
へ
り
わ
た
り
た
ま
ひ
て
、

け
ふ
な
む
い
と
ま
あ
き
た
る
と
き
こ
え
給
け
る
に
、
い
そ
き
ま
い

り
た
ま
ひ
け
る
に
、
人
の
又
御
い
と
ま
ふ
た
か
り
て
と
き
こ
え
け

れ
は
、
か
へ
り
給
に
け
れる

を
、
う
へ
は
い
と
ま
ち
と
を
に
お
ほ
し

て
、
か
く
き
こ
え
給
け
る

　
　

こ
の
も
と
に
き
て
も
見
か
た
き
は
ゝ
木
ゝ
は
お
も
て
ふ
せ
や
と
思
な
る

へ
し

　
　
　
　

御
返
し

　
　

見
え
か
た
き
は
ゝ
木
ゝ
を
こ
そ
う
ら
み
つ
れ
そ
の
は
ら
な
ら
ぬ
身
か
は

と
お
も
へ
は
（
定
頼
集
Ⅰ
一
三
二
・
一
三
三
）
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の
例
が
見
出
さ
れ
る
。
母
（
尼
君
）
か
ら
の
贈
歌
で
は
三
句
中
の
「
帚
木
」

に
「
母
」
を
、四
句
中
の
「
お
も
て
ぶ
せ
や
」
に
は
不
名
誉
の
意
の
「
面
伏
せ
」

と
、
信
濃
国
園
原
に
あ
る
と
い
う
「
伏
屋
」
を
言
い
掛
け
た
の
に
対
し
、
定

頼
の
返
歌
は
贈
歌
同
様
「
帚
木
」
に
「
母
」
を
、
地
名
「
園
原
」
に
「
そ
の

腹
」の
意
を
掛
け
て
応
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
機
知
あ
ふ
れ
る
詠
み
ぶ
り
が
、

上
掲
①
の
姨
捨
山
詠
に
も
反
映
さ
れ
た
も
の
と
み
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

定
頼
と
ほ
ぼ
同
世
代
の
歌
人
で
、
姨
捨
山
の
地
名
を
掛
詞
と
し
て
用
い
た

人
物
と
し
て
は
、
他
に
能
因
が
い
る
。

　
　
　
　

い
ま
の
を
と
こ
の
せ
き
も
り
あ
り
け
り
な
と
い
ひ
た
る
に
、
又
か

は
り
て

　

②
お
は
す
て
の
や
ま
と
な
り
に
し
我
な
れ
は
い
ま
さ
ら
し
な
に
関
守
も
な

し
（
能
因
集
Ⅰ
四
四
）

　

右
歌
の
直
前
に
置
か
れ
た
四
三
番
歌
と
同
様
、
あ
る
女
の
た
め
の
代
作
歌

と
み
ら
れ
る
。
詞
書
中
の
「
い
ま
の
を
と
こ
」
に
つ
い
て
、
川
村
晃
生
氏

（
８
）

は
四
三
番
歌
詞
書（

９
）に

あ
る
「
た
え
て
と
は
ぬ
男
」
と
同
一
人
物
と
す
る
が
、

平
野
由
紀
子
氏

）
10
（

は
「
新
し
い
男
」
と
み
る
。
本
文
に
は
「
今
の
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
後
説
に
従
い
一
首
を
解
す
と
、
新
し
い
男
が
「
関
守
」
す
な
わ
ち
見

張
り
が
い
て
逢
い
に
行
け
な
い
と
言
っ
て
き
た
の
で
、「
更
級
の
姨
捨
山
と

い
う
そ
の
名
の
と
お
り
、
あ
な
た
に
捨
て
ら
れ
た
私
な
の
で
、
今
さ
ら
関
守

―
見
張
り
な
ん
て
い
ま
せ
ん
よ
」
と
返
し
た
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
を

ば
す
て
」
の
「
す
て
」
に
男
に
捨
て
ら
れ
た
意
を
込
め
、
姨
捨
山
を
女
自
身

の
比
喩
と
す
る
ほ
か
、「
い
ま
さ
ら
し
な
に
」
に
「
い
ま
さ
ら
」
と
「
更
級
」

を
言
い
掛
け
た
機
知
あ
ふ
れ
る
詠
み
ぶ
り
で
、
①
の
定
頼
詠
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
。
姨
捨
伝
説
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
即
断
で
き
な
い
が
、
仮

に
「
を
ば
す
て
」
に
棄
老
の
意
を
込
め
て
い
る
と
す
れ
ば
、
上
句
は
「
あ
の

姨
捨
山
の
話
の
よ
う
に
、
年
老
い
て
捨
て
ら
れ
た
「
を
ば
」
の
よ
う
な
私
な

の
で
」
の
意
と
な
り
、「
を
ば
す
て
」
に
男
へ
の
皮
肉
を
精
一
杯
込
め
た
も

の
と
解
さ
れ
よ
う
。

　
『
能
因
集
』
に
は
姨
捨
山
を
詠
ん
だ
歌
が
、
他
に
三
首
見
出
さ
れ
る
が
、

い
ず
れ
も
、

　
　
　
　

あ
る
所
に
あ
る
女
、
さ
く
ら
の
ち
る
を
見
て
、
も
の
お
も
へ
る
さ

ま
に
て
、
か
く
い
ふ

　
（
う
き
身
を
は
な
く
さ
め
つ
る
に
桜
花
い
か
に
せ
よ
と
か
か
く
は
ち　

る

ら
ん
）（
Ⅰ
六
六
）

　
　
　
　

こ
れ
を
き
ゝ
て

　
ａ
お
も
ふ
こ
と
な
く
さ
め
け
る
は
さ
く
ら
花
を
は
す
て
山
の
月
に　

ま
す

か
も
（
Ⅰ
六
七
）

　
　
　
　

女
、
か
へ
し
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ｂ
を
は
す
て
の
山
を
は
し
ら
す
月
み
る
は
な
を
哀
ま
す
心
地
こ
そ
す
れ

（
Ⅰ
六
八
）

　
　
　
　

九
月
十
三
夜
の
月
を
、
ひ
と
り
望
月
詠
之

　
ｃ
さ
ら
し
な
や
を
は
す
て
山
に
旅
ね
し
て
こ
よ
ひ
の
月
を
む
か
し
見
し
哉

（
Ⅰ
二
一
三
）

の
よ
う
に
月
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
②
の
よ
う
な
技
巧
性
は
う
か
が
い
得

な
い
。
ａ
の
歌
で
は
前
引
の
古
今
歌
に
倣
っ
て
「
慰
む
」
を
詠
ん
で
お
り
、

ｃ
は
能
因
が
昔
、
姨
捨
山
の
月
を
実
見
し
た
可
能
性

）
11
（

が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
が
、こ
う
し
た
詠
み
ぶ
り
は
明
ら
か
に
②
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

②
を
は
じ
め
ａ
・
ｂ
は
能
因
出
家
前
の
作
と
み
ら
れ
る
が
、
②
の
歌
作
態
度

が
他
の
能
因
詠
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
代
作
で
あ
る
こ
と
に
起
因

す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、「
い
ま
さ
ら
し
な
に
」
の
掛
詞
表
現

に
つ
い
て
は
先
行
例
を
探
せ
ず
、
あ
る
い
は
、
川
村
・
平
野
両
注
が
挙
げ
る

『
古
今
六
帖
』
の
、

　
　

今
さ
ら
に
さ
ら
し
な
川
の
な
が
れ
て
も
う
き
か
げ
見
せ
ん
物
な
ら
な
く

に
（
三
・
川
・
一
五
三
六
）

か
ら
着
想
を
得
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、②
の
よ
う
に
「
更
級
」
を
掛
詞
的
に
詠
み
込
ん
だ
例
と
し
て
、

近
い
と
こ
ろ
で
は
赤
染
衛
門
の
、

　
　
　
　

女
院
左
近
の
命
婦
に
、
の
り
た
ゝ
す
み
し
を
、
め
い
の
少
納
言
の

な
い
し
に
う
つ
り
た
り
と
聞
て
、
の
り
忠
に
や
り
し

　

ｄ
ま
こ
と
に
や
お
は
す
て
山
の
月
は
み
な
よ
に
さ
ら
し
な
の
あ
た
り
と
思

ふ
に
（
赤
染
衛
門
集
Ⅰ
五
七
一
／
後
拾
遺
集
・
雑
四
・
一
〇
九
一
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
歌
は
月
を
詠
み
込
ん
で
い
る
た
め
①
・
②
と
は
同
列

に
は
扱
え
な
い
が
、
技
巧
面
に
お
い
て
は
①
・
②
の
手
法
を
踏
襲
し
た
も
の

と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
上
東
門
院
彰
子
に
仕
え
て
い
た
左
近
命
婦
と
同

棲
し
て
い
た
義
忠
が
、
命
婦
に
と
っ
て
姪
に
あ
た
る
少
納
言
内
侍
に
心
変
わ

り
し
、
そ
ち
ら
へ
移
り
住
ん
で
し
ま
っ
た
と
聞
い
て
詠
み
贈
っ
た
歌
で
、「
本

当
で
し
ょ
う
か
。よ
も
や
離
れ
る
こ
と
な
ど
あ
る
ま
い
と
信
じ
て
い
た
の
に
、

「
を
ば
」
の
命
婦
を
捨
て
て
姪
の
も
と
に
走
っ
た
と
い
う
噂
は
」
と
、
義
忠

の
裏
切
り
を
詰
っ
て
い
る
体
で
あ
る
。「
姨
捨
」
に
は
「
を
ば
」
を
「
捨
て
」

る
意
を
、「
更
級
」
に
「
去
ら
じ
な

）
12
（

」
の
意
を
掛
け
て
い
る
点
は
上
掲
①
・

②
の
詠
み
ぶ
り
に
通
じ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
さ
す
が
は
「
平
明
な
が
ら
臨
機

応
変
の
歌
詠
を
な
す

）
13
（

」と
さ
れ
る
赤
染
衛
門
の
歌
で
あ
る
が
、「
姨
捨
山
の
月
」

を
詠
み
込
ん
で
い
る
あ
た
り
は
伝
統
へ
の
こ
だ
わ
り
を
感
じ
さ
せ
る
。

二
、
院
政
期
の
和
歌

　

月
を
詠
ま
ず
に
「
姨
捨
」「
更
級
」
の
両
地
名
を
技
巧
的
に
詠
む
と
い
う

手
法
は
、
②
の
能
因
詠
を
経
て
、
院
政
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
一
技
法
と
し
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て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　

ち
き
り
し
こ
と
ゝ
も
を
わ
す
れ
に
け
る
に
や
、
こ
と
さ
ま
に
思
也

に
け
り
、
と
き
こ
ゆ
る
人
の
か
り
つ
か
は
し
け
る

　

③
契
り
を
き
し
こ
と
を
は
す
て
の
山
な
れ
と
よ
も
さ
ら
し
な
と
な
を
た
の

む
哉
（
散
木
奇
歌
集
・
俊
頼
Ⅰ
一
三
七
一
）

　
　
　
　

し
な
の
な
り
け
る
女
を
い
ひ
か
た
ら
へ
り
け
る
を
と
こ
、
京
に
ゐ

て
の
ぼ
り
て
こ
と
女
を
か
た
ら
ひ
て
と
は
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
女

の
い
ひ
つ
か
は
し
け
る

　

④
し
な
の
な
る
よ
も
さ
ら
じ
な
と
思
ひ
し
を
わ
れ
を
ば
す
て
の
山
の
は
ぞ

う
き
（
続
詞
花
集
・
恋
下
・
六
三
四
）

　
ｅ
人
こ
と
に
よ
も
さ
ら
し
な
と
お
も
ひ
し
を
き
く
に
は
ま
さ
る
を
は
す
て

の
月
（
清
輔
集
・
一
三
九
）

　

③
は
、
契
り
を
交
わ
し
た
女
か
ら
不
実
を
責
め
立
て
ら
れ
、
何
と
か
し
て

女
の
怒
り
を
な
だ
め
よ
う
と
詠
み
贈
っ
た
歌
と
み
ら
れ
る
。「
あ
な
た
と
約

束
し
て
お
い
た
こ
と
を
、
自
ら
反
故
に
し
て
し
ま
っ
た
私
だ
が
、
も
う
二
度

と
離
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
よ
。
や
は
り
、
あ
な
た
の
こ
と
を
頼
み
に
し
て

い
る
の
だ
よ
」
と
、
不
変
の
愛
情
を
誓
う
が
、
第
四
句
に
み
る
「
よ
も
去
ら

じ
な

）
14
（

―
更
級
」
の
掛
詞
表
現
は
、
上
掲
ｄ
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
ｄ
は
『
後
拾
遺
集
』
に
も
採
ら
れ
て
お
り
、
俊
頼
は
当
然
ｄ
の
歌

を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
右
の
掛
詞
表
現
に
加
え
て
、
上
三
句
「
契
り

お
き
し
こ
と
を
ば
捨
て
」
に
「
姨
捨
の
山
」
を
言
い
掛
け
た
と
こ
ろ
が
俊
頼

な
ら
で
は
の
工
夫
と
い
え
よ
う
か
。
第
二
句
「
こ
と
を
ば
す
て
の
」
の
表
現

形
成
に
際
し
て
は
、
お
そ
ら
く
、

　
　

う
か
り
け
る
ふ
し
を
ば
す
て
て
し
ら
い
と
の
今
く
る
人
と
思
ひ
な
さ
な

ん
（
拾
遺
集
・
恋
四
・
八
九
九
・
貫
之
）

　
　

す
き
ゝ
に
し
ほ
と
を
は
す
て
ゝ
こ
と
し
よ
り
ち
よ
は
か
す
へ
む
す
み
よ

し
の
ま
つ
（
能
宣
集
Ⅰ
一
九
四
）

　
　

た
ら
ち
め
の
を
や
を
は
す
て
ゝ
こ
は
い
か
に
人
の
こ
を
の
み
思
ふ
我
こ

そ
（
伊
勢
大
輔
集
Ⅰ
一
〇
八
）

な
ど
の
よ
う
に
、
第
二
句
に
「
Ａ
を
ば
捨
て
て
」
を
据
え
る
と
い
う
先
蹤
詠

の
表
現
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
と
思
し
い
が
、
こ
う
し
た
俊
頼
歌
の
技
法
は

後
述
す
る
④
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
俊
頼
は
他
に
も
姨
捨
山
の
歌
を
残
し
て
い
る
が
、

　
　
　
　

歓
喜
の
御
頂
に
お
は
し
ま
す
あ
み
た
仏
を
か
み
た
て
ま
つ
る
事　

を
よ
め
る

　
　

峯
た
か
き
お
は
す
て
山
の
木
末
よ
り
さ
し
い
つ
る
月
の
光
を
そ
み
る
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（
散
木
奇
歌
集
・
俊
頼
Ⅰ
九
三
九
）

　
　
　
　

こ
と
の
つ
い
で
あ
り
け
る
に
さ
ら
し
な
を
よ
み
け
る

　

⑤
さ
ら
し
な
は
を
ば
捨
山
の
ふ
も
と
に
て　

い
か
で
み
や
こ
に
名
を
と
ど

む
ら
ん
（
同
・
一
三
八
〇
）

の
よ
う
で
、
⑤
に
つ
い
て
は
月
を
詠
ん
で
い
な
い
。
⑤
は
姨
捨
山
の
麓
に
あ

た
る
更
級
の
地
名
が
、
ど
う
し
て
都
で
は
こ
れ
ほ
ど
有
名
な
の
だ
ろ
う
か
と

訝
し
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
『
散
木
奇
歌
集
』
で
は
③
の
次
に
置
か

れ
て
い
る
の
で
、
何
か
寓
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
名

所
に
対
す
る
歌
学
的
な
興
味
を
直
叙
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
。

　

④
は
清
輔
撰
の
『
続
詞
花
集
』
に
採
ら
れ
た
歌
だ
が
、
先
に
述
べ
て
お
く

と
、
こ
の
歌
と
同
工
異
曲
と
も
い
う
べ
き
作
が
「
登
蓮
恋
百
首
」
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。

　

⑥
さ
ら
じ
な
ど
契
り
し
も
の
を
か
ひ
も
な
く
我
を
ば
す
て
の
山
の
は
ぞ
う

き
（
登
蓮
恋
百
首
・
六
三
）

　

一
首
の
技
法
は
も
と
よ
り
、
下
句
に
至
っ
て
は
④
と
完
全
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
両
歌
の
間
に
受
容
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、「
登
蓮
恋
百
首
」
の
成
立
は
永
万
元
〜
二
年

（
一
一
六
五
〜
六
）
以
前
、『
続
詞
花
集
』
も
永
万
元
年
七
月
の
二
条
天
皇
崩

御
の
前
後

）
15
（

と
推
測
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
先
後
関
係
は
俄
に
判
断
し

が
た
い
。

　

さ
て
、
④
は
信
濃
在
住
の
女
と
懇
ろ
に
な
っ
た
男
が
、
そ
の
女
を
連
れ
て

上
洛
し
た
も
の
の
、
他
の
女
と
親
し
く
な
っ
て
訪
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
、
信
濃
出
身
の
女
が
男
に
詠
み
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
信
濃
に
住
ん

で
い
る
折
は
、
決
し
て
あ
な
た
が
離
れ
て
い
く
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
っ
て

い
ま
し
た
が
、
あ
な
た
は
私
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
、
私
は
姨
捨
の
山
の

端
に
沈
む
月
の
よ
う
に
辛
い
思
い
を
し
て
い
る
こ
と
で
す
」
と
、
男
の
裏
切

り
を
嘆
く
が
、
③
と
同
様
「
よ
も
去
ら
じ
な

）
16
（

」
に
「
更
級
」
を
、「（
我
）
を

ば
捨
て
」
に
「
姨
捨
の
山
」
を
言
い
掛
け
て
い
る
。
③
と
の
先
後
関
係
は
不

明
で
あ
る
が
、
両
歌
の
間
に
は
何
ら
か
の
影
響
関
係
を
認
め
て
も
よ
さ
そ
う

に
思
わ
れ
る
。
③
と
異
な
る
の
は
「
山
の
端
」
に
月
を
暗
示
さ
せ
て
い
る
点

で
、
前
章
に
引
い
た
「
こ
む
と
い
ひ
し
月
日
を
す
ぐ
す
を
ば
す
て
の
山
の
は

つ
ら
き
物
に
ぞ
有
り
け
る
」（
後
撰
集
・
恋
一
・
五
四
二
）
な
ど
を
念
頭
に
置

い
た
上
で
、
女
自
身
を
「
山
の
端
」
に
喩
え
、
月
が
沈
む
ま
で
男
の
来
訪
を

待
ち
わ
び
る
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
状
況
を
「
憂
き
」
と
し
て
い
る
。
月
を

詠
ま
ず
に
、
言
外
に
月
の
存
在
を
暗
示
し
、
伝
統
的
詠
法
に
も
配
慮
し
た
点

に
、
趣
向
の
深
さ
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　

清
輔
詠
の
ｅ
は
月
を
詠
ん
だ
も
の
だ
が
、
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
秋
の

開
催
と
目
さ
れ
る
法
性
寺
忠
通
家
月
三
十
五
首
会
へ
の
詠
進
歌
と
目
さ
れ
、
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「
世
間
の
評
判
を
聞
い
て
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
っ
て
い

た
が
、
聞
き
し
に
ま
さ
る
姨
捨
山
の
名
月
だ
よ

）
17
（

」
と
、
あ
た
か
も
姨
捨
山
の

月
を
実
見
し
た
か
の
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
。
や
は
り
③
・
④
と
同
様「
よ

も
さ
ら
じ
な
」
に
「
更
級
」
を
掛
け
て
い
る
が
、
こ
こ
は
「
去
ら
じ
」
で
は

な
く
、
芦
田
耕
一
氏

）
18
（

が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
然
ら
じ
」
の
意
に
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
清
輔
が
歌
道
の
先
達
た
る
俊
頼
に
対
し
て
敬
愛
の
念
を
抱
い
て
い

た
こ
と

）
19
（

を
鑑
み
る
と
、
俊
頼
詠
③
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
も
考
え
た
く
な
る
。
ま
た
、『
続
詞
花
集
』
が
清
輔
の
撰
で
あ

る
と
い
う
事
情
を
も
考
慮
す
る
と
、④
と
の
摂
取
関
係
も
想
定
さ
れ
よ
う
か
。

ｅ
・
④
と
も
に
「
思
ひ
し
を
」
を
三
句
に
据
え
て
い
る
点
は
気
に
な
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に「
を
ば
す
て
」「
さ
ら
し
な
」に
施
さ
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
辿
っ

て
い
く
と
、
時
代
と
と
も
に
そ
の
用
法
が
固
定
化
し
て
い
く
こ
と
が
看
取
さ

れ
た
か
と
思
う
。
伝
統
的
詠
法
に
拘
泥
せ
ず
、
当
意
即
妙
の
歌
づ
く
り
の
中

で
生
み
出
さ
れ
た
詠
法
が
後
代
の
歌
人
た
ち
に
摂
取
さ
れ
、
さ
ら
に
洗
練
度

を
加
え
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
結
果
的
に
は
類
型
化
の
様
相
を
呈
し
て
い
く

の
は
致
し
方
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
ろ
う
。
月
を
詠
ま
な
い
と
い
う
の
は
、

当
時
と
し
て
は
あ
る
意
味
画
期
的
な
詠
法
で
あ
っ
た
が
、
④
の
よ
う
に
「
山

の
端
」
の
語
を
詠
む
こ
と
で
入
り
方
の
月
を
暗
示
さ
せ
る
な
ど
、
月
の
名
所

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
月
を
詠
み

込
ん
だ
清
輔
詠
ｅ
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
関
心
を
抱
き
な
が
ら
も
、
結
果
的

に
伝
統
の
枠
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

三
、
新
古
今
集
時
代
へ

　

姨
捨
山
詠
に
み
る
上
述
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
後
続
の
和
歌
に
お
い
て
も
踏

襲
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
新
古
今
集
時
代
に
至
る
ま
で
の
歌
作
中
、

月
を
詠
ん
で
い
な
い
の
は
、

　

⑦
あ
き
の
よ
は
よ
も
さ
ら
し
な
と
思
し
に
を
は
す
て
山
に
雲
の
か
ゝ
れ
る

　
　
　
　
　
　
（
拾
玉
集
・
慈
円
Ⅰ
一
三
五
一
、
花
月
百
首
・
月
五
十
首
）

な
ど
を
見
る
程
度
で
あ
る

）
20
（

。「
よ
も
さ
ら
し
な
」
に
「
よ
も
去
ら
じ
」
と
「
更

級
」
を
掛
け
る
と
い
う
手
法
は
先
行
詠
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、「
秋

の
夜
は
、
更
級
の
里
で
名
月
を
鑑
賞
し
よ
う
と
思
っ
て
、
決
し
て
こ
こ
か
ら

離
れ
ま
い
ぞ
と
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
姨
捨
山
に
は
雲
が
か
か
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
」
と
、月
を
詠
ま
ず
に
月
の
存
在
を
暗
示
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
趣
向
は
、

　

⑧
鐘
の
を
と
を
と
も
と
た
の
み
て
い
く
夜
か
も
ね
ぬ
は
な
ら
ひ
の
を
は
す

て
の
山
（
拾
玉
集
・
慈
円
Ⅰ
二
六
四
五
、
日
吉
百
首
・
花
）
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⑨
い
か
に
せ
ん
を
は
す
て
山
の
嶺
の
雲
よ
花
成
け
り
な
春
の
明
ほ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
四
二
〇
一
、
山
居
春
曙
）

　

⑩
松
風
に
う
き
た
る
雲
を
は
ら
は
せ
て
暮
行
空
は
を
は
す
て
の
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
四
八
〇
〇
、
待
月
）

な
ど
、『
拾
玉
集
』
の
用
例
が
目
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
慈
円
が
好
ん
で

用
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
慈
円
は
、

　

ｆ
を
は
す
て
の
山
よ
り
出
る
月
を
見
て　

今
さ
ら
し
な
に
袖
の
ぬ
れ
ぬ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
三
七
二
九
、
詠
百
首
和
歌
・
月
）

　
ｇ
月
出
で
ば
よ
も
更
科
の
夜
半
の
空
を
ば
捨
な
ら
ぬ
秋
の
山
か
は）

21
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
・
三
六
二
・
慈
円
）

な
ど
、月
を
詠
み
つ
つ
も
既
成
の
掛
詞
表
現
に
対
す
る
関
心
も
見
せ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
手
法
は
慈
円
に
限
ら
ず
新
古
今
時
代
の
歌
人
た
ち
が

し
ば
し
ば
用
い
て
い
た
も
の
で
、

　

ｈ
は
る
の
い
ろ
も
い
ま
さ
ら
し
な
に
な
く
さ
ま
す　

あ
き
を
は
す
て
の
お

ほ
ろ
月
よ
に
（
明
日
香
井
集
・
雅
経
五
四
三
）

を
は
じ
め
、「
更
級
」
の
み
の
用
例
で
は
、

　

ｉ
あ
ら
し
吹
く
山
の
月
影
秋
な
が
ら
よ
も
更
科
の
里
の
し
ら
ゆ
き）

22
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
・
三
六
六
・
定
家
）

　
ｊ
霧
晴
て
行
す
ゑ
て
ら
す
月
影
を　

四
方
さ
えら

し
な
と
何
な
か
め
け
ん

　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
愚
草
・
下
・
雑
・
二
九
四
〇
、
報
恩
会　

勧
持
品
）

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
は
当
時
流
行
の
表
現
と
な
っ
て

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。新
古
今
時
代
に
至
り
、姨
捨
山
詠
は
既
存
の
レ
ト
リ
ッ

ク
に
洗
練
の
度
を
加
え
る
こ
と
で
、
新
た
な
美
の
境
地
を
開
拓
し
た
と
い
っ

て
よ
い
。
と
と
も
に
、
伝
統
的
景
物
た
る
月
と
の
関
係
は
い
っ
そ
う
緊
密
な

も
の
と
な
り
、
姥
捨
山
の
名
月
は
、
よ
り
観
念
化
・
表
象
化
さ
れ
て
い
く
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
月
を
詠
ま
な
い
姨
捨
山
詠
に
焦
点
を
あ
て
、
平
安
か
ら
鎌
倉
初

期
に
至
る
ま
で
の
和
歌
用
例
を
取
り
上
げ
、
表
現
的
考
察
を
試
み
た
。
そ
の

結
果
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

⑴　

姨
捨
山
と
は
不
可
分
の
景
物
で
あ
る
月
を
詠
ま
ず
、
地
名
を
掛
詞
的
に

捉
え
た
歌
は
、
定
頼
詠
①
が
初
出
と
み
ら
れ
、
能
因
詠
②
へ
と
継
承
さ
れ

て
い
っ
た
。

⑵　

赤
染
衛
門
詠
ｄ
は
月
を
詠
み
込
ん
で
は
い
る
が
、
表
現
面
で
は
俊
頼
な

ど
次
代
の
歌
人
詠
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
と
推
測
さ
れ
る
。

⑶　

俊
頼
詠
③
に
み
る
よ
う
に
、院
政
期
以
後
は
「
を
ば
す
て
」「
さ
ら
し
な
」

の
掛
詞
表
現
が
様
式
化
さ
れ
、
④
・
⑥
の
よ
う
に
月
を
詠
ま
ず
に
「
山
の

端
」
の
語
で
月
を
暗
示
す
る
よ
う
な
歌
も
現
れ
た
。
清
輔
詠
ｅ
は
月
を
詠



－18－

ん
で
は
い
る
が
、
③
・
④
と
の
影
響
関
係
が
予
想
さ
れ
る
。

⑷　

新
古
今
集
時
代
に
至
る
と
、
こ
う
し
た
掛
詞
表
現
は
さ
ら
に
洗
練
の
度

を
加
え
、
姨
捨
山
詠
の
一
類
型
と
し
て
定
着
を
み
た
。
逆
に
、
伝
統
的
景

物
で
あ
る
月
と
の
関
係
は
い
っ
そ
う
緊
密
度
を
増
し
、
姥
捨
山
の
月
は
観

念
的
映
像
の
中
で
改
め
て
そ
の
美
が
捉
え
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

翻
っ
て
み
る
と
、
定
頼
が
活
躍
し
た
時
代
は
勅
撰
集
で
い
え
ば
『
拾
遺

集
』
成
立
の
前
後
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
ま
さ
に
和
歌
表
現
の
転
換
期
で

も
あ
っ
た
。
歌
枕
に
限
っ
て
み
て
も
、
小
町
谷
照
彦
氏
が
『「
歌
枕
の
表
現

機
能
を
客
観
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
異
性
を
確
認
し
、
後
の
題
詠

形
式
へ
の
出
発
点
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

）
23
（

」
と
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、『
拾
遺
集
』
で
は
従
来
の
歌
枕
表
現
が
見
直
さ
れ
、
新
た
な

歌
枕
や
詠
法
が
登
場
す
る
一
方
、淘
汰
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

こ
れ
は
『
拾
遺
集
』
の
み
な
ら
ず
当
時
の
和
歌
全
般
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
中
、月
の
名
所
、あ
る
い
は
心
慰
ま
な
い
こ
と
の
比

喩
と
し
て
詠
ま
れ
て
き
た
「
更
級
の
姨
捨
山
」
を
、
歌
枕
の
持
つ
記
号
性
に

注
目
し
な
が
ら
別
の
側
面
か
ら
捉
え
な
お
そ
う
と
し
た
の
が
定
頼
や
能
因
ら

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、『
枕
草
子
』
の
地
名
章
段
に
お
い
て
、
先
行

用
例
未
見
の
ユ
ニ
ー
ク
な
地
名
が
多
数
選
択
さ
れ
て
い
る
現
象
と
も
軌
を
一

に
し
て
い
よ
う

）
24
（

。
名
月
よ
り
も
歌
枕
の
名
称
そ
の
も
の
に
関
心
を
向
け
た
姨

捨
山
の
詠
法
は
、こ
の
よ
う
に
時
代
の
要
請
の
中
で
生
み
出
さ
れ
、詠
み
継
が

れ
て
い
く
こ
と
で
、新
た
な
表
現
類
型
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

【
注
】

　

⑴　

以
下
、
和
歌
の
引
用
は
、
断
り
の
な
い
限
り
勅
撰
集
・
私
撰
集
・
歌

合
は
『
新
編
国
歌
大
観
』、
私
家
集
は
『
新
編
私
家
集
大
成
』（
と
も

に
「
日
本
文
学
ｗ
ｅ
ｂ
図
書
館
」　

古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
に
拠
る
。 

　

⑵　

増
田
繁
夫
氏
「
村
上
朝
の
名
所
絵
屏
風
―
屏
風
歌
論
二
―
」（『
人
文

研
究
』
三
三
巻
一
号　

一
九
八
一
）
で
は
、「
こ
の
屏
風
に
画
か
れ

た
（
あ
る
い
は
画
か
れ
る
予
定
で
あ
つ
た
）
名
所
は
、
そ
の
多
く
は

当
時
の
和
歌
に
よ
ま
れ
て
ゐ
た
伝
統
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
れ
ば
、
算

賀
の
儀
式
の
場
を
飾
る
に
適
は
し
い
と
は
考
へ
に
く
い
も
の
で
あ

る
」
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、「
こ
れ
に
は
、
場
面
の
選
定
に
和
歌

的
教
養
の
乏
し
い
人
が
あ
た
つ
た
と
い
つ
た
事
情
が
あ
る
の
か
も
知

れ
な
い
が
、
も
つ
ぱ
ら
絵
画
的
関
心
か
ら
画
面
が
選
ば
れ
た
と
考
へ

ざ
る
を
得
な
い
」
と
す
る
。
た
し
か
に
、
当
該
屏
風
絵
で
は
老
残
の

イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
「
大
荒
木
の
森
」
も
画
題
に
選
ば
れ
て
お
り
、『
信

明
集
』
に
は
「
郭
公
き
な
く
を
き
け
は
大
荒
木
の
も
り
こ
そ
夏
の
や

と
り
な
る
ら
し
」（
二
八
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
名
所
は
延

喜
五
年
（
九
〇
五
）
右
大
将
藤
原
定
国
四
十
賀
屏
風
歌
に
お
い
て
も
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「
お
ほ
あ
ら
き
の
も
り
の
し
た
草
し
げ
り
あ
ひ
て
深
く
も
夏
の
な
り

に
け
る
か
な
」（
拾
遺
集
・
夏
・
一
三
六
・
忠
岑
、
忠
岑
集
・
躬
恒
集
）

と
詠
ま
れ
て
お
り
、『
忠
岑
集
』
に
よ
れ
ば
夏
の
画
題
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
定
国
四
十
賀
屏
風
絵
に
「
大
荒
木
の
森
」
が
画
か
れ
て
い
た

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
穏
子
七
十
賀
屏
風
も
「
大
荒
木
の
森
」

を
夏
の
画
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
屏
風
の
名
所
選

択
に
あ
た
っ
て
は
先
行
屏
風
絵
も
し
く
は
屏
風
歌
を
参
考
に
し
た
可

能
性
は
十
分
予
想
で
き
よ
う
。「
姨
捨
山
」
に
つ
い
て
も
、
現
存
資

料
か
ら
は
確
実
な
用
例
を
探
せ
な
い
も
の
の
、
先
蹤
の
屏
風
絵
・
障

子
絵
の
画
題
と
し
て
用
い
ら
れ
た
実
績
が
あ
り
、
そ
れ
に
倣
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

⑶
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店　

一
九
九
九
）「
姨
捨
山
」
の

項
（
村
尾
誠
一
氏
執
筆
）

　

⑷
「
能
と
和
歌
―
〈
姨
捨
〉
と
姨
捨
山
の
和
歌
に
つ
い
て
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
七
二
巻
五
号　

至
文
堂　

二
〇
〇
七
・
五
）

　

⑸
『
定
頼
集
全
釈
』（
風
間
書
房　

一
九
八
九
）

　

⑹　

ほ
ぼ
同
時
代
ま
で
の
用
例
と
し
て
は
、『
奈
良
帝
集
』
の
「
め
て
た

く
お
ほ
し
め
し
け
る
女
の
ち
か
を
と
り
し
け
れ
は
、
よ
ま
せ
た
ま
へ

る
」（
二
〇
詞
書
）
の
ほ
か
、『
源
氏
物
語
』「
総
角
」
巻
に
二
例
が

見
出
さ
れ
る
。

　

⑺　

古
瀬
雅
義
氏
「
藤
原
定
頼
の
詠
歌
に
見
ら
れ
る
一
特
色
―
見
立

て
の
意
外
性
と
逆
転
発
想
技
巧
―
」（『
国
文
学
攷
』
一
二
四　

一
九
八
九
・
一
二
）
で
は
、「
意
外
な
見
立
て
と
そ
れ
を
う
ま
く
説

明
し
尽
く
す
逆
転
発
想
の
と
り
あ
わ
せ
の
妙
」
が
、
定
頼
の
志
向
し

た
「
新
し
い
詠
み
ぶ
り
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

⑻
『
能
因
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会　

一
九
九
二
）

　

⑼
「
た
え
て
と
は
ぬ
男
の
、
さ
す
か
に
こ
と
人
に
も
の
い
ふ
な
り
な
と

い
ひ
て
せ
い
し
け
れ
は
、
そ
の
女
に
か
は
り
て
／
君
も
こ
す
人
も
と

は
す
は
し
も
つ
け
や　

ふ
た
あ
ら
の
や
ま
と
我
やは

イ

成
な
む
」（
能
因

集
Ⅰ
四
三
）

　

⑽
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　
平
安
私
家
集
』（
岩
波
書
店　
一
九
九
四
）

　

⑾　

小
町
谷
照
彦
氏
「
能
因
に
お
け
る〈
す
き
〉の
旅
」（『
国
文
学
』
一
八

巻
九
号　

学
燈
社　

一
九
七
三
・
七
）
は
、
当
該
歌
に
つ
い
て
「
能

因
は
名
所
歌
枕
の
類
型
で
あ
る
信
濃
の
姨
捨
山
の
月
と
重
ね
写
し
に

し
て
伊
予
の
月
を
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
姨
捨
山
の
月
は
旅
の

体
験
に
よ
り
能
因
の
脳
裏
に
強
烈
に
印
象
づ
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で

あ
る
」
と
述
べ
、
能
因
が
奥
州
下
向
時
に
姨
捨
山
周
辺
を
訪
れ
た
経

験
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
滝
澤
貞
夫
氏
「『
能
因
歌
枕
』
と

『
名
所
歌
枕
』
の
比
較
」（『
名
所
歌
枕　

本
文
の
研
究
』
笠
間
書
院　

一
九
八
六
所
収
、『王
朝
和
歌
と
歌
語
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
〇
所
収
）
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は
、
小
町
谷
説
を
追
認
し
、
能
因
が
再
度
の
奥
州
下
向
の
折
に
東
北

信
を
通
過
し
た
こ
と
は
「
ま
ず
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
」

と
す
る
。

　

⑿　

諸
注
は
「
去
ら
じ
な
」
と
「
更
級
」
の
掛
詞
と
と
る
も
の
が
多
い
が
、

川
村
晃
生
氏
『
和
泉
古
典
叢
書
５　

後
拾
遺
和
歌
集
』（
和
泉
書
院　

一
九
九
一
）は「
地
名「
更
科
」に「
さ
ら
じ
な
」を
懸
け
る
」と
し
、「
よ

に
さ
ら
じ
な
」
を
「
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
」
と
口
語
訳

す
る
。
本
稿
で
は
「
去
ら
じ
な
」
の
意
に
解
し
た
。

　

⒀
『
和
歌
文
学
大
辞
典　
ｗ
ｅ
ｂ
版
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー　

二
〇
一
三
）

　

⒁
「
よ
も
然
ら
じ
な
」
の
意
と
も
と
れ
る
。

　

⒂　

注
13
に
同
じ
。

　

⒃　

鈴
木
徳
夫
氏
『
新
注
和
歌
文
学
叢
書
８　

続
詞
花
和
歌
集　

新
注　

下
』（
青
簡
舎　

二
〇
一
一
）
は
、「
よ
も
さ
ら
じ
な
」
を
「
決
し
て

そ
の
よ
う
に
は
な
る
ま
い
」
と
口
語
訳
す
る
が
、
語
釈
に
お
い
て
は

「
決
し
て
去
る
ま
い
、
別
れ
な
い
だ
ろ
う
と
「
更
級
」（
中
略
）
を
掛

け
る
。「
さ
ら
じ
な
」
は
然
あ
ら
じ
（
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
）

の
意
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
。

　

⒄　

芦
田
耕
一
氏
は
『
新
注
和
歌
文
学
叢
書
１　

清
輔
集
新
注
』（
青
簡

舎　

二
〇
〇
八
）
で
、
結
句
を
「
更
級
の
姨
捨
山
の
悲
し
い
月
で
あ

る
よ
」
と
口
語
訳
す
る
が
、
純
粋
に
月
の
美
し
さ
を
詠
じ
た
先
行
歌

も
多
数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
姨
捨
山
の
名
月
の
意
に
解

し
た
。

　

⒅　
「
藤
原
清
輔
の
反
伝
統
的
詠
歌
を
め
ぐ
っ
て
」（『
島
大
言
語
文
化
』
五

　
　
　

一
九
九
八
・
七
、『
六
条
藤
家
清
輔
の
研
究
』
和
泉
書
院　

二
〇
〇
四

所
収
）。

　

⒆　
『
袋
草
紙
』
上
・
雑
談
で
清
輔
は
「
か
の
人
（=

俊
頼
）
に
和
漢
の

才
同
日
の
論
に
非
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

⒇　
「
更
級
」
の
み
の
用
例
で
は
「
卯
の
花
の
か
き
ね
つ
づ
き
の
よ
そ
め

に
は
た
だ
ぬ
の
が
ほ
に
さ
ら
し
な
の
さ
と
」（
為
忠
家
初
度
百
首
・

遠
村
卯
花
・
一
七
六
）
も
あ
る
。
家
永
香
織
氏
は
「『
為
忠
家
両
度

百
首
』
に
お
け
る
地
名
歌
の
方
法
」（『
国
語
と
国
文
学
』
七
四
巻
六

号
一
九
九
七
・
六
、『
転
換
期
の
和
歌
表
現　

院
政
期
和
歌
文
学
の
研

究
』
青
簡
舎　

二
〇
一
二
所
収
）
で
、
右
歌
の
「
更
級
」「（
布
を
）

晒
し
」の
掛
詞
が
先
行
用
例
未
見
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
な
お
、

こ
の
掛
詞
表
現
は
、
家
永
氏
が
挙
げ
る
「
曝
布
／
月
を
ま
つ
く
も
の

は
た
て
の
お
り
か
け
て
よ
る
ま
て
ぬ
の
を
さ
ら
し
な
の
さ
と
」（
明

日
香
井
集
・
雅
経
七
一
〇
）
に
も
踏
襲
さ
れ
る
が
、
こ
ち
ら
は
月
を

詠
み
込
ん
で
い
る
。

　

21　

渡
邉
裕
美
子
氏
『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
全
釈
』（
風
間
書
房　

二
〇
〇
七
）
は
、
ｇ
と
⑦
と
の
表
現
的
関
連
を
指
摘
す
る
。
第
二
句
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は
渡
邉
氏
の
解
釈
に
倣
い
、「
よ
も
去
ら
じ
な
」
と
「
更
級
」
の
掛

詞
と
考
え
た
。

　

22　

ｉ
・ｊ
と
も
「
よ
も
さ
ら
し
な
」
に
「
よ
も
然
ら
じ
な
」
と
「
更
級
」

を
掛
け
る
。

　

23
「
三
代
集
の
名
所
歌
枕
―
古
今
的
美
学
の
一
考
察
―
」（『
常
葉
女
子
短

期
大
学
紀
要
』
一　

一
九
六
八
・
一
一
）

　

24　

拙
稿
「『
枕
草
子
』
地
名
類
聚
章
段
の
背
景
」（『
上
田
女
子
短
期
大

学
紀
要
』
一
七　

一
九
九
四
・
三
）




