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は
じ
め
に

　

一
一
世
紀
末
、
白
河
天
皇
の
命
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
第
四
番
目
の
勅
撰
和

歌
集
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
は
、
次
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

は
ら
か
ら
な
ど
い
は
む
と
い
ふ
人
の
、
し
の
び
て
こ
む
と
い
ひ
た

る
か
へ
り
ご
と
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
摸

　

①
あ
づ
ま
ぢ
の
そ
の
は
ら
か
ら
は
き
た
り
と
も
あ
ふ
さ
か
ま
で
は
こ
さ
じ

と
ぞ
思
ふ（

１
）（

巻
十
六
・
雑
二
・
九
四
一
・
相
模
）

当
代
屈
指
の
女
流
歌
人
、
相
模
の
作
で
、
お
互
い
に
「
は
ら
か
ら
」
―
兄
妹

と
呼
び
合
お
う
と
言
っ
た
人
が
、
人
目
を
忍
ん
で
通
っ
て
来
よ
う
と
言
っ
て

き
た
返
事
と
し
て
詠
ま
れ
た
歌（

２
）で

あ
る
。「
そ
の
は
ら
か
ら
」
に
は
東
山
道

に
接
す
る
信
濃
国
の
歌
枕
「
園
原
」
と
「
は
ら
か
ら
」
を
言
い
掛
け
、
下
句

は
「
園
原
」
に
対
応
さ
せ
る
形
で
近
江
国
の
歌
枕
「
逢
坂
の
関
」
を
詠
み
込

ん
で
、「
た
と
え
あ
な
た
が
訪
れ
た
と
し
て
も
、
男
女
が
逢
い
合
う
と
い
う

名
を
持
つ
逢
坂
の
関
を
越
え
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
、
男
の

来
訪
を
拒
絶
し
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
二
句
中
の
「
そ
の

は
ら
か
ら
」
と
い
う
掛
詞
表
現
で
あ
る
。

　
「
園
原
」
は
東
山
道
第
一
の
難
所
で
あ
る
神
坂
峠
の
麓
、
現
在
の
下
伊
那

郡
阿
智
村
園
原
周
辺
に
位
置
し
、
遠
く
か
ら
は
見
え
る
が
近
づ
く
と
消
え
て

し
ま
う
と
い
う
帚
木
に
ま
つ
わ
る
伝
説
を
伴
っ
た
歌
枕
で
あ
る
。
延
喜
五
年

（
九
〇
五
）
開
催
の
「
右
兵
衛
少
尉
貞
文
歌
合
」
の
出
詠
歌
、

　
ａ
そ
の
は
ら
や
ふ
せ
や
に
お
ふ
る
は
は
き
ぎ
の
あ
り
と
て
ゆ
け
ど
あ
は
ぬ

き
み
か
な
（
不
会
恋
・
右
・
二
八
／
古
今
六
帖
／
新
古
今
集
・
是
則
）

が
現
時
点
で
の
初
出
例
で
あ
り
、
以
後
、
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
諸
歌
集
に
散

見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
帚
木
」「
伏
屋
（
ふ
せ
や
）」
と
と
も
に
詠
ま
れ

る
こ
と
が
多
く
、「
園
原
」
に
「
そ
の
腹
」
を
掛
け
た
遊
戯
的
な
歌（

３
）も

し
だ

後
拾
遺
集
時
代
の
和
歌
に
み
る
信
濃
の
歌
枕

西　

山　

秀　

人

〈
論　

文
〉
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い
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、「
そ
の
は
ら
か
ら
」
と
い
う
詞
句
は
今
の
と

こ
ろ
①
の
相
模
詠
以
前
の
用
例
を
探
せ
な
い
。
ち
な
み
に
、
①
の
詠
作
時
期

は
流
布
本
『
相
模
集
』
の
排
列
を
も
と
に
、
作
者
が
相
模
国
か
ら
上
京
し
た

万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
か
ら
夫
大
江
公
資
と
の
離
別
が
確
定
的
と
な
っ
た

長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
頃
ま
で
と
み
て
お
く
の
が
穏
当
か
と
思
わ
れ
る（

４
）。

果
た
し
て
「
そ
の
は
ら
か
ら
」
が
相
模
創
始
の
表
現
で
あ
る
か
は
不
明
だ
が
、

後
述
す
る
よ
う
に
一
一
世
紀
中
葉
、
藤
原
道
長
の
息
頼
通
の
時
代
に
は
、
和

歌
六
人
党（

５
）や

そ
の
周
辺
の
歌
人
た
ち
の
注
目
を
集
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ

と
い
え
よ
う
。

　
『
後
拾
遺
集
』
の
成
立
か
ら
遡
る
こ
と
約
八
〇
年
、『
拾
遺
集
』
の
時
代

は
歌
枕
の
整
理
交
替
期
に
あ
た
り
、
新
た
な
歌
枕
が
数
多
く
登
場
す
る
一

方
、
既
存
の
歌
枕
に
つ
い
て
も
そ
の
詠
法
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
歌
人

た
ち
は
歌
枕
に
ひ
と
き
わ
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
機
運
が

一
一
世
紀
中
葉
に
お
け
る
名
所
題
の
流
行（

６
）を

招
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
歌
枕

が
歌
語
の
一
範
疇
を
超
え
て
名
所
へ
と
昇
華
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
歌

壇
で
は
「
祐
子
内
親
王
家
名
所
歌
合
」（
長
久
二
年
〔
一
〇
四
一
〕・
康
平
四

年
〔
一
〇
六
一
〕
カ
）
を
筆
頭
に
種
々
の
試
み
が
行
わ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、

そ
の
中
で
信
濃
の
歌
枕
は
ど
の
よ
う
な
消
長
を
見
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
先
学（

７
）の

驥
尾
に
付
し
て
、
和
歌
六
人
党
ほ
か
頼
通
時
代
の
歌
人
詠

に
見
出
さ
れ
る
新
た
な
歌
枕
表
現
の
う
ち
、
信
濃
の
歌
枕
に
関
わ
る
例
を
い

く
つ
か
取
り
上
げ
、
そ
の
時
代
的
特
徴
を
出
来
る
限
り
明
ら
か
に
し
て
み
た

い
。

一
、「
は
ら
か
ら
」
の
掛
詞
表
現

　

興
味
深
い
こ
と
に
、「
園
原
│
は
ら
か
ら
」
と
い
う
掛
詞
表
現
は
、
上
掲

相
模
詠
①
の
ほ
か
、
次
掲
の
よ
う
に
和
歌
六
人
党
と
そ
の
周
辺
の
歌
人
詠
に

集
中
し
て
現
れ
る
。

　
　
　
　

は
ら
か
ら
に
、
ふ
み
や
る
と
き
ゝ
て
、
か
く

　

②
あ
つ
ま
ぢ
の
そ
の
は
ら
か
ら
を
た
づ
ぬ
と
も
い
か
に
し
て
か
は
せ
き
も

と
ゞ
め
む　
（
範
永
集
Ⅰ
八
八
）

　
　
　
　

か
へ
し
に
い
ひ
や
る

　

③
は
ゝ
き
ゞ
の
そ
の
は
ら
か
ら
に
た
づ
ぬ
れ
ば
ふ
せ
や
に
お
ふ
る
し
る
し

と
を
見
む　
（
同　

八
九
）

　
　
　
　

あ
る
み
や
ば
ら
の
女
房
の
も
と
に
、
ふ
み
な
ど
や
る
を
、
さ
と
な

る
人
の
は
ら
か
ら
の
あ
れ
ば
、
な
に
ご
と
も
、
か
く
れ
あ
ら
じな
と

い
ふ
を
き
ゝ
て

　

④
し
な
の
ぢ
や
そ
の
は
ら
か
ら
を
み
る
人
は
あ
ふ
ち
の
せ
き
は
こ
え
ぬ
も

の
か
は　
（
経
衡
集　

一
七
四
）
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こ
れ
を
き
ゝ
て
、
お
な
じ
み
や
の
人
な
る
べ
し
、
か
う
づ
さ
の
君

　

⑤
み
る
ご
と
に
お
も
て
ぶ
せ
や
と
い
ふ
なめ

れ
は
そ
の
は
ら
か
ら
は
と
が
め

し
も
せ
じ　
（
同　

一
七
五
）

　
　
　
　

や
ま
な
り
し
は
ら
か
ら
の
、
は
ゝ
き
に
く
だ
り
て
な
く
な
り
た
り

し
に
、
心
も
な
ぐ
さ
め
む
と
て
、
い
と
ま
に
て
さ
と
に
あ
る
ほ
ど
、

な
に
は
わ
た
り
に
、
か
ね
つ
な
の
中
将
の
、
む
す
め
の
き
み
な
ど

ぐ
し
て
く
だ
り
て
、
天
王
寺
ま
う
で
も
せ
ん
と
て
あ
り
し
に
、
き

ぬ
の
い
ろ
か
へ
し
ほ
ど
に
、
春
宮
の
大
じ
ん
た
か
つ
ね

　

⑥
あ
づ
ま
ち
の
そ
の
は
ら
か
ら
の
つ
ゆ
け
さ
は
ふ
ぢ
の
こ
ろ
も
を
き
て
や

す
つ
ら
む　
（
下
野
集　

一
二
一
）

　
　
　
　

返
し

　
　

は
ゝ
き
ゞ
に
あ
り
と
き
か
ね
ば
あ
つ
ま
ぢ
を
か
く
る
に
い
と
ゞ
つ
ゆ
ぞ

こ
ぼ
る
　ゝ
（
同　

一
二
二
）

　
『
範
永
集
』
所
載
の
②
・
③
は
詠
作
事
情
が
今
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

あ
る
人
物
の
「
は
ら
か
ら
」
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
人
物
と
範
永
と
の
間
に
交

わ
さ
れ
た
贈
答
歌
と
思
し
い
。
②
は
、
範
永
が
「
は
ら
か
ら
」（
女
性
で
あ

ろ
う
）
に
手
紙
を
や
る
と
聞
い
て
、「
あ
な
た
が
私
の
「
は
ら
か
ら
」
の
も

と
を
訪
れ
た
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
関
所
の
よ
う
に
せ
き
留
め
る
こ
と
が
で

き
ま
し
ょ
う
か
」
と
詠
み
贈
っ
て
き
た
も
の
で
、末
句
「
せ
き
も
と
ど
め
む
」

に
は
男
女
が
相
逢
う
意
の
「
逢
坂
の
関
」
を
暗
示
さ
せ
る
。
そ
れ
に
対
す
る

範
永
の
返
歌
③
は
、
上
掲
ａ
の
古
歌
を
踏
ま
え
、「
近
づ
く
と
姿
を
隠
し
て

し
ま
う
と
い
う
帚
木
で
有
名
な
園
原
│
あ
な
た
の
「
は
ら
か
ら
」
を
訪
ね
て

み
れ
ば
、
古
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
お
り
、
逢
え
な
い
し
る
し
と
し
て
見
る

こ
と
で
し
ょ
う
」
と
、
相
手
を
な
だ
め
る
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
で
あ
る（

８
）。

②
は

①
と
上
二
句
を
同
じ
く
し
、
な
お
か
つ
三
句
中
に
接
続
助
詞
「
と
も
」
を
用

い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
相
模
詠
と
の
間
に
何
ら
か
の
影
響
関
係
が
想
定
さ
れ

る
。
④
・
⑤
は
後
朱
雀
天
皇
第
三
皇
女
、
祐
子
内
親
王
に
仕
え
る
女
房
た
ち

と
の
贈
答
歌
で
、
⑤
の
後
に
は
「
末
の
松
山
」
を
詠
じ
た
贈
答
二
首
が
さ
ら

に
続
く
。
祐
子
内
親
王
の
誕
生
は
長
暦
三
年
（
一
〇
三
八
）
四
月
二
一
日
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
贈
答
歌
は
そ
れ
以
降
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
④

は
「
園
原
―
そ
の
姉
妹
を
見
て
い
る
あ
の
人
は
、「
園
原
」
の
近
く
に
あ
っ
て
、

「
逢
う
」
と
い
う
名
を
持
つ
「
あ
ふ
ち
の
関
」
を
越
え
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

し
ょ
う
か
」
と
、
女
と
の
逢
瀬
を
期
待
す
る
心
を
詠
ん
だ
も
の
、
⑤
は
同
じ

宮
付
き
の
上
総
の
君
な
る
女
房
の
返
歌
で
、「
見
る
度
に
不
面
目
だ
と
言
っ

て
い
る
よ
う
で
す
か
ら
、
そ
の
姉
妹
は
あ
な
た
が
訪
れ
て
も
咎
め
立
て
し
な

い
で
し
ょ
う
よ
」
と
、
二
人
の
関
係
を
肯
定
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る（

９
）。『

範

永
集
新
注
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
④
・
⑤
は
『
範
永
集
』
の
②
・
③
と
用

語
・
表
現
は
も
と
よ
り
詠
作
事
情
ま
で
近
似
し
て
お
り
、「
私
的
な
会
話
を
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受
け
て
の
複
数
の
人
が
歌
を
詠
む
場
面
で
も
あ
り
、
こ
の
場
に
範
永
が
同
席

し
、
当
該
歌
を
詠
ん
だ
可
能
性）

10
（

」
も
想
定
さ
れ
よ
う
。
⑥
は
春
宮
大
進
隆
経

が
、
摂
津
に
逗
留
し
て
い
た
下
野
に
詠
み
贈
っ
た
歌
で
、
比
叡
山
に
籠
っ
て

い
た
下
野
の
兄
弟
（
律
師
行
政
か
）
が
、
伯
耆
国
で
没
し
た
こ
と
を
悼
ん
だ

も
の
で
あ
る
。
初
句
「
東
路
の
」
は
地
理
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
が
、お
そ
ら
く
、

　
　
　
　

は
は
き
の
く
に
に
は
べ
り
け
る
は
ら
か
ら
の
、
お
と
し
は
べ
ら
ざ

り
け
れ
ば
、
た
よ
り
に
つ
か
は
し
け
る　
　
　
　

馬
内
侍

　
　

ゆ
か
ば
こ
そ
あ
は
ず
も
あ
ら
め
は
は
き
ぎ
の
あ
り
と
ば
か
り
は
お
と
づ

れ
よ
か
し　
（
後
拾
遺
集
・
雑
一
・
八
七
六
）

な
ど
の
先
例
を
踏
ま
え
、「
伯
耆
」↓「
帚
木
」↓「
園
原
」と
い
う
連
想
を
も
っ

て
一
首
を
も
の
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
新
大
系
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
東

路
の
」
は
「
そ
の
は
ら
か
ら
」
の
序
と
見
て
お
き
た
い）

11
（

。
そ
の
上
二
句
は
相

模
詠
①
・『
範
永
集
』
の
②
と
一
致
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
影
響
関
係
を
想

定
し
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
⑥
の
詠
作
時
期
は
判
然
と
し
な
い
が
、
寛

子
の
入
内
が
永
承
五
年
（
一
〇
五
〇
）
な
の
で
、
少
な
く
と
も
そ
れ
以
降
の

作
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、「
そ
の
は
ら
か
ら
」
の
掛
詞
表
現
は
、
相
模

及
び
彼
女
と
親
交
の
あ
っ
た
範
永
・
経
衡
ら
の
周
辺
で
ま
ず
共
有
さ
れ
、
次

い
で
下
野
の
周
辺
で
摂
取
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の

後
し
ば
ら
く
の
間
は
和
歌
史
上
に
現
れ
な
い
が
、
平
安
末
期
に
至
り
、

　
　
　
　

し
た
し
き
人
に
か
く
す
こ
ひ

　
　

う
ち
と
け
て
ふ
せ
や
と
い
は
む
こ
と
の
は
を
そ
の
は
ら
か
ら
に
ち
ら
さ

す
も
か
な　
（
有
房
集
Ⅱ
三
三
二
）

お
と
ゝ
に
て
は
べ
り
し
と
き
ふ
さ
の
大
夫
、
う
せ
て
は
べ
り
し
い

み
の
う
ち
へ
、
も
り
と
き
入
道
が
り
申
つ
か
は
し
ゝ

　
　

う
つ
せ
み
の　

た
ま
の
ゆ
く
え
は　

し
ら
ず
し
て
…
…
た
ら
ち
を
に

　
　

さ
き
だ
ち
て
ゆ
く　

こ
と
ゝ
ま
た　

あ
づ
ま
の
か
た
に　

あ
り
と
き
く

　
　

そ
の
は
ら
か
ら
の　

そ
の
な
か
に　

ま
づ
は
ゝ
き
ゞ
を　

な
げ
か
せ
て

ね
に
か
へ
り
ぬ
る　

こ
の
も
と
は
…
…　
（
同　

四
三
七
）

の
よ
う
に
、
有
房
詠
に
摂
取
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
は
ら
か
ら
」を
掛
詞
と
す
る
詠
法
が
、

　
　
　
　

民
部
丞
清
原
の
も
と
す
け
が
お
と
う
と
、
が
く
さ
う
も
と
ざ
ね
、

あ
ざ
な
せ
い
よ
う
み
ま
か
り
て
の
ち
、
は
ふ
り
す
る
ま
で
き
か
ず

あ
り
て
、
お
そ
く
き
ゝ
た
る
よ
し
、
も
と
す
け
に
い
ひ
つ
か
は
す

　

ｂ
よ
ひ
の
ま
も
そ
ら
の
け
ぶ
り
と
な
り
に
き
と
あ
ま
の
は
ら
か
ら
な
ど
か

つ
げ
こ
ぬ　
（
順
集
Ⅰ
三
五
／
後
拾
遺
集
・
哀
傷
・
五
五
九
）

の
よ
う
に
、十
世
紀
中
葉
の
和
歌
か
ら
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

右
歌
は
清
原
元
輔
の
弟
、
学
生
元
真
の
訃
報
を
後
に
な
っ
て
耳
に
し
た
源
順

が
、ど
う
し
て
知
ら
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
と
元
輔
を
恨
ん
だ
も
の
だ
が
、

「
天
の
原
」
に
「
は
ら
か
ら
」
を
言
い
掛
け
た
と
こ
ろ
に
順
な
ら
で
は
の
機
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知
が
う
か
が
え
る
。
右
歌
が
『
後
拾
遺
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
上

述
し
た
「
そ
の
は
ら
か
ら
」
の
流
行
と
無
関
係
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

他
に
も
『
後
拾
遺
集
』
に
は
、

　
　
　
　

は
ら
か
ら
は
べ
り
け
る
を
む
な
の
も
と
に
、
お
と
と
を
お
も
ひ
か

け
て
、
あ
ね
な
る
を
ん
な
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

読
人
不
知

　
ｃ
を
ぶ
ね
さ
し
わ
た
の
は
ら
か
ら
し
る
べ
せ
よ
い
づ
れ
か
あ
ま
の
た
ま
も　

か
る
う
ら　
（
恋
一
・
六
一
六
）

と
、
思
い
を
寄
せ
る
女
性
の
姉
に
仲
立
ち
を
依
頼
し
た
男）

12
（

の
歌
が
収
め
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
わ
た
の
原
」
に
「
は
ら
か
ら
」
を
掛
け
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、『
四
条
宮
下
野
集
』
に
は
、

　
　
　
　

あ
ま
の
り
と
い
ふ
も
の
を
、
あ
ま
な
る
は
ら
か
ら
に
や
る
と
て

　
　

す
く
ふ
べ
き
あ
ま
の
り
を
こ
そ
た
づ
ね
つ
れ
わ
た
つ
み
ふ
か
き
み
に
は

と
お
も
へ
ば　
（
二
三
）

　
　
　
　

返
し

　

ｄ
あ
ま
ぶ
ね
に
わ
れ
の
り
え
た
る
し
る
し
に
は
す
く
は
ざ
ら
め
や
わ
た
の

は
ら
か
ら　
（
二
四
）

の
例
も
あ
る
。
と
す
る
と
、「
は
ら
か
ら
」
の
掛
詞
表
現
は
後
拾
遺
入
集
を

果
た
し
た
順
詠
ｂ
を
淵
源
と
し
、
六
人
党
周
辺
の
歌
人
た
ち
に
よ
っ
て
「
そ

の
は
ら
か
ら
」「
わ
た
の
は
ら
か
ら
」
と
い
っ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
み

出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、『
相
模
集
』
に
見
え
る
「
あ
る
所
に
庚
申
の
夜
、

天
地
を
か
み
し
も
に
て
よ
む
と
て
、
よ
ま
せ
し
、
十
六
」、
即
ち
あ
め
つ
ち

詞
を
順
に
歌
の
上
下
に
据
え
て
詠
ま
せ
る
と
い
う
文
学
的
遊
戯
が
、『
順
集
』

所
載
の
「
あ
め
つ
ち
の
う
た
四
十
八
首
」
を
踏
ま
え
た
も
の
と
す
れ
ば
、
順

の
歌
は
当
時
の
歌
壇
か
ら
一
定
の
注
目
を
集
め
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
そ
う

で
あ
る）

13
（

。
後
拾
遺
時
代
に
お
け
る
「
は
ら
か
ら
」
表
現
の
流
行
は
、
や
は
り

順
歌
ｂ
へ
の
注
目
が
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
上
掲
『
経
衡
集
』
の
④
・
⑤
は
、「
あ
ふ
ち
の
関
」
な
る
珍

し
い
歌
枕
を
詠
み
込
ん
だ
り
、不
名
誉
・
不
面
目
の
意
の
「
面
伏
せ
」
に
「
ふ

せ
屋
」
を
言
い
か
け
た
り
と
、
遊
戯
性
が
際
立
つ
贈
答
と
な
っ
て
い
る
。
次

節
で
は
こ
れ
ら
両
詞
句
に
つ
い
て
考
察
を
及
ぼ
し
て
み
た
い
。

二
、「
あ
ふ
ち
の
関
」
と
「
お
も
て
ぶ
せ
や
」

　

和
歌
本
文
の
み
を
改
め
て
引
こ
う
。

　

④
し
な
の
ぢ
や
そ
の
は
ら
か
ら
を
み
る
人
は
あ
ふ
ち
の
せ
き
は
こ
え
ぬ
も

の
か
は　
（
経
衡
集　

一
七
四
、
経
衡
）

　
「
あ
ふ
ち
の
関
」は
東
山
道
に
置
か
れ
て
い
た
小
関
で
、和
銅
年
間（
七
〇
八

〜
七
一
五
）
以
後
八
十
年
ほ
ど
は
存
続
し
た
ら
し
い）

14
（

。
そ
の
位
置
は
東
山
道
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阿
知
駅
の
付
近
、
長
野
県
下
伊
那
郡
阿
智
村
大
字
駒
場
周
辺
が
比
定
さ
れ
て

い
る
。『
能
因
歌
枕
』「
国
々
の
所
々
名
」
に
は
「
…
さ
ら
し
な　

あ
ふ
ち
の

せ
き　

は
ゝ
き
　ゝ

を
は
す
て
山
…
」
と
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

平
安
時
代
の
和
歌
用
例
と
し
て
は
上
掲
④
と
、
遅
れ
て
和
歌
六
人
党
の
メ
ン

バ
ー
に
加
わ
っ
た
と
思
し
い
橘
為
仲
の
、

　
　
　
　

十
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
ゆ
き
ふ
り
た
る
に
、
し
な
の
ゝ
か
み
た
か

も
と
が
ま
う
で
き
て
あ
そ
び
し
に

　
　

お
も
ひ
き
や
こ
し
ぢ
の
ゆ
き
を
ふ
み
わ
け
て
き
ま
せ
る
君
に
あ
は
ん
も

の
と
は　
（
為
仲
集
Ⅱ
一
一
）

　
　
　
　

か
へ
し

　

⑦
い
ま
さ
ら
に
い
な
と
お
も
ひ
し
み
ち
な
れ
ど
き
み
に
あ
ふ
ち
の
せ
き
ぞ

う
れ
し
き　
（
同　

一
二
）

を
見
る
の
み
で
あ
る
。
⑦
は
経
衡
詠
④
よ
り
も
少
し
後
の
作
と
み
ら
れ
、
為

仲
が
越
後
守
在
任
中
の
延
久
元
年
（
一
〇
六
九
）
か
ら
同
四
年
ま
で
の
間
、

為
仲
が
信
濃
国
に
旅
し
た
折
に
、
信
濃
守
た
か
も
と
（
伝
不
詳
）
が
為
仲
を

訪
問
し
た
折
の
詠）

15
（

で
あ
る
。
た
か
も
と
の
「
思
ひ
き
や
」
の
歌
は
、
滝
澤
貞

夫）
16
（

が
指
摘
す
る
と
お
り
、
在
原
業
平
の
絶
唱
、

　
　

わ
す
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
お
も
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
と

は　
（
古
今
集
・
雑
下
・
九
七
〇
・
業
平
／
伊
勢
物
語
・
八
三
段
）

を
踏
ま
え
て
の
詠
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
為
仲
の
返
歌
は
、
信
濃
の
地

名
で
あ
る
「
伊
那
」
に
「
否
」
を
、
同
じ
く
「
あ
ふ
ち
の
関
」
に
「
会
う
」

意
を
掛
け
、「
今
さ
ら
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
国
は
、「
伊
那
」
で
は
な
い
が
「
否
」

と
思
っ
た
越
後
へ
の
道
で
し
た
が
、「
あ
ふ
ち
の
関
」
―
こ
う
し
て
あ
な
た

に
会
う
こ
と
が
で
き
て
、
嬉
し
く
思
い
ま
す
」
と
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
下

句
は
お
そ
ら
く
、

　
　

さ
み
だ
れ
に
こ
ひ
す
と
い
ふ
な
は
た
た
ば
た
て
君
に
あ
ふ
ち
の
花
し
咲

き
な
ば　
（
古
今
六
帖
・
六
・
楝
・
四
二
九
二
）

　
　

名
に
頼
む
わ
れ
も
通
は
む
逢
坂
を
越
ゆ
れ
ば
君
に
あ
ふ
み
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
中
物
語
・
二
五
段
）

な
ど
、「
君
に
会
ふ
」
と
「
楝
の
花
」、「
君
に
会
ふ
身
」
と
地
名
「
近
江
」

を
掛
け
る
と
い
う
先
蹤
歌
の
手
法
を
応
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
表
現
的
に

は
④
よ
り
も
こ
な
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

　

そ
の
後
、「
あ
ふ
ち
の
関
」
は
中
世
和
歌
に
お
い
て
、

　
ｅ
し
な
の
ぢ
や
か
よ
ふ
心
は
あ
り
な
が
ら
さ
も
ぞ
あ
ふ
ち
の
関
は
さ
び
し

き　
（
宝
治
百
首
・
恋
二
十
首
・
二
六
一
七
・
蓮
性
）

　
　

む
す
び
を
く
契
の
す
ゑ
の
た
が
は
ず
は
い
つ
も
あ
ふ
ち
の
関
は
こ
え
な

ん　
（
時
朝
集　

六
五
）

の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
ｅ
の
初
句
は
④
と
同
じ
く
「
信
濃
路



－ 75 －

や
」
で
あ
り
、
し
か
も
ｅ
は
「
さ
び
し
き
」、
⑦
は
「
う
れ
し
き
」
と
、
と

も
に
歌
末
を
形
容
詞
の
連
体
形
で
結
ん
で
い
る
。
お
そ
ら
く
ｅ
は
④
・
⑦
両

作
を
念
頭
に
置
い
た
詠
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仮
に
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
宝

治
百
首
が
披
講
さ
れ
た
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
頃
に
お
い
て
は
、他
の
「
あ

ふ
ち
の
関
」
詠
が
流
布
し
て
お
ら
ず
、
ｅ
の
作
者
蓮
性
は
④
・
⑦
か
ら
こ
の

珍
し
い
地
名
を
摂
取
し
た
と
い
う
推
測
も
成
り
立
ち
得
よ
う
。

　

と
も
あ
れ
、「
あ
ふ
ち
の
関
」
は
六
人
党
の
一
部
歌
人
に
注
目
さ
れ
た
も

の
の
、
当
代
の
歌
壇
に
は
浸
透
す
る
こ
と
な
く
、
一
過
的
な
試
み
に
終
始
し

て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

次
に
「
お
も
て
ぶ
せ
や
」
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　

⑤
み
る
ご
と
に
お
も
て
ぶ
せ
や
と
い
ふ
なめ

れ
は
そ
の
は
ら
か
ら
は
と
が
め

し
も
せ
じ　
（
経
衡
集　

一
七
五
、
上
総
の
君
）

　
「
ふ
せ
屋
」
は
本
来
歌
枕
で
は
な
く
、
難
所
に
設
け
ら
れ
た
緊
急
用
の
宿

泊
施
設
で
あ
る
「
布
施
屋
」
を
指
し
た
も
の
で
、「
園
原
の
ふ
せ
屋
」
は
、

神
坂
峠
を
越
え
る
旅
人
の
便
宜
を
図
る
べ
く
最
澄
が
造
立
し
た
と
伝
え
ら
れ

る
広
拯
院
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、文
学
の
世
界
で
は『
源

氏
物
語
』
の
、

　
　

数
な
ら
ぬ
伏
屋
に
生
ふ
る
名
の
う
さ
に
あ
る
に
も
あ
ら
ず
消
ゆ
る
帚
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
帚
木
」
巻
、
空
蟬
）

の
よ
う
に
、「
布
施
屋
」
の
実
態
か
ら
離
れ
て
、「
伏
屋
」
即
ち
軒
の
低
い
、

み
す
ぼ
ら
し
い
小
家
の
意
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
地
名
の
「
園
原
」

と
同
義
に
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
本
節
で
は
「
ふ
せ
屋
」
を
歌
枕
と
同

様
に
見
な
し
た
上
で
、
以
後
の
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
⑤
は
「
お
も
て
ぶ
せ
」
に
「
伏
屋
」
の
意
を
言
い
掛

け
た
も
の
だ
が
、「
ふ
せ
屋
」
自
体
に
そ
れ
ほ
ど
意
味
は
な
く
、「
そ
の
は
ら

か
ら
」
に
掛
け
ら
れ
た
「
園
原
」
と
対
に
用
い
る
こ
と
で
表
現
効
果
を
高
め

よ
う
と
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。「
お
も
て
ぶ
せ
や
」の
和
歌
用
例
は
少
な
く
、

⑤
以
前
の
も
の
と
し
て
は
、

　
　
　
　

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
で
、
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
ぎ
ま
い

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

れ
ば
、
か
へ
り
給
に
け
れる

を
、
う
へ
は
い
と
ま
ち
ど
を
に
お
ぼ
し

て
、
か
く
き
こ
え
給
け
る

　

ｆ
こ
の
も
と
に
き
て
も
見
が
た
き
は
ゝ
木
ゞ
は
お
も
て
ぶ
せ
や
と
思
な
る

べ
し　
（
定
頼
集
Ⅰ
一
三
二
）

　
　
　
　

御
返
し

　
ｇ
見
え
が
た
き
は
ゝ
木
ゞ
を
こ
そ
う
ら
み
つ
れ
そ
の
は
ら
な
ら
ぬ
身
か
は
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と
お
も
へ
ば　
（
同　

一
三
三
）

を
見
出
す
に
と
ど
ま
る
。
ｆ
は
行
き
違
い
の
た
め
に
息
定
頼
に
会
え
な
か
っ

た
母
親
か
ら
の
歌
で
、「
こ
（
木
）
の
も
と
」
に
「
子
」
を
、「
は
ゝ
木
ゞ
」

に
「
母
」
を
、「
お
も
て
ぶ
せ
や
」
は
「
面
伏
せ
」
と
「
伏
屋
」
を
言
い
掛

け
、
な
か
な
か
会
え
な
い
よ
う
な
母
親
で
は
不
面
目
だ
ろ
う
と
息
子
を
い
た

わ
っ
て
い
る
。
一
方
、
定
頼
の
返
歌
ｇ
は
、
贈
歌
同
様
「
帚
木
」
に
「
母
」

を
、
地
名
「
園
原
」
に
「
そ
の
腹
」
の
意
を
掛
け
、
実
子
で
あ
る
は
ず
の
私

の
前
に
な
か
な
か
姿
を
現
さ
な
い
母
上
を
恨
ん
で
い
た
と
冗
談
ま
じ
り
に
応

じ
た
も
の
だ
が
、
⑤
で
用
い
ら
れ
た
「
お
も
て
ぶ
せ
や
」「
そ
の
は
ら
か
ら
」

の
取
り
合
わ
せ
は
、
あ
る
い
は
上
掲
ｆ
・
ｇ
の
贈
答
歌
を
念
頭
に
置
い
て
の

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
歌
枕
の
常
識
を
く
つ
が
え
す
定
頼
の
機
知
あ
ふ
れ

る
詠
み
ぶ
り）

17
（

は
、
後
続
の
歌
人
た
ち
に
も
注
目
さ
れ
て
い
た
と
み
て
お
き
た

い
。
な
お
、「
お
も
て
ぶ
せ
や
」
は
、
後
世
、

　
　
　
　

も
の
申
け
る
人
の
は
ゝ
に
申
べ
き
事
の
あ
り
て
、
ま
か
り
て
た
づ

ね
け
る
に
、
た
び
／
＼
な
し
と
申
て
あ
は
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
つ
か

は
し
け
る

　
　

は
ゝ
き
ゞ
は
お
も
て
ぶ
せ
や
と
お
も
へ
ば
や
ち
か
づ
く
ま
ゝ
に
か
く
れ

ゆ
く
ら
ん　
（
散
木
奇
歌
集
〔
俊
頼
Ⅰ
〕
一
〇
五
五
）

と
、
俊
頼
詠
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
表
現
面
か
ら
見
て
、
こ
の
歌
も
定

頼
詠
ｆ
に
依
拠
し
た
可
能
性
が
強
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
信
濃
の
歌
枕
の
み
を
取
り
上
げ
て
も
、
六
人
党
と
そ
の
周
辺

歌
人
詠
か
ら
は
、
新
た
な
歌
枕
表
現
を
開
拓
し
よ
う
と
い
う
意
気
込
み
が
存

分
に
伝
わ
っ
て
こ
よ
う
。
上
掲
「
あ
ふ
ち
の
関
」
の
よ
う
に
後
拾
遺
時
代
に

至
っ
て
発
掘
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
信
濃
の
歌
枕
は
他
に
も
散
見
さ
れ
る
が
、

次
節
で
は
そ
の
中
で
も
「
風
越
の
峰
」
を
取
り
上
げ
た
い
。

三
、「
風
越
の
峰
」

　
「
風
越
の
峰
」
は
飯
田
市
の
西
方
に
そ
び
え
立
つ
風
越
山
を
指
し
、『
和
歌

童
蒙
抄
』
第
六
に
は
「
か
ざ
こ
し
の
峯
は
信
濃
の
国
に
あ
り
。
風
常
に
吹
お

こ
す
処
な
り
」）

18
（

と
あ
る
。
現
存
資
料
で
は
次
掲
⑧
の
家
経
詠
が
初
出
で
あ
る

が
、『
袋
草
紙
』
で
古
歌
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ｈ
の
存
在
も
看
過
で
き

な
い
。

　
　
　
　

し
な
の
に
く
だ
る
み
ち
に
て

　

⑧
か
ざ
こ
し
の
み
ね
の
う
へ
に
て
見
る
と
き
は
く
も
は
ふ
も
と
の
も
の
に

ぞ
あ
り
け
る　
（
家
経
集　

二
／
詞
花
集
・
雑
下
・
三
八
九
／
玄
々
集
）

　
　
　

住
吉
の
神
主
国
基
、
良
暹
が
歌
を
難
じ
て
云
は
く
、「
ま
く
り
で
と

云
ふ
詞
や
は
あ
る
」
と
云
々
。
良
暹
云
は
く
、「「
や
し
ほ
の
衣
ま
く
り

で
に
し
て
」、
如
何
」。
国
基
云
は
く
、「
僻
事
な
り
。
紅
に
は
ま
ふ
り
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で
と
云
ふ
事
あ
り
。
そ
れ
を
書
き
誤
る
な
り
」
と
云
々
。
良
暹
暫
く
案

じ
て
、
ま
た
云
は
く
、

　

ｈ　
　
「
か
ざ
こ
し
の
峰
よ
り
お
る
る
し
づ
の
男
の
木
曾
の
麻
衣
ま
く
り

で
に
し
て

　
　

と
侍
る
は
、こ
れ
も
ま
ふ
り
で
を
誤
る
か
」
と
云
々
。
国
基
閉
口
す
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
袋
草
紙
・
上
・
雑
談）

19
（

）

　

⑧
は
、
長
元
五
年
（
一
〇
三
二
）
信
濃
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
藤
原
家
経
が
、

下
向
の
途
次
「
風
越
の
峰
」
の
頂
上
に
憩
っ
て
の
作）

20
（

と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、

『
詞
花
集
』
の
詞
書
に
は
「
し
な
の
の
か
み
に
て
く
だ
り
け
る
に
、
か
ざ
こ

し
の
み
ね
に
て
」
と
あ
り
、
山
上
か
ら
の
眺
望
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、

家
経
の
実
体
験
に
も
と
づ
く
歌
と
考
え
た
く
な
る
。
だ
が
、
風
越
山
は
標
高

一
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
山
で
あ
る
。
家
人
や
供
人
を
従
え
、
難
儀
し
な
が

ら
よ
う
や
く
御
坂
峠
を
越
え
て
き
た
家
経
が
、
歌
枕
探
訪
の
た
め
に
わ
ざ
わ

ざ
山
中
に
分
け
入
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
お
そ
ら
く
は
、『
和
歌
文
学
大

系）
21
（

』
が
参
考
歌
と
し
て
挙
げ
る
、

　
　
　
　

む
ま
に
の
り
た
る
人
、
二
人
と
を
る
、
山
を
こ
ゆ

　
　

ふ
も
と
に
て
そ
ら
をに

み
え
つ
る
む
ら
ぐ
も
の
ふ
む
ば
か
り
に
も
な
り
に

け
る
哉　
（
嘉
言
集　

一
二
八
）

な
ど
の
先
行
屏
風
歌
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
想
像
上
の
風
景
を
詠
ん
だ
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
上
掲
『
袋
草
紙
』
の
記
事
は
、
家
経
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
活
躍

し
た
良
暹
と
津
守
国
基
の
論
難
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
が
、
そ
の
中
で

良
暹
が
自
詠
、

　
　

そ
で
ふ
れ
ば
つ
ゆ
こ
ぼ
れ
け
り
秋
の
の
は
ま
く
り
で
に
て
ぞ
ゆ
く
べ
か

り
け
る　
（
後
拾
遺
集
・
秋
上
・
三
〇
八
）

の
証
歌
と
し
て
挙
げ
た
古
歌
が
ｈ
で
あ
る
。「
し
づ
の
男
」
は
こ
こ
で
は
木

樵
を
指
し
、「
麻
衣
」
は
麻
織
り
の
粗
末
な
着
物
、「
ま
く
り
で
」
は
袖
を
ま

く
り
上
げ
る
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
し
も
、
ｈ
が
⑧
以
前
の
作
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
家
経
は
ｈ
か
ら
「
風
越
の
峰
」
と
い
う
山
名
を
学
ん
だ
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
信
濃
下
向
の
折
に
は
東
山
道
沿
い
に
そ
の
山
容
を
望

み
な
が
ら
、
峰
頂
か
ら
の
俯
瞰
に
思
い
を
馳
せ
て
⑧
を
詠
じ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
家
集
詞
書
の
「
道
に
て
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
示

唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
後
、「
風
越
の
峰
」
は
、

　
　
　
　

郭
公
声
幽

　
　

か
ざ
こ
し
を
ゆ
ふ
こ
え
く
れ
ば
時
鳥
ふ
も
と
の
雲
の
底
に
鳴
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
清
輔
集　

六
九
）

　
　
　
　

冬
月

　
　

し
ろ
た
え
の
雪
ふ
き
お
ろ
す
か
ざ
こ
し
の
み
ね
よ
り
出
る
冬
の
夜
の
月
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（
同　

二
一
七
）

　
　
　
　

法
性
寺
摂
政
家
月
の
歌
あ
ま
た
、
歌
よ
み
を
撰
て
、
五
人
に
よ
め

と
待
り
し
に
、
ま
い
り
て

　
　

か
ざ
こ
し
の
雲
吹
は
ら
ふ
嶺
に
て
ぞ
月
を
ば
ひ
る
の
物
と
し
り
ぬ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
林
葉
集
・
三
・
秋
・
四
三
三
）

　
　
　
　

花
泛
澗
水

　
　

た
に
河
の
な
が
れ
や
い
づ
く
か
ざ
こ
し
の
峯
よ
り
花
の
浪
ぞ
し
づ本

ノ

め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
長
集　

一
四
四
）

の
よ
う
に
詠
み
継
が
れ
、
歌
枕
と
し
て
定
着
を
み
る
に
至
る
。
そ
の
詠
法
は

⑧
に
倣
っ
て
「
雲
」
を
詠
む
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
し
だ
い
に
「
月
」「
花

（
桜
・
梅
）」
な
ど
と
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
広
が
っ
て
い
く
。
こ
れ
ま
で
陽
の

目
を
浴
び
る
こ
と
が
な
か
っ
た
「
風
越
の
峰
」
を
、
山
上
か
ら
の
俯
瞰
と
い

う
視
点
で
捉
え
た
家
経
の
試
み
は
、
和
歌
史
的
に
は
成
功
を
収
め
た
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
歌
枕
と
し
て
普
遍
化
し
得
な
か
っ

た
前
節
の
「
あ
ふ
ち
の
関
」
と
は
対
照
的
な
行
き
方
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
後
拾
遺
集
時
代
―
と
く
に
和
歌
六
人
党
と
そ
の
周
縁
の
歌
人
詠

に
み
る
信
濃
の
歌
枕
に
焦
点
を
あ
て
、「
そ
の
は
ら
か
ら
」「
あ
ふ
ち
の
関
」

「
お
も
て
ぶ
せ
や
」「
風
越
の
峰
」
と
い
っ
た
新
た
な
歌
枕（
的
）表
現
を
考
察

す
る
こ
と
で
、
そ
の
時
代
的
特
徴
を
探
り
出
そ
う
と
し
た
。
結
果
、
次
の
よ

う
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

⑴　
「
そ
の
は
ら
か
ら
」
の
掛
詞
表
現
は
、
ま
ず
相
模
及
び
彼
女
と
親
交
の

あ
っ
た
範
永
・
経
衡
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
、
次
い
で
四
条
宮
下
野
の
周
辺

で
摂
取
さ
れ
た
と
思
し
い
。「
は
ら
か
ら
」
自
体
の
掛
詞
表
現
は
、
源
順

の
歌
を
淵
源
と
し
、
六
人
党
周
辺
の
歌
人
た
ち
に
よ
っ
て
「
そ
の
は
ら
か

ら
」「
わ
た
の
は
ら
か
ら
」
と
い
っ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
み
出
さ
れ

て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

⑵　

経
衡
・
為
仲
詠
に
詠
ま
れ
て
い
る
「
あ
ふ
ち
の
関
」
は
、『
能
因
歌
枕
』

に
そ
の
名
を
留
め
な
が
ら
も
、
先
行
詠
が
見
出
せ
な
い
歌
枕
で
あ
る
。
為

仲
詠
は
経
衡
詠
よ
り
も
こ
な
れ
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
が
、
結
局
、
歌
枕

と
し
て
普
遍
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

⑶　
「
お
も
て
ぶ
せ
や
」
と
「
そ
の
は
ら
か
ら
」
の
取
り
合
わ
せ
は
、『
定
頼

集
』
所
載
の
贈
答
歌
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
で
は
な
い
か
。

⑷　

和
歌
六
人
党
と
そ
の
周
辺
歌
人
詠
か
ら
は
、
新
た
な
歌
枕
表
現
を
開
拓

し
よ
う
と
い
う
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
家
経
が
詠
ん
だ「
風
越
の
峰
」

も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
山
頂
か
ら
の
眺
望
と
い
う
視
点
を
用
い
た
家
経
詠

の
試
み
は
、
後
世
の
歌
人
た
ち
に
評
価
さ
れ
、
歌
枕
と
し
て
定
着
を
み
た
。
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⑵
・
⑷
は
、
こ
の
時
代
に
登
場
し
た
歌
枕
の
消
長
が
対
照
的
に
示
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
信
濃
の
歌
枕
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
歌
枕
に

お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た）

22
（

。
つ
ま
り
、
本
稿
で
指
摘
し
た
信
濃

歌
枕
の
特
徴
は
、
後
拾
遺
時
代
の
歌
枕
表
現
全
般
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
は
歌
枕
へ
の
関
心
が
高
ま
り
を
見
せ
、
歌

人
た
ち
は
新
た
な
歌
枕
表
現
の
創
出
に
向
け
て
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い

た
時
期
で
も
あ
っ
た
。「
そ
の
は
ら
か
ら
」
や
「
お
も
て
ぶ
せ
や
」
と
い
っ

た
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
言
語
的
側
面
か
ら
既
存
の
歌
枕
表
現
に
新
た
な
可
能
性

を
見
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
と
も
に
、
歌
人
た
ち
の
中
に
は
歌

枕
を
実
見
し
、
そ
の
場
で
詠
歌
を
も
の
す
る
こ
と
に
執
心
す
る
者
も
現
れ
て

く
る
。
上
述
し
た
橘
為
仲
の
信
濃
へ
の
旅
は
、
能
因
の
足
跡
を
追
っ
て
の
も

の
と
み
ら
れ）

23
（

、
前
節
で
見
た
家
経
の
歌
も
、「
風
越
の
峰
」
を
道
中
実
見
し

た
と
い
う
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
て
の
も
の
で
あ
る
。
名
称
へ
の
興
味
と
実
体

へ
の
関
心
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
、
新
た
な
表
現
映
像
を
創
出
し
よ
う
と
し

た
の
が
、
名
所
題
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
と
も
い
え
そ
う
だ
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
の
考
察
は
他
日
を
期
し
た
い
。

【
注
】

１　

以
下
、
和
歌
の
引
用
は
、
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
。 

た
だ
し
、
読
解
の
便
を

考
慮
し
、
私
に
清
濁
・
読
点
を
施
し
、
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

散
文
作
品
の
引
用
は『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）に
拠
る
。

２　
『
相
模
集
』（
相
模
Ⅰ
一
三
一
）
の
詞
書
に
は
「
は
ら
か
ら
と
の
み
い
ふ

人
の
、
せ
き
の
ひ
ま
あ
ら
む
お
り
は
と
い
ふ
も
あ
や
し
け
れ
ば
」
と
あ

る
。

３　
『
実
方
集
』
に
次
の
例
が
あ
る
。「
お
な
じ
中
将
と
ふ
し
て
、
さ
う
ざ
し

う
も
あ
る
か
な
、
女
房
の
お
き
た
る
と
こ
ろ
や
あ
る
と
、
み
よ
と
て
、

人
を
や
り
た
れ
ば
、か
へ
り
て
、あ
な
は
ら
い
た
と
の
給
、人
の
お
ほ
く
、

こ
ゑ
の
み
な
ん
し
つ
る
と
い
へ
ば
／
そ
の
は
ら
や
い
か
に
か
ま
し
く
お

も
ふ
ぞ
も
ふ
せ
や
と
い
は
む
こ
ゝ
ろ
や
は
な
き
」（
Ⅱ
一
七
八
）、「
右

大
将
の
も
と
に
侍
し
女
に
、
し
の
び
て
も
の
い
ひ
侍
し
を
、
は
ら
み
侍

に
け
る
を
、
か
く
し
侍
し
か
ば
／
つ
の
く
に
の
た
れ
と
ふ
し
や
の
ふ
し

か
へ
り
そ
の
は
もら

さ
へ
は
た
か
く
な
り
し
ぞ
」（
Ⅱ
二
七
〇
）。

４　

武
内
は
る
恵
・
林
マ
リ
ヤ
・
吉
田
ミ
ス
ズ
『
相
模
集
全
釈
』（
風
間
書

房　

一
九
九
一
）
で
は
、
流
布
本
（
相
模
Ⅰ
）
八
三
〜
一
三
八
番
歌
を

「
上
京
後
か
ら
夫
と
の
離
別
頃
ま
で
」
の
歌
と
す
る
。
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５　

和
歌
六
人
党
の
メ
ン
バ
ー
は
資
料
に
よ
り
若
干
の
相
違
が
見
ら
れ
る

が
、
犬
養
廉
「
和
歌
六
人
党
に
関
す
る
試
論
」（『
国
語
と
国
文
学
』

三
三
巻
九
号　

一
九
五
六
・
九
、『
平
安
和
歌
と
日
記
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
四
所
収
）
に
従
い
、
藤
原
範
永
・
平
棟
仲
・
源
頼
実
・
源
兼
長
・

藤
原
経
衡
・
源
頼
家
を
主
要
メ
ン
バ
ー
と
見
な
し
、
橘
為
仲
は
後
年
補

充
さ
れ
た
と
す
る
立
場
を
と
る
。

６　

久
保
木
秀
夫
「『
更
級
日
記
』
上
洛
の
記
の
一
背
景
―
同
時
代
に
お
け

る
名
所
題
の
流
行
―
」（『
更
級
日
記
の
新
研
究
―
孝
標
女
の
世
界
を
考

え
る
―
』
新
典
社　

二
〇
〇
四
）
は
、
一
一
世
紀
中
葉
に
名
所
題
に
よ

る
歌
会
・
歌
合
が
急
速
に
増
加
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
う
し
た
風
潮

が
「
公
任
や
能
因
に
よ
っ
て
端
緒
が
開
か
れ
、
主
に
六
人
党
周
辺
歌
人

に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
い
っ
た
」
と
推
測
す
る
。

７　

小
町
谷
照
彦
「
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
）、
田
尻
嘉
信

　
　
「
名
所
と
そ
の
歌
」（『
和
歌
文
学
の
世
界 

第
五
集
』
笠
間
書
院　

一
九

　
　

七
六
所
収
）、
渡
辺
輝
道
「
名
所
歌
枕
か
ら
み
た
後
拾
遺
集
」（『
高
知

大
国
文
』
一
一　

一
九
八
〇
・
一
二
）、
同
「
後
拾
遺
集
の
歌
枕
用
法
│

三
代
集
と
の
共
通
歌
枕
を
通
し
て
│
」（『
高
知
大
国
文
』
一
四　

一
九

　
　

八
三
・
一
二
）、百
目
鬼
恭
三
郎
「
後
拾
遺
時
代
に
お
け
る
歌
枕
の
創
出
」

（『
共
立
女
子
短
期
大
学
（
文
科
）
紀
要
』
二
九　

一
九
八
六
・
二
）、
阪

口
和
子
「
後
拾
遺
集
時
代
の
歌
枕
―
歌
語
か
ら
名
所
へ
」（『
和
歌
文
学

論
集　

六　

平
安
後
期
の
和
歌
』
風
間
書
房　

一
九
九
四
所
収
、『
貫

之
か
ら
公
任
へ
│
三
代
集
の
表
現
│
』
和
泉
書
院　

二
〇
〇
一
所
収
）

な
ど
。

８　
『
範
永
集
』
所
載
歌
の
解
釈
に
際
し
て
は
、
久
保
木
哲
夫
・
加
藤
静
子
・

平
安
私
家
集
研
究
会
『
範
永
集
新
注
』（
青
簡
舎　

二
〇
一
六
）
を
参

照
し
た
。

９　
『
経
衡
集
』
所
載
歌
の
解
釈
に
際
し
て
は
、吉
田
茂
『
経
衡
集
全
釈
』（
風

間
書
房　

二
〇
〇
二
）
を
参
照
し
た
。

10　

注
８
著
書
参
照
。

11　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

二
八　

平
安
私
家
集
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
四
、「
四
条
宮
下
野
集
」
は
犬
養
廉
校
注
）
参
照
。
な
お
、『
下

野
集
』
所
載
歌
の
解
釈
に
際
し
て
は
、
安
田
徳
子
・
平
野
美
樹
『
四
条

宮
下
野
集
全
釈
』（
風
間
書
房　

二
〇
〇
〇
）
も
参
照
し
た
。

12　

川
村
晃
生
校
注
『
和
泉
古
典
叢
書　

五　

後
拾
遺
和
歌
集
』（
和
泉
書

院　

一
九
九
一
）
に
指
摘
が
あ
る
と
お
り
、
宮
内
庁
書
陵
部
（
図
書
寮

文
庫
）
蔵
四
〇
五
・
八
七
「
後
拾
遺
和
歌
抄
」
に
は
「
此
歌
在
橘
公
頼

卿
家
集
」
の
勘
物
が
付
さ
れ
て
い
る
（「
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画

像
検
索
シ
ス
テ
ム
」http://toshoryo.kunaicho.go.jp/　

参
照
）。

13　
『
後
拾
遺
集
』
は
順
の
歌
を
三
首
採
歌
し
て
い
る
（
四
二
五
・
五
五
九
・
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一
〇
一
三
）。

14　
『
阿
智
村
誌　

上
巻
』（
阿
智
村
誌
刊
行
委
員
会　

一
九
八
四
）
第
三
編

第
一
章
第
二
節
・
二
・
４
参
照
。

15　

犬
養
廉
「
橘
為
仲
と
そ
の
集
―
古
代
末
期
の
歌
人
像
―
」（『
国
語
と
国

文
学
』
三
五
巻
一
二
号　

一
九
五
八
・
一
二
、『
平
安
和
歌
と
日
記
』
所

収
）、
石
井
文
夫
『
橘
為
仲
集
全
釈
』（
笠
間
書
院　

一
九
八
七
）
参

照
。
な
お
、『
為
仲
集
』
所
載
歌
の
解
釈
に
際
し
て
は
、
好
村
友
江
・

中
嶋
眞
理
子
・
目
加
田
さ
く
を
『
橘
為
仲
朝
臣
集
全
釈
』（
風
間
書
房　

一
九
九
八
）
も
参
照
し
た
。

16　

滝
澤
貞
夫
「
平
安
時
代
の
戸
隠
史
の
文
献
」（『
信
大
国
語
教
育
』
三
号

一
九
九
三
・
一
〇
）
参
照
。

17　

定
頼
詠
に
み
る
歌
枕
表
現
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
園
原
や
伏

　
　

屋
に
生
ふ
る
帚
木
の
―
延
喜
五
年
貞
文
歌
合
の
一
首
を
め
ぐ
っ
て
―
」

　
　
（
信
州
平
安
文
学
研
究
会
『
平
安
文
学　

場
と
表
現
』
所
収　

二
〇
〇

　
　

七
）・「
月
を
詠
ま
な
い
姨
捨
山
の
歌
」（『
所
報　

学
海
』
創
刊
号　

二
〇
一
五
・
三
）
で
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。

18　
『
和
歌
童
蒙
抄
』の
本
文
は
久
曾
神
昇『
日
本
歌
学
大
系　

別
巻
一
』（
風

間
書
房　

一
九
五
九
）
に
拠
り
、
旧
字
体
は
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。

19　
『
袋
草
紙
』
の
本
文
は
藤
岡
忠
美
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

袋

草
紙
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
五
）
に
拠
る
。

20　

千
葉
義
孝
「
藤
原
家
経
年
譜
考
証
」（『
短
大
論
叢
』
六
四
・
六
五
集
合

併
号　

関
東
学
院
女
子
短
期
大
学　

一
九
八
〇
・
一
一
、『
後
拾
遺
時

代
歌
人
の
研
究
』
勉
誠
社　

一
九
九
一
所
収
）、
松
野
陽
一
校
注
『
和

泉
古
典
叢
書　

詞
花
和
歌
集
』
和
泉
書
院　

一
九
八
八
）
参
照
。

21　
『
和
歌
文
学
大
系　

金
葉
和
歌
集
・
詞
花
和
歌
集
』（
明
治
書
院　

二
〇

　
　

〇
六
）
参
照
。『
詞
花
集
』
は
柏
木
由
夫
校
注
。

22　

注
７
阪
口
論
文
に
詳
し
い
。

23　

注
16
論
文
参
照
。




