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は
じ
め
に

『
阿
仏
の
文
』（
別
名
『
乳
母
の
文
』、
以
下
『
阿
仏
の
文
』
と
呼
称
）

に
は
、
阿
仏
尼
の
娘
で
あ
る
紀
内
侍
の
管
絃
の
習
得
に
つ
き
、
次
の

よ
う
に
あ
る
。

御
琴
・
琵
琶
な
ど
は
、
得
た
る
御
能
に
て
候
ひ
ぬ
べ
け
れ
ば
、

心
や
す
く
候
へ
ど
も
、
御
も
の
ぐ
さ
か
ら
ん
折
も
念
じ
て
、
底

を
極
め
ん
と
思
し
め
し
候
へ
。（
中
略
）
箏
の
琴
を
と
り
わ
き

て
あ
は
れ
に
思
は
し
き
物
の
音
に
て
、
五
の
御
歳
よ
り
習
は
し

初
め
参
ら
せ
て
候
ひ
し
に
、不
思
議
な
る
ま
で
御
器
量
さ
と
く
、

「
い
み
じ
き
人
に
劣
る
ま
じ
く
」
な
ど
、
ほ
め
ら
れ
さ
せ
お
は

し
ま
し
候
ひ
し
に
、
七
に
て
御
今
参
り
の
夜
、
院
の
御
前
に
て

春
宮
の
御
琵
琶
に
弾
き
合
は
せ
参
ら
せ
等
、
名
を
上
げ
さ
せ
給

ひ
候
ひ
し
御
事
に
て
候
へ
ば
、
い
か
に
も
励
ま
せ
給
ひ
て
、
上

手
の
名
を
も
得
ん
と
思
し
め
し
候
へ
。

紀
内
侍
に
対
し
て
、
彼
女
が
幼
い
頃
か
ら
得
意
と
す
る
管
絃
の
技

能
を
、
さ
ら
に
極
め
る
べ
く
勧
め
る
。
特
に
箏
の
琴
を
五
歳
か
ら
習

い
初
め
て
上
達
著
し
く
、
七
歳
の
「
今
参
り
」
で
は
、
後
嵯
峨
院
の

御
前
で
春
宮
（
後
の
亀
山
帝
）
の
弾
く
琵
琶
と
合
奏
し
て
、
名
を
揚

げ
た
と
い
う）

1
（

。

『
阿
仏
の
文
』
に
お
け
る
、
女
房
が
管
絃
を
介
し
て
主
君
に
仕
え

る
あ
り
か
た
は
、
後
深
草
院
に
仕
え
た
二
条
の
『
と
は
ず
が
た
り
』

に
も
描
か
れ
る
。
鎌
倉
期
の
女
房
の
宮
仕
え
を
考
え
る
上
で
、
管
絃

は
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。本
稿
で
は
、『
と
は
ず
が
た
り
』

の
琵
琶
の
記
事
に
着
目
し
、
琵
琶
に
ま
つ
わ
る
二
条
の
身
の
上
に
つ

い
て
、
検
討
す
る
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
女
楽

―
「
思
ひ
切
り
ぬ
る
四
つ
の
緒
」

―

高
木　
　

周
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特
に
、
巻
二
に
描
か
れ
る
女
楽
の
催
し
で
は
、
二
条
が
院
か
ら
琵

琶
を
弾
く
よ
う
命
ぜ
ら
れ
る
が
、
拒
ん
で
琵
琶
の
緒
を
断
つ
と
い
う

場
面
が
あ
る
。
琵
琶
を
断
っ
た
理
由
と
、
そ
の
切
断
の
表
現
を
分
析

す
る
。
琵
琶
を
断
つ
ふ
る
ま
い
は
、
二
条
の
生
ま
れ
た
家
、
主
君
、

出
家
へ
の
思
い
と
絡
み
合
っ
て
い
る
。
身
の
上
と
固
く
結
ば
れ
た
琵

琶
へ
の
思
い
入
れ
が
、『
と
は
ず
が
た
り
』
執
筆
の
動
機
の
一
つ
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
二
条
と
琵
琶
の
関
わ
り
が
最
初
に
示
さ
れ
る
の
は
巻
一
で
、
父
の

久
我
雅
忠
が
重
篤
に
な
り
、
後
深
草
院
が
見
舞
い
に
来
る
場
面
で
あ

る
。
死
を
覚
悟
し
た
雅
忠
は
、
二
条
へ
の
恩
愛
を
吐
露
し
、
院
の
皇

子
を
身
ご
も
っ
た
二
条
の
後
見
が
で
き
な
い
無
念
を
訴
え
た
。
院
は

二
条
の
庇
護
を
約
束
し
、
雅
忠
は
そ
の
返
礼
と
し
て
、「
久
我
太
政
大

臣
の
琵
琶
」、
即
ち
雅
忠
の
父
、
久
我
通
光
所
持
の
琵
琶
を
院
に
献

上
す
る
。

通（
２
）光は
琵
琶
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
が
、『
文（
３
）机談
』
第
四
冊
「
孝

敏
十
念
等
事
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

久
我
太
政
大
臣
通
光
の
お
と
ど
、こ
れ
も
孝
道
に
習
は
せ
給
ふ
。

（
中
略
）
お
と
ど
、
い
み
じ
く
御
数
寄
あ
り
て
、
御
琵
琶
も
め

で
た
く
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
き
。
御
嫡
子
右
大
将
通
忠
と
申
す
、

こ
れ
も
御
琵
琶
あ
そ
ば
さ
れ
き
。
そ
の
御
お
と
う
と
、
中
納
言

雅
光
と
て
お
は
し
ま
す
、
尾
張
守
孝
行
に
習
は
せ
給
ふ
。
又
、

姫
君
も
少
々
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
。

西
流
琵
琶
の
藤
原
孝
道
に
通
光
が
師
事
し
て
以
来
、
久
我
家
に
は
琵

琶
を
た
し
な
む
者
が
多
い
。『
琵（
４
）琶血
脈
』
に
、「
木
工
頭
藤
原
孝
道

―
太号

久

我
政
大
臣
源
朝
臣
通
光
」
と
あ
り
、
通
光
は
孝
道
か
ら
秘
曲
を
伝

受
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
通
光
は
後
鳥
羽
院
の
近
臣
で

あ
り
、
秘
曲
の
三
曲
全
て
を
伝
え
る
院
か
ら
も
、
秘
曲
の
一
つ
、
石

上
流
泉
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
（『
秘
曲
伝
受
月
々
）
5
（

例
』）。

孝
道
の
『
残
夜
抄
』
に
も
通
光
へ
の
琵
琶
教
授
の
記
事
が
あ
る
。

我
か
ら
の
天
性
よ
く
お
は
し
ま
し
し
上
に
、
世
に
琵
琶
弾
き
少

な
く
て
、程
な
く
要
に
立
つ
べ
き
人
に
て
お
は
し
ま
し
し
か
ば
、

公
家
の
御
遊
の
わ
ざ
ば
か
り
を
、
ま
づ
よ
く
よ
く
功
を
入
れ
て

と
の
儀
に
て
あ
り
し
か
ば
、
ま
こ
と
に
程
な
く
晴
れ
の
所
作
ど

も
、
め
で
た
く
承
り
に
き
。

通
光
は
楽
才
が
あ
り
、
習
得
も
早
く
、
御
遊
の
演
奏
も
巧
み
に
こ
な

し
た
と
、
孝
道
が
認
め
て
い
た
。

通
光
は
黄
菊
と
い
う
琵
琶
を
秘
蔵
し
て
お
り
（『
文
机
談
』
四
「
黄

菊
事
」）、
後
鳥
羽
院
が
琵
琶
の
名
器
を
番
え
て
優
劣
を
判
じ
た
『
琵

琶
合
記
』
に
記
事
が
あ
る
。

六
番
〈
左　

大
鳥　

甲
木
同
前
、
同
作　

右　

黄
菊　

花
梨
木
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甲
、
孝
道
作
、
判
詞
云
、
紫
藤
甲
云
々
〉（
中
略
）
黄
菊
、
依

為
志
藤
甲
、
音
色
尤
す
め
る
所
あ
り
。
九
の
名
物
に
も
入
ぬ
べ

き
琵
琶
也
。
尤
為
勝
。
共
新
造
琵
琶
也
。

黄
菊
は
音
色
の
澄
ん
だ
名
器
と
し
て
勝
と
判
ぜ
ら
れ
る
。
黄
菊
は

後
に
通
光
の
手
を
離
れ
る
た
め）

6
（

、
雅
忠
が
院
に
献
上
し
た
琵
琶
は
別

物
だ
が
、
他
な
ら
ぬ
通
光
の
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
一
の
、
院
の
消
息
に
よ
れ
ば
、
二
条
が
四

歳
で
院
に
初
め
て
出
仕
す
る
際
、
雅
忠
は
、
い
ま
だ
権
大
納
言
で
位

が
低
い
た
め
、「
祖
父
久
我
太
政
大
臣
が
子
」、
す
な
わ
ち
通
光
の
猶

子）
7
（

と
し
て
二
条
が
仕
え
る
こ
と
を
望
み
、
院
は
「
五
緒
の
車
・
数
衵

・
二
重
織
物
」
な
ど
の
殊
遇
を
二
条
に
許
し
た
と
い
う
。
雅
忠
・
二

条
父
娘
は
、
太
政
大
臣
の
子
孫
と
し
て
、
久
我
の
家
柄
に
誇
り
を
抱

い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
琵
琶
も
通
光
以
来
、
久
我
家
が
誇
る

芸
能
で
あ
り
、
雅
忠
は
、
通
光
の
琵
琶
を
贈
る
こ
と
で
、
久
我
の
家

柄
を
院
に
強
調
し
、
通
光
猶
子
と
し
て
の
二
条
へ
の
寵
愛
を
願
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
二
条
の
身
の
上
は
、
久
我
家
の
矜
持
が
宿
る
琵
琶
と

と
も
に
、
父
か
ら
院
へ
と
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
二
条
の
琵
琶
へ
の
こ
だ
わ
り
は
巻
二
の
女
楽
の
催
し
で
顕
わ
と
な

る
。
後
深
草
院
と
亀
山
院
は
小
弓
の
競
技
を
行
い
、
負
け
た
後
深
草

院
が
『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
に
描
か
れ
る
六
条
院
の
女
楽
を
女
房
に

再
現
さ
せ
、
亀
山
院
に
披
露
し
よ
う
と
す
る
。
紫
の
上
役
に
東
の
御

方
（
春
宮
（
後
の
伏
見
帝
）
母
）、
明
石
の
女
御
役
に
西
の
御
方
（
花
山

院
太
政
大
臣
通
雅
女
）、
女
三
の
宮
役
は
、
二
条
の
外
祖
父
で
あ
る
四

条
隆
親
の
希
望
を
容
れ
、
そ
の
娘
の
識
子
と
し
た
。
識
子
は
「
今
参

り
」
で
、
箏
の
琴
に
堪
能
で
あ
り
（『
秦
）
8
（

箏
相
承
血
脈
』）、『
阿
仏
の
文
』

で
紀
内
侍
が
「
今
参
り
」
の
時
に
御
前
で
箏
の
琴
を
演
奏
し
た
の
と

同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
。
こ
の
頃
、
女
房
が
今
参
り
の
際
に
管
絃
の

芸
能
を
御
前
で
披
露
す
る
習
わ
し
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

二
条
は
明
石
の
君
役
で
琵
琶
を
弾
く
よ
う
仰
せ
つ
か
り
、
強
い
不

満
を
抱
く
が
、
そ
れ
は
幼
い
頃
か
ら
琵
琶
を
学
ん
で
き
た
生
い
立
ち

に
由
来
す
る
。

琵
琶
は
、
七
つ
の
年
よ
り
雅
光
の
中
納
言
に
、
初
め
て
楽
二
つ
、

三
つ
習
ひ
て
は
べ
り
し
を
、い
た
く
心
に
も
入
ら
で
あ
り
し
を
、

九
つ
の
年
よ
り
ま
た
し
ば
し
御
所
に
教
へ
さ
せ
お
は
し
ま
し

て
、
三
曲
ま
で
は
な
か
り
し
か
ど
も
、
蘇
合
・
万
秋
楽
な
ど
は

み
な
弾
き
て
、
御
賀
の
折
、
白
河
殿
荒
序
と
か
や
い
ひ
し
こ
と

に
も
、「
十
に
て
、
御
琵
琶
を
頼
り
て
、
い
た
い
け
し
て
弾
き
た

り
」
と
て
、花
梨
木
の
直
甲
の
琵
琶
の
紫
檀
の
転
手
し
た
る
を
、

赤
地
の
錦
の
袋
に
入
れ
て
、
後
嵯
峨
の
院
よ
り
賜
は
り
な
ど
し

て
（
後
略
）（
巻
二
）
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七
歳
か
ら
雅
光
に
習
い
始
め
た
と
い
う
。
雅
光
は
通
光
の
子
で
二

条
の
叔
父
に
あ
た
り
、『
琵
琶
血
脈
』
に
よ
れ
ば
、
孝
道
の
子
、
孝
行

（
孝
経
）
か
ら
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
た
。『
文
机
談
』
四
「
可
求
礼
楽
事
」

に
も
「
灌
頂
の
後
、
い
く
ほ
ど
な
く
て
う
せ
給
ひ
に
き
。
御
琵
琶
が

ら
あ
し
か
ら
ず
」
と
あ
り
、
三
曲
を
伝
え
る
に
足
る
、
筋
の
良
い
奏

者
で
あ
っ
た
。
久
我
家
三
代
の
芸
の
継
承
が
確
認
さ
れ
る
。

ま
た
、
二
条
は
九
歳
か
ら
後
深
草
院
に
琵
琶
の
手
ほ
ど
き
を
受
け

た
と
あ
る
。
院
も
管
絃
に
堪
能
で
あ
り
、『
秦
箏
相
承
血
脈
』、『
琵
琶

血
脈
』
に
載
り
、
孝
道
の
孫
娘
に
あ
た
る
名
手
の
博
子
に
師
事
し

た）
9
（

。
二
条
が
院
に
教
わ
っ
た
こ
と
は
、
通
光
が
後
鳥
羽
院
か
ら
伝
受

し
た
こ
と
と
、
琵
琶
教
授
を
介
し
た
久
我
家
と
主
君
の
つ
な
が
り
と

い
う
点
で
重
な
る
。
二
条
は
二
人
の
秘
曲
伝
承
者
に
習
い
、
三
曲
伝

受
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
琵
琶
の
技
能
に
は
自
負
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

後
嵯
峨
院
の
五
十
の
賀
の
折
に
は
、
二
条
は
十
歳
で
琵
琶
を
弾
い

て
、
後
嵯
峨
院
の
お
褒
め
に
与
り
、
琵
琶
を
頂
い
た
と
い
う
。
主
君

に
習
い
、
披
露
し
た
幼
時
の
誉
れ
に
比
し
、
明
石
の
君
役
は
、
琵
琶

の
上
手
と
は
い
え
、二
条
に
は
「
人
よ
り
こ
と
に
落
ち
ば
な
る
明
石
」

と
感
じ
ら
れ
た
。
明
石
の
君
は
、他
の
女
君
に
比
べ
て
格
が
下
が
り
、

周
り
に
「
卑
下
」（
若
菜
下
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
、
二
条
に

は
あ
き
た
り
な
い
配
役
で
あ
る
。

識
子
は
四
条
家
の
家
紋
の
入
っ
た
車
で
女
楽
に
参
上
す
る
が
、
二

条
は
識
子
に
「
わ
が
身
の
昔
」
を
重
ね
合
わ
せ
た
。
四
歳
の
今
参
り
、

十
歳
の
御
前
演
奏
の
頃
は
、
二
条
に
も
後
見
の
父
が
健
在
で
あ
り
、

現
在
、
目
前
で
今
参
り
を
す
る
識
子
が
父
の
隆
親
の
後
見
を
受
け
る

さ
ま
と
重
な
る
。
同
時
に
、
対
照
的
に
父
を
亡
く
し
た
今
の
二
条
自

身
の
不
如
意
が
痛
感
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

女
楽
の
席
次
が
定
め
ら
れ
、
東
の
御
方
と
西
の
御
方
は
上
座
に
並

ぶ
。
次
い
で
、
二
条
は
院
の
意
向
で
一
旦
は
識
子
よ
り
も
上
位
の
席

に
座
る
が
、
隆
親
が
異
議
を
唱
え
た
。

兵
部
卿（
隆
親
）参
り
て
、女
房
の
座
い
か
に
と
て
見
ら
る
る
が
、

「
こ
の
や
う
悪
し
。ま
ね
ば
る
る
女
三
の
宮
、文
台
の
御
前
な
り
。

今
ま
ね
ぶ
人（
二
条
）の
、こ
れ
は
叔
母
な
り
。
あ
れ
は
姪
な
り
。

上
に
居
る
べ
き
人
な
り
。
隆
親
、
故
大
納
言
（
雅
忠
）
に
は
上

首
な
り
き
。
何
事
に
下
に
居
る
べ
き
ぞ
。
居
直
れ
、居
直
れ
」（
後

略
）

叔
母
の
識
子
の
ほ
う
が
姪
の
二
条
よ
り
も
上
座
に
居
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
父
の
官
位
も
、
隆
親
の
ほ
う
が
雅
忠
よ
り
も
「
上

首
」（
上
位）
10
（

）
で
あ
っ
た
と
主
張
し
、
二
条
を
識
子
の
下
座
に
降
す
。

二
条
は
、
父
が
生
き
て
い
れ
ば
、「
大
臣
は
定
ま
れ
る
位
」（
巻
一
）

で
あ
り
、
大
臣
に
昇
る
は
ず
の
久
我
の
家
格
を
意
識
し
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
大
納
言
が
極
官
の
四
条）
11
（

家
の
隆
親
に
亡
父
を
見
下
さ
れ
た
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こ
と
が
、
屈
辱
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
雅
忠
亡
き
後

に
二
条
の
後
見
で
あ
っ
た
隆
親
が
娘
の
識
子
を
優
先
し
、
孫
娘
の
二

条
を
蔑
ろ
に
し
た
こ
と
に
、
立
つ
瀬
の
な
い
悔
し
さ
を
覚
え
た
の
で

あ
ろ
う
。

三
二
条
は
、
明
石
の
君
役
と
隆
親
の
ふ
る
ま
い
に
対
し
、「
こ
れ
ほ
ど

面
目
な
か
ら
む
こ
と
に
交
じ
ろ
ひ
て
詮
な
し
」
と
憤
り
、
女
楽
の
座

を
蹴
る
。

参
ら
せ
お
く
消
息
に
、
白
き
薄
様
に
琵
琶
の
一
の
緒
を
二
つ
に

切
り
て
包
み
て
、

数
な
ら
ぬ
憂
き
身
を
知
れ
ば
四
つ
の
緒
も
こ
の
世
の
ほ
か

に
思
ひ
切
り
つ
つ 
（
巻
二
）

院
に
書
き
残
し
た
消
息
に
、
切
っ
た
琵
琶
の
緒
と
歌
を
留
め
て
立
ち

去
っ
た
。
歌
で
琵
琶
の
緒
の
切
断
を
「
思
ひ
切
り
」
と
表
現
し
、「
長

く
琵
琶
の
撥
を
取
ら
じ
」
と
「
誓
ひ
」
を
立
て
る
。

琵
琶
に
関
す
る
「
思
ひ
切
り
」
は
、『
文
机
談
』（
伏
見
宮
本
）
二
「
験

争
事
」、
師
長
が
保
元
の
乱
で
土
佐
に
流
さ
れ
て
い
た
時
の
話
に
も

み
ら
れ
）
12
（る

。

（
師
長
）「
蟷
螂
の
験
く
ら
べ
と
い
ふ
な
る
事
ぞ
、
興
あ
る
事
に

て
あ
る
な
れ
。
い
ざ
こ
の
事
こ
こ
ろ
み
ん
」
と
て
、
い
も
む
し

り
と
い
ふ
虫
を
召
し
よ
せ
て
、御
文
机
の
上
に
置
か
せ
給
ひ
て
、

「
孝
定
と
博
玄
と
、
琵
琶
を
弾
き
て
雌
雄
を
決
す
べ
し
」
と
御

気
色
あ
り
け
れ
ば
、
孝
定
は
さ
る
人
に
て
、
心
得
ず
は
お
ぼ
え

け
れ
ど
も
、
主
君
の
仰
せ
な
れ
ば
、
御
定
に
ま
か
せ
て
弾
き
け

り
。（
中
略
）
孝
定
、
宿
所
へ
帰
り
て
申
し
け
る
は
、「
こ
の
道

を
せ
ぬ
孝
定
な
ら
ば
、
何
事
を
も
て
か
博
玄
ほ
ど
の
物
に
は
対

揚
せ
ら
る
べ
き
。
主
命
と
い
ひ
な
が
ら
、
面
目
な
き
事
な
り
」。

師
子
丸
と
い
ふ
琵
琶
と
、
譜
入
れ
た
る
か
わ
ご
一
合
を
ば
、
孝

道
を
呼
び
て
給
ひ
わ
た
し
て
い
は
く
、「
我
は
今
日
よ
り
後
、
こ

の
琵
琶
を
ば
思
ひ
切
り
ぬ
る
な
り
。
汝
は
弾
か
ん
と
も
弾
か
じ

と
も
心
ぞ
」
と
て
、や
が
て
爪
を
切
り
終
り
ぬ
。
そ
の
後
六
年
、

手
を
触
れ
肘
を
か
け
ず
。
妙
音
院
苦
々
し
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
け

れ
ど
も
力
な
し
。

師
長
は
、
孝
道
の
父
孝
定
と
、
師
長
に
「
恪
勤
」
の
「
数
寄
者
」

で
あ
る
博
玄
に
、
琵
琶
の
腕
比
べ
を
さ
せ
る
。
結
果
、
孝
定
の
ほ
う

が
優
れ
て
い
る
と
蟷
螂
が
判
定
し
た
。
孝
定
は
「
こ
の
道
」、
つ
ま

り
西
流
琵
琶
の
芸
の
道
を
伝
え
る
師
範
家
の
当
主
で
あ
り
な
が
ら
、

楽
の
家
の
人
間
で
も
な
い
一
介
の
数
寄
者
博
玄
と
「
対
揚
」、
す
な

わ
ち
同
じ
土
俵
で
競
わ
さ
れ
た
こ
と
が
、「
面
目
な
き
事
」と
感
じ
る
。

孝
定
は
琵
琶
を
弾
く
こ
と
を
「
思
ひ
切
り
」、
つ
ま
り
断
念
し
て
爪

を
切
り
、
長
ら
く
演
奏
し
な
か
っ
）
13
（た
。



－70－

孝
定
は
西
流
当
主
と
し
て
の
自
覚
が
強
い
人
物
で
あ
る
。『
文
机

談
』
二
「
孝
定
支
申
曲
事
」
で
は
、
師
長
が
、
孝
定
の
養
父
孝
博
か

ら
伝
受
し
た
西
流
の
秘
曲
を
、
孝
博
の
門
弟
博
業
に
勝
手
に
伝
授
し

よ
う
と
す
る
が
、
孝
定
は
当
主
の
許
可
な
く
伝
授
す
る
こ
と
を
制
止

し
た
。「
子
孫
を
思
ひ
、
家
を
久
し
く
守
ら
し
め
ん
」
と
し
た
孝
博

の
跡
を
継
ぐ
孝
定
は
、
西
流
「
本
主
」
と
し
て
、
秘
曲
な
ど
の
芸
の

「
道
」
を
守
り
伝
え
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
た
。
秘
曲
を
伝
授
し
た

貴
顕
の
庇
護
の
も
と
に
家
の
存
続）
14
（

を
は
か
り
、
秘
事
口
伝
の
流
出
を

防
ぐ
た
め
に
は
、
主
の
師
長
に
物
申
す
気
骨
を
有
し
た
。

管
弦
を
専
門
の
家
業
と
す
る
師
範
家
と
、
そ
の
弟
子
筋
で
非
専
門

の
久
我
家
と
い
う
差
は
あ
る
も
の
の
、
孝
定
も
二
条
も
西
流
琵
琶
の

芸
に
携
わ
る
家
の
者
で
あ
り
、
そ
の
「
思
ひ
切
り
」
に
は
共
通
性
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
家
の
芸
に
誇
り
を
持
つ
二
者
は
、「
面
目
」
を
失

す
る
屈
辱
に
耐
え
ず
、
琵
琶
の
「
思
ひ
切
り
」
を
断
行
し
た
。
琵
琶

は
弾
く
者
の
抱
く
家
柄
意
識
を
表
す
媒
体
で
あ
る
。
二
人
は
家
の
芸

の
器
で
あ
る
琵
琶
を
「
思
ひ
切
る
」
こ
と
で
、
家
芸
を
辱
め
ら
れ
た

憤
懣
を
表
明
し
、
辱
め
た
者
に
抗
議
し
た
の
で
あ
る
。
孝
定
は
西
流

を
門
外
漢
と
競
わ
せ
る
師
長
に
抗
議
し
、
二
条
は
自
ら
を
下
座
に
追

い
や
っ
た
隆
親
や
、明
石
の
君
役
を
配
し
た
院
に
対
し
て
抗
議
し
た
。

共
に
、家
格
と
不
相
応
の
待
遇
で
芸
の
披
露
を
強
い
る
者
や
主
君
に
、

不
面
目
を
訴
え
る
罷
業
で
あ
る
。

二
条
に
と
っ
て
の
琵
琶
は
、
西
流
琵
琶
と
接
点
を
有
す
る
と
と
も

に
、
久
我
の
芸
の
流
れ
を
汲
む
証
し
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
琵
琶
を

院
に
教
わ
る
こ
と
で
、
院
と
の
縁
が
深
ま
っ
た
点
で
は
、
琵
琶
は
二

条
と
院
を
結
ぶ
媒
で
あ
っ
た
。
家
と
主
君
に
つ
な
が
る
媒
を
断
つ
こ

と
は
、
宮
仕
え
に
お
け
る
よ
る
べ
の
一
つ
を
切
断
す
る
ふ
る
ま
い
で

あ
る
。
そ
の
痛
み
と
引
き
替
え
に
、
女
楽
の
場
に
お
け
る
宮
廷
社
会

と
主
君
に
対
し
、
家
柄
を
蔑
ろ
に
さ
れ
た
恨
み
を
訴
え
る
こ
と
が
、

二
条
の
「
思
ひ
切
り
」
の
目
的
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
思
ひ
切
り
」
の
記
事
を
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
書
く
こ

と
で
、
二
条
は
琵
琶
を
め
ぐ
る
怨
み
を
作
中
に
象
り
、
再
び
訴
え
る
。

琵
琶
は
二
条
の
家
・
主
君
に
ま
つ
わ
る
矜
持
と
、
面
目
を
つ
ぶ
さ
れ

た
不
遇
感
と
の
葛
藤
を
表
す
媒
体
で
あ
る
。
そ
の
葛
藤
を
書
く
こ
と

が
、
琵
琶
の
記
事
の
執
筆
動
機
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

四
二
条
は
琵
琶
を
断
つ
と
と
も
に
、「
憂
き
世
を
逃
れ
む
」
と
、
出
家

を
思
い
立
つ
が
、
院
の
二
人
目
の
皇
子
の
懐
妊
中
で
あ
り
、
出
産
を

終
え
て
か
ら
決
行
し
よ
う
と
考
え
る
（
巻
二
）。
出
家
の
願
い
は
女

楽
の
事
件
に
端
を
発
す
る
の
で
は
な
く
、
既
に
巻
一
か
ら
き
ざ
し
が

あ
っ
た
。
亡
父
の
初
七
日
に
北
の
方
や
家
の
者
が
出
家
し
た
の
を
う

ら
や
み
、
哀
傷
の
あ
ま
り
仏
道
に
入
る
こ
と
を
望
む
が
、
一
人
目
の
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皇
子
の
懐
妊
中
な
の
で
あ
き
ら
め
た
。
父
の
死
後
三
ヶ
月
程
経
っ
て

再
出
仕
し
た
が
、
父
の
不
在
が
身
に
し
み
て
、
宮
仕
え
も
厭
わ
し
く

な
る
。「
と
く
し
て
世
の
常
の
身
に
な
り
て
」
と
、
皇
子
出
産
を
早

く
終
え
た
い
と
思
い
、「
父
母
の
後
生
を
も
弔
ひ
、
六
趣
を
出
づ
る
身

と
も
が
な
」
と
、
亡
親
供
養
と
出
離
を
願
っ
た
。
そ
の
後
、
皇
子
は

夭
折
し
た
た
め
、「
愛
別
離
苦
」を
痛
感
し
、「
恩
愛
の
境
界
を
別
れ
て
、

仏
弟
子
と
な
り
な
む
」
と
、
出
家
の
望
み
が
強
ま
っ
た
。
こ
の
巻
一

の
状
況
が
巻
二
に
つ
な
が
り
、
女
楽
の
場
面
で
懐
妊
中
の
出
家
願
望

が
反
復）
15
（

さ
れ
る
。

巻
二
に
戻
れ
ば
、
琵
琶
を
弾
か
な
い
と
誓
い
、
前
述
の
後
嵯
峨
院

恩
賜
の
琵
琶
を
石
清
水
八
幡
に
奉
納
す
る
。
併
せ
て
亡
父
の
遺
文
紙

背
に
法
華
経
を
書
写
し
て
納
め
、

こ
の
世
に
は
思
ひ
切
り
ぬ
る
四
つ
の
緒
の
形
見
や
法
の
水
茎
の

跡

と
い
う
歌
を
添
え
た
。
巻
一
以
来
の
亡
父
供
養
の
願
を
写
経
に
よ
っ

て
実
践
し
、
出
家
の
意
志
を
確
か
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
父
は
祖
父
の

琵
琶
と
共
に
二
条
を
院
に
委
ね
た
が
、今
や
琵
琶
を
断
っ
て
手
放
し
、

院
か
ら
離
れ
て
出
家
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
今
昔
の
転
変
に
悲
傷
を

禁
じ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。  

二
条
の
出
家
願
望
は
、
女
楽
の
二
年
ほ
ど
前
の
巻
二
の
記
事
で
、

「
傾
城
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
の
話
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
巻
二

で
院
は
、
あ
る
「
傾
城
」
を
雨
夜
に
召
し
寄
せ
る
が
、
待
た
せ
た
ま

ま
忘
れ
去
っ
て
、
別
の
女
性
を
寵
愛
す
る
。
夜
が
明
け
て
か
ら
思
い

出
し
て
、
二
条
に
見
に
行
か
せ
る
と
、
破
れ
車
に
雨
漏
り
で
ず
ぶ
濡

れ
に
な
っ
た
傾
城
は
、
泣
き
な
が
ら
帰
っ
て
し
ま
う
。
後
日
、
傾
城

は
「
髪
を
い
さ
さ
か
切
り
て
包
み
て
」、
歌
を
添
え
て
院
に
送
り
、

出
家
し
た
。

こ
の
傾
城
を
遊
女
と
み
な
す
説
が
あ
り
、「
傾
城
」
は
原
義
「
美
女
」

に
加
え
、
鎌
倉
期
に
は
遊
女
・
白
拍
子
を
指
す
例
も
あ
り
、『
と
は
ず

が
た
り
』
で
も
遊
女
や
二
条
を
「
傾
城
」
と
称
す
る
例
が
指
摘）
16
（

さ
れ

て
い
る
。
巻
一
で
院
が
写
経
の
「
精
進
」
中
は
「
傾
城
」
を
遠
ざ
け

て
い
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
院
が
召
し
寄
せ
て
寵
愛
す
る
女
性
全
般
を

指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
二
条
を
指
す
例
は
、
巻
一
、
院
が
今
様
を
歌

う
宴
で
実
兼
に
酌
を
す
る
二
条
を
「
傾
城
」
と
呼
ぶ
場
面
で
あ
る
。

白
拍
子
を
指
す
例
は
、
巻
二
、
や
は
り
院
の
今
様
伝
授
の
宴
に
参
上

し
た
「
傾
城
」
姉
妹
が
立
ち
舞
う
場
面
で
あ
る
。
巻
五
、
二
条
が
備

後
国
鞆
の
浦
の
た
い
か
島
に
立
ち
寄
っ
た
折
、元
「
傾
城
」、即
ち
「
遊

女
」
で
あ
っ
た
尼
た
ち
に
出
会
う
場
面
も
あ
る
。
以
上
の
例
か
ら
、

巻
二
の
雨
夜
の
傾
城
は
遊
女
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
二
条
の
よ
う
な

女
房
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
こ
で
は
広
く
院
の
寵
人
の
一
人
と
捉
え
て

お
く）
17
（

。
巻
二
の
傾
城
の
出
家
と
二
条
の
出
奔
の
共
通
点
が
指
摘）
18
（

さ
れ
て
い



－72－

る
。
第
一
に
「
ど
ち
ら
も
屈
辱
を
受
け
た
こ
と
を
契
機
に
行
方
を
く

ら
ま
」
す
こ
と
、
第
二
に
歌
の
句
の
表
現
の
重
な
り
、
第
三
に
「
髪

を
切
る
行
為
と
琵
琶
の
弦
を
切
る
行
為
」
の
三
点
か
ら
、「
傾
城
の
潔

い
出
家
に
感
動
し
て
い
た
二
条
が
、
そ
の
行
為
に
追
随
」、「
同
調
」

し
た
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。  

第
一
の
失
踪
の
共
通
性
に
つ
い
て
は
、傾
城
が
「
行
き
方
知
ら
ず
」

に
な
り
、
二
条
も
乳
母
の
母
の
も
と
や
醍
醐
寺
に
籠
も
っ
て
「
行
方

知
ら
ず
」
と
な
り
、
探
索
す
る
院
か
ら
身
を
隠
す
点
が
等
し
い
。
類

似
点
を
加
え
れ
ば
、
出
家
を
願
っ
て
身
を
潜
め
る
行
動
は
巻
三
で
も

く
り
返
さ
れ
る
。
二
条
が
、
院
か
ら
出
仕
さ
し
止
め
の
命
令
を
受
け

て
退
出
す
る
に
際
し
、
か
つ
て
は
寵
愛
を
誓
っ
た
院
の
変
心
を
恨
み

な
が
ら
、「
世
に
な
き
身
に
も
な
り
な
ば
や
」、「
い
づ
方
へ
も
行
き
隠

れ
な
ば
や
」
と
隠
遁
を
願
う
。
そ
し
て
、
祇
園
に
参
籠
し
て
、「
三
界

の
家
を
出
で
て
解
脱
の
門
に
入
れ
た
ま
へ
」
と
、
出
家
を
遂
げ
る
こ

と
を
祈
願
し
た
。
寵
を
失
し
た
が
故
の
隠
遁
衝
動
は
、
傾
城
の
遁
世

に
通
じ
る
。

第
二
の
歌
の
共
通
性
に
つ
き
、
傾
城
と
二
条
の
歌
を
み
る
と
、

数
な
ら
ぬ
身
の
世
語
り
を
思
ふ
に
も
な
ほ
悔
し
き
は
夢
の
通
ひ

路
（
傾
城
）

数
な
ら
ぬ
憂
き
身
を
知
れ
ば
四
つ
の
緒
も
こ
の
世
の
ほ
か
に
思

ひ
切
り
つ
つ
（
二
条
）

二
者
に
共
通
す
る
「
数
な
ら
ぬ
」
が
、
二
条
自
身
に
く
り
返
し
用
い

ら
れ
、
主
に
父
の
後
見
を
欠
く
宮
仕
え
の
不
遇
感
を
表
し
、
二
条
以

外
に
は
こ
の
傾
城
に
の
み
使
わ
れ
る
こ
と
が
指
摘）
19
（

さ
れ
て
い
る
。

傾
城
の
歌
は
、
諸
注
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
続
古
今
和
歌
集
』
恋

三
（
寄
夢
恋
1191
）
の
式
乾
門
院
御
匣
の
歌
、

憂
か
る
べ
き
身
の
世
語
り
を
お
も
ふ
に
も
な
ほ
悔
し
き
は
夢
の

通
ひ
路

を
引
い
た
も
の
で
あ
り
、
御
匣
詠
の
初
句
「
憂
か
る
べ
き
」
の
み

が
「
数
な
ら
ぬ
」
に
変
え
て
あ
る
。
御
匣
詠
は
『
源
氏
物
語
』
若
紫

の
藤
壺
の
歌
、

世
語
り
に
人
や
伝
へ
む
た
ぐ
ひ
な
く
憂
き
身
を
さ
め
ぬ
夢
に
な

し
て
も

を
ふ
ま）
20
（

え
て
お
り
、
光
源
氏
と
の
逢
瀬
が
世
の
語
り
ぐ
さ
と
な
る
の

を
恐
れ
て
悔
や
む
藤
壺
の
心
境
を
詠
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
御
匣
詠
を
引
く
傾
城
の
歌
は
、
藤
壺
詠
と
異
な
り
、
院

と
の
逢
瀬
が
な
か
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
院
に
贈
ら
れ
て
い
る
。

「
夢
の
通
ひ
路
」
は
現
実
に
院
の
も
と
に
参
上
し
た
が
、
逢
瀬
は
夢

で
し
か
な
く
、
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味）
21
（

す
る
。
一
首
は
「
寵

人
の
数
に
も
入
ら
ぬ
私
が
、
雨
晒
し
に
さ
れ
、
世
の
語
り
草
と
な
る

み
じ
め
さ
に
つ
け
て
も
、
や
は
り
悔
や
ま
れ
る
の
は
、
夢
の
よ
う
に

は
か
な
い
院
と
の
逢
瀬
を
頼
ん
で
通
っ
て
来
た
こ
と
だ
よ
」
と
解
さ
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れ
る
。

傾
城
は
御
匣
詠
の
本
歌
の
藤
壺
詠
に
気
づ
い
て
い
た
可
能
性
も
あ

る
。
傾
城
は
「
数
な
ら
ぬ
…
」
の
歌
を
贈
る
と
同
時
に
、
諸
注
指
摘

の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
の
歌
を
ほ
の
め
か
す
品
を
添
え
る
。
硯
蓋

に
記
さ
れ
た
「
浅
茅
が
末
に
ま
ど
ふ
さ
さ
が
に
」
は
、
賢
木
巻
の
紫

上
詠
、「
風
吹
け
ば
ま
づ
ぞ
乱
る
る
色
か
は
る
浅
茅
が
露
に
か
か
る
さ

さ
が
に
」
を
匂
わ
せ
、
源
氏
の
移
り
気
（「
色
か
は
る
浅
茅
」）
に
心
乱

れ
る
紫
上
（「
さ
さ
が
に
」）
に
、
院
の
心
変
わ
り
に
惑
う
傾
城
自
身

を
重
ね
る
。
加
え
て
、「「
君
に
ぞ
ま
ど
ふ
」
と
、だ
み
た
る
薄
様
」
は
、

浮
舟
巻
の
匂
宮
詠
、「
峰
の
雪
み
ぎ
は
の
氷
踏
み
わ
け
て
君
に
ぞ
ま
ど

ふ
道
は
ま
ど
は
ず
」
を
か
す
め
、
浮
舟
へ
の
恋
に
心
惑
い
つ
つ
通
っ

て
き
た
匂
宮
に
、
院
の
も
と
に
参
上
し
て
心
乱
れ
た
傾
城
を
よ
そ
え

る
。『
源
氏
物
語
』
を
弁
え
る
傾
城
で
あ
れ
ば
、
藤
壺
詠
も
知
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
御
匣
詠
は
藤
壺
詠
に
は
な
い
「
悔
し
き
」
思

い
と
「
通
ひ
路
」
と
い
う
こ
と
ば
を
有
す
る
。
そ
れ
が
、
院
の
も
と

に
通
っ
て
き
た
傾
城
の
悔
恨
を
代
弁
す
る
た
め
、
御
匣
詠
を
引
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

対
す
る
二
条
詠
の
「
数
な
ら
ぬ
憂
き
身
」
は
、
女
楽
で
品
下
る
明

石
の
君
役
を
あ
て
が
わ
れ
た
自
ら
を
表
す
。
東
の
御
方
以
下
、
院
の

寵
妃
・
女
房
へ
の
配
役
の
優
先
順
位
上
、
二
条
は
相
対
的
に
寵
遇
の

薄
い
傾
城
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
怨
嗟
が
込
め
ら
れ
た
表

現
で
あ
る
。
雨
夜
の
傾
城
の
「
数
な
ら
ぬ
身
」
は
一
夜
、
傾
城
と
し

て
の
存
在
が
忘
却
さ
れ
た
己
を
表
し
、
二
条
と
程
度
は
異
な
る
が
、

共
に
傾
城
の
身
の
不
遇
を
か
こ
つ
自
己
表
現
で
あ
る
。
二
者
は
不
遇

を
述
懐
し
、
院
と
の
幸
薄
い
契
り
に
区
切
り
を
つ
け
、
傾
城
の
身
を

脱
す
る
意
向
を
院
に
告
げ
知
ら
せ
た
。「
数
な
ら
ぬ
」
身
の
悲
哀
を

主
君
に
訴
嘆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
身
の
上
か
ら
遁
れ
出
る
意

志
を
固
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

五
第
三
の
論
点
、
つ
ま
り
傾
城
の
髪
切
り
と
二
条
の
琵
琶
断
ち
の
共

通
性
は
、
二
者
い
ず
れ
も
切
断
し
た
上
で
出
家
し
よ
う
と
す
る
こ
と

で
あ
る
。
琵
琶
断
ち
を
表
す
二
条
の
歌
の
「
思
ひ
切
り
」
と
い
う
こ

と
ば
は
、
歌
に
お
け
る
用
例
の
数
が
限
ら
れ
、
ほ
ぼ
中
世
、
大
部
分

は
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
の
例
で
あ
る）
22
（

。「
思
ひ
切
り
」
の
歌
は
概
ね
、

何
ら
か
の
物
の
切
断
を
表
し
、
刀
や
松
、
髪
な
ど
が
詠
み
込
ま
れ
る
。

物
の
切
断
に
伴
い
、
心
の
切
断
、
つ
ま
り
断
念
や
決
断
も
表
す
。

刀
の
歌
で
は
『
東
北
院
職
人
歌
合
』（
十
二
番
本
11
、
鍛
冶
）、「
わ
が

恋
は
な
ま
し
刀
の
か
ね
あ
ま
み
思
ひ
切
れ
ど
も
切
ら
れ
ざ
り
け
り
」

の
よ
う
に
恋
心
を
鈍
刀
で
は
断
ち
切
れ
な
い
と
す
る
例
や
、
除
目
の

望
み
の
断
念
、
又
は
断
念
し
が
た
い
思
い
な
ど
が
詠
ま
れ
る）
23
（

。
松
の

歌
で
は
『
覚
綱
集
』（
60
年
の
暮
れ
の
恋
）、「
門
松
を
何
い
そ
ぐ
ら
ん
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恋
と
い
ふ
な
げ
き
ぞ
今
年
思
ひ
切
る
べ
き
」
の
よ
う
に
恋
の
嘆
き
に

踏
ん
切
り
を
つ
け
る
こ
と
が
詠
ま
れ
る）
24
（

。
そ
の
他
、『
建
礼
門
院
右
京

大
夫
集
』（
220
）
は
、
資
盛
か
ら
右
京
大
夫
へ
の
最
後
の
消
息
で
、「
思

ひ
と
ぢ
め
思
ひ
切
り
て
も
た
ち
か
へ
り
さ
す
が
に
思
ふ
こ
と
ぞ
多
か

る
」
と
、
断
念
し
よ
う
と
し
て
も
裏
腹
に
こ
み
上
げ
る
、
恋
人
へ
の

想
い
や
今
生
の
万
感
が
詠
ま
れ
る
。
逢
瀬
の
断
念
を
表
す
恋
歌
も
比

較
的
多
い）
25
（

。

な
か
ん
ず
く
、
傾
城
の
髪
切
り
に
関
わ
る
の
が
、『
信
生
法
師
集
』

の
例
で
あ
る
。

物
申
し
侍
り
し
女
、
親
は
ら
か
ら
に
い
さ
め
ら
れ
て
、
心

な
ら
ず
遠
き
所
へ
た
ち
離
れ
侍
り
し
に
、
お
も
ふ
心
や
有

り
け
む
、
さ
み
え
侍
る
け
し
き
の
み
え
侍
り
し
か
ば

め
ぐ
り
あ
は
む
し
ば
し
憂
き
世
に
影
と
め
よ
た
れ
も
思
ひ
は
有

明
の
月
（
177
）

か
の
女
、
道
よ
り
髪
を
切
り
て
つ
か
は
す
と
て

一
す
ぢ
に
思
ひ
切
れ
ど
も
黒
髪
の
乱
れ
て
も
の
ぞ
か
な
し
か
り

け
る
（
178
）

返
事

大
方
は
思
ひ
切
る
と
も
黒
髪
の
も
と
ゆ
ひ
お
き
し
契
り
た
が
ふ

な
（
179
）

177
歌
の
詞
書
に
よ
れ
ば
、
信
生
と
契
り
を
結
ん
だ
女
が
、
親
に
信

生
と
の
仲
を
反
対
さ
れ
、
遠
方
へ
向
か
う
。
そ
の
道
中
か
ら
女
が
、

切
っ
た
髪
と
共
に
信
生
に
贈
っ
た
歌
178
は
、「
思
ひ
切
れ
」
に
「
黒
髪
」

の
切
断
の
意
と
、
信
生
へ
の
想
い
の
断
念
の
意
を
重
ね）
26
（

、
髪
は
断
っ

た
が
、
心
は
な
お
乱
れ
る
悲
し
み
を
表
す
。
後
の
181
歌
に
「
あ
ま
人

と
身
は
な
り
ぬ
れ
ど
舟
出
し
て
渡
す
ば
か
り
は
の
り
も
な
ら
は
ず
」

と
あ
り
、
女
は
尼
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、「
思
ひ
切
れ
」
に
は
出

家
の
断
行）
27
（

の
意
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。　

同
様
の
髪
の
歌
と
し
て
、

『
閑
谷
集
』
130
も
、

涅
槃
講
の
つ
い
で
に
、
人
々
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
、
始
発

道
心

黒
髪
の
長
き
乱
れ
を
法
の
た
め
今
日
ひ
と
す
ぢ
に
思
ひ
切
る
か

な

俗
念
に
乱
れ
る
黒
髪
を
断
つ
発
心
、
出
家
の
歌
で
あ
る
。『
新
撰
和

歌
六
帖
』（
1665
髪
、
真
観
）、

う
き
す
ぢ
と
思
ひ
切
り
に
し
黒
髪
の
乱
れ
は
今
も
心
な
り
け
り

は
『
信
生
法
師
集
』
の
女
の
歌
178
に
似
て
お
り
、
切
っ
た
髪
と
共
に

心
が
な
お
乱
れ
る
こ
と
を
表
す
。
こ
の
二
例
は
、
出
家
を
断
行
し
た

も
の
の
、
切
っ
た
髪
に
は
俗
情
が
ま
つ
わ
り
つ
き
、
道
心
は
い
ま
だ

定
ま
ら
な
い
と
詠
ん
で
い
る
。
前
掲
の
刀
や
恋
の
歌
で
も
、
断
念
し

が
た
い
心
が
詠
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
思
ひ
切
る
」
は
、
物
と
心
を

切
ろ
う
と
す
る
時
に
、
か
え
っ
て
自
覚
さ
れ
る
執
着
の
断
ち
が
た
さ）
28
（
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を
表
す
こ
と
が
あ
る
点
に
も
留
意
し
た
い
。

以
上
の
歌
の
「
思
ひ
切
る
」
が
物
と
心
の
切
断
を
表
す
こ
と
を
ふ

ま
え
、
二
条
詠
、

数
な
ら
ぬ
憂
き
身
を
知
れ
ば
四
つ
の
緒
も
こ
の
世
の
ほ
か
に
思

ひ
切
り
つ
つ

は
「
下
座
に
降
さ
れ
、
身
の
程
を
思
い
知
っ
た
の
で
、
琵
琶
の
緒
も

断
ち
切
り
、
弾
く
こ
と
を
後
の
世
ま
で
も
断
念
し
た
こ
と
よ
」
と
訳

さ
れ
る
。
二
条
詠
は
琵
琶
断
ち
の
歌
だ
が
、「
思
ひ
切
り
」
と
詠
う
と

同
時
に
出
家
を
願
う
の
は
、『
信
生
法
師
集
』
な
ど
の
「
思
ひ
切
り
」

が
髪
切
り
・
出
家
を
表
す
の
と
、
通
底
す
る
。
傾
城
の
後
を
追
う
よ

う
に
出
家
を
望
む
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
二
条
が
真
に
「
思
ひ
切
り
」

た
い
物
は
自
ら
の
髪
で
あ
る
。
併
せ
て
、
断
念
す
べ
き
心
は
、
院
に

仕
え
る
俗
世
の
愛
執
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
断
ち
が
た
く
二
条
を
つ
き

う
ご
か
す
執
心
で
あ
る
。

琵
琶
の
緒
は
二
条
の
黒
髪
に
連
な
る
糸
で
あ
り
、
そ
れ
を
断
つ
こ

と
で
、
自
ら
の
心
が
出
家
に
耐
え
る
の
か
、
髪
を
断
つ
覚
悟
が
あ
る

の
か
、
己
の
心
身
に
問
い
か
け
て
い
る
。
出
家
の
願
い
と
、
院
へ
の

執
念
と
い
う
両
極
か
ら
引
っ
張
ら
れ
て
、た
ゆ
た
う
二
条
の
心
身
が
、

琵
琶
の
「
思
ひ
切
り
」
の
歌
に
表
さ
れ
て
い
る
。

六
琵
琶
断
ち
、
出
奔
後
の
二
条
の
帰
趨
を
検
討
す
る
。
伏
見
や
醍
醐

の
寺
に
参
籠
す
る
が
、
追
っ
て
雪
の
曙
、
院
の
来
訪
が
あ
り
、
出
家

を
慰
留
さ
れ
る
。
特
に
、
院
が
、「
こ
の
後
も
い
か
な
る
こ
と
あ
り
と

も
、
人
に
お
ぼ
し
め
し
落
と
さ
じ
」（
巻
二
）
と
、
二
条
を
他
の
女

性
よ
り
軽
ん
ず
る
こ
と
は
な
い
と
、
寵
愛
を
誓
っ
た
こ
と
に
ほ
だ
さ

れ
、出
家
を
思
い
止
ま
っ
た
。
琵
琶
を
断
っ
て
家
の
不
面
目
を
訴
え
、

出
家
を
志
し
た
も
の
の
、
院
に
説
き
伏
せ
ら
れ
る
と
、
帰
順
し
て
し

ま
う
自
ら
の
「
心
弱
さ
」
を
痛
感
す
る
。
雨
夜
の
傾
城
は
院
の
寵
に

見
切
り
を
つ
け
て
出
家
し
た
が
、
二
条
は
そ
れ
ほ
ど
の
決
意
を
固
め

ら
れ
ず
、
再
び
院
の
寵
を
頼
む
傾
城
の
身
に
甘
ん
ず
る
。

二
条
に
と
っ
て
、
も
う
一
つ
の
ほ
だ
し
は
、
二
人
目
の
皇
子
の
懐

妊
で
あ
る
。
巻
二
の
醍
醐
参
籠
は
、
巻
一
で
、
世
を
厭
い
醍
醐
に
籠

も
っ
た
二
条
を
、
院
や
雪
の
曙
が
訪
れ
る
状
況
の
反
復
で
あ
る
こ
と

が
指
摘）
29
（

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
時
も
懐
妊
中
の
一
人
目
の
皇
子
を
帰

京
後
出
産
し
た
。
二
条
は
、
ほ
だ
し
を
身
ご
も
っ
て
い
る
時
に
限
っ

て
出
家
を
望
む
と
い
う
、
身
体
と
道
心
の
葛
藤
を
く
り
返
し
、
そ
の

都
度
、
出
家
は
頓
挫
す
る
。

巻
二
で
は
、
院
に
連
れ
戻
さ
れ
、「
御
所
に
て
帯
し
ぬ
る
」
と
、
着

帯
を
し
た
。
着
帯
は
懐
妊
し
た
子
の
父
が
行
い
、
巻
一
で
も
一
人
目
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の
皇
子
の
懐
妊
の
帯
を
院
が
贈
り
、
雪
の
曙
と
な
し
た
子
の
着
帯
記

事
も
あ
る
。
表
向
き
は
皇
子
と
し
て
院
が
帯
を
は
か
ら
う
が
、
内
々

に
実
父
の
雪
の
曙
も
帯
を
結
び
、二
条
と
子
に
対
す
る「
心
ざ
し
」（
恩

愛
）
を
表
し
た
。
着
帯
に
よ
り
、
二
条
は
子
と
そ
の
父
に
結
び
つ
け

ら
れ
、
恩
愛
を
深
め
た
。

巻
二
の
皇
子
の
着
帯
の
直
後
に
、
巻
一
で
雪
の
曙
と
の
間
に
生
ま

れ
た
娘
と
密
か
に
再
会
し
た
。
娘
は
重
病
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
生

母
の
二
条
が
子
を
思
う
「
恩
愛
」
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
と
診
断
さ

れ
、
母
子
が
対
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
巻
一
の
娘
の
出
産
で
、
二
条

が
娘
の
「
産
髪
黒
々
」
と
し
た
さ
ま
を
一
瞥
し
て
、「
恩
愛
」
が
萌
す

や
否
や
、
娘
は
雪
の
曙
に
引
き
取
ら
れ
、
北
の
方
の
子
と
な
っ
て
以

来
の
再
会
で
あ
る
。

紅
梅
の
浮
織
物
の
小
袖
に
や
、二
月
よ
り
生
ふ
さ
れ
け
る
と
て
、

い
こ
い
こ
と
あ
る
髪
姿
、夜
目
に
変
ら
ず
あ
は
れ
な
り
。（
巻
二
） 

幼
い
娘
の
生
え
揃
う
「
髪
姿
」
の
「
あ
は
れ
」
さ
は
、
二
条
が
髪
を

断
と
う
と
す
る
の
を
ひ
き
と
め
る
ほ
だ
し
で
あ
る
。

身
ご
も
り
の
ほ
だ
し
は
再
三
、
二
条
の
心
身
を
悩
ま
し
、
巻
三
で

は
有
明
の
月
の
子
を
懐
妊
す
る
。
院
が
二
人
の
仲
を
容
認
し
つ
つ
嫉

妬
す
る
ね
じ
れ
に
、
二
条
は
苦
し
め
ら
れ
、「
憂
き
世
に
住
ま
ぬ
身
に

も
が
な
」
と
、
厭
世
の
念
が
つ
き
あ
げ
た
。
し
か
し
、
愛
執
の
と
ら

わ
れ
か
ら
逃
れ
が
た
く
、
院
の
処
置
に
従
っ
て
、
皇
子
と
し
て
着
帯

を
し
た
。
さ
ら
に
、
有
明
の
月
の
死
後
に
出
産
し
た
二
人
目
の
子
を

育
む
頃
に
は
、
父
の
な
い
子
へ
の
恩
愛
が
「
ほ
だ
し
」
と
な
る
。

懐
妊
に
よ
り
出
家
を
中
止
す
る
こ
と
の
反
復
に
、
身
を
以
て
耐
え

る
二
条
の
ま
ま
な
ら
ぬ
苦
し
み
が
執
拗
に
重
ね
書
き
さ
れ
る
。
琵
琶

の
緒
は
、断
た
れ
た
そ
ば
か
ら
、ほ
だ
し
の
糸
に
巻
き
つ
け
ら
れ
、「
思

ひ
切
り
」
は
断
念
さ
れ
た
。

お
わ
り
に

巻
四
の
初
め
、
美
濃
国
赤
坂
の
宿
で
、
二
条
は
遊
女
に
出
合
う
。

「
涙
」
を
「
撥
」
で
隠
し
な
が
ら
琵
琶
を
弾
く
遊
女
の
さ
ま
か
ら
回

想
さ
れ
る
「
昔
」
は
、
女
楽
の
琵
琶
の
記
憶
で
あ
り
、
不
遇
を
嘆
い

て
い
た
自
ら
の
「
身
の
た
ぐ
ひ
」、
つ
ま
り
似
姿
を
遊
女
に
見
て
し

ま
う
。
出
家
後
の
旅
の
初
め
に
再
び
琵
琶
が
現
れ
、
か
つ
て
断
っ
た

緒
か
ら
響
く
音
は
、
二
条
を
過
去
の
悲
し
み
へ
と
連
れ
戻
し
た
。

巻
五
の
讃
岐
の
松
山
で
も
、
琵
琶
の
こ
と
が
回
想
さ
れ
る
。

い
ま
だ
幼
か
り
し
頃
、
琵
琶
の
曲
を
習
ひ
た
て
ま
つ
り
し
に
、

賜
り
た
り
し
御
撥
を
、四
つ
の
緒
を
ば
思
ひ
切
り
に
し
か
ど
も
、

御
手
馴
れ
給
ひ
し
も
忘
ら
れ
ね
ば
、
法
座
の
か
た
は
ら
に
置
き

た
る
も
、

手
に
馴
れ
し
昔
の
影
は
残
ら
ね
ど
形
見
と
見
れ
ば
濡
る
る

袖
か
な



－77－

院
に
琵
琶
を
習
っ
た
時
に
賜
っ
た
撥
を
い
ま
だ
に
持
っ
て
お
り
、
共

に
琵
琶
に
携
わ
っ
た
院
へ
の
愛
執
が
ぶ
り
返
し
た
。
琵
琶
本
体
は
も

は
や
手
元
に
な
い
が
、「
形
見
」
の
撥
が
身
の
上
の
思
い
出
を
喚
起
し

て
や
ま
な
い
。

琵
琶
を
め
ぐ
る
回
想
は
、
生
ま
れ
た
家
、
仕
え
た
主
君
、
出
家
の

願
い
な
ど
、『
と
は
ず
が
た
り
』
を
形
造
る
二
条
の
生
の
重
要
な
局
面

に
渉
る
。
家
の
不
面
目
、
傾
城
と
し
て
の
不
遇
、
厭
世
の
念
を
か
こ

ち
つ
つ
も
、
主
君
と
の
契
り
に
執
す
る
自
ら
の
心
身
を
反
芻
せ
ざ
る

を
得
な
い
生
が
象
ら
れ
た
。
そ
の
執
心
を
体
現
す
る
琵
琶
は
両
価
的

な
存
在
で
あ
り
、
断
ち
切
っ
た
時
の
怨
嗟
を
呼
び
覚
ま
し
て
厭
わ
し

く
、
家
の
誇
り
と
、
院
と
の
絆
を
結
い
合
わ
せ
る
紐
帯
と
し
て
手
放

し
が
た
く
偲
ば
し
い
。
琵
琶
へ
の
愛
憎
半
ば
す
る
執
念
は
、
歳
月
を

経
て
も
二
条
の
内
で
お
さ
ま
り
が
つ
か
ず
、
わ
だ
か
ま
り
続
け
、
自

身
の
生
の
「
思
ひ
切
り
」
の
つ
か
な
い
も
の
全
て
を
思
い
起
こ
さ
せ

る
。
琵
琶
は
、
断
ち
捨
て
ら
れ
た
こ
と
で
む
し
ろ
存
在
感
を
増
し
、

二
条
の
身
の
上
の
回
想
を
促
す
触
媒
と
化
し
た
の
で
あ
る
。
琵
琶
を

媒
に
書
か
れ
た
二
条
の
生
は
述
懐
に
満
ち
て
い
る
が
、
琵
琶
へ
の
執

心
は
二
条
を
書
く
こ
と
へ
と
駆
り
立
て
る
力
の
源
で
も
あ
る
。
琵
琶

を
め
ぐ
る
不
遇
を
糧
に
し
て
、『
と
は
ず
が
た
り
』
を
書
く
こ
と
へ
の

執
心
を
か
き
立
て
、
己
の
生
に
対
峙
す
る
二
条
の
姿
が
浮
か
び
上
が

る
。

【
注
】

（
1
）
紀
内
侍
に
つ
き
、
岩
佐
美
代
子
「『
乳
母
の
ふ
み
』
考
」『
宮
廷
女
流

文
学　

読
解
考
中
世
編
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。『
阿

仏
の
文
』
に
つ
き
、
拙
稿
「『
阿
仏
の
文
』
論
│
后
が
ね
の
心
構
え
を

め
ぐ
っ
て
│
」『
国
語
と
国
文
学
』
八
七
│
八
、
二
〇
一
〇
年
八
月
で

論
じ
た
。『
阿
仏
の
文
』
は
陽
明
文
庫
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
に
よ
り
、
内
閣
文
庫
本
で
一
部
校
訂
し
た
。

（
2
）
通
光
の
琵
琶
に
つ
き
、
望
月
俊
江
「
源
通
光
│
そ
の
歌
人
と
し
て
の

生
涯
│
」『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
50
号
、
一
九
八
三
年
七
月
、
参
照
。

（
3
）
本
文
は
岩
佐
美
代
子
『
文
机
談
全
注
釈
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）

に
よ
る
が
、
適
宜
表
記
を
私
改
。

（
4
）『
琵
琶
血
脈
』、『
琵
琶
合
記
』、『
秘
曲
伝
受
月
々
例
』
は
『
伏
見
宮
旧
蔵

楽
書
集
成
一（
図
書
寮
叢
刊
）』（
明
治
書
院
、一
九
八
九
年
）、『
残
夜
抄
』

は
『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
三
』（
一
九
九
八
年
）
に
よ
る
が
、
引
用

文
は
表
記
を
私
改
。

（
5
）
秘
曲
伝
授
に
つ
き
、
磯
水
絵
『
説
話
と
音
楽
伝
承
』
第
一
章
の
三
（
和

泉
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

（
6
）
須
田
亮
子
「『
と
は
ず
が
た
り
』
後
深
草
院
二
条
と
五
部
大
乗
経
の
書

写
供
養
―
祖
父
通
光
の
影
響
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
文
論
藻
』
三
、
二
〇

〇
四
年
三
月
は
、
通
光
が
黄
菊
を
石
清
水
に
祈
祷
（
未
詳
）
の
た
め

奉
納
し
た
事
（
文
机
談
）
が
、
二
条
が
巻
二
で
琵
琶
を
石
清
水
に
奉
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納
し
た
事
の
「
前
例
」
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
。

（
7
）
標
宮
子
『
と
は
ず
が
た
り
の
表
現
と
心
』
三
編
一
章
（
聖
学
院
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
院
に
よ
る
猶
子
待
遇
は
恣
意

的
で
一
貫
せ
ず
、
宮
廷
で
公
認
さ
れ
ず
、
二
条
・
雅
忠
の
家
柄
の
誇

り
は
傷
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
。
稿
者
は
、
そ
の
誇
り
と
不
遇
意
識
が
、

琵
琶
の
記
事
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

（
8
）『
秦
箏
相
承
血
脈
』（『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
二
』（
一
九
九
五
年
））
に
、

「
孝
弟
前
（
博
子
）
│
従
三
位
識
子
〈
権
大
納
言
定
教
室　

大
納
言
隆

親
女　

大
納
言
三
位
〉」
と
あ
る
。

（
9
）
相
馬
万
里
子
「『
代
々
琵
琶
秘
曲
御
伝
授
事
』
と
そ
の
前
後
│
持
明
院

統
天
皇
の
琵
琶
│
」『
書
陵
部
紀
要
』
36
号
、一
九
八
五
年
二
月
、参
照
。

院
と
博
子
に
つ
き
、
阿
部
泰
郎
「『
と
は
ず
が
た
り
』
の
今
日
的
課
題

│
琵
琶
秘
曲
伝
授
を
め
ぐ
り
て
│
」『『
と
は
ず
が
た
り
』
の
諸
問
題
』

（
和
泉
書
院
、
一
九
九
六
年
）、
阿
部
泰
郎
「
芸
能
王
の
系
譜
」『
天
皇

と
芸
能
（
天
皇
の
歴
史
10
）』（
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
10
）
隆
親
は
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
以
来
、
大
納
言
で
あ
っ
た
が
、
雅

忠
は
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
に
大
納
言
（
極
官
）
と
さ
れ
、
翌
年

に
没
し
て
お
り
（『
公
卿
補
任
』）、生
前
の
雅
忠
に
対
し
、隆
親
は
「
上

首
」
意
識
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
11
）
四
条
家
に
つ
き
、
松
本
寧
至
『
と
は
ず
が
た
り
の
研
究
』
三
章
「
作

者
研
究
」（
桜
楓
社
、
一
九
七
一
年
）
参
照
。
三
角
洋
一
『
と
は
ず
が

た
り
（
古
典
講
読
シ
リ
ー
ズ
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
は
、

二
条
と
隆
親
の
確
執
が
「
久
我
家
と
四
条
家
と
の
家
格
の
違
い
」
に

因
り
、
雅
忠
が
大
臣
と
し
て
二
条
を
後
見
し
て
い
れ
ば
、
二
条
は
識

子
よ
り
も
格
が
上
の
女
房
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
。

（
12
）
磯
水
絵
（
注
5
、
第
三
章
の
三
）
に
よ
れ
ば
、
本
話
は
師
長
土
佐
配

流
時
に
は
未
出
生
の
孝
道
が
登
場
す
る
な
ど
一
部
史
実
と
年
代
的
に

齟
齬
す
る
が
、「
土
佐
に
お
け
る
師
長
の
日
常
を
象
徴
的
に
著
し
た
も

の
」
で
あ
り
、「
孝
定
を
側
に
置
き
、
管
絃
三
昧
の
日
々
を
過
ご
し
て

い
た
と
い
う
の
は
事
実
」
と
す
る
。

（
13
）『
文
机
談
』
に
よ
れ
ば
、
孝
定
は
六
年
後
、
後
白
河
院
の
如
法
経
供
養

の
伎
楽
に
召
さ
れ
た「
面
目
」に
よ
り
琵
琶
を
再
び
弾
き
始
め
る
。「
面

目
」
の
有
無
が
琵
琶
を
弾
く
か
否
か
を
左
右
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
思
ひ
切
り
」
の
例
は
『
文
机
談
』
三
「
後
鳥
羽
院
御
位
時
被
奏
事
」

に
も
あ
る
。
後
鳥
羽
院
の
芸
能
の
近
臣
、
水
無
瀬
家
の
二
条
定
輔
が
、

院
の
琵
琶
始
の
御
師
が
別
人
に
決
ま
る
こ
と
に
抗
議
し
、「
道
の
た
め

家
の
た
め
面
目
候
は
ず
。
長
く
思
ひ
切
り
」
と
、
琵
琶
を
断
つ
と
言

っ
て
院
を
説
得
、
御
師
に
納
ま
っ
た
。
芸
の
「
道
・
家
」
の
「
面
目
」

の
失
墜
を
主
君
に
訴
え
る
点
は
孝
定
や
二
条
に
通
じ
る
。
定
輔
に
つ

き
、
豊
永
聡
美
『
中
世
の
天
皇
と
音
楽
』
第
二
部
第
三
章
（
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

（
14
）
高
橋
秀
樹
「『
文
机
談
』
に
み
る
音
楽
の
家
」『
日
本
文
学
』
五
二
│
七
、
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二
〇
〇
三
年
七
月
、
参
照
。

（
15
）
今
関
敏
子
『
中
世
女
流
日
記
文
学
論
考
』
六
章
一
節
（
和
泉
書
院
、

一
九
八
七
年
）
に
懐
妊
中
の
出
家
願
望
の
「
リ
フ
レ
イ
ン
」
を
指
摘
。

本
稿
は
そ
の
反
復
を
、
琵
琶
の
「
思
ひ
切
り
」
を
め
ぐ
る
葛
藤
や
、

懐
妊
・
出
産
時
の
身
体
描
写
と
併
せ
考
え
る
。

（
16
）
加
賀
元
子
「『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
「
遊
女
」」『
武
庫
川
国
文
』

42
号
、
一
九
九
三
年
一
二
月
参
照
。

（
17
）
傾
城
の
身
分
推
定
は
別
稿
を
期
し
た
い
が
、遊
女
・
女
房
だ
け
で
な
く
、

宮
仕
え
し
て
い
な
い
里
人
の
可
能
性
も
あ
る
。
傾
城
の
よ
う
に
男
と

の
中
絶
え
を
機
に
髪
切
り
、詠
歌
、出
家
す
る
女
の
類
話
は
『
撰
集
抄
』

三
、『
平
中
物
語
』
三
八
、『
今
物
語
』
二
三
・
二
四
等
多
く
、
特
に
『
今

物
語
』
と
関
わ
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
18
）
松
村
雄
二
『『
と
は
ず
が
た
り
』
の
な
か
の
中
世
』（
臨
川
書
店
、
一

九
九
九
年
）
参
照
。

（
19
）
加
賀
元
子
（
注
16
）、
同
「「
数
な
ら
ぬ
身
」
考
」『『
と
は
ず
が
た
り
』

の
諸
問
題
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

（
20
）
木
船
重
昭
『
続
古
今
和
歌
集
全
注
釈
』（
大
学
堂
書
店
、
一
九
九
四
年
）

に
指
摘
。
但
し
、
同
注
は
御
匣
詠
を
男
の
立
場
の
歌
と
す
る
が
、
作

中
主
体
「
憂
か
る
べ
き
身
」
は
、
藤
壺
詠
の
藤
壺
自
身
を
指
す
「
憂

き
身
」
を
ふ
ま
え
た
、
女
と
捉
え
ら
れ
る
。

（
21
）
傾
城
詠
「
夢
の
通
ひ
路
」
の
理
解
は
諸
注
（
角
川
文
庫
、
新
潮
日
本

古
典
集
成
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
）
に
等
し
い
が
、
諸
注
は
藤
壺
詠
の
影
響
に
つ
き

検
討
が
な
い
。

（
22
）『
新
編
国
歌
大
観
』
に
徴
し
、
鎌
倉
期
ま
で
に
『
と
は
ず
が
た
り
』
の

二
例
を
含
め
、
十
七
例
を
数
え
、
全
て
を
本
稿
に
挙
げ
た
。
以
後
は

室
町
期
の
『
草
根
集
』
7988
、『
松
下
集
』
1591
の
み
。

（
23
）『
有
房
集
』「
除
目
の
こ
ろ
、
望
む
こ
と
あ
り
て
、
ほ
そ
だ
ち
ひ
ら
を

八
幡
へ
ま
ゐ
ら
す
と
て
、
包
み
紙
に
、
男
山
た
む
く
る
太
刀
の
か
ひ

な
く
は
こ
の
世
の
こ
と
を
思
ひ
切
れ
と
や
」（
410
）、『
新
撰
和
歌
六
帖
』

「
か
ぢ
や
な
る
た
ち
の
や
き
ば
の
は
や
く
よ
り
思
ひ
切
り
て
し
こ
の
世

な
ら
ず
や
」（
1823
た
ち
、
知
家
）・「
か
た
ぎ
こ
る
た
つ
き
の
斧
の
え
を

よ
わ
み
思
ひ
切
ら
れ
ぬ
世
こ
そ
つ
ら
け
れ
」（
582
斧
の
柄
、
為
家
）
等
。

（
24
）
松
の
切
断
を
表
す
、『
粟
田
口
別
当
入
道
集
』「
同
じ
頃
、
東
山
に
あ
り

し
と
き
、
全
真
法
眼
の
も
と
よ
り
松
木
一
本
切
り
て
と
言
ひ
遣
は
し

た
り
し
か
ば
、
思
へ
た
だ
ま
だ
花
さ
か
ぬ
山
里
に
心
の
ま
つ
を
い
か

が
切
る
べ
き
（
17
）　

返
し　

さ
か
ぬ
ま
の
花
ま
つ
ほ
ど
の
苦
し
き
に

う
ら
み
が
て
ら
に
思
ひ
切
れ
か
し
」（
18
）
も
あ
る
。

（
25
）『
覚
綱
集
』「
あ
ふ
こ
と
を
思
ひ
切
れ
と
や
と
ふ
た
び
に
山
す
げ
う
ら

の
つ
づ
か
ざ
る
ら
ん
」（
56
占
ふ
恋
を
）、『
東
北
院
職
人
歌
合
』「
あ
ふ

事
は
や
が
て
た
か
ね
の
は
か
み
草
い
ざ
さ
ば
人
を
思
ひ
切
り
て
ん
」

（
五
番
本
6
鍛
冶
）、『
雲
葉
和
歌
集
』「
か
た
い
と
の
く
る
す
の
を
の
の
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ひ
と
す
ぢ
に
あ
ふ
べ
き
ふ
し
や
思
ひ
切
る
ら
ん
」（
991
恋
の
心
を
、
平

兼
盛
）、『
政
範
集
』「
わ
れ
も
さ
ぞ
思
ひ
切
ら
な
く
う
き
こ
と
を
し
の

ぶ
の
岡
の
春
の
あ
は
雪
」（
7
岡
残
雪
）
等
。

（
26
）
外
村
展
子
『
宇
都
宮
朝
業
日
記
全
釈
』（
風
間
書
房
、
一
九
七
七
年
）、

外
村
南
都
子
「
信
生
法
師
日
記
歌
集
部
」『
中
世
日
記
紀
行
集
』（
小

学
館
、
一
九
九
四
年
）、
参
照
。

（
27
）
出
家
に
関
す
る
散
文
の
「
思
ひ
切
り
」
は
、『
西
行
物
語
』（
伝
阿
仏
尼

筆
静
嘉
堂
文
庫
本
）「（
西
行
は
）
心
強
く
思
ひ
切
り
て
、
み
づ
か
ら

も
と
ど
り
を
切
り
て
」
な
ど
、
遁
世
の
断
行
を
表
す
例
が
あ
る
。
そ

の
他
、「
思
ひ
切
り
」
は
軍
記
（
保
元
物
語
、
平
治
物
語
、
平
家
物
語
）

や
説
話
（
発
心
集
、
古
今
著
聞
集
、
十
訓
抄
、
沙
石
集
）
な
ど
に
決

断
・
断
念
の
意
で
用
い
ら
れ
る
。

（
28
）
断
じ
難
い
執
着
を
表
す
「
思
ひ
切
り
」
の
、
散
文
の
例
と
し
て
、『
平

家
物
語
』（
覚
一
本
）
巻
十
一
「
副
将
被
斬
」
で
、
宗
盛
が
「
恩
愛
の

道
は
お
も
ひ
き
ら
れ
ぬ
事
に
て
候
也
」
と
、
子
へ
の
恩
愛
の
断
ち
が

た
さ
を
言
う
。

（
29
）
松
村
雄
二
（
注
18
）
参
照
。

＊ 

引
用
本
文
は
、『
と
は
ず
が
た
り
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、『
源
氏
物

語
』
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
、『
西
行
物
語
』
は
久
保
田
淳
『
西
行
全
集
』（
日

本
古
典
文
学
会
、
一
九
八
二
年
）、『
平
家
物
語
』
は
日
本
古
典
文
学
大
系
、

和
歌
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
っ
た
が
、
適
宜
私
に
表
記
を
改
め
た
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
平
成
二
三
年
度
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
で
の
発
表
を

基
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
質
疑
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
深
謝

い
た
し
ま
す
。


