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一　

序 

賢
木
巻
冒
頭
は
、
葵
巻
に
お
い
て
は
ま
だ
決
意
し
き
れ
な
か
っ
た

伊
勢
下
向
を
、
御
息
所
が
遂
に
決
意
す
る
所
か
ら
始
ま
る
。

　

斎
宮
の
御
下
り
近
う
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
御
息
所
も
の
心
細
く

思
ほ
す
。
や
む
ご
と
な
く
わ
づ
ら
は
し
き
も
の
に
お
ぼ
え
た
ま
へ

り
し
大
殿
の
君
も
亡
せ
た
ま
ひ
て
後
、
さ
り
と
も
と
、
世
人
も
聞

こ
え
あ
つ
か
ひ
、
宮
の
内
に
も
心
と
き
め
き
せ
し
を
、
そ
の
後
し

も
か
き
絶
え
、
あ
さ
ま
し
き
御
も
て
な
し
を
見
た
ま
ふ
に
、
ま
こ

と
に
う
し
と
思
す
こ
と
こ
そ
あ
り
け
め
と
知
り
は
て
た
ま
ひ
ぬ
れ

ば
、
よ
ろ
づ
の
あ
は
れ
を
思
し
棄
て
て
、
ひ
た
み
ち
に
出
で
立
ち

た
ま
ふ
。 

（
賢
木
②
八
三
）

こ
こ
で
は
伊
勢
下
向
を
決
心
す
る
に
至
っ
た
理
由
と
し
て
、
斎
宮

の
下
向
時
期
が
い
よ
い
よ
近
づ
い
て
き
た
こ
と
に
加
え
、
葵
の
上
死

後
に
六
条
御
息
所
が
正
妻
候
補
と
し
て
噂
さ
れ
た
と
い
う
、
こ
れ
ま

で
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
情
報
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
御
息
所
は
、

源
氏
が
自
身
の
生
霊
化
を
知
り
厭
わ
し
く
思
っ
て
い
る
こ
と
を
、
弔

問
の
文
へ
の
返
事
か
ら
既
に
感
じ
取
っ
て
い
た
が
（
葵
②
五
二
）、
賢

木
巻
冒
頭
で
は
、
正
妻
化
の
期
待
と
は
裏
腹
な
源
氏
の
態
度
か
ら
、

そ
れ
が
「
ま
こ
と
」
で
あ
る
と
完
全
に
知
る
こ
と
に
な
り
、
伊
勢
下

向
を
決
意
し
た
と
語
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
賢
木
巻
は
、
両
者
の
関
係
を
葵
巻
よ
り
も
い
っ
そ
う

修
復
し
が
た
い
も
の
と
し
た
段
階
で
語
り
始
め
ら
れ
る
が
、
両
者
は

こ
の
後
野
宮
で
の
一
度
の
再
会
を
経
て
、
生
霊
化
に
よ
る
隔
た
り
を

越
え
て
恋
情
と
未
練
を
再
燃
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
源
氏
が
野
宮
を

訪
問
し
二
度
の
贈
答
歌
を
交
わ
し
て
去
る
ま
で
の
場
面
に
つ
い
て

葵
・
賢
木
巻
の
光
源
氏
と
六
条
御
息
所

―
野
宮
に
お
け
る
二
組
の
贈
答
歌
を
中
心
に
―
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は
、
室
伏
信
助
氏
の
先
駆
的
な
論
を
は
じ
め
と
す
る
文
体
に
注
目
す

る
研
究
の
他（
１
）、
自
然
描
写（
２
）、
作
中
和
歌（
３
）、
漢
詩
文
引
用（
４
）、
引
歌（
５
）、
神

域
と
の
関
わ
り（
６
）、『

斎
宮
女
御
集
』
と
の
関
わ
り（
７
）な

ど
、
様
々
な
観
点

か
ら
数
多
く
の
先
行
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
第
二
節
で
、
贈
答
歌
を
交
わ
す
前
ま
で
の
散
文

描
写
を
対
象
に
、
互
い
に
再
び
執
着
を
生
じ
る
展
開
が
ど
の
よ
う
に

必
然
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
葵
巻
の
描
写
と
の
対
応
に
注
意
し
て
確

認
す
る
。
第
三
・
第
四
節
で
は
、
野
宮
で
の
二
度
の
贈
答
場
面
を
取

り
上
げ
、
和
歌
の
表
現
・
場
面
構
成
の
特
徴
と
、
二
人
の
再
会
と
別

れ
の
物
語
の
中
で
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
分
析
す
る
。

二　

葵
巻
の
心
情
描
写
と
の
関
連

源
氏
が
野
宮
の
御
息
所
を
訪
ね
て
行
く
き
っ
か
け
は
、「
つ
ら
き
も

の
に
思
ひ
は
て
た
ま
ひ
な
む
も
い
と
ほ
し
く
、
人
聞
き
情
け
な
く
や

と
思
し
お
こ
し
て
、
野
宮
に
参
で
た
ま
ふ
」（
賢
木
②
八
四
）
と
述
べ

ら
れ
る
。
源
氏
は
、
御
息
所
が
自
分
を
最
後
ま
で
薄
情
に
思
っ
た
ま

ま
伊
勢
に
下
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
「
い
と
ほ
し
」
と
思
い
、

世
間
か
ら
も
非
情
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
い
か
、
と
思
い
立
っ
て
訪
問

し
た
と
い
う
。
世
評
を
案
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
源

氏
が
訪
問
を
思
い
立
っ
た
の
は
御
息
所
へ
の
愛
情
に
惹
か
れ
て
と
い

う
も
の
で
は
な
か
っ
た（
８
）。「
思
し
お
こ
し
て
」
と
い
う
表
現
は
、
恋

の
訪
れ
が
憚
ら
れ
る
野
宮
と
い
う
場
と
、
桐
壺
院
の
病
状
が
原
因
で

実
行
に
移
せ
な
か
っ
た
訪
問
を
、
下
向
の
日
が
迫
っ
た
と
い
う
こ
と

を
契
機
と
し
て
よ
う
や
く
決
意
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る（
９
）。

し
か
し
、「
は
る
け
き
野
辺
を
…
」で
始
ま
る
訪
問
場
面
に
移
る
と
、

「
な
ど
て
今
ま
で
立
ち
な
ら
さ
ざ
り
つ
ら
む
と
、
過
ぎ
ぬ
る
方
悔
し

う
思
さ
る
」（
賢
木
②
八
五
）
と
い
う
、
野
宮
の
情
景
に
触
発
さ
れ
た
、

今
ま
で
訪
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
後
悔
の
心
情
を
経
て
、「
こ
こ
に
も
の

思
は
し
き
人
の
、
月
日
を
隔
て
た
ま
へ
ら
む
ほ
ど
を
思
し
や
る
に
、

い
と
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
心
苦
し
」（
賢
木
②
八
六
）
と
あ
る
よ
う
に
、

も
の
寂
し
い
場
所
で
長
く
過
ご
し
て
き
た
御
息
所
へ
の
同
情
心
を
深

め
る
。こ
の
よ
う
な
源
氏
の
心
情
の
急
激
な
変
化
の
背
景
と
し
て
は
、

「
は
る
け
き
野
辺
を
…
」
以
降
の
文
体
の
変
質）
10
（

や
風
景
描
写
の
作
用）
11
（

な
ど
が
説
か
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
対
面
が
近
づ
く
に
つ
れ
再
び
執

着
を
深
め
る
源
氏
の
心
情
は
、
葵
巻
以
降
抱
え
て
き
た
心
情
か
ら
連

続
す
る
側
面
も
あ
る
こ
と
を
、
本
節
で
は
葵
巻
の
叙
述
に
照
ら
し
て

確
認
す
る
。

生
霊
化
と
対
面
し
た
時
の
源
氏
の
心
情
は
、「
疎
ま
し
う
な
り
ぬ
」

「
あ
な
心
憂
と
思
さ
れ
て
」（
葵
②
四
〇
）
と
語
ら
れ
て
お
り
、
自
分

で
は
否
定
し
て
い
た
御
息
所
生
霊
化
の
噂
が
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
に

驚
愕
し
嫌
悪
を
抱
く
。
こ
の
一
件
は
、
源
氏
の
御
息
所
へ
の
心
情
を

当
然
変
え
る
こ
と
に
な
り
、
以
後
、「
憂
し
」「
心
憂
し
」
の
心
情
語
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が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）
12
（

。
し
か
し
そ
の
後
も
源
氏
は
御
息
所

を
完
全
に
遠
ざ
け
る
こ
と
は
せ
ず）
13
（

、
む
し
ろ
葵
巻
の
描
写
の
中
に
、

な
お
御
息
所
へ
の
執
着
を
捨
て
き
れ
な
い
様
子
が
表
れ
た
箇
所
が
あ

る）
14
（

。
一
例
と
し
て
、
御
息
所
か
ら
弔
問
の
文
を
受
け
取
る
場
面
を
確

認
す
る
。

…
常
よ
り
も
優
に
も
書
い
た
ま
へ
る
か
な
、
と
さ
す
が
に
置
き
が

た
う
見
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、つ
れ
な
の
御
と
ぶ
ら
ひ
や
と
心
憂
し
。

さ
り
と
て
、
書
き
絶
え
音
な
う
き
こ
え
ざ
ら
む
も
い
と
ほ
し
く
、

人
の
御
名
の
朽
ち
ぬ
べ
き
こ
と
を
思
し
乱
る
。
過
ぎ
に
し
人
は
、

と
て
も
か
く
て
も
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
は
も
の
し
た
ま
ひ
け
め
、

何
に
さ
る
こ
と
を
さ
だ
さ
だ
と
け
ざ
や
か
に
見
聞
き
け
む
と
悔
し

き
は
、
わ
が
御
心
な
が
ら
な
ほ
え
思
し
な
ほ
す
ま
じ
き
な
め
り
か

し
。 

（
葵
②
五
一
〜
二
）

源
氏
は
、
葵
の
上
の
死
の
原
因
と
な
り
な
が
ら
弔
問
の
文
を
贈
っ

て
く
る
御
息
所
を
こ
こ
で
も
「
心
憂
し
」
と
思
う
が
、
返
事
を
し
な

い
の
も
気
の
毒
に
思
う
。
そ
し
て
、
御
息
所
を
恨
む
の
で
は
な
く
、

葵
の
上
の
死
去
は
宿
命
と
捉
え
つ
つ
、
波
線
部
の
よ
う
に
、
葵
の
上

に
と
り
つ
い
た
御
息
所
の
生
霊
を
は
っ
き
り
と
見
聞
き
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
悔
や
む
。
わ
が
心
な
が
ら
御
息
所
に
感
じ
た
疎
ま
し
さ
を

変
え
が
た
い
と
い
う
語
り
手
の
推
測
も
、
本
来
な
ら
御
息
所
へ
の
思

い
を
断
念
し
た
く
な
い
と
い
う
執
着
の
表
れ
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
、
修
復
不
可
能
な
ま
で
に
こ
じ
れ
つ
つ
も
断
念
し
き

れ
な
い
御
息
所
へ
の
思
い
は
、
生
霊
と
の
対
面
以
後
も
繰
り
返
し
描

か
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
こ
の
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
さ
す
が

に
」
の
語
は
、
忌
ま
わ
し
い
生
霊
化
の
事
件
を
想
起
し
て
疎
ま
し
く

思
う
も
の
の
、
そ
れ
で
も
や
は
り
完
全
に
距
離
を
置
く
こ
と
も
で
き

な
い
執
着
を
表
す
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
後
も
、「
も
し
世
の
中
に
飽

き
は
て
て
下
り
た
ま
ひ
な
ば
、
さ
う
ざ
う
し
く
も
あ
る
べ
き
か
な
、

と
さ
す
が
に
思
さ
れ
け
り
」（
葵
②
五
三
〜
四
）、「
年
ご
ろ
の
や
う
に

て
見
過
ぐ
し
た
ま
は
ば
、
さ
る
べ
き
を
り
ふ
し
に
も
の
聞
こ
え
あ
は

す
る
人
に
て
は
あ
ら
む
な
ど
、さ
す
が
に
事
の
外
に
は
思
し
放
た
ず
」

（
葵
②
七
六
）
と
、
生
霊
化
以
後
に
御
息
所
を
思
う
際
に
葵
巻
で
三
度

繰
り
返
し
用
い
ら
れ
、「
さ
す
が
に
今
は
と
か
け
離
れ
た
ま
ひ
な
む
も

口
惜
し
く
」（
賢
木
②
八
三
）
と
い
う
賢
木
巻
の
叙
述
に
も
見
ら
れ
る
。

次
に
、
野
宮
訪
問
を
思
い
立
つ
賢
木
巻
の
叙
述
に
戻
り
、
そ
こ
で

用
い
ら
れ
て
い
た
「
い
と
ほ
し
」
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
の
語
は
、

葵
巻
で
は
前
掲
の
弔
問
場
面
を
含
め
、
源
氏
の
御
息
所
へ
の
心
情
と

し
て
六
場
面
で
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
き
た
表
現
で
あ
っ
た
。『
源

氏
物
語
』
頃
ま
で
の
こ
の
形
容
詞
の
捉
え
方
は
、
①
他
者
に
対
す
る

「
気
の
毒
だ
」と
い
う
意
味
を
主
に
認
め
る
論
、②
自
分
に
対
す
る「
困

る
・
つ
ら
い
」
と
い
う
意
味
を
主
に
認
め
る
論
、
③
両
義
を
認
め
る

論
に
大
別
で
き
る）
15
（

。
本
稿
で
は
「
い
と
ほ
し
」
の
語
自
体
の
解
釈
を
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定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
源
氏
か
ら
御
息
所
に
対

す
る
次
の
よ
う
な
用
例
は
、波
線
部
と
の
つ
な
が
り
か
ら
考
え
れ
ば
、

相
手
を
気
の
毒
に
思
う
心
情
と
取
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
生
霊
化

以
前
に
用
い
ら
れ
る
三
例
の
み
を
挙
げ
て
お
く）
16
（

。

⑴ 

か
く
院
に
も
聞
こ
し
め
し
の
た
ま
は
す
る
に
、
人
の
御
名
も
わ
が

た
め
も
、
す
き
が
ま
し
う
い
と
ほ
し
き
に
… 

（
葵
②
一
九
）

⑵ 

か
の
御
車
の
所
争
い
を
ま
ね
び
き
こ
ゆ
る
人
あ
り
け
れ
ば
、
い
と

い
と
ほ
し
う
う
し
と
思
し
て
、
…
御
息
所
は
、
心
ば
せ
の
い
と
恥

づ
か
し
く
、
よ
し
あ
り
て
お
は
す
る
も
の
を
、
い
か
に
思
し
う
む

じ
に
け
ん
、
と
い
と
ほ
し
く
て
参
で
た
ま
へ
り
け
れ
ど
…

 

（
葵
②
二
六
）

⑶ 

か
か
る
御
も
の
思
ひ
の
乱
れ
に
御
心
地
な
ほ
例
な
ら
ず
の
み
思
さ

る
れ
ば
、
他
所
に
渡
り
た
ま
ひ
て
御
修
法
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。

大
将
殿
聞
き
た
ま
ひ
て
、
い
か
な
る
御
心
地
に
か
と
、
い
と
ほ
し

う
思
し
起
こ
し
て
渡
り
た
ま
へ
り
。 

（
葵
②
三
三
）

⑴
は
桐
壺
院
の
訓
戒
を
受
け
御
息
所
へ
の
軽
々
し
い
待
遇
を
省
み

る
場
面
、
⑵
は
車
争
い
の
一
件
を
聞
い
て
訪
ね
て
行
く
場
面
、
⑶
は

御
息
所
が
療
養
の
た
め
他
所
に
移
っ
た
こ
と
を
聞
い
て
訪
ね
て
行
く

場
面
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
波
線
部
の
よ
う
に
御
息
所
を
思
い
や
る
こ

と
か
ら
連
続
し
た
心
情
で
あ
る）
17
（

。
野
宮
訪
問
を
決
意
す
る
賢
木
巻
冒

頭
の
用
例
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
御
息
所
が
源
氏
と
の
関
係
に
絶
望

し
き
っ
て
去
っ
て
行
く
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
以
上
、「（
御
息

所
の
こ
と
が
）
気
の
毒
で
あ
る
」「（
源
氏
自
身
が
）
つ
ら
い
」
と
い
ず

れ
に
解
釈
す
る
に
し
て
も
、
御
息
所
を
思
い
や
っ
て
の
心
情
と
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
繰
り
返
し
「
い
と
ほ
し
」
の
語
で
語
ら
れ
て
き
た

執
着
を
、
源
氏
は
こ
こ
で
も
抱
き
続
け
て
い
た
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
野
宮
を
訪
れ
る
過
程
で
生
じ
た
源
氏
の
御
息
所

へ
の
未
練
の
心
情
は
、
御
息
所
と
の
関
係
を
窮
屈
に
思
い
つ
つ
、
生

霊
化
以
後
は
更
に
疎
ま
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
完
全
に
は
捨
て
き
れ

な
か
っ
た
執
着
が
、
別
れ
を
前
に
し
た
再
会
が
近
づ
く
こ
と
で
再
び

生
じ
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
言
え
る
。

加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
葵
巻
か
ら
の
心
情
の
連
続
性
は
、
御
息
所

の
心
情
描
写
に
も
う
か
が
え
る
こ
と
を
述
べ
て
お
く
。
前
稿
に
お
い

て
詳
述
し
た
が）
18
（

、
葵
巻
で
は
、
理
性
で
源
氏
へ
の
愛
情
を
抑
え
よ
う

と
し
つ
つ
も
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
葛
藤
が
御
息
所
固
有
の
心
情

と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
賢
木
巻
で
も
、
当
初
は
「
対
面
し
た
ま
は

ん
こ
と
を
ば
、
今
さ
ら
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
女
君
も
思
す
」（
賢

木
②
八
四
）
と
、
源
氏
と
の
対
面
を
強
く
断
念
し
て
い
た
が
、
そ
の

気
持
は
源
氏
へ
の
愛
情
に
よ
っ
て
た
ち
ま
ち
変
化
し
て
い
く
。
下
向

直
前
に
源
氏
か
ら
の
度
重
な
る
消
息
を
受
け
た
際
に
は
「
い
で
や
と

は
思
し
わ
づ
ら
ひ
な
が
ら
、
い
と
あ
ま
り
埋
れ
い
た
き
を
、
物
越
し

ば
か
り
の
対
面
は
と
、
人
知
れ
ず
待
ち
き
こ
え
た
ま
ひ
け
り
」（
賢
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木
②
八
四
〜
五
）
と
語
ら
れ
、
源
氏
や
周
囲
の
女
房
か
ら
直
接
の
対

面
を
促
さ
れ
た
際
に
は
「
い
さ
や
、
こ
こ
の
人
目
も
見
苦
し
う
、
か

の
思
さ
む
こ
と
も
若
々
し
う
、
出
で
ゐ
ん
が
今
さ
ら
に
つ
つ
ま
し
き

こ
と
、
と
思
す
に
い
と
も
の
う
け
れ
ど
、
情
な
う
も
て
な
さ
む
に
も

た
け
か
ら
ね
ば
、
と
か
く
う
ち
嘆
き
や
す
ら
ひ
て
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま

へ
る
」（
賢
木
②
八
六
〜
七
）
と
語
ら
れ
る
。
こ
の
二
箇
所
に
は
、「
い

で
や
…
」「
い
さ
や
…
」
と
、
対
面
す
る
こ
と
を
一
旦
は
思
い
と
ど

ま
り
な
が
ら
も
、
結
局
対
面
す
る
こ
と
を
自
分
自
身
に
も
許
し
て
し

ま
う
こ
と
に
逆
接
で
つ
な
が
る
と
い
う
、
類
似
し
た
文
構
造
が
見
ら

れ
る
。
前
者
で
は
源
氏
に
逢
う
こ
と
を
待
っ
て
い
た
と
い
う
本
当
の

心
中
が
、
後
者
で
は
源
氏
に
対
し
冷
淡
に
振
る
舞
え
る
だ
け
の
気
丈

さ
が
な
い
と
い
う
人
間
性
が
語
ら
れ
、対
面
を
「
あ
る
ま
じ
き
こ
と
」

と
思
っ
た
当
初
の
決
意
が
容
易
に
揺
る
が
さ
れ
て
い
く
過
程
が
う
か

が
え
る
。
最
終
的
に
は
伊
勢
下
向
の
決
意
も
揺
ら
ぎ
、
直
接
逢
う
こ

と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
執
着
を
深
め
る
と
い
う
、
葵
巻
と
同
じ
状
況

（
葵
②
三
四
）
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。

源
氏
と
御
息
所
い
ず
れ
も
、
野
宮
で
の
対
面
が
近
づ
く
に
つ
れ
て

変
化
し
て
い
く
心
情
は
、
葵
巻
で
の
心
情
描
写
の
語
や
型
が
繰
り
返

さ
れ
る
こ
と
で
必
然
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

三　

榊
の
贈
答
歌

野
宮
を
訪
れ
た
源
氏
は
、簀
子
で
御
息
所
と
御
簾
越
し
に
対
面
し
、

榊
を
差
し
出
し
古
歌
を
踏
ま
え
て
語
り
か
け
る
。
御
息
所
が
そ
れ
に

和
歌
で
応
え
る
こ
と
で
、
両
者
は
贈
答
歌
を
交
わ
す
。

　

月
ご
ろ
の
積
も
り
を
、
つ
き
づ
き
し
う
聞
こ
え
た
ま
は
む
も
ま

ば
ゆ
き
ほ
ど
に
な
り
に
け
れ
ば
、
榊
を
い
さ
さ
か
折
り
て
持
た
ま

へ
り
け
る
を
さ
し
入
れ
て
、「
変
ら
ぬ
色
を
し
る
べ
に
て
こ
そ
、
斎

垣
も
越
え
は
べ
り
に
け
れ
。
さ
も
心
憂
く
」と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

　
　

 

神
垣
は
し
る
し
の
杉
も
な
き
も
の
を
い
か
に
ま
が
へ
て
折
れ

る
榊
ぞ

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

　
　

 

少
女
子
が
あ
た
り
と
思
へ
ば
榊
葉
の
香
を
な
つ
か
し
み
と
め

て
こ
そ
折
れ 

（
賢
木
②
八
七
）

再
会
し
た
両
者
の
最
初
の
会
話
が
、
散
文
の
言
葉
で
な
く
引
歌
や

和
歌
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、「
月
ご
ろ

の
積
も
り
を
、
つ
き
づ
き
し
う
聞
こ
え
た
ま
は
む
も
ま
ば
ゆ
き
ほ
ど

に
な
り
に
け
れ
ば
」
と
い
う
叙
述
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
前
回
の
訪
問
時
に
は
「
心
よ
り
外
な
る
怠
り
な
ど
罪
ゆ
る
さ
れ
ぬ

べ
く
聞
こ
え
つ
づ
け
た
ま
ひ
て
」（
葵
②
三
三
）
と
あ
っ
た
よ
う
に
、

源
氏
は
葵
の
上
の
病
状
や
そ
の
親
た
ち
の
意
向
を
理
由
に
途
絶
え
を
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弁
解
し
て
い
た
が
、
生
霊
化
以
後
の
疎
遠
な
関
係
は
一
年
以
上
に
及

び
、
そ
の
よ
う
な
弁
明
も
し
難
い
ほ
ど
の
時
間
が
過
ぎ
て
い
た
。
ま

た
、
葵
巻
に
お
い
て
度
々
口
実
と
さ
れ
た
正
妻
葵
の
上
は
既
に
死
去

し
、
隔
て
の
直
接
の
要
因
と
な
っ
た
生
霊
化
の
事
件
は
当
然
口
に
で

き
る
話
題
で
も
な
く
、
長
期
間
の
不
訪
の
事
情
は
和
歌
に
よ
っ
て
朧

化
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
の
引
歌
表
現
と
贈
答
歌
に
関
し
て
は
、
両
者
が
心
を
通
わ
す
契

機
と
し
て
、
日
常
の
言
葉
と
は
異
な
る
和
歌
と
い
う
表
現
様
式
が
有

効
で
あ
っ
た
こ
と
が
既
に
多
く
指
摘
さ
れ
る）
19
（

。
し
か
し
、
生
霊
化
以

後
の
隔
た
り
を
抱
え
た
両
者
が
、し
か
も
野
宮
と
い
う
神
域
に
お
い
て
最
初

に
言
葉
を
交
わ
す
に
あ
た
っ
て
の
、和
歌
ゆ
え
に
可
能
な
表
現
上
の
工
夫
に

つ
い
て
は
、歌
の
表
現
に
即
し
て
よ
り
具
体
的
に
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
だ

ろ
う
。本
節
で
は
以
下
、従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
出
典
歌
を
再
確
認
し
つ
つ
、

源
氏
の
引
歌
、御
息
所
の
贈
歌
、源
氏
の
返
歌
の
三
つ
を
順
に
検
討
し
て
い

く
。第

一
に
、
源
氏
の
引
歌
表
現
に
つ
い
て
述
べ
る
。
源
氏
が
御
簾
の

内
に
差
し
出
し
た
榊
は
、斎
宮
に
卜
定
さ
れ
た
際
の
潔
斎
に
用
い
る
、

斎
宮
に
関
わ
り
の
深
い
景
物
で
あ
る
。
常
緑
樹
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

和
歌
で
は
不
変
の
色
と
い
う
性
質
に
基
づ
い
て
、「
と
き
は
」「
色
も

変
ら
ず
」
な
ど
の
表
現
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
変
ら

ぬ
色
を
し
る
べ
に
て
こ
そ
」
と
い
う
源
氏
の
言
葉
も
、
木
々
の
色
を

染
め
る
時
雨
が
降
っ
て
も
色
が
変
わ
ら
な
い
榊
を
詠
ん
だ
「
ち
は
や

ぶ
る
神
垣
山
の
榊
葉
は
時
雨
に
色
も
変
は
ら
ざ
り
け
り
」（
後
撰
集
・

冬
・
四
五
七
・
詠
み
人
知
ら
ず
）
を
踏
ま
え
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

こ
れ
に
続
く
「
斎
垣
も
越
え
は
べ
り
に
け
れ
」
と
い
う
言
葉
は
、
完

了
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、少
な
く
と
も
表
向
き
は
、

斎
宮
潔
斎
の
場
で
あ
る
野
宮
に
訪
れ
た
こ
と
を
指
す
と
読
み
取
れ

る
。
よ
っ
て
源
氏
は
ま
ず
、
榊
の
特
性
で
あ
る
「
変
ら
ぬ
色
」
に
導

か
れ
て
野
宮
を
訪
ね
て
き
た
と
語
っ
た
こ
と
に
な
る
。
来
訪
の
理
由

を
榊
の
和
歌
的
用
法
に
基
づ
き
語
る
こ
と
で
、
長
期
間
に
わ
た
る
不

訪
の
事
情
や
、
下
向
直
前
に
な
っ
て
よ
う
や
く
訪
ね
て
き
た
源
氏
の

愛
情
の
薄
さ
は
不
問
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、「
斎
垣
」
を
「
越
ゆ
」
と
い
う
表
現
は
、
従
来
か
ら
指
摘

さ
れ
る
通
り
、「
ち
は
や
ぶ
る
神
の
斎
垣
も
越
え
ぬ
べ
し
今
は
我
が
身

の
惜
し
け
く
も
な
し
」（
拾
遺
集
・
恋
四
・
九
二
四
・
柿
本
人
麿
）
や
「
ち

は
や
ぶ
る
神
の
斎
垣
も
越
え
ぬ
べ
し
大
宮
人
の
見
ま
く
ほ
し
さ
に
」

（『
伊
勢
物
語
』
七
十
一
段
）
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
『
伊
勢
物
語
』
歌

に
お
い
て
は
、「
斎
垣
」
を
「
越
ゆ
」
と
い
う
表
現
は
、
女
が
斎
宮
に

仕
え
る
身
で
あ
り
な
が
ら
都
か
ら
の
勅
使
と
恋
仲
に
な
る
こ
と
を
意

味
す
る
表
現
で
あ
り
、『
拾
遺
集
』
歌
も
同
様
に
、
身
を
滅
ぼ
し
て
で

も
禁
忌
の
恋
に
入
り
込
ん
で
し
ま
い
そ
う
だ
と
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
源
氏
の
言
葉
は
、
禁
忌
を
犯
し
て
で
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も
逢
い
た
い
と
い
う
御
息
所
へ
の
強
い
恋
心
を
仄
め
か
す
表
現
と
し

て
読
み
取
れ
、
本
来
神
域
に
相
応
し
い
景
物
で
あ
る
榊
と
「
変
ら
ぬ

色
」
と
い
う
表
現
も
、
源
氏
自
身
の
変
わ
ら
ぬ
愛
情
を
訴
え
る
言
葉

と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る）
20
（

。
先
述
し
た
通
り
榊
は
、
常
緑
樹
ゆ

え
の
不
変
の
色
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ほ
と
ん
ど
は
神
楽
歌

や
そ
れ
に
関
わ
る
屏
風
歌
の
用
例
で
あ
り
、
恋
の
意
味
合
い
で
用
い

た
も
の
は
少
な
く
、『
源
氏
物
語
』
以
前
で
は
次
の
一
首
が
見
出
さ
れ

る
の
み
で
あ
る
。
女
に
愛
の
不
変
を
語
る
の
は
男
の
和
歌
表
現
と
し

て
常
套
だ
が
、
そ
の
た
め
に
あ
え
て
恋
と
は
縁
遠
い
榊
を
用
い
た
点

が
源
氏
の
言
葉
の
特
徴
で
あ
る
。

　
　
　

 

同
じ
と
こ
ろ
﹇
小
一
条
殿
﹈
の
少
将
の
お
も
と
、
五
節
の

舞
姫
に
て
帰
り
た
る
に

　

 

神
舞
し
を
と
め
に
い
か
で
榊
葉
の
変
は
ら
ぬ
色
を
し
ら
せ
て
し

か
な 

（
実
方
集
Ⅰ
・
八
四
）

以
上
の
よ
う
に
、次
に
贈
答
歌
を
引
き
出
す
源
氏
の
引
歌
表
現
は
、

あ
く
ま
で
表
面
上
は
、
場
に
相
応
し
い
景
物
で
あ
り
な
お
か
つ
恋
と

は
結
び
付
き
に
く
い
榊
を
利
用
し
た
、
優
雅
な
訪
問
の
挨
拶
と
し
て

機
能
し
て
い
る
が
、「
斎
垣
」
を
「
越
ゆ
」
と
い
う
表
現
か
ら
連
想
さ

れ
る
引
用
歌
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
御
息
所
へ
の
不
変
の
恋
情
を
訴

え
る
恋
歌
の
常
套
表
現
と
し
て
の
意
味
を
帯
び
る
と
い
う
性
格
の
も

の
で
あ
る
。

第
二
に
、
源
氏
の
引
歌
表
現
に
応
じ
る
こ
と
で
導
か
れ
た
御
息
所

の
贈
歌
に
つ
い
て
解
釈
す
る
。
第
二
句
「
し
る
し
の
杉
」
は
周
知
の

通
り
、「
わ
が
庵
は
三
輪
の
山
も
と
恋
し
く
は
と
ぶ
ら
ひ
来
ま
せ
杉
立

て
る
門
」（
古
今
集
・
雑
下
・
九
八
二
・
詠
み
人
し
ら
ず
）
を
踏
ま
え
た

表
現
で
あ
る）
21
（

。
こ
の
本
歌
の
「
杉
立
て
る
門
」
は
、
訪
ね
て
く
る
際

の
目
印
に
な
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
御
息
所
の
歌
で
そ
の

「
し
る
し
の
杉
」
が
無
い
と
詠
む
こ
と
は
、
私
に
は
訪
問
を
願
う
気

持
ち
は
な
く
、
こ
こ
は
訪
ね
て
く
る
べ
き
場
所
で
は
な
い
と
い
う
、

野
宮
の
地
に
踏
み
込
ん
だ
来
訪
者
を
非
難
す
る
意
味
合
い
を
持
つ
。

ま
た
、
源
氏
が
来
訪
の
導
き
と
し
た
と
い
う
榊
を
「
ま
が
へ
て
」
折

っ
た
も
の
と
詠
む
こ
と
も
同
様
に
、
こ
こ
を
訪
ね
て
き
た
の
は
間
違

い
だ
と
す
る
切
り
返
し
と
し
て
機
能
す
る
。

し
か
し
、
源
氏
の
引
歌
表
現
に
恋
の
意
味
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
た

こ
と
と
対
応
さ
せ
て
考
え
れ
ば
、
榊
を
「
ま
が
へ
て
」
折
っ
た
と
詠

ん
だ
表
現
は
、
源
氏
が
訴
え
た
変
わ
ら
ぬ
愛
情
を
疑
う
表
現
と
し
て

機
能
し
、
本
歌
の
「
恋
し
く
は
と
ぶ
ら
ひ
来
ま
せ
」
を
裏
返
し
た
上

句
の
表
現
も
、
恋
し
さ
か
ら
訪
ね
て
き
た
源
氏
を
非
難
す
る
意
味
で

解
釈
で
き
る
。
源
氏
の
最
初
の
言
葉
が
、
恋
を
仄
め
か
す
表
現
で
あ

り
な
が
ら
表
面
上
は
野
宮
と
い
う
場
に
合
っ
た
優
雅
な
挨
拶
と
し
て

も
機
能
し
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
に
応
え
た
御
息
所
の
贈
歌
も
、
直

接
的
に
は
恋
の
言
葉
を
用
い
ず
、
場
に
適
合
し
た
景
物
、
即
ち
野
宮
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に
相
応
し
い
「
神
垣
」「
榊
」
と
三
輪
神
社
に
関
連
す
る
「
し
る
し

の
杉
」
だ
け
を
詠
ん
で
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
源
氏
の

引
歌
に
込
め
ら
れ
た
恋
の
文
脈
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
恋
の
贈
答
歌

に
お
け
る
女
の
切
り
返
し
と
し
て
典
型
的
な
、
男
の
愛
情
の
訴
え
を

疑
い
退
け
る
と
い
う
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
一
首
に
な
っ

て
い
る
。

第
三
に
、
源
氏
の
返
歌
に
つ
い
て
述
べ
る
。「
少
女
子
（
少
女
）」

の
語
は
、
同
時
代
和
歌
の
用
例
で
は
、
天
女
や
五
節
の
舞
姫
を
指
す

も
の
が
多
い
が
、
当
該
歌
と
同
じ
く
榊
と
と
も
に
詠
ま
れ
た
「
少
女

子
が
と
る
神
垣
の
榊
葉
と
や
と
せ
つ
ば
き
は
い
づ
れ
久
し
き
」（
能

因
集
Ⅰ
・
一
七
七
）
の
よ
う
に
、
神
事
に
奉
仕
す
る
女
性
と
い
う
意

味
で
も
用
い
ら
れ
る）
22
（

。
当
該
場
面
で
は
、
斎
宮
も
し
く
は
斎
宮
に
奉

仕
す
る
女
性
た
ち
を
指
し
、「
少
女
子
が
あ
た
り
」
で
野
宮
に
い
る
御

息
所
を
指
す
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。「
榊
葉
の
香
を
な
つ
か
し
み
と

め
て
こ
そ
折
れ
」
は
、
最
初
の
引
用
歌
で
詠
ん
だ
榊
の
「
色
」
に
加

え
て
、
和
歌
で
は
詠
ま
れ
る
こ
と
の
少
な
い
榊
の
「
香
」
に
惹
か
れ

て
来
た
と
詠
む
こ
と
で）
23
（

、
目
印
も
な
い
の
に
訪
れ
て
来
た
の
は
間
違

い
だ
と
詠
ん
だ
贈
歌
に
反
発
し
、
確
か
に
こ
の
場
所
を
目
指
し
て
や

っ
て
き
た
の
だ
と
強
調
す
る
内
容
で
あ
る
。

こ
の
返
歌
も
贈
歌
と
同
様
に
、
野
宮
に
関
連
す
る
言
葉
の
み
を
用

い
て
い
る
が
、
真
意
と
し
て
は
、
私
を
訪
ね
て
き
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
と
源
氏
の
愛
情
を
浅
く
言
い
な
し
た
御
息
所
の
贈
歌
に
対
し
、

「
ま
が
へ
て
」
で
は
な
く
あ
な
た
を
こ
そ
目
指
し
て
訪
ね
て
き
た
の

だ
と
切
り
返
す
意
味
を
持
つ）
24
（

。
結
果
と
し
て
、
愛
情
を
疑
う
女
に
誠

意
を
誓
う
と
い
う
、
恋
歌
に
お
け
る
男
の
返
歌
の
切
り
返
し
と
し
て

典
型
的
な
発
想
で
応
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
当
該
場
面
の
引
歌
表
現
と
贈
答
歌
は
、
表
向
き
は
直
接
的

な
恋
の
表
現
を
用
い
ず
、
野
宮
に
相
応
し
い
景
物
だ
け
を
用
い
た
挨

拶
的
内
容
と
し
て
読
め
る
一
方
で
、
裏
に
は
引
用
歌
に
よ
り
恋
の
意

味
が
仄
め
か
さ
れ
て
お
り
、
掛
け
合
い
の
形
式
と
し
て
も
男
女
の
恋

の
贈
答
歌
と
し
て
典
型
的
な
型
に
則
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
重
性

が
、長
期
間
の
隔
た
り
の
事
情
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
両
者
が
、

野
宮
と
い
う
神
域
に
お
い
て
再
会
し
心
を
通
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な

技
巧
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
贈
答
歌
を
経
る

こ
と
で
、
御
息
所
の
生
霊
化
を
知
っ
て
以
降
冷
め
て
し
ま
っ
て
い
た

源
氏
の
「
あ
は
れ
」
の
心
情
が
再
び
生
じ
た
こ
と
や
、
御
息
所
の
下

向
の
決
意
が
再
び
揺
ら
い
だ
こ
と
な
ど
、
執
着
を
深
め
る
様
子
が
よ

り
直
接
的
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四　

後
朝
の
別
れ
の
贈
答
歌

本
節
で
は
、
源
氏
が
野
宮
を
去
る
明
け
方
に
交
わ
す
二
組
目
の
贈

答
歌
に
つ
い
て
、
一
夜
の
時
間
を
経
て
再
び
心
を
通
わ
せ
た
男
女
の
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共
感
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
、
贈
答
歌
の
表
現
や
掛
け
合

い
の
特
徴
と
、
後
朝
の
別
れ
の
場
面
類
型
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら

考
え
る
。

ま
ず
、前
節
の
贈
答
歌
の
後
の
場
面
で
の
、「
月
も
入
り
ぬ
る
に
や
、

あ
は
れ
な
る
空
を
な
が
め
つ
つ
、
恨
み
き
こ
え
た
ま
ふ
に
、
こ
こ
ら

思
ひ
あ
つ
め
た
ま
へ
る
つ
ら
さ
も
消
え
ぬ
べ
し
」（
賢
木
②
八
八
）
と

い
う
描
写
に
つ
い
て
、
後
に
述
べ
る
後
朝
場
面
の
特
徴
と
い
う
点
で

ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
。
前
の
贈
答
歌
を
交
わ
し
た
「
は
な
や
か

に
さ
し
出
で
た
る
夕
月
夜
」
の
頃
か
ら
長
い
時
間
が
経
過
し
た
こ
と

が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
べ
し
」と
い
う
語
り
手
の
推
量
に
よ
っ
て
、

二
人
の
男
女
が
語
り
手
か
ら
距
離
を
置
い
て
描
か
れ
る
。
更
に
こ
の

後
に
は
、「
思
ほ
し
残
す
こ
と
な
き
御
仲
ら
ひ
に
、
聞
こ
え
か
は
し
た

ま
ふ
こ
と
ど
も
、
ま
ね
び
や
ら
む
方
な
し
」（
賢
木
②
八
九
）
と
い
う

省
筆
の
草
子
地
が
続
き
、
次
の
明
け
方
の
時
間
帯
の
描
写
に
続
く
こ

と
で
、
二
人
の
逢
瀬
の
時
間
が
暗
示
さ
れ
る
。

 　

や
う
や
う
明
け
ゆ
く
空
の
け
し
き
、
こ
と
さ
ら
に
作
り
出
で
た

ら
む
や
う
な
り
。

　
　

 

あ
か
つ
き
の
別
れ
は
い
つ
も
露
け
き
を
こ
は
世
に
知
ら
ぬ
秋

の
空
か
な

 

出
で
が
て
に
、
御
手
を
と
ら
へ
て
や
す
ら
ひ
た
ま
へ
る
、
い
み
じ

う
な
つ
か
し
。
風
い
と
冷
や
か
に
吹
き
て
、
松
虫
の
鳴
き
か
ら
し

た
る
声
も
、
を
り
知
り
顔
な
る
を
、
さ
し
て
思
ふ
こ
と
な
き
だ
に
、

聞
き
過
ぐ
し
が
た
げ
な
る
に
、
ま
し
て
わ
り
な
き
御
心
ま
ど
ひ
ど

も
に
、
な
か
な
か
こ
と
も
ゆ
か
ぬ
に
や
。

　
　

 

お
ほ
か
た
の
秋
の
別
れ
も
か
な
し
き
に
鳴
く
音
な
添
へ
そ
野

辺
の
松
虫

 

悔
し
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
か
ひ
な
け
れ
ば
、
明
け
ゆ
く
空
も
は
し

た
な
う
て
出
で
た
ま
ふ
、
道
の
ほ
ど
い
と
露
け
し
。

 

（
賢
木
②
八
九
〜
九
〇
）

当
該
場
面
の
地
の
文
と
和
歌
の
表
現
に
つ
い
て
順
に
解
釈
し
て
い

き
た
い
。「
こ
と
さ
ら
に
作
り
出
で
た
ら
む
」
は
、
晩
秋
の
野
宮
の

明
け
方
の
情
景
が
、
二
人
に
と
っ
て
半
永
久
的
な
別
れ
と
な
る
後
朝

の
場
面
に
い
か
に
も
相
応
し
い
場
面
設
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

そ
れ
を
描
き
出
し
た
語
り
手
自
身
が
示
し
た
表
現
で
あ
る
。「
ま
ね

び
や
ら
む
方
な
し
」「
な
か
な
か
こ
と
も
ゆ
か
ぬ
に
や
」
な
ど
、
い

ず
れ
か
の
人
物
の
側
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
語
り
手
に
よ
っ
て
外
側

か
ら
作
中
場
面
を
捉
え
る
視
点
が
と
り
わ
け
多
い
の
が
当
該
場
面
の

特
徴
と
言
え
る
。

贈
歌
の
表
現
に
つ
い
て
確
認
す
る
。「
あ
か
つ
き
の
別
れ
」
に
は
、

「
あ
か
つ
き
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
白
露
の
お
き
て
わ
び
し
き
別
れ
せ

ま
し
や
」（
後
撰
集
・
恋
四
・
八
六
二
・
貫
之
）
の
一
首
が
『
花
鳥
余
情
』

な
ど
で
引
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
が
、
特
定
の
一
首
を
挙
げ
る
ま
で
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も
な
く
、
逢
瀬
の
後
の
明
け
方
に
お
け
る
男
女
の
別
れ
は
恋
歌
に
お

い
て
度
々
主
題
と
さ
れ
て
き
た
題
材
で
あ
っ
た
。「
い
つ
も
露
け
き
」

は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
後
朝
の
別
れ
は
い
つ
も
悲
し
く
涙
に
濡
れ
る

も
の
だ
と
一
般
的
に
述
べ
た
表
現
で
あ
る
。
下
句
は
、
そ
の
よ
う
な

普
段
の
後
朝
の
別
れ
と
対
比
さ
せ
て
、
今
朝
は
そ
れ
に
加
え
て
御
息

所
の
伊
勢
下
向
を
前
に
し
た
遠
い
別
れ
で
あ
る
か
ら
、
経
験
し
た
こ

と
が
な
い
ほ
ど
悲
し
い
と
詠
ん
だ
内
容
で
あ
る
。

贈
歌
の
後
は
二
人
の
心
情
が
詳
し
く
描
か
れ
る
こ
と
は
無
く
、「
な

か
な
か
こ
と
も
ゆ
か
ぬ
に
や
」
と
い
う
語
り
手
の
批
評
に
移
っ
て
い

く
。「
大
し
た
物
思
い
の
な
い
人
で
あ
っ
て
も
聞
き
過
ご
せ
な
い
よ

う
な
情
景
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
（
物
思
い
の
限
り
を
尽
く
し
た
二
人

に
は
歌
に
詠
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
情
景
で
あ
る
が
、）
二
人
の
あ

ま
り
の
心
の
乱
れ
で
は
、
か
え
っ
て
す
ぐ
れ
た
歌
も
詠
め
な
い
の
だ

ろ
う
か
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
作
者
に
優
れ
た
歌
が
詠
め
な
い
こ

と
の
「
読
者
へ
の
弁
解）
25
（

」
と
す
る
解
釈
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
贈
歌

・
返
歌
の
内
容
と
同
じ
く
、野
宮
の
情
趣
の
中
に
収
ま
り
き
ら
な
い
、

源
氏
と
御
息
所
の
特
別
な
悲
し
み
を
強
調
し
た
表
現
と
見
る）
26
（

。

次
に
、
返
歌
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
る
。
贈
歌
と
の
直
接
的
な
語

句
の
共
有
は
少
な
い
が
、
上
句
で
一
般
的
な
悲
し
み
を
述
べ
、
下
句

で
そ
れ
に
更
に
悲
し
み
を
加
え
る
特
殊
な
状
況
を
詠
ん
で
い
る
と
い

う
点
で
、
一
首
の
構
造
は
贈
歌
と
緊
密
に
対
応
す
る）
27
（

。「
お
ほ
か
た

の
秋
の
別
れ
」は
、秋
と
い
う
季
節
と
の
別
れ
と
す
る
解
釈
も
あ
る
が
、秋

に
お
け
る
人
と
の
離
別
と
い
う
意
味
に
取
る
。当
該
場
面
は
ま
だ「
九
月
七

日
」で
あ
っ
た
の
に
加
え
て
、「
時
し
も
あ
れ
秋
し
も
人
の
別
る
れ
ば
い
と
ど

袂
ぞ
露
け
か
り
け
る
」（
拾
遺
集
・
別
・
三
〇
八
・
詠
み
人
し
ら
ず
）な
ど
、

秋
に
お
け
る
離
別
は
他
の
季
節
以
上
に
格
別
に
悲
し
い
と
す
る
発
想

が
一
般
的
に
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
贈
答
歌
は
、
前
の
榊
の
贈
答
歌
が
野
宮
に
関
連
す
る
表
現

の
み
を
用
い
つ
つ
恋
の
内
容
を
詠
み
込
ん
だ
掛
け
合
い
に
な
っ
て
い

た
の
に
対
し
、「
あ
か
つ
き
の
別
れ
」
と
い
う
男
女
の
後
朝
の
場
に
相

応
し
い
表
現
を
用
い
て
、
別
れ
の
悲
し
み
を
率
直
に
詠
ん
だ
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
更
に
、
御
息
所
の
返
歌
は
贈
歌
に
対
す
る
応
答
・
反

発
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
贈
歌
・
返
歌
そ
れ
ぞ
れ
が
同
じ
構
図
で
悲

し
み
を
述
べ
合
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る）
28
（

。
恋
仲

の
男
女
の
別
れ
の
贈
答
歌
に
お
い
て
、
相
手
に
対
す
る
応
答
や
反
発

と
は
異
な
る
形
式
で
返
歌
を
す
る
贈
答
歌
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な

例
が
あ
る
。

⒜ 

〈
源
氏
〉
生
け
る
世
の
別
れ
を
知
ら
で
契
り
つ
つ
命
を
人
に
か
ぎ

り
け
る
か
な

　

  
〈
紫
の
上
〉
惜
し
か
ら
ぬ
命
に
か
へ
て
目
の
前
の
別
れ
を
し
ば
し

と
ど
め
て
し
か
な 

（
須
磨
②
一
八
六
）

⒝ 

〈
匂
宮
〉
世
に
知
ら
ず
ま
ど
ふ
べ
き
か
な
さ
き
に
立
つ
涙
も
道
を
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か
き
く
ら
し
つ
つ

　

  

〈
浮
舟
〉
涙
を
も
ほ
ど
な
き
袖
に
せ
き
か
ね
て
い
か
に
別
れ
を
と

ど
む
べ
き
身
ぞ 

（
浮
舟
⑥
一
三
六
）

⒜
は
源
氏
が
須
磨
へ
出
立
す
る
直
前
に
最
後
に
紫
の
上
と
交
わ
さ

れ
る
贈
答
歌
、
⒝
は
匂
宮
が
宇
治
の
浮
舟
に
忍
び
入
っ
た
後
に
二
晩

の
逗
留
を
経
て
去
る
時
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、

相
手
の
主
張
を
切
り
返
す
と
い
う
男
女
の
贈
答
歌
に
一
般
的
な
言
葉

の
駆
け
引
き
で
は
な
く
、
目
前
の
別
れ
の
悲
し
み
を
各
々
が
類
似
し

た
表
現
で
詠
む
こ
と
で
、
悲
し
み
を
共
有
し
合
う
と
い
う
こ
と
に
主

眼
が
あ
る
。
こ
の
贈
答
歌
に
よ
っ
て
、
⒜
で
は
、
源
氏
以
外
に
頼
む

者
の
な
い
紫
の
上
と
の
、
他
の
女
君
た
ち
に
ま
さ
る
特
別
な
愛
情
関

係
が
示
さ
れ
て
お
り
、
⒝
で
は
、
突
然
の
逢
瀬
に
も
関
わ
ら
ず
浮
舟

の
心
が
動
き
、二
人
が
愛
情
を
抱
き
合
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

源
氏
と
御
息
所
の
場
面
に
お
い
て
も
、
遠
い
別
れ
を
前
に
し
て
再
び

愛
情
を
抱
き
合
っ
た
こ
と
が
、
贈
答
歌
の
形
式
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
前
節
の
贈
答
歌
と
は
異
な
る
、
両
者
の
共
感
を
象
徴
す
る

よ
う
な
形
式
の
贈
答
歌
を
描
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
背
景
と

し
て
、
後
朝
の
別
れ
の
場
面
と
し
て
の
類
型
性
と
い
う
点
か
ら
考
え

る）
29
（

。『
源
氏
物
語
』
の
後
朝
歌
全
般
の
特
徴
と
場
面
ご
と
の
独
自
性

に
つ
い
て
は
別
稿
で
改
め
て
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る
が）
30
（

、
本
稿
で
は

後
朝
場
面
全
体
に
通
じ
る
特
徴
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
上
で
、当
該
場
面

の
そ
れ
と
の
共
通
性
・
異
質
性
を
述
べ
る
。

『
源
氏
物
語
』中
の
、後
朝
の
別
れ
の
贈
答
歌
が
詠
ま
れ
る
場
面
は
、

片
方
の
み
し
か
詠
ま
れ
な
い
例
、
実
事
が
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

例
な
ど
異
色
な
も
の
も
含
め
る
と
、
全
部
で
十
七
例
に
及
ぶ）
31
（

。
一
例

と
し
て
、
作
中
で
最
初
の
後
朝
場
面
で
あ
る
、
帚
木
巻
の
空
蝉
と
の

場
面
を
次
に
挙
げ
る
。

 

…
⒜
お
ろ
か
な
ら
ず
契
り
慰
め
た
ま
ふ
こ
と
多
か
る
べ
し
。
⒝
鶏

も
鳴
き
ぬ
。
⒞
人
々
起
き
出
で
て
、「
い
と
い
ぎ
た
な
か
り
け
る
夜

か
な
」、「
御
車
引
き
出
で
よ
」
な
ど
言
ふ
な
り
。
守
も
出
で
来
て
、

女
な
ど
の
、「
御
方
違
へ
こ
そ
。夜
深
く
急
が
せ
た
ま
ふ
べ
き
か
は
」

な
ど
言
ふ
も
あ
り
。
君
は
、
…
御
文
な
ど
も
通
は
む
こ
と
の
、
い

と
わ
り
な
き
を
思
す
に
、
い
と
胸
い
た
し
。
⒟
奥
の
中
将
も
出
で

て
、
い
と
苦
し
が
れ
ば
、
⒠
ゆ
る
し
た
ま
ひ
て
も
、
ま
た
引
き
と

ど
め
た
ま
ひ
つ
つ
、「
い
か
で
か
聞
こ
ゆ
べ
き
。
世
に
知
ら
ぬ
御
心

の
つ
ら
さ
も
あ
は
れ
も
浅
か
ら
ぬ
夜
の
思
ひ
出
は
、
さ
ま
ざ
ま
め

づ
ら
か
な
る
べ
き
例
か
な
」
と
て
、
⒠
う
ち
泣
き
た
ま
ふ
気
色
い

と
な
ま
め
き
た
り
。
⒝
鶏
も
し
ば
し
ば
鳴
く
に
、
心
あ
わ
た
た
し

く
て
、

　
　

 
つ
れ
な
き
を
恨
み
も
は
て
ぬ
し
の
の
め
に
と
り
あ
へ
ぬ
ま
で

お
ど
ろ
か
す
ら
む
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女
、
身
の
あ
り
さ
ま
を
思
ふ
に
、
い
と
つ
き
な
く
ま
ば
ゆ
き
心
地

し
て
…
伊
予
の
方
の
み
思
ひ
や
ら
れ
て
、
夢
に
や
見
ゆ
ら
む
と
そ

ら
恐
ろ
し
く
つ
つ
ま
し
。

　
　

 

身
の
う
さ
を
嘆
く
に
あ
か
で
明
く
る
夜
は
と
り
か
さ
ね
て
ぞ

音
も
な
か
れ
け
る

 

⒝
こ
と
と
明
く
な
れ
ば
、
⒡
障
子
口
ま
で
送
り
た
ま
ふ
。
⒞
内
も
外

も
人
騒
が
し
け
れ
ば
、
引
き
立
て
て
別
れ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
心
細
く
、

隔
つ
る
関
と
見
え
た
り
。 

（
帚
木
①
一
〇
二
〜
四
）

こ
の
場
面
の
う
ち
、
作
中
の
他
の
後
朝
場
面
に
も
共
通
す
る
典
型

的
な
描
写
に
傍
線
を
付
し
た）
32
（

。
⒝
「
鶏
が
鳴
く
」「
明
く
な
る
」
な

ど
夜
明
け
を
告
げ
る
表
現
に
よ
っ
て
一
晩
の
時
間
経
過
が
暗
示
さ

れ
、
贈
答
場
面
に
移
る
の
が
基
本
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
⒜
語
り
手

に
よ
る
「
…
べ
し
」
な
ど
の
推
量
、
省
筆
表
現
が
伴
わ
れ
る
こ
と
も

あ
る）
33
（

。
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
内
面
描
写
に
加
え
て
、
⒞
部
屋
の
中
の
男

女
に
聞
こ
え
る
外
の
声
や
物
音
、
⒟
男
へ
の
女
房
や
従
者
の
催
促
、

⒠
去
る
の
を
た
め
ら
う
男
の
未
練
の
心
情
や
そ
れ
を
示
す
行
為
、
⒡

男
が
女
を
寝
所
に
送
る
、
な
ど
が
後
朝
場
面
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
る

特
徴
的
な
描
写
で
あ
る
。

賢
木
巻
の
当
該
場
面
で
は
、
後
朝
場
面
の
定
型
通
り
、「
…
消
え
ぬ

べ
し
」「
ま
ね
び
や
ら
む
方
な
し
」
な
ど
の
⒜
に
あ
た
る
表
現
、「
明

け
ゆ
く
空
」と
い
う
⒝
に
あ
た
る
描
写
が
ま
ず
見
ら
れ
る
。更
に
、「
出

で
が
て
に
、
御
手
を
と
ら
へ
て
や
す
ら
ひ
た
ま
へ
る
」
と
い
う
、
⒠

に
あ
た
る
源
氏
の
未
練
の
振
る
舞
い
も
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、「
出

で
が
て
」「
や
す
ら
ふ
」
と
い
う
表
現
は
、
⑻
「
わ
り
な
く
出
で
が

て
に
思
し
や
す
ら
ひ
た
り
」、
⒀
「
出
で
が
て
に
、
た
ち
返
り
つ
つ

や
す
ら
ひ
た
ま
ふ
」
と
も
共
通
す
る
表
現
で
あ
る）
34
（

。
こ
の
よ
う
に
後

朝
の
場
面
類
型
に
則
る
こ
と
で
、生
霊
化
を
は
じ
め
と
す
る
事
情
を
抱
え
た

男
女
と
い
う
現
実
を
離
れ
、目
前
に
迫
っ
た
別
れ
を
悲
し
む
男
女
と
し
て
向

か
い
合
う
姿
だ
け
が
印
象
付
け
ら
れ
る
。

一
方
で
、
他
の
後
朝
場
面
と
異
な
る
性
格
も
見
ら
れ
る
。
⒞
や
⒟

は
、
人
目
を
憚
る
逢
瀬
の
場
面
に
お
い
て
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
類
型

表
現
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
周
囲
の
様
子
は
賢
木
巻
の
当
該
場
面
に

は
一
切
描
か
れ
て
い
な
い
。
恋
の
訪
問
に
は
憚
ら
れ
る
「
わ
づ
ら
は

し
」（
賢
木
②
八
五
・
八
八
）
と
い
う
場
で
あ
る
こ
と
が
度
々
述
べ
ら

れ
な
が
ら
、
二
人
以
外
の
視
点
は
あ
え
て
除
外
さ
れ
、
最
後
の
心
の

通
い
合
い
が
他
の
後
朝
場
面
以
上
に
強
調
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。以

上
の
よ
う
に
、
野
宮
で
交
わ
さ
れ
る
第
二
の
贈
答
場
面
で
は
、

通
常
の
別
れ
と
対
比
的
に
二
人
の
別
れ
の
特
別
な
悲
し
み
を
詠
む
と

い
う
点
で
対
応
す
る
贈
答
歌
の
形
式
と
、
他
の
後
朝
場
面
と
の
共
通

性
と
差
異
に
よ
っ
て
、
再
会
か
ら
一
夜
の
時
間
を
経
た
二
人
の
愛
情

が
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
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五　

結

同
じ
作
中
人
物
間
で
の
贈
答
歌
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
特
徴
は
一
様

で
は
な
く
、
各
場
面
で
の
状
況
や
関
係
性
に
よ
っ
て
異
な
る
役
割
が

付
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
再
会
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
源
氏

と
御
息
所
が
執
着
を
深
め
合
う
背
景
に
は
、
葵
巻
に
お
い
て
描
か
れ

て
い
た
互
い
に
捨
て
き
れ
な
い
執
着
心
が
あ
り
、「
い
と
ほ
し
」
な
ど

心
情
描
写
の
語
や
型
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
野
宮
の
物
語
に
必
然

性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。榊
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
は
、

表
向
き
は
恋
の
言
葉
を
排
し
て
場
に
相
応
し
い
挨
拶
的
贈
答
を
装
い

な
が
ら
、
引
用
歌
と
掛
け
合
い
の
形
式
に
よ
っ
て
典
型
的
な
恋
の
贈

答
歌
の
内
容
が
読
み
取
れ
る
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
長
い
途
絶
え
を

置
い
た
両
者
が
神
域
で
交
わ
す
の
に
相
応
し
い
表
現
上
の
工
夫
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
後
朝
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
男
女
の

贈
答
歌
と
異
な
り
、
別
れ
の
悲
し
み
を
類
似
し
た
表
現
で
そ
れ
ぞ
れ

が
詠
み
合
う
と
い
う
両
者
の
共
感
を
示
す
た
め
の
型
が
用
い
ら
れ
て

お
り
、
後
朝
場
面
の
類
型
に
則
っ
た
場
面
構
成
も
そ
の
共
感
を
象
徴

す
る
方
法
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。

※ 

『
源
氏
物
語
』『
伊
勢
物
語
』
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
』、
古
注
釈
の
引
用
は
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』、
和
歌
の
引
用

は
、
私
家
集
は
『
新
編
私
家
集
大
成
』、
そ
の
他
は
『
新
編
国
歌

大
観
』
に
よ
っ
た
が
、
適
宜
表
記
を
改
め
た
。

【
注
】

（
１
）
室
伏
信
助
「
源
氏
物
語
の
構
造
と
表
現
―
「
賢
木
」
巻
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
王
朝
物
語
史
の
研
究
』
角
川
書
店
、
一
九
九
五
・
六
、
初
出
一
九

六
九
・
六
）、野
村
精
一「
野
宮
の
わ
か
れ
」（『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』

三
、
一
九
八
一
・
二
）、
東
原
伸
明
「「
野
宮
」
の
別
れ
の
〈
語
り
〉

の
遠
近
法
―
「
賢
木
」
巻
始
発
部
の
言
説
分
析
」（
紫
式
部
学
会
編
『
古

代
文
学
論
叢
』
一
八
、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
九
・
一
一
）

（
２
）高
橋
文
二「
風
景
論
㈢ 「
風
景
」と
歌
物
語
的
世
界
―
『
源
氏
物
語
』「
賢

木
」
巻
考
」（『
風
景
と
共
感
覚
』
春
秋
社
、
一
九
八
五
・
九
、
初
出

一
九
八
五
・
二
）

（
３
）
鈴
木
日
出
男
「
愛
憐
の
歌
―
六
条
御
息
所
と
光
源
氏
（
二
）」（『
源
氏

物
語
虚
構
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
・
二
、
初
出
二
〇
〇

〇
・
三
）

（
４
）
新
間
一
美
「
新
楽
府
「
陵
園
妾
」
と
源
氏
物
語
―
松
風
の
吹
く
風
景
―
」

（『
源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
・
二
、
初

出
一
九
九
八
・
一
一
）

（
５
）
土
方
洋
一
「『
源
氏
物
語
』
と
歌
こ
と
ば
の
記
憶
」（『
国
語
と
国
文
学
』

八
五
―
三
、
二
〇
〇
八
・
三
）
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（
６
）
小
嶋
菜
温
子
「
六
条
御
息
所
と
朝
顔
―
葵
・
賢
木
・
朝
顔
巻
」（『
源

氏
物
語
批
評
』
有
精
堂
、
一
九
九
五
・
七
、
初
出
一
九
九
〇
・
五
）、

奥
村
英
司
「
六
条
御
息
所
―
悩
め
る
神
」（『
物
語
の
古
代
学
―
内
在

す
る
文
学
史
―
』
風
間
書
房
、二
〇
〇
四
・
九
、 

初
出
一
九
九
八
・
三
）

（
７
）
阿
部
好
臣
「
源
氏
物
語
の
和
歌
―
六
条
御
息
所
を
中
心
に
」（『
解
釈

と
鑑
賞
』
六
五
―
一
二
、
二
〇
〇
〇
・
一
二
）

（
８
）「
外
部
の
理
由
で
、大
将
の
心
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
」「
儀
礼
的
に
、

責
任
の
が
れ
に
出
か
け
る
」（
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
二
』
角
川

書
店
、
一
九
六
五
・
一
）
な
ど
と
説
明
さ
れ
る
。

（
９
）「
思
ひ
お
こ
す
」
の
語
は
、
葵
巻
で
病
床
に
伏
し
た
御
息
所
を
訪
問
す

る
際
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
（
葵
②
三
三
）。「
す
す
ま
ぬ
気
持
を
奮

い
立
た
せ
る
」（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
三
三
頁
頭
注
）
な
ど

の
解
釈
も
散
見
さ
れ
る
が
、
源
氏
が
朧
月
夜
と
の
再
会
を
決
意
す
る

時
（
若
菜
上
④
七
九
）、
紫
の
上
が
生
き
る
た
め
の
療
養
を
決
意
す
る

時
（
若
菜
下
④
二
四
三
）
に
用
い
ら
れ
た
例
な
ど
も
あ
り
、
意
に
反

す
る
こ
と
を
行
う
と
い
う
意
味
で
は
必
ず
し
も
な
い
。

（
10
）
室
伏
信
助
注
１
論
文

（
11
）
高
橋
文
二
注
２
論
文

（
12
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
四
〇
頁
頭
注

（
13
）
増
田
繁
夫
「
葵
巻
の
六
条
御
息
所
」（『
人
物
造
型
か
ら
み
た
源
氏
物
語
』

至
文
堂
、
一
九
九
八
・
五
）
は
、
源
氏
が
生
霊
化
事
件
以
後
に
も
御

息
所
に
配
慮
し
て
お
り
、
生
霊
現
象
と
現
身
の
御
息
所
を
同
一
視
し

て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
14
）
鈴
木
日
出
男
注
３
論
文

（
15
）
①
中
川
正
美
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
い
と
ほ
し
」
と
「
心
苦
し
」」（『
平

安
文
学
の
言
語
表
現
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
・
三
、
初
出
一
九
八

〇
・
五
）、
池
田
節
子
「
平
安
文
学
の
言
葉
」（『
源
氏
物
語
表
現
論
』

風
間
書
房
、
二
〇
〇
〇
・
一
二
）
な
ど
、
②
陣
野
英
則
の
「
平
安
前

期
か
ら
『
源
氏
物
語
』
ま
で
の
「
い
と
ほ
し
」
―
困
惑
・
つ
ら
さ
を

あ
ら
わ
す
語
と
し
て
の
一
貫
性
」（
森
一
郎
・
岩
佐
美
代
子
・
坂
本
共

展
編
『
源
氏
物
語
の
展
望
』
一
〇
、
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
一
・
九
）

な
ど
一
連
の
論
、③
濱
橋
顕
一
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
い
と
ほ
し
」

の
語
に
つ
い
て
」（『
解
釈
』
六
六
五
、
二
〇
一
二
・
四
）。「
語
義
の

す
べ
て
を
棄
捨
す
る
こ
と
な
く
包
摂
し
味
解
す
べ
き
」（
秋
山
虔
「
源

氏
物
語
の
現
代
語
訳
―
そ
の
限
界
を
ど
う
考
え
る
か
」『
源
氏
物
語
の

論
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
・
八
、
初
出
二
〇
〇
三
・
六
）
と
い
う

見
解
も
あ
る
。
六
条
御
息
所
に
こ
の
語
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
は
中
川

氏
・
陣
野
氏
に
も
指
摘
が
あ
り
、
陣
野
氏
は
葵
・
賢
木
巻
の
全
用
例

を
分
析
し
全
て
自
身
の
困
惑
の
意
味
で
解
釈
で
き
る
と
述
べ
る
。

（
16
）
生
霊
化
以
後
は
、
前
掲
の
弔
問
場
面
に
加
え
て
、「
人
の
御
た
め
い
と

ほ
し
う
よ
ろ
づ
に
思
し
て
…
」（
葵
②
四
二
）「
か
の
御
息
所
は
い
と

い
と
ほ
し
け
れ
ど
…
」（
葵
②
七
六
）
の
二
場
面
で
用
い
ら
れ
る
。
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（
17
）
但
し
⑴
は
「
わ
が
た
め
も
」
か
ら
も
連
続
し
て
お
り
、
濱
橋
顕
一
注

15
論
文
で
述
べ
ら
れ
る
通
り
「
両
義
性
を
も
つ
」
例
と
言
え
る
。

（
18
）
拙
稿
「
六
条
御
息
所
「
袖
ぬ
る
る
」
と
光
源
氏
「
浅
み
に
や
」
の
贈

答
歌
―『
源
氏
物
語
』の
贈
答
歌
と
人
物
描
写
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
和
歌
文
学
研
究
』
一
一
五
、
二
〇
一
七
・
一
二
）

（
19
）「
す
き
の
言
葉
の
自
律
的
な
展
開
」（
小
町
谷
照
彦
「
光
源
氏
の
「
す
き
」

と
「
う
た
」」『
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
四
・
八
、
初
出
一
九
七
一
〜
二
）、
あ
る
い
は
「
経
験
的
現
実

の
中
で
の
経
緯
を
完
全
に
遮
断
す
る
和
歌
の
言
葉
の
世
界
」
へ
の
「
転

位
」（
秋
山
虔
「
源
氏
物
語
の
和
歌
を
め
ぐ
っ
て
」『
王
朝
の
文
学
空
間
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
・
三
、
初
出
一
九
八
八
）
に
よ
っ
て
、

両
者
が
心
を
通
い
合
わ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
な
ど
と
説
明
さ
れ

る
。

（
20
）「
わ
が
心
の
変
は
ら
ざ
る
さ
ま
を
榊
の
色
に
よ
せ
て
詠
め
り
」
と
す
る

『
細
流
抄
』
以
来
の
解
釈
。

（
21
）
こ
の
『
古
今
集
』
歌
が
引
用
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
神
の
「
斎
垣
」

か
ら
神
社
の
門
へ
の
連
想
が
及
び
、「
し
る
べ
」
を
「
し
る
し
」
と
言

い
換
え
て
用
い
た
と
す
る
解
釈
の
他
、
御
息
所
が
三
輪
の
神
に
擬
せ

ら
れ
る
効
果
を
指
摘
す
る
奥
村
英
司
注
６
論
文
、『
伊
勢
物
語
』
七
十

一
段
の
返
歌
か
ら
の
連
想
を
指
摘
す
る
高
木
和
子
「
作
中
和
歌
は
誰

の
も
の
か
―
花
散
里
・
朝
顔
・
六
条
御
息
所
の
場
合
」（『
源
氏
物
語

再
考
―
長
編
化
の
方
法
と
物
語
の
深
化
』
岩
波
書
店
、二
〇
一
七
・
七
、

初
出
二
〇
〇
九
・
五
）
が
あ
る
。

（
22
）
直
接
の
引
用
歌
と
は
考
え
難
い
が
、「
少
女
子
が
袖
ふ
る
山
の
瑞
垣
の

久
し
き
世
よ
り
思
ひ
そ
め
て
き
」（
拾
遺
集
・
雑
恋
・
一
二
一
〇
・
柿

本
人
麿
）
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
注
釈
書
も
あ
る
。

（
23
）
榊
の
「
香
」
を
詠
ん
だ
歌
は
、
引
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
「
榊
葉
の

香
を
か
ぐ
は
し
み
と
め
く
れ
ば
八
十
氏
人
ぞ
ま
と
ゐ
せ
り
け
る
」（
拾

遺
集
・
神
楽
歌
・
五
七
七
）
の
他
、「
置
く
霜
に
色
も
変
は
ら
ぬ
榊
葉

に
香
を
や
は
人
の
と
め
て
来
つ
ら
ん
（
貫
之
集
Ⅰ
・
一
九
）、「
榊
葉
の

香
を
と
め
く
れ
ば
ち
は
や
ぶ
る
神
の
斎
垣
に
さ
し
て
来
に
け
り
」（
清

正
集
・
四
五
）
が
あ
る
。

（
24
）「
御
息
所
の
お
は
す
る
を
よ
く
し
り
て
こ
そ
、
榊
の
香
を
も
な
つ
か
し

く
て
、
と
め
て
は
参
り
た
れ
と
也
」
と
い
う
『
岷
江
入
楚
』
の
解
釈

が
妥
当
で
あ
る
。

（
25
）『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
一
三
三
頁
頭
注

（
26
）『
河
海
抄
』
は
こ
の
箇
所
を
御
息
所
が
歌
を
詠
め
な
い
理
由
と
解
釈
し
、

二
首
目
を
源
氏
詠
と
す
る
。
一
方
『
花
鳥
余
情
』
は
「
ま
し
て
わ
り

な
き
御
心
ど
も
に
は
い
か
な
る
秀
逸
も
い
で
き
ぬ
べ
き
事
な
れ
ど
、

思
ふ
や
う
な
ら
ぬ
御
口
つ
き
を
中
〳
〵
こ
と
も
ゆ
か
ぬ
と
は
書
け
る
」

と
解
釈
し
、
二
首
目
は
「
あ
か
つ
き
の
別
れ
」
に
「
秋
の
別
れ
」
を

対
置
し
た
御
息
所
の
返
歌
と
読
み
、
主
に
こ
の
解
釈
が
受
け
継
が
れ
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高
木
和
子
「
場
面
形
象
の
模
索
―
型
か
ら
の
逸
脱
と
語
り
の
方
法
」

（『
源
氏
物
語
再
考
―
長
編
化
の
方
法
と
物
語
の
深
化
』
岩
波
書
店
、

る
。

（
27
）「
お
ほ
か
た
の
秋
」
の
悲
し
み
に
加
え
て
更
に
物
思
い
を
「
添
ふ
」
要

因
が
あ
る
と
い
う
構
文
は
次
の
『
後
撰
集
』
歌
と
共
通
す
る
。
贈
歌

と
も
共
通
表
現
が
あ
り
、
関
連
す
る
一
首
と
し
て
指
摘
し
て
お
く
。

　
　

 　
　

 

あ
ひ
知
り
て
侍
り
け
る
男
の
久
し
う
と
は
ず
侍
り
け
れ
ば
、
長

月
ば
か
り
に
つ
か
は
し
け
る

　
　

 

お
ほ
か
た
の
秋
の
空
だ
に
わ
び
し
き
に
物
思
ひ
添
ふ
る
君
に
も
あ
る

か
な 

（
秋
下
・
四
二
三
・
右
近
）

（
28
）
高
田
祐
彦
「「
心
ま
ど
ひ
」
の
歌
」（『
武
蔵
野
文
学
』
六
〇
、
二
〇
一

二
・
一
二
）
は
、
当
該
場
面
の
贈
答
歌
の
「
等
質
性
」
を
指
摘
し
、「
御

心
ま
ど
ひ
ど
も
」
と
い
う
表
現
と
の
関
連
で
論
じ
る
。

（
29
）
鈴
木
日
出
男
注
３
論
文
は
、
当
該
場
面
が
「
後
朝
の
別
れ
の
類
型
を

ふ
ま
え
た
場
面
構
成
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

そ
の
「
類
型
」
と
は
何
か
、
詳
し
く
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
30
）
現
実
に
お
け
る
後
朝
歌
に
つ
い
て
は
藤
岡
忠
美
「「
後
朝
歌
」
攷
」（『
平

安
朝
和
歌 

読
解
と
試
論
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
三
・
六
、
初
出
二
〇

〇
三
・
二
）、『
源
氏
物
語
』
の
後
朝
歌
に
関
し
て
は
後
藤
祥
子
「
源
氏

物
語
の
後
朝
の
唱
和
」（『
リ
ポ
ー
ト
笠
間
』三
〇
、一
九
八
九
・
一
一
）、

長
谷
川
範
彰
「
源
氏
物
語
と
「
後
朝
の
別
れ
の
歌
」
序
説
」（
小
嶋
菜

温
子
・
渡
部
泰
明
編
『
源
氏
物
語
と
和
歌
』
青
簡
舎
、
二
〇
〇
八
・

一
二
）
な
ど
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
藤
岡
氏
の
言

う
「
別
れ
に
際
し
て
の
名
残
の
情
を
交
わ
す
歌
」
に
つ
い
て
の
み
問

題
と
す
る
。

（
31
）
⑴
源
氏
―
空
蝉
（
帚
木
①
一
〇
二
〜
四
）、
⑵
源
氏
―
藤
壺
（
若
紫
①

二
三
一
〜
二
）、
⑶
源
氏
―
末
摘
花
（
末
摘
花
①
二
九
一
〜
四
）、
⑷

朧
月
夜
―
源
氏
（
花
宴
①
三
五
七
〜
八
）、
⑸
朧
月
夜
―
源
氏
（
賢
木

②
一
〇
五
〜
六
）、
⑹
源
氏
―
藤
壺
（
賢
木
②
一
一
一
〜
二
）、
⑺
花

散
里
―
源
氏
（
須
磨
②
一
七
五
）、
⑻
源
氏
―
朧
月
夜
（
若
菜
上
④
八

二
〜
四
）、
⑼
柏
木
―
女
三
宮
（
若
菜
下
④
二
二
七
〜
九
）、
⑽
夕
霧

―
落
葉
宮
（
夕
霧
④
四
一
一
〜
二
）、
⑾
薫
―
大
君
（
総
角
⑤
二
三
八

〜
九
）、
⑿
薫
―
大
君
（
総
角
⑤
二
六
七
〜
八
）、
⒀
匂
宮
―
中
君
（
総

角
⑤
二
八
二
〜
四
）、
⒁
按
察
の
君
―
薫
（
宿
木
⑤
四
一
八
〜
九
）、

⒂
匂
宮
―
浮
舟
（
浮
舟
⑥
一
三
五
〜
六
）、
⒃
薫
―
浮
舟
（
浮
舟
⑥
一

四
五
〜
六
）。
以
下
、
本
文
を
引
用
す
る
際
は
⑴
〜
⒃
の
記
号
を
用
い

る
。

（
32
）
後
朝
場
面
で
の
男
女
の
振
舞
を
整
理
し
た
倉
田
実
「
男
と
女
の
後
朝

の
儀
式
」（『
王
朝
の
恋
と
別
れ
―
言
葉
と
物
の
情
愛
表
現
』
森
話
社
、

二
〇
一
四
・
一
一
、
初
出
二
〇
一
四
・
三
）
を
一
部
参
照
し
た
。

（
33
）
他
に
は
、
⑷
「
酔
ひ
心
地
や
例
な
ら
ざ
り
け
ん
」「
女
も
若
う
た
を
や

ぎ
て
、
強
き
心
も
知
ら
ぬ
な
る
べ
し
」、
⑺
「
ま
た
こ
こ
に
御
物
語
の

ほ
ど
に
、
明
け
方
近
う
な
り
に
け
り
」
な
ど
。

（
34
）
類
型
的
な
場
面
に
類
似
し
た
表
現
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、



－17－

高
木
和
子
「
場
面
形
象
の
模
索
―
型
か
ら
の
逸
脱
と
語
り
の
方
法
」

（『
源
氏
物
語
再
考
―
長
編
化
の
方
法
と
物
語
の
深
化
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
七
・
七
、
初
出
二
〇
一
四
・
五
）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。




