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一
　
は
じ
め
に

二
　「
し
な
が
と
り
」
の
詠
ま
れ
方

三
　
歌
学
書
に
お
け
る
「
し
な
が
と
り
」
解
釈
の
変
遷

四
　
俊
成
に
お
け
る
「
し
な
が
と
り
」
の
解
釈

五
　
中
世
万
葉
学
に
お
け
る
「
し
な
が
と
り
」

六
　『
新
後
拾
遺
集
』
冬
歌
に
お
け
る
配
列
構
成

七
　
お
わ
り
に一　

は
じ
め
に

『
万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
歌
語
に
つ
い
て
、
歌
学
書
な
ど
で
さ
ま
ざ
ま
に

論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
は
多
岐
に
わ
た
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る

「
し
な
が
と
り
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。「
し
な
が
と
り
」
に
つ
い
て
は
夙

に
森
川
敏
行
氏
「
し
な
が
と
り
考
」
が
あ
る
。
森
川
氏
に
拠
れ
ば
、
万
葉
語

「
し
な
が
と
り
」
の
「
シ
ナ
」
は
「
蒙
古
語
」
で
「
山
」
を
表
し
て
お
り
、

つ
ま
り
「
し
な
が
と
り
」
は
「
山
の
鳥
」
の
こ
と
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い

る
（
１
）。『

歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
（
２
）』

に
も
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

「
し
な
が
と
り
」
は
「
し
な
が
ど
り
」
と
も
い
い
、「
息
長
鳥
」
と
表
記

さ
れ
る
。「
し
」
は
息
の
意
で
、
息
の
長
く
続
く
鳥
、
す
な
わ
ち
水
鳥

を
指
す
と
さ
れ
、
水
鳥
の
一
種
で
あ
る
カ
イ
ツ
ブ
リ
を
さ
す
と
い
う
説

も
あ
る
。（
以
下
後
掲
）

「
鳥
（
３
）」

の
一
種
と
さ
れ
る
「
し
な
が
と
り
」
で
あ
る
が
、
時
代
を
経
る
に

し
た
が
い
『
万
葉
集
』
へ
の
関
心
と
相
俟
っ
て
、
特
に
院
政
期
の
歌
学
書
に

取
り
上
げ
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
が
施
さ
れ
る
。
後
掲
す
る
が
『
歌
こ
と

ば
歌
枕
大
辞
典
』
に
も
「
平
安
時
代
に
は
「
し
な
か
と
り
ゐ
な
の
」
と
い
う

歌
句
に
ま
つ
わ
る
昔
話
が
語
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
」
と
し
て
、『
俊
頼
髄
脳
』

の
説
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

小
稿
で
は
「
し
な
が
と
り
」
と
い
う
歌
語
の
詠
ま
れ
方
と
歌
学
書
に
お
け

る
解
釈
の
変
遷
を
た
ど
る
。
な
か
で
も
俊
成
の
「
し
な
が
と
り
」
詠
を
取
り

上
げ
、
そ
の
解
釈
を
考
え
る
。
そ
の
上
で
、
南
北
朝
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
新

依　
　
　

頼
歌
語
「
し
な
が
と
り
」
考

│
『
新
後
拾
遺
集
』
四
八
三
番
藤
原
俊
成
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
│

鹿
　
　
野
　
　
し 

の 

ぶ
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後
拾
遺
集
』
冬
歌
に
俊
成
歌
が
採
歌
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
南
北
朝
期
の

万
葉
集
の
注
釈
な
ど
の
関
連
か
ら
考
え
た
い
。

二　
「
し
な
が
と
り
」
の
詠
ま
れ
方

１　

万
葉
歌

「
し
な
が
と
り
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
和
歌
で
最
も
有
名
な
も
の
は
次
に
挙

げ
る
万
葉
歌
で
あ
ろ
う
。
広
瀬
本
万
葉
集
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

Ａ
　
志
長
鳥
　
居
名
野
乎
来
者
　
有
間
山
　
夕
霧
立
　
宿
者
无
而

　
　
シ
ナ
カ
ト
リ
　
ヰ
ナ
ノ
ヲ
ユ
ケ
ハ
　
ア
リ
マ
ヤ
マ
　
ユ
フ
キ
リ
タ
チ
ヌ

　
　
ヒ
ト
ハ
ナ
ク
シ
テ

 

一
本
云
猪
名
乃
浦
廻
榜
来
者

〈
第
五
句
「
或
ヤ
ト
ハ
」「
ト
モ
ナ
シ
ニ
」
と
左
傍
に
あ
り
。
ま
た
「
ヒ
」

の
右
傍
に
「
ヤ
」
と
あ
り
（
４
）〉

 

（
巻
七
・
一
一
四
〇
・
摂
津
作
・
作
者
未
詳
（
５
））。

Ａ
歌
は
、『
新
古
今
集
』（
羈
旅
歌
・
九
一
〇
）
に

し
な
が
と
り
ゐ
な
の
を
ゆ
け
ば
あ
り
ま
や
ま
夕
霧
立
ち
ぬ
や
ど
は
な
く

し
て

と
し
て
入
集
す
る
。
ま
た
、
西
下
経
一
氏
『
古
今
集
校
本
（
６
）』

に
拠
れ
ば
、『
古

今
集
』
の
伝
本
の
う
ち
、
筋
切
・
元
永
本
・
唐
紙
巻
子
本
の
三
本
に
は
、
巻

九
・
羈
旅
歌
・
四
〇
八
と
四
〇
九
番
歌
の
間
に

し
な
が
と
り
猪
名
野
を
行
け
ば
有
間
山
夕
霧
た
ち
ぬ
明
け
ぬ
こ
の
夜
は

と
あ
る
（
７
）。

該
歌
を
本
歌
あ
る
い
は
参
考
歌
と
し
て
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
例
は

多
く
見
ら
れ
、後
世
へ
大
き
く
影
響
を
与
え
た
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
猪
名
」

に
掛
か
る
用
例
と
な
る
が
、
久
保
田
淳
氏
に
拠
れ
ば
鳰
鳥
は
居
並
ぶ
性
質
が

あ
る
の
で
「
猪
名
」
に
掛
か
る
と
さ
れ
る
（
８
）。

ま
た
、
こ
の
他
、『
万
葉
集
』
に
は
「
し
な
が
と
り
」
が
三
例
、
見
え
る
。

こ
こ
も
ま
ず
、
広
瀬
本
万
葉
集
に
拠
り
示
し
、
校
本
で
の
表
記
を
確
認
し
て

み
よ
う
。

Ｂ
　
大
海
尓
荒
莫
吹
四
長
鳥
居
石
乃
湖
尓
丹
泊
左
右
手

オ
ホ
ウ
ミ
ニ
ア
ラ
ク
ナ
フ
キ
ソ
シ
ナ
カ
ト
リ
ヰ
ナ
ノ
ヽ
ウ
ミ
ニ
フ
ネ
ト

ム
ル
マ
テ 

（
巻
七
・
一
一
八
九
）

Ｃ
　
四
長
鳥
居
山
響
尓
行
水
乃
名
耳
所
縁
之
内
妻
波
母

シ
ナ
カ
ト
リ
ヰ
ナ
ヤ
マ
ト
ヨ
ミ
ユ
ク
ミ
ツ
ノ
ナ
ニ
ノ
ミ
ヨ
セ
シ
カ
ク
レ

ツ
マ
ハ
モ 

（
巻
一
一
・
二
七
〇
八
）

こ
の
二
例
は
、「
四
長
鳥
」
と
い
う
万
葉
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
が
、
校
本

に
お
い
て
Ｂ
・
Ｃ
歌
の
「
四
長
鳥
」
と
い
う
訓
み
に
異
同
は
な
く
、
Ａ
歌
と

同
様
、「
猪
名
」
に
掛
か
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
挙
げ
る
Ｄ
歌
の
「
し
な
が
と
り
」
だ
け
が
「
安
房
」
に
掛
か
る
例
で

あ
る
。
そ
の
理
由
を
先
掲
の
森
川
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
安
房
」
は
古
来
、
海
産
物
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
所
だ
が
、

こ
の
「
安
房
」
の
ふ
さ
が
古
満
州
語
の
「
ぶ
さ
」（
沢
山
）
と
密
接
な

関
係
が
あ
る
。

そ
こ
か
ら
「
山
鳥
が
沢
山
連
れ
立
っ
て
鳴
く
野
」「
山
鳥
が
数
多
く
群
れ
て

鳴
く
」
と
い
う
意
味
に
な
る
と
い
う
。

こ
こ
で
、
や
は
り
広
瀬
本
万
葉
集
か
ら
そ
の
表
記
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

Ｄ
　
水
鳥
安
房
尓
継
有
梓
弓
（
以
下
略
）
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ミ
ナ
カ
ト
リ
ア
ハ
ニ
ツ
キ
タ
ル
ア
ツ
サ
ユ
ミ
（
以
下
略
）

 

（
巻
九
・
一
七
三
八
・
詠
上
総
末
珠
名
娘
子
一
首
并
短
歌
）

校
本
に
拠
れ
ば
、
神
田
本
も
初
句
を
「
水
鳥
」
と
し
て
、「
ミ
ナ
カ
ト
リ
」

と
い
う
訓
み
で
あ
る
。
ま
た
、
広
瀬
本
で
は
本
文
の
「
水
鳥
」
の
「
水
」
と

「
鳥
」
の
間
の
右
傍
に
「
長
」
と
記
し
、
続
け
て
「
ウ
キ
ト
リ
ノ
」
と
い
う

注
記
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
Ｄ
歌
で
は
、「
水
鳥
」
あ
る
い
は
「
水
長
鳥
」

と
し
て
「
ミ
ナ
カ
ト
リ
」
あ
る
い
は
「
ウ
キ
ト
リ
ノ
」
と
い
う
訓
読
も
な
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。「
し
な
が
と
り
」
が
「
安
房
」
に
か
か
る

唯
一
の
用
例
と
さ
れ
た
万
葉
歌
は
、あ
る
い
は
カ
タ
カ
ナ
の
「
ミ
」
を
「
シ
」

と
誤
読
し
た
こ
と
に
よ
る
表
現
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
９
）。

先
掲
の
『
歌

こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
に
お
い
て
も
「
し
な
が
と
り
」
が
「
猪
名
」・「
安
房
」

に
掛
か
る
枕
詞
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
「
安
房
」
に

掛
か
る
用
例
は
少
な
く
、
そ
の
多
く
は
「
猪
名
」
に
掛
か
る
と
す
る
。
後
掲

す
る
『
袖
中
抄
』
の
よ
う
に
該
歌
の
初
句
を
「
み
な
が
と
り
」
と
訓
読
し
て

い
る
歌
学
書
も
見
え
る
。

一
方
、小
稿
で
特
に
問
題
と
す
る
南
北
朝
期
の
『
万
葉
集
』
の
注
釈
書
『
詞

林
采
葉
抄
』
で
は
、「
し
な
が
と
り
」
が
「
あ
わ
」
に
掛
か
る
理
由
を
神
話

の
内
容
か
ら
考
察
し
て
お
り
、
そ
の
〈
訓
み
〉
に
つ
い
て
は
『
万
葉
集
』
巻

十
の
「
水
良
玉
」
を
指
摘
し
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
由
阿
が
指
摘
す
る

「
水
良
玉
」
と
は
万
葉
集
二
〇
一
二
番
歌
で
、
校
本
万
葉
集
（
広
瀬
本
で
は

該
歌
を
欠
く
）
に
拠
れ
ば
、「
シ
ラ
タ
マ
ノ
」
と
あ
る
が
、
元
暦
校
本
、
類

聚
古
集
に
は
訓
み
は
附
し
て
い
な
い
。

こ
の
万
葉
歌
の
他
に
「
し
な
が
と
り
」
と
「
安
房
」
を
詠
み
込
ん
だ
用
例

は
、
賀
茂
真
淵
の
『
賀
茂
翁
家
集
』（
四
一
九
）
に

し
な
が
と
り
あ
は
に
つ
ぎ
た
る
す
ゑ
の
山
す
ゑ
も
さ
や
け
し
け
ふ
の
日 

か
げ
は

と
い
う
一
首
が
検
索
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
万
葉
語
に
お
い
て
、 

「
安
房
」
に
か
か
る
用
例
は
な
く
、
広
く
「
水
鳥
」（
あ
る
い
は
「
水
長
鳥
」）

を
「
し
な
か
と
り
」
と
訓
読
し
て
き
た
用
法
に
従
っ
て
真
淵
が
「
安
房
」
に

掛
か
る
和
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
と
こ
と
に
な
る
。

２　

勅
撰
集

勅
撰
集
で
の
「
し
な
が
と
り
」
の
初
出
例
は
『
拾
遺
集
』（
神
楽
歌
・

五
八
六
）
の

息
長
鳥
猪
名
の
ふ
し
原
飛
び
わ
た
る
し
ぎ
が
羽
音
お
も
し
ろ
き
か
な

で
あ
り
、
こ
れ
は
鍋
島
本
『
神
楽
歌）
10
（

』「
井
奈
野
（
猪
名
野
）」
に

　
　
本

し
な
が
と
る
　
や
　
猪
名
の
柴
原
　
あ
い
そ
　
飛
び
て
　
来
る
　
鴫
が
　

羽
音
は
　
音
お
も
し
ろ
き
　
鴫
が
羽
音

　
　
末

し
な
が
と
る
　
や
　
猪
名
の
柴
原
　
あ
い
そ
　
網
さ
す
や
　
我
が
夫
の

君
は
　
い
く
ら
か
獲
り
け
む
　
い
く
ら
か
獲
り
け
む

　
　
裏
書

お
も
し
ろ
き
　
鴫
が
羽
の
音
や
　
お
も
し
ろ
き
　
鴫
が
羽
の
音
や
　
ゐ

や
　
猪
名
の
柴
原
や
　
あ
い
そ
　
網
さ
す
や
　
我
が
夫
の
君
は
い
く
ら

獲
り
け
む
や
　
い
く
ら
獲
り
け
む
や
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と
見
え
る
、本
が
和
歌
表
現
と
し
て
整
え
ら
れ
て
採
歌
さ
れ
た
こ
と
に
拠
る
。

次
に
挙
げ
る
『
後
拾
遺
集
』（
冬
・
四
〇
八
・
藤
原
国
房
）
の
歌

い
か
ば
か
り
ふ
る
雪
な
れ
ば
息
長
鳥
猪
名
の
柴
山
道
ま
ど
ふ
ら
む

が
冬
の
歌
と
し
て
「
し
な
が
と
り
」
を
取
り
上
げ
た
初
例
で
あ
る
。
該
歌
は
、

例
え
ば
、「
右
大
臣
家
歌
合
（
安
元
元
年
）」
に

　
　
九
番
　
左
　
　
俊
恵
法
師

　
し
な
が
鳥
ゐ
な
の
し
ば
山
吹
く
風
に
お
ろ
す
紅
葉
ぞ
こ
や
の
や
へ
ぶ
き

　
　
　
　
　
右
勝
　
道
因
法
師

　
も
み
ぢ
ゆ
ゑ
ふ
た
た
び
つ
ら
き
嵐
か
な
又
庭
を
さ
へ
払
ふ
べ
し
や
は

　
　
　 

左
歌
お
ぼ
つ
か
な
き
事
お
ほ
か
り
、
ひ
と
つ
は
、
し
な
が
鳥
ゐ
な

の
し
ば
山
、
は
ふ
る
き
歌
の
二
句
な
り
、
い
と
名
歌
な
ら
ぬ
は
よ

め
る
事
も
あ
れ
ど
こ
れ
は
名
歌
に
侍
り
、
就
中
に
歌
合
に
は
い
か

が
侍
る
べ
か
ら
ん
、
す
ゑ
に
こ
や
の
や
へ
ぶ
き
と
あ
る
も
な
ほ
花

な
ど
に
よ
せ
て
は
八
重
ぶ
き
と
も
い
ひ
て
む
も
み
ぢ
は
た
よ
り
な

く
き
こ
ゆ
、
又
こ
や
の
池
の
や
へ
ぶ
き
と
ぞ
あ
る
べ
き
、
か
た
が

た
心
え
ら
れ
侍
ら
ず
右
歌
は
こ
こ
ろ
こ
と
葉
あ
し
く
も
あ
ら
ね
ば

勝
に
こ
そ
侍
ら
め

と
見
え
、
名
歌
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

次
の
『
金
葉
集
』（
冬
・
二
七
三
）
の
藤
原
仲
実
の
歌

息
長
鳥
猪
名
の
ふ
し
原
風
さ
え
て
昆
陽
の
池
水
氷
し
に
け
り

は
『
堀
河
百
首
』「
冬
・
凍
」
題
（
九
九
九
）
の
歌
で
あ
る
。
ま
た
『
新
後

撰
集
』（
冬
・
四
八
三
）
に
入
集
す
る
藤
原
顕
仲
の
歌

風
さ
む
み
夜
や
深
け
ぬ
ら
ん
し
な
が
と
り
ゐ
な
の
み
な
と
に
千
鳥
鳴
く

な
り

も
出
典
は
『
堀
河
百
首
』「
冬
・
千
鳥
」
題
（
九
八
六
）
で
あ
る
。『
堀
河
百

首
』
で
は
万
葉
語
を
積
極
的
に
摂
取
し
て
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が
先
行
研
究

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
こ
の
二
例
の
「
し
な
が
と
り
」
も
万
葉
語
摂

取
の
例
に
加
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
二
首
は
冬
題
で
詠
ま
れ
、
後
拾
遺
集
歌

を
踏
襲
し
て
お
り
、
特
に
顕
仲
の
歌
は
「
し
な
が
と
り
」
が
千
鳥
と
と
も
に

詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
鳥
と
い
う
意
識
は
な
く
、
こ
れ
も
枕
詞
と
し
て
の

用
例
と
解
せ
よ
う
。

そ
の
後
の
勅
撰
集
に
お
い
て
は
先
掲
の
通
り
、『
新
古
今
集
』
に
万
葉
集

Ａ
歌
一
首
が
入
集
し
て
い
る
。
続
く
用
例
は
、『
続
拾
遺
集
』（
羈
旅
・

六
七
一
・「
旅
の
心
を
」・
藤
原
資
季
）
に

し
な
が
と
り
ゐ
な
の
さ
さ
や
の
か
り
枕
短
き
夜
半
も
ふ
し
う
か
り
け
り

と
見
え
る
。
羈
旅
歌
に
排
さ
れ
る
例
は
、『
堀
河
百
首
』（
旅
・
一
四
六
四
）

に
源
俊
頼
が

し
な
が
鳥
猪
名
の
端
山
に
旅
寝
し
て
夜
半
の
日
方
に
目
を
覚
ま
し
つ
つ

と
詠
ん
で
お
り
、
両
首
は
万
葉
集
Ａ
歌
が
参
考
歌
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
場
合
「
し
な
が
と
り
」
は
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
次
に
見
え
る
勅
撰
集
の
用
例
が
小
稿
で
問
題
と
す
る
『
新
後
拾

遺
集
』（
冬
・
四
八
三
）
入
集
歌
で
あ
る
。

　
　
　
百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
　
　
　
　
　
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

Ｅ
　
初
霜
は
ふ
り
に
け
ら
し
な
し
な
が
と
り
ゐ
な
の
篠
原
色
か
は
る
ま
で

出
典
は
「
俊
成
五
社
百
首
」
の
う
ち
「
住
吉
社
百
首
歌
」
の
「
霜
」
と
い

う
詞
書
を
持
つ
（
三
五
八
・
新
後
拾
遺
集
歌
と
異
同
ナ
シ
）。
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こ
の
俊
成
の
Ｅ
歌
だ
け
を
見
る
限
り
、
こ
れ
ま
で
の
勅
撰
集
と
同
様
、「
し

な
が
と
り
」
は
「
猪
名
」
に
か
か
る
枕
詞
的
用
法
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か

し
、
俊
成
に
は
「
し
な
が
と
り
」
の
解
釈
に
つ
い
て
「
鳥
」
と
い
う
範
疇
を

越
え
て
理
解
を
し
て
い
た
形
跡
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
解
釈
を

生
み
出
し
た
背
景
と
し
て
歌
学
歌
論
書
で
「
し
な
が
と
り
」
が
ど
の
よ
う
に

理
解
さ
れ
て
き
た
か
を
確
認
し
た
い
。

三　

歌
学
書
に
お
け
る
「
し
な
が
と
り
」

さ
て
、
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
に
は
「
し
な
が
と
り
ゐ
な
の
」

と
い
う
歌
句
に
ま
つ
わ
る
昔
話
が
語
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

歌
学
歌
論
書
に
お
け
る
「
し
な
が
と
り
」
に
関
す
る
注
釈
を
見
て
み
た
い
。

①
『
能
因
歌
枕
』（『
日
本
歌
学
大
系
』
第
一
巻
　
風
間
書
房
）

し
な
が
ど
り
ゐ
な
と
り
と
い
ふ
こ
と
は
、
む
か
し
し
ろ
き
し
ゝ
を
と
れ

り
け
る
処
に
て
よ
み
つ
た
へ
た
る
べ
し
。

※
こ
の
『
能
因
歌
枕
』
の
「
白
鹿
を
獲
っ
た
」
と
す
る
「
白
鹿
」
説
が
後
世

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

②
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』（『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
』
三
八
　
朝
日
新
聞
社
）

五
　
し
な
が
と
り

　
　
　
古
今
云

 

し
な
が
と
り
ゐ
な
の
を
ゆ
け
ば
あ
り
ま
山
き
り
た
ち
わ
た
る
む
こ
が
さ
き

ま
で

猪
名
野
と
は
津
の
国
に
あ
る
野
な
り
。む
こ
が
さ
き
も
同
じ
国
に
あ
り
。

能
因
歌
枕
に
は
二
の
義
あ
り
。
一
に
は
六
位
の
下
が
さ
ね
と
も
い
ふ
。

■
二
に
は
そ
う
じ
て
と
る
を
い
ふ
と
い
へ
り
。
又
あ
る
人
の
説
云
、
行

幸
に
御
狩
の
あ
り
け
る
に
、
ゐ
は
な
く
し
て
、
白
き
鹿
の
あ
り
け
れ
ば
、

し
な
が
と
り
と
は
言
ふ
な
り
。こ
の
心
あ
る
歌
あ
り
。た
づ
ぬ
べ
し
。又
、

能
因
入
道
、
師
頼
大
納
言
な
ん
ど
は
、
ゐ
の
し
ゝ
を
い
ふ
と
い
ふ
義
は
、

本
文
あ
り
と
の
給
へ
り
。
六
帖
云
、

し
な
が
と
り
ゐ
な
山
ひ
ゞ
き
ゆ
く
水
の
な
を
の
み
よ
せ
じ
か
く
れ
つ
ま

は
も

し
な
が
と
り
ゐ
な
の
を
ゆ
け
ば
あ
り
ま
山
雪
ふ
り
し
き
て
あ
け
ぬ
こ
の

よ
は

※ 

掲
示
す
る
歌
は
「
古
今
云
」
と
あ
り
、
先
述
の
古
今
集
校
本
に
見
え
る

元
永
本
他
の
伝
本
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る）
12
（

。
後
掲
す
る
『
綺
語
抄
』

所
引
の
人
丸
歌
や
『
和
歌
童
蒙
抄
』
で
も
同
じ
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

先
掲
の
よ
う
に
広
瀬
本
万
葉
集
に
拠
れ
ば
Ａ
万
葉
歌
に
は
一
本
と
し
て

見
え
る「
猪
名
乃
浦
廻
榜
来
者
」の
訓
み
の
一
つ
で
あ
ろ
う
か
。「
武
庫
」

も
摂
津
国
の
歌
枕
。
こ
こ
に
「
六
位
の
下
衣
」
説
が
見
え
、
白
鹿
説
・

猪
説
を
列
挙
す
る
。

③
『
綺
語
抄
』（『
日
本
歌
学
大
系
』
別
巻
一
　
風
間
書
房
）

し
な
が
と
り
ゐ
な
の
　
つ
の
く
に
に
あ
り
。
之
に
あ
ま
た
の
説
有
也
。
し

ら
が
と
り
と
い
ふ
べ
き
を
か
き
た
が
へ
た
る
な
る
べ
し
。
人
丸
歌
云
、

し
な
が
と
り
ゐ
な
の
を
ゆ
け
ば
あ
り
ま
や
ま
き
り
た
ち
わ
た
る
む
こ
が
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さ
き
ま
で

　
　
猿
丸
歌
云

し
な
が
と
り
ゐ
な
の
を
ゆ
け
ば
あ
り
ま
や
ま
ゆ
ふ
ぎ
り
た
ち
ぬ
と
も
は

な
く
し
て

し
な
が
と
り
ゐ
な
や
ま
と
み
て
ゆ
く
み
づ
の
な
の
み
に
よ
せ
し
か
く
れ

づ
ま
は
も

し
な
が
と
り
ゐ
な
や
ま
と
み
て
ゆ
く
み
づ
の
な
の
み
に
よ
り
て
こ
ひ
わ

た
る
か
も

　
摂
津
国
に
ゐ
な
の
と
い
ふ
の
ゝ
有
也
。
そ
の
ゝ
は
昔
雄
略
天
皇
の
か

り
し
給
ひ
け
る
に
、
ゐ
の
し
ゝ
は
な
く
て
、
し
ろ
き
し
か
の
と
あ
れ
た

り
け
る
よ
り
、
ゐ
な
の
と
い
ふ
と
な
ん
。
ま
た
は
、
し
な
が
ど
り
と
い

ふ
と
な
ん
。
ゐ
る
と
て
は
か
り
ぎ
ぬ
の
し
り
を
は
る
も
の
な
れ
ば
、
さ

と
い
は
ん
と
て
、し
な
が
ど
り
と
い
ふ
べ
し
。
頼
綱
な
ど
は
、ゐ
の
し
ゝ

を
し
な
が
ど
り
と
い
ふ
と
ぞ
い
ひ
け
る
、
或
僧
説
云
、
宗
延
、
こ
れ
は

む
か
し
み
か
ど
の
か
り
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
に
、か
の
し
ゝ
を
百
と
り
て
、

そ
の
な
か
に
ゐ
の
し
ゝ
の
な
か
り
け
り
。
百
み
な
と
は
お
く
に
こ
と
ば

に
し
て
い
へ
る
な
り
。
か
み
よ
ゝ
り
い
ひ
つ
た
へ
た
る
、
と
か
く
い
ふ

べ
か
ら
ず
と
云
々
。

今
案
、
此
説
な
ほ
心
え
ず
。
百
と
い
ふ
事
を
ゐ
な
か
こ
と
ば
に
し
て
な

と
い
ふ
べ
き
や
う
お
も
ひ
か
け
ず
。
又
か
の
ゝ
を
あ
ま
ね
く
し
な
が
ど

り
の
と
な
に
あ
ら
ば
、
さ
も
や
と
も
お
も
ひ
て
ん
。
是
は
う
た
の
し
な

と
し
て
、
神
と
い
は
ん
と
て
は
、
ち
は
や
ぶ
る
と
い
ひ
、
山
と
い
は
ん

と
て
、
あ
し
び
き
と
い
ふ
や
う
に
、
ゐ
な
と
い
は
ん
と
て
、
し
な
が
ど

り
と
よ
め
る
に
こ
そ
あ
め
れ
。白
鹿
鳥
は
さ
も
や
と
き
こ
ゆ
る
も
の
を
。

※ 

坤
儀
部
の
「
野
」
に
分
類
さ
れ
る
。「
し
ら
か
と
り
」
の
言
い
間
違
い

で
あ
る
と
す
る
。
宗
延
の
説
が
示
さ
れ
、
百
を
方
言
で
「
し
な
」
と
い

う
こ
と
、
枕
詞
と
し
て
の
用
法
を
指
摘
す
る
。

④
『
俊
頼
髄
脳
』（『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
』
七
九
　
朝
日
新
聞
社
）

し
な
が
鳥
ゐ
な
の
を
行
け
ば
あ
り
ま
や
ま
夕
霧
た
ち
ぬ
と
も
は
な
く
し

てし
な
が
鳥
ゐ
な
山
と
よ
み
ゆ
く
水
の
な
み
の
み
よ
せ
し
か
く
れ
づ
ま
は

も

　 

　
ゐ
な
の
は
津
の
国
に
あ
る
所
な
り
。
ゐ
な
の
と
い
は
む
と
て
し
な
が
鳥

と
は
つ
ゞ
く
る
事
を
人
の
た
づ
ぬ
る
事
に
て
た
し
か
な
る
事
も
聞
こ
え

ず
。
昔
雄
略
天
皇
の
野
に
て
か
り
し
給
ひ
け
る
に
、
白
き
か
の
し
ゝ
の
限

り
あ
り
て
、
ゐ
の
し
ゝ
は
な
か
り
け
れ
ば
、
い
ひ
そ
め
た
る
な
り
。
し
な

が
鳥
と
い
へ
る
は
、
白
き
か
の
し
ゝ
の
か
ぎ
り
さ
ゝ
れ
た
れ
ば
、
ゐ
な
の

と
は
ゐ
の
し
ゝ
の
な
か
り
け
れ
ば
い
ふ
な
り
と
ぞ
申
し
つ
た
へ
た
る
。

 

ゐ
る
に
か
り
ぎ
ぬ
の
尻
の
な
が
け
れ
ば
、
つ
ち
に
か
り
ぎ
ぬ
の
し
り
を
つ

け
じ
と
て
と
れ
ば
し
か
な
り
と
は
申
す
人
も
あ
り
。
そ
れ
は
見
ぐ
る
し
。

い
づ
れ
の
野
山
に
か
は
ゐ
る
に
か
り
ぎ
ぬ
の
し
り
の
つ
か
ざ
ら
む
。

※ 
猪
名
野
を
導
き
出
す
詞
と
い
う
が
、
根
拠
が
不
明
と
す
る
。
雄
略
天
皇
の

逸
話
を
示
し
、
白
鹿
を
み
な
獲
り
猪
は
い
な
か
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
射

る
と
き
に
狩
衣
の
裾
を
土
に
つ
け
な
い
よ
う
に
取
る
こ
と
を
い
う
と
す
る

説
を
紹
介
し
そ
れ
を
否
定
す
る
。
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⑤
『
和
歌
童
蒙
抄
』（『
日
本
歌
学
大
系
』
別
巻
二
　
風
間
書
房
）

し
ら
鹿
と
り
ゐ
な
の
を
ゆ
け
ば
有
馬
山
霧
た
ち
こ
む
る
む
こ
が
さ
き
哉

古
来
難
儀
也
。
さ
ま
〳
〵
の
義
の
中
に
、
し
ら
か
と
り
と
い
へ
る
は
、
も

し
日
本
紀
景
行
天
皇
四
十
年
云
、
日
本
武
尊
進
入
信
濃
。
是
国
也
山
高
谷

幽
、
翠
嶺
万
里
、
人
倚
杖
而
難
昇
、
馬
頓
轡
而
不
進
。
然
日
本
武
尊
遙
逮

于
峯
。
飢
之
食
於
山
中
。
山
神
令
苦
王
、
化
白
鹿
立
於
王
前
矣
。
以
一
箇

蒜
弾
白
鹿
。
則
中
眼
而
殺
之
。
爰
王
忽
失
道
不
知
所
出
。
時
白
狗
来
導
王
。

仍
得
出
美
濃
。
先
是
度
信
濃
坂
者
多
得
神
気
以
瘼
臥
。
但
従
殺
白
鹿
之
後

踰
是
山
者
、
嚼
蒜
塗
人
及
牛
馬
、
自
不
中
神
気
也
。
然
者
津
国
有
馬
山
雖

非
信
濃
坂
、
霧
立
渡
失
路
心
に
て
、
白
鹿
と
り
た
り
け
む
時
こ
え
た
り
と

読
る
に
や
と
ぞ
心
得
ら
れ
た
る
。

※ 

Ａ
歌
の
初
句
を
「
し
ら
か
と
り
」
と
し
て
い
る
。
日
本
紀
の
日
本
武
尊
神

話
が
こ
こ
に
至
っ
て
記
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

⑥
『
奥
義
抄
』（『
日
本
歌
学
大
系
』
第
一
巻
　
風
間
書
房
）

十
八
　 

し
な
が
と
り
ゐ
な
の
を
ゆ
け
ば
あ
り
ま
や
ま
ゆ
ふ
ぎ
り
た
ち
ぬ
と

も
は
な
く
し
て

是
は
よ
の
ふ
る
事
也
。
雄
略
天
皇
か
の
野
に
て
か
り
し
給
ひ
し
に
、
し
ろ

き
か
の
し
ゝ
を
ひ
と
つ
と
り
て
、
ゐ
の
し
ゝ
な
ど
は
な
か
り
け
れ
ば
、
か

の
し
ゝ
を
し
な
が
ど
り
ゐ
な
の
と
云
ふ
。
白
鹿
を
と
り
て
猪
は
な
き
の
と

云
ふ
也
。

※
雄
略
天
皇
の
逸
話
を
示
す
が
、
内
容
は
鹿
を
一
匹
獲
り
、
猪
は
い
な
か
っ

た
と
す
る
。

⑦
『 

袖
中
抄
』（『
日
本
歌
学
大
系
』
別
巻
二
　
風
間
書
房
、
橋
本
不
美
男
・

後
藤
祥
子
氏
『
袖
中
抄
の
校
本
と
研
究
』
笠
間
書
院
　
一
九
八
五
参
照
）

一
、
し
な
が
と
り
ゐ
な
の

 

し
な
が
と
り
ゐ
な
の
を
ゆ
け
ば
あ
り
ま
山
夕
ぎ
り
た
ち
ぬ
と
も
は
な

く
し
て

顕
昭
云
、
此
し
な
が
と
り
を
ば
、
万
葉
或
は
書
志
長
鳥
、
或
は
書
四

長
鳥
。
ゐ
な
を
ば
居
名
と
書
き
た
れ
ば
白
鹿
を
と
る
と
云
が
た
し
。

又
か
り
ぎ
ぬ
の
尻
を
と
る
共
云
が
た
し
。
ゐ
な
の
と
は
居
名
野
と
書
き

た
れ
ば
、
猪
無
野
と
も
云
が
た
し
。
又
し
な
が
鳥
ゐ
な
の
と
ば
か
り
あ

ら
ば
こ
そ
白
鹿
を
と
り
て
猪
無
野
と
も
云
べ
き
。
し
な
が
鳥
ゐ
な
の
う

ら
わ
と
も
、
し
な
が
鳥
ゐ
な
の
み
な
と
な
ど
も
つ
ゞ
け
た
れ
ば
野
に
か

ぎ
り
て
云
べ
か
ら
ず
。

今
案
に
、
し
な
が
鳥
ゐ
な
の
と
云
所
の
名
有
べ
し
。
い
か
な
れ
ば
さ
は

つ
ゞ
く
る
ぞ
と
云
ば
次
の
事
也
。
そ
れ
は
ふ
る
く
か
や
う
に
つ
ゞ
く
る

所
の
中
に
、
心
得
ら
れ
た
る
も
あ
り
、
又
心
得
ら
れ
ぬ
も
あ
れ
ば
、
あ

や
し
む
べ
か
ら
ず
。
か
く
ら
く
の
は
つ
せ
と
も
つ
ゞ
け
、
ま
き
も
く
の

ひ
ば
ら
と
つ
ゞ
く
る
や
う
の
と
こ
ろ
は
さ
て
も
に
こ
そ
侍
れ
。
万
葉
長

歌
云
、

　
水
長
鳥
　
安
房
に
継
た
る
　
あ
づ
さ
ゆ
み
　
す
ゑ
の
珠
名
は
云
々

み
な
が
と
り
あ
は
と
も
つ
ゞ
き
た
る
は
所
の
な
也
。
し
な
が
ど
り
ゐ
な

の
と
つ
ゞ
く
べ
き
所
な
れ
ば
、わ
り
な
く
其
故
を
釈
す
べ
か
ら
ざ
る
歟
。

又
私
考
云
、
雄
略
天
皇
狩
葛
城
山
頂
猪
暴
出
。
天
皇
挙
脚
踏
殺
云
々
。

是
故
、
居
名
野
に
狩
し
給
よ
し
を
も
申
歟
。
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無
名
抄
云
、
ゐ
な
の
は
摂
津
国
に
有
所
也
。
ゐ
な
の
と
い
は
ん
と
て
し

な
が
ど
り
と
は
つ
ゞ
く
る
事
を
人
の
た
づ
ぬ
る
事
に
て
慥
か
な
る
事
も

き
こ
え
ず
。
昔
雄
略
天
皇
其
狩
し
給
け
る
に
白
き
か
の
し
ゝ
の
な
か
り

け
れ
ば
云
そ
め
た
る
也
。し
な
が
ど
り
と
い
へ
る
は
、し
ろ
き
か
の
し
ゝ

の
か
ぎ
り
と
ら
れ
た
れ
ば
い
ひ
、
ゐ
な
の
と
は
ゐ
の
し
ゝ
の
な
か
り
け

れ
ば
云
也
と
ぞ
申
伝
た
る
。
ゐ
る
に
か
り
ぎ
ぬ
の
尻
の
な
が
け
れ
ば
土

に
狩
衣
の
尻
を
つ
け
じ
と
て
と
れ
ば
し
な
が
ど
り
と
は
申
人
も
あ
り
。

そ
れ
は
み
ぐ
る
し
。
い
づ
れ
の
野
山
に
か
は
人
の
ゐ
ん
に
か
り
ぎ
ぬ
の

尻
の
つ
ち
つ
か
ず
あ
ら
ん
。

私
云
、
し
な
が
鳥
の
事
、
前
に
申
つ
る
白
鹿
取
猪
無
野
と
書
た
ら
ば
さ

も
い
ひ
て
ん
。
そ
れ
す
ら
万
葉
は
文
字
を
か
へ
て
と
か
く
書
た
る
ふ
み

な
れ
ば
信
じ
が
た
か
る
べ
し
。
又
し
な
が
鳥
を
狩
衣
の
し
り
を
と
る
と

云
は
し
り
な
が
鳥
と
い
ふ
べ
き
カ
。
ゐ
う
に
は
か
り
ぎ
ぬ
の
尻
を
と
れ

ば
、ゐ
な
の
と
い
は
ん
れ
う
に
し
な
が
ど
り
と
は
つ
ゞ
く
と
云
た
る
を
、

こ
の
野
に
ゐ
ん
ず
る
様
に
難
ぜ
ら
れ
た
る
如
何
。
い
か
さ
ま
に
も
此
義

ど
も
心
得
ず
。
此
両
義
共
に
能
因
歌
枕
に
も
あ
げ
た
れ
ど
、
古
ご
と
は

か
へ
り
て
心
え
ぬ
事
多
し
。

奥
義
抄
云
、
こ
れ
世
の
ふ
る
事
也
。
雄
略
天
皇
の
（
か
の
）
野
に
て
狩

し
給
し
に
白
き
か
の
し
ゝ
を
一
と
り
て
ゐ
の
し
ゝ
な
ど
は
な
か
り
け
れ

ば
、彼
野
を
し
な
が
鳥
ゐ
な
の
と
云
。
白
鹿
を
取
り
猪
は
無
野
と
云
也
。

私
云
、
俊
頼
は
白
き
か
の
鹿
の
か
ぎ
り
を
取
と
云
、
清
輔
は
白
き
か
の

し
ゝ
を
一
取
て
と
云
り
。
其
数
一
六
カ
。

綺
語
抄
云
、
し
ら
が
鳥
と
云
べ
き
を
か
き
た
が
へ
た
る
な
る
べ
し
。
今

云
、
万
葉
あ
ま
た
の
歌
み
な
し
な
が
鳥
と
云
り
。
万
葉
に
鳥
と
云
文
字

を
書
き
た
れ
ば
し
り
な
が
鳥
と
云
は
鳥
の
し
り
は
尾
な
り
。
を
な
が
鳥

の
ゐ
る
野
と
云
カ
と
も
云
つ
べ
し
。

又
綺
語
抄
云
、
頼
綱
朝
臣
は
ゐ
の
し
ゝ
を
し
な
が
ど
り
と
云
と
ぞ
。
私

云
、
あ
し
び
き
の
山
と
つ
ゞ
く
る
様
に
し
な
が
ど
り
ゐ
と
つ
ゞ
く
と
は

云
に
や
。
大
に
心
得
ず
。
宗
延
云
、
昔
御
門
の
狩
り
し
給
け
る
に
鹿
の

し
ゝ
を
百
と
り
て
其
中
に
猪
の
な
か
り
け
れ
ば
云
。
百
と
云
事
は
お
く

の
詞
に
し
な
と
い
へ
る
也
。
神
代
よ
り
云
つ
た
へ
た
り
云
々
。
私
云
、

百
を
し
な
と
云
事
未
聞
、
可
考
之
。
し
ら
が
鳥
に
は
尚
お
と
る
義
也
。

し
ら
が
鳥
は
、
ら
と
な
と
同
響
な
れ
ば
さ
も
い
ひ
な
し
て
ん
。
童
蒙
抄

云
、

し
ら
が
と
り
ゐ
な
野
を
ゆ
け
ば
あ
り
ま
山
霧
た
ち
こ
む
る
む
こ
が
さ
き

か
な

古
来
難
義
也
。
さ
ま
〳
〵
の
義
の
中
に
、
し
ら
が
鳥
と
云
る
は
、
若
日

本
紀
景
行
天
皇
卅
年
日
本
武
尊
進
入
信
濃
。
是
国
也
山
高
谷
幽
、
翠
嶺

万
里
、
人
倚
杖
而
難
昇
。
馬
頓
轡
而
不
進
。
然
日
本
武
尊
遙
逮
于
峯
飢

之
。
食
於
山
中
。
山
神
令
苦
王
花
化
白
鹿
立
於
王
前
。
王
異
以
一
箇
蒜

弾
白
鹿
。
則
中
眼
而
殺
之
。
爰
王
忽
失
道
、
不
知
所
出
。
時
白
狗
自
来

導
王
。（
之
状
随
狗
而
行
）仍
得
出
美
濃
。（
吉
備
武
彦
自
越
出
而
遇
之
。）

先
是
度
信
濃
坂
者
多
得
神
気
。
以
病
み
臥
。
但
従
殺
白
鹿
之
後
、
踰
此

山
者
、
嚼
蒜
塗
人
及
牛
馬
目
不
中
神
気
也
。
然
者
摂
津
国
有
馬
山
者
、

雖
非
信
濃
坂
霧
立
渡
天
失
路
心
に
て
白
鹿
と
り
た
り
け
ん
時
に
似
た
る

と
よ
め
る
に
や
と
ぞ
心
得
ら
れ
た
れ
る
。
私
云
、
し
な
が
鳥
と
書
て
こ
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そ
し
ら
が
と
り
共
釈
す
べ
け
れ
。
歌
に
し
ら
が
ど
り
と
書
き
た
る
、
相

違
万
葉
説
カ
。
又
下
句
も
相
違
也
。
又
日
本
紀
は
信
乃
坂
也
。
只
夕
霧

立
と
云
言
と
白
鹿
の
事
許
に
て
釈
し
た
る
、
全
不
可
叶
今
歌
歟
。

※ 
諸
註
釈
を
網
羅
的
に
示
し
、
考
察
す
る
中
に
、
袖
中
抄
に
お
い
て
「
み

な
が
と
り
」に
つ
い
て
言
及
が
見
ら
れ
る
。こ
れ
は
地
名
で
あ
っ
て
、「
し

な
が
と
り
ゐ
な
の
」
と
続
く
べ
き
と
こ
ろ
な
の
で
、
必
ず
し
も
由
緒
が

あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
無
理
に
そ
の
理
由
を
解
す
る
こ
と
は
な
い
、
と

す
る
（
傍
線
は
稿
者
に
拠
る
）。

⑧
『 

和
歌
色
葉
』　
中
（
黒
田
彰
子
氏
『
校
本
和
歌
色
葉
』
一
粒
書
房
　

二
〇
一
六
年
）

五
十
一
　 

し
な
が
と
り
ゐ
な
の
を
ゆ
け
ば
あ
り
ま
や
ま
ゆ
ふ
ぎ
り
た
ち
ぬ

と
も
は
な
く
し
て

雄
略
天
皇
、昔
摂
津
国
の
野
に
い
で
ゝ
か
り
し
給
に
、し
ろ
き
か
の
し
ゝ

を
ひ
と
つ
取
り
て
、
ゐ
の
し
ゝ
の
な
か
り
け
れ
ば
、
か
の
野
を
し
な
が

と
り
ゐ
な
の
と
い
ふ
也
。
白
鹿
を
と
り
て
、
猪
は
な
き
こ
ゝ
ろ
な
り
。

※
奥
義
抄
の
説
と
同
様
で
あ
る
。

⑨
『
八
雲
御
抄
』　
第
三
巻
（『
日
本
歌
学
大
系
』
別
巻
三
　
風
間
書
房
）

獣　
猪

し
な
が
と
り
　
白
猪
云
、
能
因
説
。
俊
頼
云
、
雄
略
天
皇
ゐ
な
野
に
て

か
り
し
給
ひ
け
る
に
、
白
き
し
ゝ
の
み
有
て
、
猪
の
な
か
り
け
れ
ば
、

し
な
が
鳥
ゐ
な
野
と
は
い
へ
り
。
か
り
ぎ
ぬ
の
し
り
と
云
事
は
、
俊
頼

も
不
用
。（
伏
見
宮
本
・
凡
沙
汰
外
事
也
　
景
行
天
皇
　
御
宇
日
本
武

尊
於
信
乃
国
所
見
白
猪
な
ど
い
ふ
に
も
あ
れ
ど
其
も
異
説
也
）
凡
如
此

事
説
々
多
。
皆
不
可
決
定
。（
以
下
、
伏
見
宮
本
に
ナ
シ
）

ふ
す
ゐ
　
か
る
も
を
か
き
て
ぬ
る
也
。

※
「
獣
部
」
に
分
類
し
、
猪
と
解
し
て
い
る
。

⑩
『
色
葉
和
難
抄
』（『
日
本
歌
学
大
系
』
別
巻
二
　
風
間
書
房
）

一
、
し
な
が
と
り

万
　 

し
な
が
鳥
ゐ
な
の
を
行
け
ば
有
間
山
夕
霧
た
ち
ぬ
や
ど
は
な
く
し

て

奥
義
抄
云
、
雄
略
天
皇
彼
野
に
て
狩
し
給
ひ
し
に
、
白
鹿
を
一
と
り
て

猪
は
な
か
り
し
か
ば
、
し
ら
が
と
り
ゐ
な
の
と
彼
野
を
云
な
り
。

し
ら
が
と
り
と
い
ふ
べ
き
を
し
な
が
ど
り
と
と
い
ひ
な
し
た
る
な
り
。

顕
昭
云
、
所
の
名
ふ
る
く
よ
り
い
ひ
つ
ゞ
く
る
こ
と
お
ほ
し
。
不
必
有

由
緒
。
か
く
ら
く
の
は
つ
せ
、
こ
も
り
く
の
は
つ
せ
と
い
も
い
ふ
が
ご

と
き
、
大
方
無
由
緒
こ
と
也
。
童
蒙
抄
、
綺
語
抄
同
。
し
ら
が
ど
り
と

云
ふ
べ
し
な
ど
は
書
誤
也
。
白
鹿
を
と
り
し
故
也
云
々
。
和
云
、
し
な

が
ど
り
と
は
ゐ
な
の
と
い
は
ん
れ
う
に
云
也
。
下
が
さ
ね
の
し
り
の
な

が
き
を
ゐ
む
と
て
は
と
る
が
故
に
、し
な
が
ど
り
ゐ
と
云
也
と
云
ふ
義
、

是
有
り
。

※ 
「
し
ら
が
と
り
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
「
し
な
が
と
り
」
と
い
っ
た

と
す
る
。
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こ
の
平
安
末
期
ま
で
に
お
け
る
「
し
な
が
ど
り
」
の
変
遷
に
つ
い
て
、
太

田
克
也
氏）
13
（

が
的
確
に
要
点
を
次
の
13
項
目
に
ま
と
め
て
い
る
。

太
田
氏
の
分
類

（
１
）
白
鹿
を
獲
っ
た
。

（
２
）
猪
が
お
ら
ず
白
鹿
を
獲
っ
た
。

（
３
）
鹿
を
百
匹
獲
っ
た
中
に
猪
が
な
か
っ
た
（
宗
延
説
）。

（
４
）
白
鹿
を
あ
る
限
り
獲
り
猪
は
い
な
か
っ
た
。

（
５
）
白
鹿
を
一
匹
獲
り
猪
は
い
な
か
っ
た
。

（
６
）
全
て
（
の
獲
物
）
を
獲
る
。

（
７
）
猪
を
指
す
。

（
８
）
六
位
の
下
衣
（
下
襲
）。

（
９
）「
し
ら
か
と
り
」
の
書
き
間
違
い
。

（
10
）
射
る
際
に
狩
衣
の
尻
（
裾
）
を
取
る
こ
と
。

（
11
）「
し
な
が
ど
り
」
が
「
ゐ
な
の
」
の
枕
詞
。

（
12
）「
し
な
が
ど
り
ゐ
な
の
」
と
い
う
名
の
場
所
。

（
13
）「
し
な
が
ど
り
」
と
表
記
し
て
「
し
ら
か
と
り
」
の
意
。

太
田
氏
は
童
蒙
抄
を
取
り
上
げ
て
は
い
な
い
が
、
童
蒙
抄
で
は
引
用
す
る

歌
が
「
し
な
が
と
り
」
で
は
な
く
「
し
ら
か
と
り
」
と
あ
り
、
こ
の
分
類
に

随
え
ば
（
９
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
（
８
）
の
六
位
の
下
襲
は
『
口

伝
和
歌
釈
抄
』
の
み
を
分
類
さ
れ
て
い
る
。『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
で
は
『
能

因
歌
枕
』
の
説
を
二
義
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
歌
学
書
の

中
で
「
衣
」
に
関
す
る
説
は
（
10
）
狩
衣
の
裾
を
取
る
こ
と
、
が
あ
る
。
こ

れ
は
『
和
名
類
聚
抄）
14
（

』
に
「
裾
　
和
名
　
こ
ろ
も
の
す
そ
　
一
に
い
ふ
　
き

ぬ
の
し
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、『
能
因
歌
枕
』
の
説
の
解
釈
が
次
第
に
揺

れ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
白
鹿
」
の
話
題
は
先
掲
の
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』

に
も
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

雄
略
天
皇
の
時
代
、
天
皇
が
野
で
狩
を
し
た
時
、
白
い
鹿
の
し
し
ば
か

り
で
猪
の
し
し
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
野
を
「
猪
無
野
」
と
い
い

は
じ
め
た
の
で
あ
る
。「
し
な
か
と
り
」
と
は
、
白
い
鹿
の
し
し
ば
か

り
を
射
殺
し
た
の
で
「
白
な
鹿
獲
り
（
し
な
か
と
り
）」
と
い
う
の
で

あ
る
と
。

つ
ま
り
、「
し
な
か
と
り
」
は
白
い
鹿
を
獲
る
の
意
と
い
う
解
釈
も
な
さ
れ

て
い
た
。
で
は
小
稿
で
問
題
と
す
る
Ｅ
歌
、俊
成
に
お
け
る
「
し
な
が
と
り
」

の
歌
を
見
て
み
た
い
。

四　

俊
成
と
「
し
な
が
と
り
」

俊
成
は
「
し
な
が
と
り
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
。
建
久
九
年

（
一
一
九
八
）
ご
ろ
成
立
の
『
慈
鎮
和
尚
自
歌
合）
15
（

』
九
番
「
冬
の
歌
中
に
」

と
あ
る
右
歌
（
一
一
一
番
歌
）
に
「
し
な
が
と
り
」
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
俊

成
の
判
が
見
ら
れ
る
。
歌
と
判
詞
を
示
そ
う
。

　
　
　
　
左
勝

初
瀬
山
し
も
に
こ
た
ふ
る
夜
半
の
鐘
を
も
ろ
く
も
誘
ふ
風
の
音
か
な

　
　
　
　
同
　
右

し
な
が
と
り
ゐ
な
の
旅
寝
の
篠
枕
霰
に
た
ど
る
夢
路
な
り
け
り

　
　
　 
ゐ
な
の
た
び
ね
の
さ
さ
枕
、
い
み
じ
く
を
か
し
く
侍
る
を
、
な



歌語「しながとり」考（鹿野）

− 39 −

ほ
泊
瀬
山
の
よ
は
の
か
ね
を
も
ろ
く
さ
そ
ふ
ら
ん
風
の
音
、
所

ざ
ま
も
立
ち
ま
さ
り
て
や
侍
ら
ん

こ
こ
で
は
「
し
な
が
と
り
」
に
つ
い
て
の
指
摘
は
な
い
が
、「
ゐ
な
の
旅

寝
の
篠
枕
」
と
い
う
表
現
を
「
い
み
じ
く
を
か
し
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は

古
歌
と
り
わ
け
万
葉
歌
を
想
起
さ
せ
つ
つ
も
、「
猪
名
」「
旅
」「
篠
枕
」
と

縁
語
に
よ
る
表
現
を
評
価
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
羈
旅
の
要

素
を
持
ち
つ
つ
「
冬
」
の
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
点
も
注
意
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
俊
成
の
歌
に
つ
い
て
考
察
し
、
俊
成
が
「
し
な
が
と
り
」
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
見
て
み
よ
う
。

先
掲
の
『
新
後
拾
遺
集
』
に
入
集
す
る
Ｅ
俊
成
歌
（
冬
・
四
八
三
）
は
『
俊

成
五
社
百
首
』（
文
治
六
年
（
一
一
九
〇
））
で
の
詠
で
あ
り
、
同
じ
『
五
社

百
首
』「
住
吉
社
百
首
」
の
「
夏
」
で
「
し
な
が
と
り
」
を
詠
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
照
射

と
も
し
に
も
し
な
が
と
り
と
や
ま
す
ら
を
が
猪
名
の
は
山
を
分
け
し
　

の
ぶ
ら
ん

こ
れ
ま
で
「
冬
」（
あ
る
い
は
羈
旅
）
の
歌
材
で
詠
ま
れ
て
き
た
「
し
な

が
と
り
」
を
俊
成
は
「
照
射
」
題
で
「
夏
」
の
歌
材
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
は
、「
猪
名
」
と
詠
み
込
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
見
て
き

た
よ
う
な
枕
詞
と
し
て
の
用
い
方
で
は
な
い
点
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
俊

成
が
「
し
な
が
と
り
」
を
「
鹿
」
に
関
わ
る
歌
語
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て

い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
先
に
示
し
た
歌
学
書
に
み
え
る
雄
略
天
皇

の
逸
話
を
意
識
し
て
い
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら

少
な
く
と
も
俊
成
は
「
し
な
が
と
り
」
を
「
白
鹿
獲
り
」、
つ
ま
り
「
白
鹿
」

に
関
わ
る
歌
語
と
捉
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
改
め
て
、
問
題
と
し

て
い
る
Ｅ
『
新
後
拾
遺
集
』
入
集
歌
を
見
て
み
よ
う
。

初
霜
は
降
り
に
け
ら
し
な
し
な
が
と
り
猪
名
の
篠
原
色
か
は
る
ま
で

冬
・
霜
題
で
詠
ま
れ
た
該
歌
は
、
猪
名
の
笹
原
の
緑
色
が
消
え
、
白
く
変

わ
る
ほ
ど
霜
が
降
り
て
い
る
様
子
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
白
の
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
「
し
な
が
と
り
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
俊
成
は
五
社
百
首
に
お
い
て
「
し
な
が
と
り
」
を

「
白
鹿
」
と
捉
え
、「
鹿
」
と
解
釈
し
た
こ
と
を
夏
歌
の
「
照
射
」
に
よ
っ
て

表
現
し
、「
白
」
と
い
う
点
を
冬
歌
の
「
霜
」
に
詠
む
こ
と
で
表
現
し
た
の

で
あ
る
。
歌
語
が
持
つ
解
釈
の
可
能
性
を
様
々
に
試
み
て
詠
じ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
よ
う
。五　

中
世
の
万
葉
注
釈
書
に
お
け
る
「
し
な
が
と
り
」

さ
て
、「
し
な
が
と
り
」
は
そ
の
後
、
仙
覚
の
『
万
葉
集
注
釈）
16
（

』
で
次
の

よ
う
に
加
注
さ
れ
る
。

仙
覚
　
万
葉
集
注
釈
　
巻
五

志
長
鳥
居
名
野
乎
来
者
有
間
山
夕
霧
立
宿
者
無
為

シ
ナ
カ
ト
リ
、
ヰ
ナ
ノ
ト
イ
ヘ
ル
コ
ト
、
先
達
ノ
尺
サ
マ
〳
〵
也
。

或
人
云
、
シ
ロ
キ
カ
ノ
シ
ヽ
ヲ
ト
リ
テ
、
猪
ノ
ナ
カ
リ
ケ
レ
ハ
、
シ
ナ

カ
ト
リ
ヰ
ナ
ノ
ト
イ
フ
。
或
人
云
、
カ
リ
キ
ヌ
ハ
、
シ
リ
ノ
ナ
カ
キ
ヲ
、

ヰ
ル
時
ニ
ハ
ト
リ
テ
ヰ
レ
ハ
、シ
ナ
カ
ト
リ
ヰ
ナ
ノ
ト
イ
フ
ト
イ
ヘ
リ
。

コ
ノ
両
義
、
共
ニ
由
縁
ア
ラ
ハ
レ
ス
。
コ
レ
ハ
、
ム
カ
シ
信
濃
国
ヨ
リ
、

美
濃
ヘ
イ
ツ
ル
山
路
ニ
、
旅
人
ト
ヲ
リ
ケ
レ
ハ
、
ニ
ハ
カ
ニ
霧
フ
リ
テ
、



− 40 −

研究紀要　第 80号

ミ
チ
ヲ
ウ
シ
ナ
ヒ
テ
人
ヲ
ホ
ク
シ
ス
ル
コ
ト
ア
リ
ケ
リ
。
イ
カ
ナ
ル
ユ

ヘ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
シ
ラ
ス
。
シ
カ
ル
ニ
日
本
武
尊
陸
奥
ノ
梟
徒
ヲ
ハ
シ

メ
ト
シ
テ
、
東
国
ノ
ア
シ
キ
輩
ヲ
、
皆
悉
ク
ウ
チ
シ
タ
カ
ヘ
テ
、
信
濃

ヨ
リ
美
乃
ヘ
イ
テ
タ
マ
ハ
ン
ト
ス
ル
山
中
ニ
シ
テ
、
ミ
ヲ
シ
タ
テ
マ
ツ

リ
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
御
前
ニ
鹿
ノ
大
王
ノ
シ
ロ
キ
シ
ヽ
マ
イ
リ
テ
、
尊
ノ

御
マ
ヘ
ニ
ム
カ
ヒ
ヲ
ル
。
ミ
コ
ト
御
膳
ニ
ソ
ナ
ヘ
タ
リ
ケ
ル
、
蒜
ヲ
ミ

テ
ニ
ト
リ
ヒ
シ
カ
セ
タ
マ
ヒ
テ
、
ソ
ノ
ヒ
ル
ノ
ア
ハ
ヲ
、
鹿
ニ
ハ
シ
キ

カ
ケ
タ
マ
ヒ
ケ
レ
ハ
、
ヒ
ル
ノ
ア
ハ
、
白
鹿
ノ
目
中
ニ
入
テ
、
鹿
ニ
ハ

カ
ニ
シ
ニ
ニ
ケ
リ
。
サ
テ
キ
リ
モ
ハ
レ
ニ
ケ
レ
ハ
、
ヘ
チ
ノ
難
ナ
ク
シ

テ
山
ヲ
イ
テ
給
ヒ
ニ
ケ
リ
。
ソ
レ
ヨ
リ
ノ
チ
、
カ
ノ
山
路
難
ナ
ク
シ
ツ

マ
リ
ニ
ケ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
シ
カ
レ
ハ
、
シ
ラ
カ
ト
リ
ト
イ
フ
ヘ
シ
ト
、

範
兼
卿
ハ
尺
シ
テ
侍
リ
。
歌
ヲ
モ
、
シ
ラ
カ
ト
リ
ト
書
リ
。
シ
カ
レ
ト

モ
、
ム
カ
シ
ヨ
リ
イ
ヒ
ツ
タ
ヘ
タ
ル
カ
コ
ト
ク
、
シ
ナ
カ
ト
リ
ト
イ
フ

ヘ
シ
。
ラ
ト
、
ナ
ト
、
同
韻
也
。
心
カ
ハ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ウ
ヘ
ニ
、
此

集
ニ
ハ
、
今
ノ
歌
ノ
コ
ト
ク
、
志
長
鳥
ト
モ
カ
キ
、
或
ハ
四
長
鳥
ナ
ト

カ
ケ
リ
。
シ
ナ
カ
ト
リ
ト
イ
フ
ヘ
シ
ト
ミ
エ
タ
リ
。
シ
ロ
キ
ウ
マ
ヲ
、

シ
ナ
コ
マ
ト
イ
ヘ
ル
カ
如
シ
。
古
歌
ニ
云
、
キ
ミ
ト
ワ
レ
エ
モ
オ
キ
ヤ

ラ
ス
シ
ナ
コ
マ
ヤ
ソ
ノ
ア
シ
ウ
ラ
ノ
ツ
チ
ナ
ケ
レ
ト
モ
ト
イ
ヘ
リ
。
コ

レ
ハ
、
人
ヲ
ヽ
コ
サ
ジ
ト
オ
モ
フ
時
ニ
、
東
方
ヘ
ユ
キ
タ
ル
白
馬
ノ
、

ア
シ
ノ
ウ
ラ
ノ
ツ
チ
ヲ
取
テ
、
家
ナ
ヽ
イ
ヘ
ノ
、
竈
ノ
ヘ
ス
ヒ
ヲ
取
テ
、

合
薬
シ
テ
、
ネ
タ
ル
人
ノ
ヘ
ソ
ノ
ウ
ヘ
ニ
ツ
ケ
ツ
レ
ハ
、
オ
キ
ア
カ
ラ

ス
ト
イ
フ
事
ノ
ア
ル
ヲ
ヨ
メ
ル
歌
也
。サ
テ
シ
ナ
カ
ト
リ
、ヰ
ナ
ト
ツ
ヽ

ク
ル
コ
ト
ハ
、
シ
ナ
カ
ト
リ
ト
ハ
マ
ス
ラ
ヲ
ヲ
イ
ヘ
ハ
、
マ
ス
ラ
ヲ
ハ
、

伴
類
ヲ
ホ
ク
ヒ
キ
ツ
レ
タ
ル
物
ナ
レ
ハ
、
ヰ
ナ
ト
ツ
ヽ
ク
ル
也
。
ヰ
ナ

ト
ハ
、
ナ
ハ
、
男
ヲ
イ
フ
。
ヰ
ト
ハ
、
卒
ト
イ
フ
心
ナ
レ
ハ
、
ヰ
ナ
ト

イ
ハ
ン
タ
メ
ノ
諷
詞
ニ
、
シ
ナ
カ
ト
リ
ト
ハ
ヲ
ケ
ル
也
。
大
方
此
集
ノ

コ
ヽ
ロ
、
猟
者
ヲ
ハ
、
シ
ナ
カ
ト
リ
ト
云
。
漁
者
ヲ
ハ
、
イ
サ
ナ
ト
リ

ト
ヨ
メ
ル
也
。

仙
覚
は
「
し
な
が
と
り
」
が
「
し
ら
か
と
り
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
、
そ
の
音
韻
に
注
目
し
、「
な
」
と
「
ら
」
は
同
韻
で
あ
る
が
ゆ
え

で
あ
り
、
万
葉
集
の
表
記
は
「
志
長
鳥
」
と
「
長
」
で
あ
る
か
ら
、「
し
な

が
と
り
」
な
の
で
あ
っ
て
、「
し
ら
か
と
り
」
と
い
う
訓
み
は
採
ら
な
い
と

す
る
。
ま
た
新
た
な
指
摘
と
し
て
「
し
な
が
と
り
」
を
「
猟
者
」
と
し
、「
漁

者
」
を
「
い
さ
な
と
り
」
と
万
葉
集
で
は
詠
ん
で
い
る
、
と
す
る
。

で
は
、
南
北
朝
期
の
由
阿
に
よ
る
万
葉
集
注
釈
書
『
詞
林
采
葉
抄）
17
（

』
を
見

て
み
よ
う
。

志
長
鳥
伊
那
〈
付
水
長
鳥
／
安
房
就
〉

当
集
第
七
巻
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ナ
シ
ニ
シ
テ

 

シ
ナ
カ
ト
リ
ヰ
ナ
野
ヲ
ユ
ケ
ハ
ア
リ
マ
山
夕
霧
タ
チ
ヌ
宿
ハ
ナ
ク
シ

テ
シ
ナ
カ
リ
説
々
不
同
也
。
或
云
狩
衣
ノ
裾
の
長
ヲ
居
ル
時
カ
ヒ
ト
リ
テ

居
ヲ
云
也
。
或
云
、
摂
津
国
猪
名
野
ニ
テ
狩
ヲ
シ
ケ
ル
ニ
白
鹿
ヲ
取
テ

猪
ハ
ナ
シ
ト
云
ケ
ル
ヨ
リ
申
ト
。
爰
日
本
紀
景
行
天
皇
四
十
年
日
本
武

尊
進
入
信
乃
是
山
也
。
山
高
谷
幽
翠
嶺
万
重
人
倚
杖
而
難
昇
山
険
磴

長
峯
数
千
馬
頓
轡
而
不
進
日
本
武
尊
披
煙
陵
霧
経
大
山
遙
逮
千
峯
飢
之
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食
於
山
中
、山
神
令
苦
王
以
化
白
鹿
立
猶（
マ
マ
）王
前
異
之
以
一
箇
蒜
弾
白
鹿
。

則
中
服
而
殺
之
。
爰
王
忽
失
道
不
知
所
出
時
、
白
狗
来
道
皇
。
随
狗
往

仍
得
出
美
濃
。
吉
備
武
彦
自
越
出
而
遇
之
。
先
是
度
信
乃
坂
者
多
得
神

気
以
痛
臥
。
但
従
煞
白
鹿
之
後
踰
是
山
者
嚼
蒜
塗
人
及
馬
牛
自
不
中
神

気
也
焉
。

今
考
之
、
彼
信
乃
国
伊
那
郡
白
鹿
取
玉
フ
コ
ト
ヲ
シ
ナ
カ
ト
リ
ヰ
ナ
ト

云
ツ
ヽ
ケ
ル
ヲ
今
ノ
世
ニ
ハ
摂
津
ノ
ヰ
ナ
ノ
ニ
ト
リ
ヨ
セ
ラ
ル
諷
詞
ト

ス
ル
ニ
コ
ソ
。
例
セ
ハ
同
国
若
栗
林
ト
云
所
ヲ
過
玉
フ
ニ
夷
族
襲
タ
テ

マ
ツ
ラ
ン
ト
ス
。
尊
則
白
鳥
ト
ナ
ツ
テ
南
山
ニ
ト
ヒ
ノ
ホ
リ
玉
フ
。
其

所
ヲ
ハ
白
鳥
ト
テ
今
世
ノ
駅
舘
也
。
鳥
羽
山
ト
テ
有
之
然
而
近
代
ハ
城

南
ノ
鳥
羽
ヲ
白
鳥
ノ
鳥
羽
ト
云
ナ
ラ
ハ
セ
ル
カ
如
シ
。
白
ヲ
シ
ナ
ト
云

詞
当
集
第
二
巻
云

　
　 

ミ
ク
サ
カ
ル
シ
ナ
ノ
ヽ
真
弓
ワ
カ
ヒ
カ
ハ
ム
マ
人
サ
ヒ
テ
イ
ナ
ト

イ
ハ
ム
カ
モ

三
草
ト
ハ
ス
ヽ
キ
也
。
シ
ナ
ノ
ト
ハ
薄
ノ
白
ク
カ
レ
タ
ル
野
ヲ
云
也
。

白
キ
野
ヲ
信
乃
ニ
言
ヲ
カ
ル
也
。
古
哥
云

　
　 

君
ト
我
エ
モ
ヲ
キ
ヤ
ラ
ス
シ
ナ
コ
マ
ヤ
ソ
ノ
足
ウ
ラ
ノ
土
ナ
ケ
レ

ト
モ

シ
ナ
コ
マ
ト
ハ
白
駒
也
。
哥
ハ
人
ノ
ネ
タ
ル
ヲ
ヲ
コ
サ
シ
ト
思
ニ
ハ
東

方
ヘ
行
葦
毛
ノ
駒
ノ
足
ノ
ウ
ラ
ノ
土
ヲ
取
テ
七
家
ノ
竈
ノ
ヘ
ス
ヒ
ヲ
取

合
薬
ニ
シ
テ
ネ
タ
ル
人
ノ
ホ
ソ
ノ
上
ニ
付
ツ
レ
ハ
オ
キ
ア
カ
ラ
ス
ト
云

コ
ト
ヲ
ヨ
メ
ル
ナ
リ
。
又
薄
ヲ
三
草
ト
云
事
日
本
紀
第
一
曰
使
山
雷
者

採
五
百
箇
真
榊
八
十
玉
籤
使
野
槌
者
採
五
百
箇
野
簾
八
十
玉
籤
矣
。
此

天
照
太
神
ノ
石
戸
ニ
籠
セ
玉
シ
時
ヲ
コ
リ
出
シ
タ
テ
マ
ツ
ラ
ム
ト
セ
シ

態
也
。
依
之
信
乃
国
諏
方
ニ
御
射
山
ノ
祭
ニ
ハ
薄
ヲ
ト
リ
テ
御
幣
ト
ス

ル
也
。
仍
三
草
カ
ル
信
乃
ト
云
ナ
リ
。
又
信
濃
ノ
真
弓
ト
云
事
、
続
日

本
紀
云
大
寶
二
年
甲
午
信
乃
国
梓
弓
一
千
張
以
死
大
宰
府
ニ
矣
、
梓
弓

ハ
弓
ノ
本
タ
ル
故
ニ
真
弓
ト
云
也
。
信
乃
国
ノ
古
済
也
焉
。
次
水
長
鳥

安
房
ニ
就
タ
ル
云
事
、
続
日
本
紀
曰
日
本
根
高
瑞
浄
足
姫
天
皇
御
宇
養

老
二
年
五
月
甲
午
朔
乙
未
割
上
総
国
平
郡
安
房
朝
夷
長
狭
四
郡
ヲ
置
安

房
国
矣
。
然
而
長
狭
等
四
郡
ヲ
取
テ
安
房
ニ
付
ト
云
詞
歟
云
々
。
随
而

当
集
第
九
巻
詠
上
総
ノ
末
珠
名
姫
子
哥
ニ

　
　
シ
ナ
カ
ト
リ
ア
ハ
ニ
ツ
キ
タ
ル
梓
弓
ス
ヱ
ノ
玉
ナ
ハ
ム
ナ
分
ノ

　
　 

ヒ
ロ
キ
ワ
キ
モ
腰
細
ノ
ス
ル
カ
ヲ
ト
メ
カ
ソ
ノ
カ
ホ
ノ
ウ
ツ
ク
シ

ケ
サ
ニ
花
ノ
コ
ト
ヱ
ミ
テ
タ
テ
レ
ハ
云
々

右
哥
ノ
ア
ハ
ニ
ツ
キ
タ
ル
梓
弓
ト
ハ
安
房
ニ
ツ
キ
タ
ル
上
総
弓
ト
云
詞

也
。
弓
ハ
彼
国
ノ
貢
調
也
。
又
シ
ナ
カ
ト
リ
ア
ハ
ニ
ツ
キ
タ
ル
ト
ハ
倭

武
尊
ノ
蒜
ノ
泡
ニ
テ
白
鹿
ヲ
取
玉
事
ヲ
申
ト
モ
云
。
誠
ニ
言
ノ
縁
サ
モ

ト
聞
ユ
。
然
而
此
哥
ハ
四
郡
ヲ
取
安
房
付
ト
云
歟
。
凡
当
集
庭
訓
ニ
仙

覚
註
置
之
處
ハ
シ
ナ
カ
ト
リ
ハ
猟
者
也
。
イ
サ
ナ
ト
ル
ト
ハ
漁
父
也
ト

云
。
此
上
之
末
学
蒙
昧
之
微
質
雖
非
可
及
了
簡
令
披
見
一
部
始
終
有
契

此
理
ニ
之
歌
有
違
此
詞
之
所
於
如
然
ラ
ハ
不
可
有
毎
首
一
致
之
儀
者

哉
。
所
詮
シ
ナ
カ
ト
リ
ハ
白
鹿
ヲ
取
伊
那
ト
可
心
得
者
歟
。
伊
那
ト
ハ

信
乃
ト
美
濃
ト
ノ
境
ナ
ル
伊
那
郡
ナ
ル
ヘ
シ
。
是
則
日
本
武
尊
美
乃
ヘ

出
玉
ト
云
詞
に
符
合
セ
リ
。
爰
ニ
仙
覚
庭
訓
ノ
シ
カ
ナ
ト
リ
ヰ
ナ
ト
ハ

猟
士
ハ
類
多
キ
者
ナ
レ
ハ
サ
ソ
ヒ
キ
ツ
ル
ヽ
心
ナ
ル
ヘ
シ
ト
云
々
。
日
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本
紀
ノ
心
ニ
令
相
違
歟
。
又
イ
サ
ナ
ト
リ
淡
海
モ
只
魚
ヲ
取
海
ト
ツ
ヽ

ク
ル
也
ト
心
得
ナ
ハ
何
ノ
歌
モ
不
可
有
相
違
者
歟
。
但
不
窺
膏
𦘻
之
擙

處
ヲ
後
哲
宜
令
商
量
之
矣
。
復
次
水
長
鳥
ノ
水
ノ
字
ヲ
シ
ト
ツ
カ
フ
コ

ト
当
集
第
十
巻
哥
云
水
良
玉
イ
ホ
ツ
ツ
ト
ヒ
ト
書
リ
。玉
扁
ニ
曰
水〈
尸

祭
／
流
津
〉
焉
。
シ
ナ
カ
ト
リ
ト
ヨ
メ
ル
哥
近
来
ハ
少
シ

拾
　 

シ
ナ
カ
ト
リ
ヰ
ナ
ノ
柴
原
ト
ヒ
ワ
タ
ル
鴫
ノ
羽
ヲ
ト
ノ
オ
モ
シ
ロ

キ
カ
ナ

　
　 

シ
ナ
カ
ト
リ
ヰ
ナ
ノ
サ
ヽ
ヤ
ノ
カ
リ
枕
ミ
シ
カ
キ
ヨ
ハ
モ
フ
シ
ウ

カ
リ
ケ
リ
〈
大
納
言
／
資
季
〉

由
阿
は
ま
ず
童
蒙
抄
以
降
に
見
ら
れ
る
日
本
武
尊
の
逸
話
を
引
用
す
る
。

こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
巻
第
七
・
景
行
天
皇
四
十
年
の
東
征
し
た
折
の
か
の

「
新
治
の
」
の
連
歌
に
続
く
記
事
と
し
て
見
え
る
。
日
本
武
尊
が
東
征
の
後
、

信
濃
国
に
向
か
う
。
そ
の
折
に
、
日
本
武
尊
を
懲
ら
し
め
よ
う
と
し
た
山
の

神
が「
白
鹿（
し
ろ
き
か
）」と
な
っ
て
眼
前
に
現
れ
る
が
、蒜
の
異
臭
に
よ
っ

て
邪
気
が
払
わ
れ
、
鹿
は
殺
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
。
そ
の
場
所
が
信
濃
国

の
伊
那
で
あ
っ
た
と
い
う
。
先
に
見
た
仙
覚
が
指
摘
す
る
「
し
ら
」
と
「
し

な
」
の
同
韻
を
、
由
阿
は
「
白
き
鹿
を
獲
る
野
」
で
あ
る
か
ら
「
し
ろ
き
の

（
白
き
野
）」
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
し
な
の
」
と
言
い
換
え
ら
れ
た
と
す
る
。

つ
ま
り
「
し
な
が
と
り
」
は
「
白
鹿
獲
り
（
し
な
か
と
り
）」
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

そ
の
上
で
、
仙
覚
の
説
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
の
「
猟
師
」
を
「
し
な
が

と
り
」、「
漁
師
」
を
「
い
さ
な
と
り
」
と
す
る
説
を
、
こ
れ
が
そ
の
日
本
武

尊
の
逸
話
で
由
阿
が
積
極
的
に
支
持
す
る
白
鹿
を
獲
る
こ
と
に
相
違
す
る
と

し
て
否
定
す
る
。『
詞
林
采
葉
抄
』
は
周
知
の
通
り
、貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）

成
立
で
、こ
れ
は
由
阿
が
二
条
良
基
の
懇
願
に
よ
り
、万
葉
歌
の
講
義
を
行
っ

た
際
に
上
覧
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
小
川
靖
彦
氏
は
「
由
阿
の
学
統
が
仙
覚

の
萬
葉
学
の
嫡
流
で
あ
る
こ
と
を
強
く
打
ち
出
そ
う
」
と
し
た
形
跡
を
指
摘

し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

由
阿
の
良
基
へ
の
『
萬
葉
集
』
講
義
は
、
関
東
の
仙
覚
の
萬
葉
学
を
都

の
歌
壇
に
伝
え
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
（
中
略
）
由
阿

の
学
統
（「
仙
覚･

由
阿
」
の
萬
葉
学
）
は
急
速
な
広
が
り
を
見
せ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
仙
覚
の
萬
葉
学
を
大
き
く
変
容
さ
せ
る
こ
と

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る）
18
（

。

こ
の
「
し
な
が
と
り
」
の
注
釈
に
も
、
仙
覚
の
注
を
踏
ま
え
そ
の
説
を
尊
重

し
つ
つ
、
し
か
し
、
謙
虚
に
独
自
の
見
解
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
由
阿
の
姿

勢
が
見
ら
れ
る
。

さ
て
、
そ
の
後
、
こ
う
し
た
解
釈
は
『
六
花
集
注
〈
蓬
左
文
庫
本）
19
（

〉』
に

も
見
ら
れ
る
。『
六
花
集
注
』
は
「
収
録
す
る
万
葉
集
歌
に
つ
い
て
は
仙
覚

の
『
万
葉
集
注
釈
』、
由
阿
の
『
詞
林
采
葉
抄
』『
青
葉
丹
花
抄
』
か
ら
多
く

を
採
用
し
て
い
る）
20
（

」
と
さ
れ
る
。
万
葉
集
Ａ
歌
の
加
注
を
見
て
み
よ
う
。

一
　
志
長
鳥
伊
那
野
ヲ
行
ハ
有
間
山
夕
霧
立
ヌ
宿
ナ
シ
ニ
シ
テ

志
長
鳥
ノ
事
色
々
ノ
説
ア
レ
ト
モ
日
本
記
ノ
如
ハ
日
本
武
尊
陸
奥
ノ
幾

タ
ヰ
ラ
ケ
テ
上
セ
給
フ
時
、
信
濃
国
伊
那
ノ
郡
ニ
テ
白
キ
大
鹿
大
君
ヲ

ナ
ヤ
マ
シ
奉
ル
ト
テ
御
前
ニ
立
リ
昼
ノ
御
膳
ニ
備
ヘ
タ
ル
蒜
ヲ
引
切

テ
、
其
汁
ヲ
目
ニ
ハ
シ
キ
入
賜
ウ
。
鹿
王
忽
ニ
死
ス
。
仍
白
キ
鹿
ト
ル
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猪
名
ノ
郡
ト
云
。
ソ
レ
ヲ
今
ノ
世
ニ
ハ
摂
州
ノ
猪
名
野
ト
引
寄
テ
志
長

鳥
猪
名
ト
申
也
。
此
猪
名
ノ
仮
名
仕
今
ノ
世
ニ
ハ
奥
ノ
ヰ
ヲ
書
ク
故
ニ

猪
ノ
鹿
ヲ
ト
意
得
タ
リ
。

概
ね
『
詞
林
采
葉
抄
』
の
説
を
採
っ
て
い
る
が
、
由
阿
が
信
濃
の
伊
那
で

あ
っ
た
出
来
事
を
「
今
ノ
世
ニ
ハ
摂
津
ノ
ヰ
ナ
ノ
ニ
ト
リ
ヨ
セ
ラ
ル
」
と
あ

る
と
こ
ろ
を
、
こ
こ
で
は
「
猪
名
」
の
仮
名
遣
い
か
ら
「
猪
の
鹿
」
の
意
と

す
る
。
由
阿
の
説
が
曲
解
さ
れ
て
い
る）
21
（

。
そ
の
点
、
次
に
挙
げ
る
今
川
了
俊

の
『
了
俊
日
記
』（
歌
の
言
の
事）
22
（

）
に
は
、
短
い
な
が
ら
も

（
前
略
）
し
な
が
と
り
ゐ
な
野
　
白
鹿
の
み
あ
り
て
猪
な
か
り
し
故
に
詠
、

し
な
か
は
白
鹿
也
（
以
下
略
）

と
あ
り
、「
し
な
か
」
を
「
白
鹿
」
と
捉
え
、由
阿
の
説
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。

六　

新
後
拾
遺
和
歌
集
・
冬
歌
の
配
列
構
成

さ
て
、
小
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
Ｅ
俊
成
歌
は
『
新
後
拾
遺
集
』
冬
歌
の

霜
歌
群
一
連
の
冒
頭
歌
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、『
新
後
拾
遺
集
』
の
冬

歌
の
排
列
構
成
を
考
え
な
が
ら
、俊
成
歌
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
新
後
拾
遺
集
』
の
冬
歌
を
考
え
る
う
え
で
、
十
三
代
集
の
冬
部
の
歌
材

に
つ
い
て
一
覧
表
に
示
し
た）

23
（

。

『
新
勅
撰
集
』
以
外
は
す
べ
て
「
初
冬
」「
立
冬
」
に
よ
っ
て
始
ま
り
、「
歳

暮
」
で
終
わ
る
。
十
三
代
集
に
わ
た
っ
て
落
葉
と
紅
葉
が
区
別
さ
れ
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
従
来
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、『
新
後
拾
遺
集
』
で
は
全

て
が
落
葉
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
歌
集
で
も
便
宜
上
、
落
葉
と
分
類
し

た
。
こ
れ
は
今
後
継
続
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
冬
部
の
歌
題
と
し
て
は
、

『
玉
葉
集
』
と
『
風
雅
集
』
に
「
冬
鐘
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
排
さ
れ
て
い

る
点
が
目
新
し
く
注
目
さ
れ
る
。

で
は
、『
新
後
拾
遺
集
』
の
冬
歌
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
そ

の
出
典
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
出
典
が
分
か
る
も
の
の
う
ち
、
四
首
以
上
が

採
歌
さ
れ
た
も
の
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

永
徳
百
首
＝
一
一
首
、
延
文
百
首
＝
七
首
、
貞
和
百
首
＝
六
首
、

嘉
元
百
首･

文
保
百
首
・
弘
長
百
首
＝
四
首

『
新
後
拾
遺
集
』
の
撰
集
資
料
で
あ
る
永
徳
百
首
か
ら
の
入
集
が
最
も
多

く
、
つ
い
で
先
の
撰
集
資
料
で
あ
る
延
文･

貞
和
の
応
製
百
首
が
続
い
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
当
代
を
意
識
し
た
構
成
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

そ
の
他
、
弘
安
百
首
と
俊
成
五
社
百
首
か
ら
三
首
、
堀
河
百
首
・
千
五
百
番

歌
合
か
ら
二
首
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
の
俊
成
五

社
百
首
か
ら
三
首
入
集
と
い
う
の
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
冬
歌
だ
け
で
は
な
く

『
新
後
拾
遺
集
』
全
体
に
わ
た
っ
て
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
い
。

次
に
、
冬
歌
全
一
一
八
首
・
九
四
人
（
う
ち
二
首
が
読
人
知
ら
ず
歌
）
の

歌
人
構
成
を
検
討
す
る
。
巻
頭
歌
を
宗
尊
親
王
、
巻
軸
歌
を
尊
円
親
王
と
す

る
。
俊
頼
、
仲
実
が
最
古
歌
人
で
あ
り
、
鎌
倉
期
以
降
当
代
を
中
心
と
し
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
冬
歌
に
二
首
以
上
が
採
歌
さ
れ
て
い
る
歌
人
を
挙
げ

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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義
詮
＝
四
首
、
尊
氏
・
為
定
・
俊
成
・
為
子
＝
三
首
、

後
円
融
天
皇
・
義
満
・
良
基
・
尊
円
・
尊
道
・
定
家
・
為
世
・
為
重
・

行
家
・
国
助
＝
二
首

将
軍
三
代
を
計
九
首
入
集
さ
せ
る
な
ど
時
勢
を
考
え
た
も
の
と
い
え
よ

う
。
と
は
い
え
、義
詮
の
歌
四
首
は
す
べ
て
延
文
百
首
か
ら
の
採
歌
で
あ
り
、

撰
集
資
料
と
の
関
係
も
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
『
新
後
拾
遺
集
』
の
冬
歌
全
体
の
排
列
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
Ｅ
俊
成
歌
で
「
し
な
が
と
り
」
が
冬
の
歌
語
「
霜
」
と
と
も
に
詠

ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
冬
部
の
「
霜
」
詠
に
つ
い
て
十
三
代
集
を
俯
瞰
し
た
上

で
、『
新
後
拾
遺
集
』
の
「
霜
」
歌
群
を
考
察
す
る）
24
（

。

『
新
勅
撰
集
』
に
は
落
葉
に
続
く
三
首
と
霜
枯
れ
一
首
が
見
ら
れ
る）
25
（

。

三
七
四
番
歌
で
は
「
霜
置
か
ぬ
」
と
常
緑
で
あ
る
松
に
、
人
目
は
枯
れ
た

が
変
わ
ら
ず
訪
れ
る
風
を
詠
む
。
三
七
五
番
歌
の
藤
原
家
隆
の
歌
は
、
家
持

の
「
鵲
の
渡
せ
る
橋
に
置
く
霜
の
白
き
を
見
れ
ば
夜
ぞ
更
け
に
け
る
」
の
歌

を
本
歌
と
し
、冬
山
を
際
立
た
せ
る
「
夕
霜
」
の
「
白
さ
」
を
詠
ん
だ
も
の
。

三
七
六
番
歌
で
は
須
磨
の
浦
に
冴
え
た
月
の
輝
き
を
増
す
「
霜
夜
」
が
詠
ま

れ
て
い
る
。
霜
歌
群
と
さ
れ
る
も
の
の
そ
の
詠
ま
れ
方
は
月
光
や
寒
さ
と

い
っ
た
も
の
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
添
え
た
歌
材
と
な
っ
て
い
る
点
が
注
意

さ
れ
る
。

『
続
後
撰
集
』
で
は
時
雨
歌
群
の
後
に
六
首
が
見
ら
れ
る
。
四
七
九
番
歌

は
残
菊
の
色
を
変
え
る
も
の
と
し
て
霜
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
四
八
〇
番
歌
で

は
朝
霜
が
残
る
冬
山
の
、
厳
し
い
寒
さ
を
詠
ん
だ
歌
が
続
き
、
四
八
一
番
歌

で
は
「
露
の
名
残
」
に
よ
っ
て
霜
枯
れ
て
い
る
様
子
を
詠
ん
だ
歌
が
並
ぶ
。

四
八
二
番
歌
は
夜
ご
と
に
寒
さ
が
増
し
て
ゆ
く
様
子
を
霜
に
よ
っ
て
表
現

し
、
四
八
三
番
歌
で
は
霜
が
重
ね
て
置
か
れ
る
こ
と
で
よ
り
一
層
寒
さ
を
感

じ
る
歌
が
排
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
四
八
四
番
歌
で
は
「
霜
こ
ほ
る
」
様
子

を
知
ら
せ
る
鴫
の
羽
音
も
寒
い
の
だ
、
と
寒
さ
を
強
調
す
る
歌
が
並
ん
で
い

る
と
い
え
よ
う
。

『
続
古
今
集
』
で
も
時
雨
歌
群
の
後
に
や
は
り
六
首
が
見
ら
れ
る
。
五
八
八

番
歌
で
は
「
寒
草
」
と
い
う
歌
題
の
「
寒
さ
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
霜

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
五
八
九
番
歌
で
は
霜
が
埋
む
苅
田
を
「
踏
み
し
だ
く
」

音
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
五
九
〇
・
五
九
一
番
歌
で
は
「
霜
枯
れ
」
の
野
辺

を
詠
ん
だ
歌
が
並
び
、
五
九
二
・
五
九
三
番
歌
は
霜
が
溶
け
て
露
に
な
る
と

い
う
自
然
の
変
化
を
詠
ん
だ
歌
が
排
さ
れ
て
い
る
。

『
続
拾
遺
集
』
で
は
霜
が
十
首
、
排
さ
れ
て
い
る
。
四
〇
一
番
歌
で
は
霜

に
よ
っ
て
朽
ち
る
木
の
葉
を
詠
じ
た
歌
を
排
し
、
そ
れ
ま
で
の
「
落
葉
（
紅

葉
）」
歌
群
と
を
橋
渡
し
す
る
。
四
〇
二
・
四
〇
三
・
四
〇
四
番
歌
は
露
が
霜

と
な
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
四
〇
五
番
歌
は
冬
と
な
り
早
く
も
日

が
暮
れ
て
霜
が
置
く
こ
と
を
風
も
防
ぎ
き
れ
な
い
と
そ
の
寒
さ
を
強
調
し
、

四
〇
六
番
歌
は
霜
枯
れ
て
ゆ
く
冬
の
草
、
四
〇
七
番
歌
に
は
夜
更
け
の
霜
に

よ
っ
て
枯
れ
て
ゆ
く
宿
の
冬
草
に
人
も
「
離
れ
」
て
ゆ
く
宿
を
掛
け
、

四
〇
八
番
歌
も
人
の
訪
れ
が
「
離
れ
」
る
こ
と
に
し
た
が
い
枯
れ
ゆ
く
草
に

置
く
霜
を
詠
ん
だ
恋
の
要
素
を
含
む
歌
を
二
首
排
し
、
四
〇
九
番
歌
で
は
霜

深
い
庭
の
寒
さ
を
、
四
一
〇
番
歌
で
は
霜
枯
れ
の
冬
景
色
と
な
っ
た
野
辺
の

中
に
見
つ
け
た
花
を
秋
の
形
見
と
見
る
歌
を
排
し
て
い
る
。
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『
新
後
撰
集
』
で
は
「
冬
枯
れ
」
歌
群
と
し
た
十
首
の
中
に
も
霜
が
詠
み

込
ま
れ
て
い
る
が
、
冬
枯
れ
の
中
に
は
霜
を
詠
み
込
ん
で
い
な
い
歌
も
見
ら

れ
た
の
で
、
霜
歌
群
と
し
て
は
五
首
と
捉
え
た
。
四
六
七
番
歌
で
は
「
霜
さ

ゆ
る
」
と
そ
の
冴
え
た
寒
さ
を
表
現
す
る
歌
か
ら
始
ま
り
、
四
六
八
・

四
六
九
・
四
七
〇
番
歌
で
は
霜
に
よ
っ
て
朽
ち
て
ゆ
く
草
葉
を
詠
ん
だ
歌
、

こ
れ
に
続
け
て
朝
霜
に
よ
っ
て
蘆
が
枯
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
舟
が
湊
に
入
り

や
す
く
な
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
が
並
ん
で
い
る
。

『
玉
葉
集
』
で
は
「
冬
菊
」
三
首
と
そ
の
後
の
四
首
に
「
霜
」
が
見
ら
れ
る
。

八
九
五
番
歌
は
霜
を
か
き
分
け
て
賞
翫
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と

を
詠
ん
だ
歌
か
ら
始
ま
る
。
八
九
六
番
歌
は
霜
に
よ
っ
て
変
色
す
る
菊
を
詠

み
、
八
九
七
番
歌
は
他
の
草
は
霜
に
よ
っ
て
朽
ち
た
が
庭
の
菊
だ
け
は
秋
の

姿
を
残
し
て
い
る
と
い
う
「
菊
」
と
「
霜
」
の
歌
が
並
ぶ
。
八
九
八
番
歌
は

小
笹
以
外
は
す
べ
て
霜
枯
れ
の
色
と
な
っ
た
と
す
る
歌
、
八
九
九
番
歌
は
木

の
葉
の
散
り
敷
い
た
上
に
置
い
た
霜
に
寂
し
さ
を
感
じ
る
歌
、
九
〇
〇
番
歌

は
冬
が
深
ま
り
早
朝
に
白
い
霜
が
降
り
て
い
る
と
き
は
常
緑
で
あ
る
松
も
か

え
っ
て
寂
し
い
と
し
、
九
〇
一
番
歌
は
寒
い
早
朝
に
降
り
た
霜
を
見
て
我
が

子
を
思
う
歌
を
排
す
る
。
霜
が
冬
の
寂
し
さ
を
増
長
さ
せ
る
も
の
と
し
て
表

現
さ
れ
た
構
成
で
あ
る
。

『
続
千
載
集
』
は
歌
集
全
体
に
お
け
る
冬
部
の
割
合
が
十
三
代
集
で
は
最

も
高
い
。
こ
こ
で
は
霜
歌
群
を
四
首
と
し
た
が
、
続
く
冬
月
歌
群
と
捉
え
た

中
に
も
霜
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
冴
え
冴
え
と
し
た
月
の
様
子
を
さ
ら
に

強
調
す
る
役
割
を
霜
が
担
っ
て
い
る
。
六
一
三
番
歌
で
は
霜
枯
れ
の
垣
根
を

目
に
し
遠
く
な
っ
た
秋
を
思
い
、
六
一
四
番
歌
で
は
霜
に
よ
っ
て
枯
れ
果
て

た
籬
や
野
辺
を
詠
み
、
六
一
五
・
六
一
六
番
歌
に
は
霜
枯
れ
に
よ
っ
て
人
目

も
枯
れ
る
と
詠
ん
だ
歌
が
並
ん
で
い
る
。

『
続
後
拾
遺
集
』
で
は
落
葉
に
続
く
冬
菊
二
首
を
排
し
た
後
、
寒
草
歌
群

の
七
首
の
中
に
「
霜
」
が
見
え
る
。
四
三
六
番
歌
は
霜
枯
れ
の
音
に
注
目
し
、

四
三
七
・
四
三
八
番
歌
は
露
が
霜
と
な
る
さ
ま
を
詠
み
、
四
三
九
番
歌
で
も

「
霜
さ
や
ぐ
」
と
音
に
注
目
し
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
点
で
考
え

る
と
四
四
〇
番
歌
も
「
夕
霜
払
ふ
袖
」
と
あ
り
、
霜
枯
れ
た
冬
の
野
に
響
く

音
に
注
目
し
て
い
る
。
四
四
一
・
四
四
二
番
歌
は
「
山
風
」「
浜
風
」
と
風
を

詠
み
込
み
、
そ
の
「
冴
え
渡
る
」
様
子
を
表
現
し
て
い
る
。

『
風
雅
集
』
は
一
六
首
と
多
く
の
歌
で
霜
歌
群
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

七
五
八
番
歌
の
、
苔
の
色
が
初
霜
に
よ
っ
て
白
く
変
化
し
た
こ
と
か
ら
始
ま

る
。
七
五
九
・
七
六
〇
番
歌
は
霜
枯
れ
の
様
子
を
示
し
、
七
六
一
番
歌
「
霜

寒
き
」、
七
六
二
番
歌
「
霜
こ
ほ
る
」、
七
六
三
番
歌
「
さ
ゆ
る
霜
夜
」、

七
六
四
番
歌
「
置
く
霜
」
の
冷
た
さ
、
七
六
五
番
歌
「
夕
霜
寒
し
」、

七
六
六
番
歌
「
夕
霜
こ
ほ
る
」
と
霜
に
よ
る
冷
え
通
る
寒
さ
を
表
し
て
い
る
。

続
く
七
六
七
番
歌
「
し
ろ
き
霜
」、
七
六
八
番
歌
「
し
ろ
た
へ
の
霜
」
と
そ

の
白
さ
に
注
目
し
、
月
の
光
が
凍
る
よ
う
な
冷
た
さ
で
あ
る
と
す
る
詠
が
排

さ
れ
て
い
る
。
七
六
九
番
歌
、
七
七
〇
番
歌
は
霜
枯
れ
た
景
色
と
人
事
を
重

ね
、
七
七
一
番
歌
は
嵐
の
た
め
に
置
き
所
が
な
い
霜
を
詠
み
、
七
七
二
番
の

家
隆
歌
で
は
再
び
「
霜
白
き
」
と
し
、
冬
山
の
寂
し
さ
を
霜
に
よ
っ
て
表
現

し
て
い
る
。
七
七
三
番
歌
で
は
溶
け
た
霜
で
木
の
葉
が
ぬ
れ
朽
ち
た
木
の
葉

が
赤
茶
に
変
色
す
る
美
し
さ
を
表
現
し
た
歌
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

『
新
千
載
集
』
も
一
五
首
と
し
た
が
、
う
ち
一
首
は
霜
の
語
が
見
え
ず
、
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冬
枯
れ
と
す
べ
き
か
と
も
考
え
る
が
、
や
は
り
そ
の
他
の
詠
は
霜
に
焦
点
が

当
て
ら
れ
て
い
る
と
捉
え
考
察
す
る
。
六
三
三
番
歌
「
霜
埋
落
葉
」
題
で
木

の
葉
を
隠
す
朝
霜
か
ら
始
ま
り
、六
三
四
番
歌
で
は
秋
の
露
が
結
ん
だ
初
霜
、

六
三
五
番
歌
で
は
庭
に
散
っ
た
露
が
寒
さ
に
よ
っ
て
霜
と
な
っ
た
と
し
、

六
三
六
番
歌
は
文
を
書
く
た
め
の
露
が
霜
と
な
り
、
便
り
が
絶
え
て
し
ま
っ

た
と
い
う
歌
な
ど
露
が
霜
と
な
る
歌
が
三
首
並
ぶ
。
六
三
七
番
歌
に
は
霜
の

歌
語
は
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
が
、
萎
れ
果
て
た
草
木
が
詠
ま
れ
る
。
再
び

六
三
八
番
歌
以
降
に
は
「
霜
」
が
詠
み
込
ま
れ
、「
霜
枯
れ
は
つ
る
」
庭
の

荻
原
の
様
子
、六
三
九
番
歌
は
小
笹
に
霜
が
冷
た
く
置
か
れ
、白
一
色
と
な
っ

た
野
辺
の
冬
草
と
霜
の
色
に
注
目
し
、
六
四
〇
番
歌
は
深
山
お
ろ
し
が
吹
き

付
け
た
笹
の
葉
に
降
り
た
霜
、
六
四
一
番
歌
は
霜
に
よ
っ
て
青
葉
が
ま
れ
に

な
っ
た
野
辺
の
下
草
、
六
四
二
番
歌
は
為
兼
の
歌
で
置
き
添
う
霜
が
消
え
そ

う
に
な
る
と
す
ぐ
さ
ま
に
凍
っ
て
し
ま
う
庭
の
冬
草
を
詠
ん
だ
歌
が
並
ぶ
。

六
四
三
番
歌
は
踏
み
枯
れ
て
い
る
道
の
辺
の
草
に
結
ぶ
朝
霜
、
六
四
四
番
歌

は
日
ご
と
に
寒
さ
が
増
し
て
い
る
様
子
を
霜
に
よ
っ
て
表
し
、
六
四
五
・

六
四
六
番
歌
で
は
残
菊
に
霜
が
置
き
、
白
菊
を
見
る
心
地
を
詠
ん
だ
歌
が
並

び
、
六
四
七
番
歌
で
は
霜
枯
れ
た
冬
野
か
ら
凍
っ
た
野
原
の
池
水
を
排
し
、

凍
っ
た
水
が
そ
の
光
を
磨
く
と
す
る
冬
月
へ
と
続
い
て
い
く
。

『
新
拾
遺
集
』
で
は
霜
歌
群
を
一
〇
首
と
し
、
五
九
四
番
歌
の
人
知
れ
ず

結
ぶ
夕
霜
か
ら
始
ま
る
。
続
く
二
首
は
延
喜
十
三
年
の
菊
合
の
歌
が
並
び
、

五
九
五
番
歌
は
冬
野
の
風
に
は
散
ら
な
か
っ
た
菊
の
花
も
今
日
を
限
り
と
霜

が
置
く
と
し
、
五
九
六
番
歌
は
霜
が
置
き
そ
の
色
の
濃
淡
を
見
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
と
後
悔
す
る
。
五
九
七
番
歌
も
霜
に
よ
る
移
り
変
わ
り
を
詠

ん
だ
歌
。
続
く
六
首
は
寒
草
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
霜
枯
れ
を
詠
ん
だ
も
の
が

並
ぶ
。
五
九
八
番
歌
は
風
が
冴
え
日
が
暮
れ
て
く
れ
ば
ま
も
な
く
霜
が
結
ぶ

で
あ
ろ
う
と
し
、
五
九
九
番
歌
は
霜
が
冴
え
て
浦
風
も
寒
い
「
朝
ぼ
ら
け
」

と
前
歌
と
は
時
間
的
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
。
六
〇
〇
・
六
〇
一
番
歌
は
霜

に
枯
れ
る
荻
を
詠
ん
だ
歌
が
並
び
、
六
〇
二
番
歌
は
緑
が
少
な
く
な
っ
た
猪

名
の
篠
原
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

最
後
の
勅
撰
集
で
あ
る
『
新
続
古
今
集
』
で
は
、冬
部
に
お
い
て
月
歌
群
・

冬
枯
れ
歌
群
の
中
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
月
光
や
籬
の
花
と
、
霜
を
見
紛
う

と
い
う
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
大
変
雑
駁
な
が
ら
十
三
代
集
の
冬
部
の
う
ち
、『
新
後
拾
遺
集
』

を
除
く
「
霜
」
の
歌
を
見
て
き
た
。
霜
の
き
ら
め
き
に
よ
っ
て
凜
と
冴
え
た

寒
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
特
に
、『
新
勅
撰
集
』
三
七
五

番
歌
及
び
『
風
雅
集
』
七
七
二
番
歌
の
家
隆
の
歌
で
明
確
に
詠
ま
れ
る
霜
の

白
さ
、
松
や
篠
原
と
い
っ
た
緑
と
の
対
比
に
よ
っ
て
「
白
」
と
い
う
色
が
強

調
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
本
題
の
『
新
後
拾
遺
集
』
の
霜
歌
群
五
首
と
こ
れ
に
続
け

て
「
霜
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
寒
蘆
歌
群
三
首
、
月
歌
群
冒
頭
二
首
を
見

て
み
た
い
。

　
　
　
　
百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
　
　
　
　
　
　
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

483
　
初
霜
は
ふ
り
に
け
ら
し
な
し
な
が
と
り
ゐ
な
の
篠
原
色
か
は
る
ま
で

　
　
　
　
堀
河
院
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
に
、
霜
　
　
　
俊
頼
朝
臣

484
　 
住
吉
の
ち
ぎ
の
か
た
そ
ぎ
ゆ
き
も
あ
は
で
霜
置
き
ま
よ
ふ
冬
は
き
に
け

り
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寒
草
の
心
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祝
部
成
光

485
　
人
目
さ
へ
か
れ
行
く
霜
の
古
郷
に
残
る
も
さ
び
し
庭
の
冬
草

　
　
　
　
文
保
三
年
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
　
　
　
前
大
納
言
為
定

486
　
枯
残
る
冬
野
の
尾
花
打
ち
な
び
き
た
が
手
枕
も
霜
や
お
く
ら
ん

　
　
　
　
冬
の
歌
の
中
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

487
　
難
波
潟
蘆
の
か
れ
葉
に
風
さ
え
て
み
ぎ
は
の
鶴
も
霜
に
鳴
く
な
り

　
　
　
　
江
寒
蘆
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
中
納
言
為
重

488
　
難
波
江
や
蘆
の
よ
な
よ
な
霜
こ
ほ
り
枯
葉
み
だ
れ
て
浦
風
ぞ
吹
く

　
　
　
　
後
西
園
寺
入
道
前
太
政
大
臣
家
十
首
歌
に
　
　
　
　
津
守
国
助

489
　
入
江
な
る
蘆
の
霜
が
れ
か
り
に
だ
に
難
波
の
冬
を
と
ふ
人
も
が
な

　
　
　
　
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
、
寒
蘆
　
　
　
　
　
　
従
三
位
雅
家

490
　
難
波
潟
枯
れ
て
も
た
て
る
葦
の
葉
の
を
れ
ふ
す
ま
で
と
浦
風
ぞ
吹
く

　
　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
義
種

491
　
霜
さ
や
ぐ
夜
半
も
更
け
行
く
篠
の
葉
に
氷
れ
る
月
を
は
ら
ふ
山
風

 
平
重
時
朝
臣
　

492
　
霜
枯
の
野
中
に
こ
ほ
る
忘
れ
水
忍
ぶ
か
げ
な
き
冬
の
夜
の
月

四
八
三
番
歌
の
「
し
な
が
と
り
」
と
四
八
四
番
歌
「
ち
ぎ
の
か
た
そ
ぎ）
26
（

」

は
と
も
に
歌
学
書
の
中
で
問
題
視
さ
れ
、
縷
々
論
じ
ら
れ
て
き
た
歌
語
で
あ

る
。
歌
語
の
中
で
問
題
と
な
る
も
の
を
連
続
さ
せ
つ
つ
、「
初
霜
」
の
白
の

世
界
を
構
築
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
四
八
三
番
俊
成
歌
で
篠
原
の
色
が
変
わ

る
と
、
緑
か
ら
白
へ
の
変
化
を
歌
語
の
変
遷
に
お
け
る
説
話
の
世
界
か
ら

「
白
鹿
」
ば
か
り
が
い
る
野
原
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
白
の
イ
メ
ー

ジ
を
深
め
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に『
新
拾
遺
集
』六
〇
二
番
歌
で
は「
緑

少
な
し
猪
名
の
篠
原
」
と
詠
ま
れ
て
お
り
、
も
と
も
と
緑
の
篠
原
が
広
が
る

猪
名
の
風
景
を
、
俊
成
歌
で
は
そ
の
緑
を
真
っ
白
に
変
え
る
効
果
を
「
し
な

が
と
り
」
の
語
が
果
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
四
八
五
番
歌
で

『
古
今
集
』（
冬
・
三
一
五
・
源
宗
于
）
の
「
山
里
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り

け
る
人
目
も
草
も
枯
れ
ぬ
と
思
へ
ば
」
を
本
歌
と
し
て
、
霜
枯
れ
の
荒
れ
果

て
た
冬
の
ふ
る
さ
と
の
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
四
八
六
番
歌
で

「
尾
花
」
を
詠
ん
だ
歌
が
並
ん
で
い
る
よ
う
に
、
草
木
ば
か
り
か
人
目
も
枯

れ
て
い
る
と
人
事
へ
と
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
尾
花
と
す

る
こ
と
で
恋
の
要
素
も
含
ま
れ
よ
う
。
こ
れ
に
続
け
て
、
霜
枯
れ
の
難
波
の

蘆
と
寒
々
と
し
た
浦
風
を
詠
ん
だ
歌
が
並
ぶ
。
そ
し
て
四
九
〇
番
歌
で
は
枯

れ
て
も
な
お
凜
と
立
つ
蘆
の
葉
に
さ
ら
に
強
く
吹
き
付
け
る
浦
風
を
詠
ん
だ

歌
が
位
置
し
、
四
九
一
番
歌
で
は
月
光
が
冷
た
く
篠
の
葉
に
差
し
込
み
、
ま

る
で
霜
が
置
い
た
よ
う
に
光
る
、
そ
の
霜
を
払
う
よ
う
に
山
風
が
吹
き
、
さ

や
さ
や
と
音
を
立
て
る
様
子
を
詠
ん
だ
歌
が
排
さ
れ
る
。
こ
こ
に
「
猪
名
の

篠
原
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
背
後
に
あ
る
と
考
え
る
の
は
深
読
み
で
あ
ろ
う
か
。

四
九
二
番
歌
は
霜
枯
れ
て
何
も
な
い
野
中
に
ひ
っ
そ
り
と
凍
っ
て
い
る
忘
れ

水
に
、
思
い
慕
う
面
影
も
光
も
な
い
静
寂
と
し
た
冬
の
夜
の
月
を
詠
ん
だ
歌

が
排
さ
れ
て
い
る
。

『
新
後
拾
遺
集
』
冬
歌
に
お
い
て
「
霜
」
は
小
さ
な
歌
群
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
「
し
な
が
と
り
」
と
い
う
歌
語
を
詠
ん
だ
俊
成
の
歌
を
、
撰
者
為
遠
が

歌
語
史
の
変
遷
や
当
代
の
万
葉
集
講
義
の
知
識
な
ど
を
理
解
し
、
こ
れ
を
排

し
た
こ
と
で
、
従
来
詠
ま
れ
て
き
た
冬
の
歌
語
に
新
た
な
白
の
世
界
を
作
り

上
げ
た
と
い
え
よ
う
。
一
つ
問
題
に
な
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
中
世
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の
万
葉
学
の
系
統
で
あ
る
。
小
川
靖
彦
氏
に
拠
れ
ば
仙
覚
の
学
統
は

仙
覚
│
寂
恵
│
冷
泉
為
相
│
由
阿

と
あ
り
、
こ
の
あ
と
に
天
台
座
主
や
僧
都
、
僧
侶
ら
と
と
も
に
二
条
良
基
が

位
置
す
る
。
為
相
の
名
も
見
え
、
冷
泉
派
が
強
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
小
稿
で
も
資
料
と
し
て
は
由
阿
の
あ
と
は
了
俊
と
い
う
冷
泉
派
の
長

老
の
歌
学
書
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
り
、
二
条
家
に
関
す
る
資
料
は
管
見
に
及

ん
で
い
な
い
。
二
条
家
と
万
葉
集
の
注
釈
書
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
条
為

氏
の
子
で
為
世
の
同
母
弟
で
あ
る
定
為
が
、『
万
葉
集
註
釈
』（
時
雨
亭
文
庫

蔵
）
を
書
写
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う）
27
（

。
こ
の
『
新
後
拾
遺
集
』
の

排
列
構
成
を
見
て
み
る
と
、
当
時
の
「
し
な
が
と
り
」
に
関
す
る
考
え
は
、

二
条
冷
泉
と
い
う
派
を
越
え
て
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

に
は
や
は
り
二
条
良
基
と
い
う
大
き
な
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

七　

お
わ
り
に

小
川
豊
生
氏
は
、
院
政
期
に
お
い
て
歌
語
に
対
す
る
「
本
説
」
が
次
々
と

捏
造
さ
れ
、
そ
れ
を
許
容
す
る
荒
唐
無
稽
な
世
界
と
し
て
「
日
本
紀
」
が
機

能
し
た
と
指
摘
し
、
歌
語
「
し
な
が
ど
り
」
も
そ
の
一
例
と
し
て
考
証
さ
れ

て
い
る）

28
（

。
南
北
朝
期
に
い
た
っ
て
「
白
鹿
」
と
い
う
解
釈
が
定
着
し
、
冬
の

歌
語
と
し
て
「
白
さ
」
と
「
寒
さ
」
を
加
え
て
注
目
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

『
新
後
拾
遺
集
』
の
四
季
歌
は
二
条
為
遠
の
撰
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

こ
に
も
っ
と
為
遠
の
撰
歌
意
識
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
為
遠
は
、
尊

卑
分
脈
に
拠
れ
ば
、
父
の
為
定
が
法
体
で
あ
り
な
が
ら
撰
集
し
た
『
新
千
載

集
』
の
四
季
部
六
巻
を
持
参
し
奏
覧
し
た
と
い
う
。
為
遠
は
そ
の
頃
か
ら
す

で
に
勅
撰
集
の
編
纂
を
意
識
し
、
特
に
四
季
部
に
関
し
て
は
構
想
を
持
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。『
新
後
拾
遺
集
』冬
歌
全
体
の
排
列
を
記
す
べ
き
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
こ
と
と
す
る
。「
し
な
が
と
り
」
に

つ
い
て
網
羅
的
な
調
査
を
試
み
た
が
、
万
葉
語
が
南
北
朝
期
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
歌
語
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

多
く
の
課
題
が
あ
り
、
引
き
続
き
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い
。

注

（
１
）　『
古
代
文
学
会
報
』
二
号
　
一
九
六
七
・
五
　
北
大
古
代
文
学
会

（
２
）　『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
・
徳
原
茂
美
氏
執
筆
）

（
３
）　
和
歌
に
詠
ま
れ
る
「
鳥
」
に
つ
い
て
は
、唐
澤
正
実
氏
「『
八
雲
御
抄
』

枝
葉
部
「
鳥
部
」
管
見
」（『
歌
こ
と
ば
の
歴
史
』
笠
間
書
院
　

一
九
九
八
）
や
同
氏
「
順
徳
院
の
鳥
の
歌
│
山
鳥
を
中
心
に
│
」（『
和
歌

文
学
の
伝
統
』
角
川
書
店
　
一
九
九
七
）
な
ど
が
あ
る
。

（
４
）　『
校
本
万
葉
集
　
別
冊
二
』（
岩
波
書
店
　
一
九
九
四
）
に
拠
る
。

　
な
お
、
そ
の
他
、『
校
本
万
葉
集
』
に
は
初
句
の
訓
み
に
つ
い
て
諸
本
間

に
お
け
る
異
同
は
な
い
。
諸
説
と
し
て
、
初
句
「
シ
ナ
カ
ト
リ
」
は
仙
覚

の
注
に
「
シ
ラ
カ
ト
リ
」
と
す
る
範
兼
の
『
和
歌
童
蒙
抄
』
の
説
を
否
定

す
る
と
あ
る
。

（
５
）　
新
編
日
本
文
学
全
集
『
万
葉
集
』（
小
学
館
）
の
頭
注
に
は
「
し
な

が
鳥
」
を
「
猪
名
野
の
ヰ
に
か
か
る
枕
詞
。「
に
ほ
鳥
」
と
も
い
い
、
湖

沼
に
す
み
、
潜
水
が
巧
み
な
鳥
、
か
い
つ
ぶ
り
の
古
名
。
雌
雄
仲
睦
ま
じ
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い
鳥
で
、常
に
合
い
率
い
る
と
こ
ろ
か
ら
ヰ
（
率
）
に
か
け
た
」
と
す
る
。

（
６
）　『
古
今
集
校
本
』（
新
装
ワ
イ
ド
版
　
笠
間
書
院
　
二
〇
〇
七
）。

（
７
）　
小
川
靖
彦
氏
「〈
訓
み
〉
を
踏
ま
え
た
萬
葉
集
歌
の
改
変
」（『
萬
葉

学
史
の
研
究
』（
お
う
ふ
う
　
二
〇
〇
七
））
に
お
け
る
『
古
今
和
歌
集
』

の
萬
葉
歌
の
認
定
に
関
す
る
一
覧
表
一
三
四
頁
参
照
。

（
８
）　『
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈
　
三
』
角
川
学
芸
出
版
　
二
〇
一
一
）。

（
９
）　
こ
う
し
た
万
葉
仮
名
の
誤
読
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
注
７
小
川
靖
彦

氏
（
一
〇
四
頁
）
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
ミ
」
と
「
シ
」
に

関
す
る
指
摘
は
な
い
。

（
10
）　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
る
。

（
11
）　
特
に
竹
下
豊
氏
「『
堀
河
百
首
』
の
歌
こ
と
ば
と
和
歌
史
的
位
置
」 

（『
歌
こ
と
ば
の
歴
史
』
笠
間
書
院
　
一
九
九
八
）
↓
『
堀
河
院
御
時
百
首

の
研
究
』（
風
間
書
房
　
二
〇
〇
四
）、
家
永
香
織
氏
「『
堀
河
百
首
』
に

お
け
る
万
葉
語
摂
取
の
様
相
」（『
講
座
　
平
安
文
学
論
究
』
風
間
書
房
　

二
〇
〇
三
）↓『
転
換
期
の
和
歌
表
現
│
院
政
期
和
歌
文
学
の
研
究
│
』（
青

蕑
舎
　
二
〇
一
二
）
よ
り
多
く
の
学
恩
を
受
け
た
。

（
12
）　『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
が
引
用
す
る
古
今
集
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
濱

中
祐
子
氏
「『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
所
引
の
『
古
今
和
歌
集
』」（『
和
漢
語
文

研
究
』
一
二
号
　
二
〇
一
四
・
一
一
）
に
論
究
が
あ
る
。

（
13
）　「
藤
原
教
長
の
初
学
期
の
周
辺
│
興
福
寺
歌
壇
と
の
関
わ
り
を
中
心

に
│
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
一
一
一
号
　
二
〇
一
五
・
一
二
）、
論
を
示
す

上
で
分
類
番
号
を
変
更
し
て
引
用
し
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
。

（
14
）　
馬
淵
和
夫
氏
『
古
写
本
和
名
類
聚
抄
集
成
』（
勉
誠
出
版
　

二
〇
〇
八
）。

（
15
）　
当
該
歌
合
の
判
詞
が
そ
の
後
の
新
古
今
歌
壇
に
大
き
く
影
響
を
与
え

た
こ
と
は
、
安
井
重
雄
氏
『
藤
原
俊
成
　
判
詞
と
歌
語
の
研
究
』（
笠
間

書
院
　
二
〇
〇
六
）
に
詳
し
い
。

（
16
）　『
仙
覚
全
集
』（『
万
葉
集
叢
書
』
第
八
輯
　
臨
川
書
店
　
一
九
七
二
）。

（
17
）　『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
』七
八（
朝
日
新
聞
社
　
二
〇
〇
五
）に
拠
る
。

（
18
）　
小
川
靖
彦
氏
注
７
・
五
〇
三
頁
参
照
。

（
19
）　
古
典
文
庫
本
に
拠
る
。

（
20
）　『
和
歌
文
学
大
辞
典
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
尾
羽
石
真
理
氏
執
筆
。

（
21
）　
そ
の
後
の
正
徹
の
歌
に
は
「
し
な
が
と
り
」
が
「
居
」
を
導
き
、「
猪
」

説
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
正
徹
の
『
草
根
集
』
の
歌
を
挙
げ
る
。

3098 
臥
す
ほ
ど
も
夏
の
雨
夜
の
し
な
が
鳥
い
か
に
さ
だ
め
て
か
る
も
か
く
ら

ん
4109
み
草
を
ば
か
る
も
に
な
し
て
し
な
が
鳥
い
な
さ
ほ
そ
江
に
や
ど
る
月
影

4445
し
な
が
鳥
ふ
す
さ
へ
ゐ
な
の
湊
田
に
又
た
ち
あ
か
す
さ
を
し
か
の
声

6321
神
な
月
い
は
ふ
も
久
し
し
な
が
鳥
ゐ
の
日
の
夜
は
の
時
し
か
は
ら
で

8739
し
な
が
ど
り
い
そ
の
上
山
杉
ふ
り
て
寺
も
か
る
も
の
床
と
成
り
ぬ
る

9204
し
な
が
ど
り
ふ
し
う
き
ゐ
な
の
み
な
と
舟
あ
ま
の
か
る
も
の
浪
の
枕
は

「
し
な
が
と
り
」を「
ゐ
な
」の
枕
詞
と
し
て
い
る
例
は
4109
番
歌
が
あ
る
が
、

「
か
る
も
に
な
し
て
」
と
あ
り
、
そ
の
他
傍
線
を
附
し
た
よ
う
に
「
臥
す
」

「
か
る
も
か
く
」「
か
る
も
の
床
」
は
猪
の
縁
語
で
あ
る
。
9204
番
歌
も
堀
河

百
首
の
顕
仲
詠
を
踏
ま
え
つ
つ
「
あ
ま
の
か
る
も
」
と
「
刈
る
藻
」
に
「
か

る
も
」
を
掛
け
て
詠
み
、
や
は
り
猪
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
6321
番
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歌
は
「
冬
祝
」
題
で
、
亥
の
月
（
旧
暦
十
月
）
の
最
初
の
亥
の
日
に
行
わ

れ
た
「
亥
子
祝
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
古
代
中
国
で
は
こ
の
と
き
に

穀
類
を
交
ぜ
た
餅
（
亥
の
子
餅
）
を
食
べ
た
と
す
る
風
習
か
ら
と
も
、
景

行
天
皇
が
土
蜘
蛛
を
滅
ぼ
し
た
際
に
地
面
を
打
っ
た
こ
と
か
ら
、
害
虫
を

駆
除
し
豊
作
を
願
う
行
事
と
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
（『
年
中
行
事

大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
九
な
ど
参
照
）。
そ
の
こ
と
を
詠
ん
だ

も
の
で
あ
る
。
多
詠
の
正
徹
な
ら
で
は
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
。

（
22
）　『
今
川
了
俊
歌
学
書
と
研
究
』（
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
　
一
九
五
六
）

に
拠
る
。

（
23
）　「
霜
」
を
歌
材
と
し
て
認
定
す
る
際
に
、
寒
草
（
冬
枯
れ
）
な
ど
の

歌
群
と
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
例
え
ば
和
歌
文
学
大
系
（
明

治
書
院
）
の
続
後
拾
遺
集
（
深
津
睦
夫
氏
校
注
）
や
新
続
古
今
集
（
村
尾

誠
一
氏
校
注
）
の
脚
注
を
参
考
に
す
る
と
、霜
歌
群
と
し
て
は
見
え
な
い
。

よ
っ
て
、
一
覧
表
に
は
歌
材
と
し
て
「
霜
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の

に
は
（
　
）
を
附
し
た
。

（
24
）　
中
世
に
お
け
る
霜
に
つ
い
て
は
、
稲
田
利
徳
氏
「
中
世
文
学
に
お
け

る
寂
寥
美
│
霜
置
く
景
色
│
」（『
解
釈
』
二
一
巻
六
号
　
一
九
七
五
・
六
）

よ
り
学
恩
を
受
け
た
。

（
25
）　
新
勅
撰
集
の
冬
部
に
つ
い
て
は
、
岩
崎
禮
太
郎
氏
「
新
勅
撰
和
歌
集

に
お
け
る
冬
部
の
構
成
と
特
質
」（『
日
本
文
学
研
究
（
梅
光
女
学
院
大
）』

一
八
巻
、
一
九
八
二
・
一
一
）
の
学
恩
を
受
け
た
。

（
26
）　「
ち
ぎ
の
か
た
そ
ぎ
」
に
つ
い
て
は
、
家
永
香
織
氏
「
歌
語
「
ち
ぎ

の
か
た
そ
ぎ
」
に
関
す
る
一
考
察
│
長
承
三
年
九
月
十
三
日
中
宮
亮
顕
輔
　

家
歌
合
基
俊
判
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
国
文
』
七
九
号
　
一
九
九
三
・
七
↓

注
11
『
転
換
期
の
和
歌
表
現
』
に
再
録
）
に
詳
し
い
。

（
27
）　
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
三
九
『
金
沢
文
庫
本
万
葉
集
巻
一
八
　
中
世
万

葉
学
』（
朝
日
新
聞
社
　
一
九
九
四
）
竹
下
豊
氏
の
解
題
。
な
お
、
竹
下

氏
に
拠
れ
ば
、そ
の
内
容
は
玄
覚
の
注
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る
。

（
28
）　「
院
政
期
歌
学
書
の
言
語
時
空
」（『
日
本
文
学
』
三
七
巻
六
号
　

一
九
八
八
・
六
）

な
お
、
和
歌
は
断
ら
な
い
限
り
『
新
編
国
歌
大
観
』
か
ら
引
用
し
、
冷
泉

亭
時
雨
亭
叢
書
か
ら
引
用
し
た
歌
学
書
類
の
本
文
と
と
も
に
私
に
表
記
を
改

め
た
。

付
記

稿
中
に
も
記
し
た
が
、
成
稿
中
に
注
13
太
田
克
也
氏
の
論
考
に
接
し
た
。

小
稿
の
前
半
部
は
太
田
氏
の
研
究
と
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
、
ま
た
そ
の
見
解

に
随
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
、
歌
学
書
の
該
当
箇
所
の
全
文
を
示
し
た

点
と
太
田
氏
が
検
討
か
ら
外
さ
れ
た
和
歌
童
蒙
抄
に
関
し
て
も
小
稿
で
言
及

し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
多
少
な
り
と
も
意
味
が
あ
る
と
考
え
、
そ
の
ま
ま
論

を
進
め
た
。
太
田
氏
の
学
恩
に
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

ま
た
、
校
正
中
に
黒
田
彰
子
氏
よ
り
『
校
本
和
歌
色
葉
』『
口
伝
和
歌
釈

抄
注
釈
』
を
賜
わ
っ
た
。
特
に
『
口
伝
和
歌
釈
抄
注
釈
一
』
に
は
巻
末
考
証

と
し
て
濱
中
祐
子
氏
「『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
に
お
け
る
『
能
因
歌
枕
』」
が
あ

り
、「
し
な
が
と
り
」
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
小
稿
で
は
学
恩
を
充
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分
に
活
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
、
ご
高
配
く
だ
さ
っ
た
黒

田
氏
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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