
佛
教
大
学
　
文
学
部
論
集
　
第
一
〇
八
号
（
二
〇
二
四
年
三
月
）

六
九

は
じ
め
に

　

『
後
拾
遺
和
歌
集
』（
以
下
、
家
集
名
は
適
宜
略
称
で
示
す
）
巻
第
十
八　

雑

四
は
、
撰
者
・
藤
原
通
俊
が
新
機
軸
を
打
ち
出
し
た
部
立
と
さ
れ）（
（

、
長
大
な
名
所

歌
群
等
が
配
さ
れ
る
が
、
そ
の
途
中
で
突
如
、
故
人
の
「
家
集
」
を
め
ぐ
る
由
緒

を
有
す
る
歌
々
が
並
ぶ
箇
所
が
見
出
さ
れ
る
。

つ
ら
ゆ
き
が
し
ふ
を
か
り
て
か
へ
す
と
て
よ
み
侍
け
る　
　

恵
慶
法
師

ひ
と
ま
き
に
ち
ぢ
の
こ
が
ね
を
こ
め
た
れ
ば
人
こ
そ
な
け
れ
こ
ゑ
は
の
こ
れ

　

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
八
雑
四
に
は
、
故
人
の
家
集
を
め
ぐ
る
六
首

か
ら
な
る
歌
群
が
存
在
す
る
。
こ
の
「
家
集
歌
群
」
の
前
半
は
紀
貫
之
の
家

集
に
ま
つ
わ
る
河
原
院
歌
人
た
ち
の
詠
作
が
並
ぶ
。
後
半
は
、
重
代
歌
人
一

族
と
し
て
著
名
な
大
中
臣
家
の
歌
が
並
び
、
後
三
条
院
越
前
な
る
女
房
歌
人

の
一
首
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
伊
勢
大
輔
や
能
宣
な
ど
、
錚
々
た
る
顔

ぶ
れ
の
大
中
臣
歌
人
た
ち
を
お
さ
え
て
、
越
前
の
歌
が
歌
群
の
掉
尾
に
配
さ

れ
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
か
。
越
前
は
『
後
拾
遺
集
』
の
撰
者
通
俊
と
同
じ
く
、

「
母
系
祖
母
」
の
代
で
大
中
臣
一
族
に
辛
う
じ
て
接
続
す
る
血
筋
を
持
っ
て

い
た
。
通
俊
は
、
勅
撰
集
撰
者
と
し
て
は
実
績
を
欠
く
と
い
う
同
時
代
の
評

価
に
対
抗
す
べ
く
、
重
代
歌
人
一
族
の
代
名
詞
で
あ
り
、『
後
撰
集
』
の
撰

者
能
宣
を
擁
す
る
大
中
臣
一
族
の
血
筋
の
誇
示
を
試
み
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
う
え
で
、
前
接
す
る
貫
之
家
集
歌
群
は
、
歌
聖
貫
之
の
家
系
と
い
え
ど

も
、
僅
か
二
代
し
か
有
力
歌
人
を
輩
出
し
得
な
か
っ
た
の
に
比
し
て
、
自
家

大
中
臣
一
族
は
六
代
に
亙
っ
て
連
綿
と
歌
人
の
系
譜
を
繋
い
で
き
た
こ
と
を

明
瞭
に
示
す
狙
い
が
あ
っ
た
と
論
じ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：�

勅
撰
和
歌
集
、
後
拾
遺
和
歌
集
、
藤
原
通
俊
、
家
集
、
文
学

社
会
学
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七
〇

り

か
へ
し　
　

紀
時
文

い
に
し
へ
の
ち
ぢ
の
こ
が
ね
は
か
ぎ
り
あ
る
を
あ
ふ
は
か
り
な
き
き
み
が
た

ま
づ
さき

の
と
き
ふ
ん
が
も
と
に
つ
か
は
し
け
る　
　

清
原
元
輔

か
へ
し
け
む
む
か
し
の
人
の
た
ま
づ
さ
を
き
き
て
ぞ
そ
そ
く
お
い
の
な
み
だ

は

い
へ
の
し
ふ
の
は
し
に
か
き
つ
け
侍
り
け
る　
　

祭
主
輔
親

は
な
の
し
べ
も
み
ぢ
の
し
た
ば
か
き
つ
め
て
こ
の
も
と
よ
り
や
ち
ら
ん
と
す

ら
ん

伊
勢
大
輔
が
集
を
人
の
こ
ひ
に
お
こ
せ
て
侍
け
る
つ
か
は
す
と
て　
　

康
資
王
母

た
づ
ね
ず
は
か
き
や
る
か
た
や
な
か
ら
ま
し
む
か
し
の
な
が
れ
み
く
さ
つ
も

り
て

後
三
条
院
御
時
月
あ
か
か
り
け
る
よ
、
侍
け
る
人
な
ど
に
は
に
お
ろ
し

て
ご
覧
じ
け
る
に
人
人
お
ほ
か
る
な
か
に
わ
き
て
う
た
よ
め
と
お
ほ
せ

ご
と
侍
け
れ
ば
よ
め
る　
　

後
三
条
院
越
前

い
に
し
へ
の
い
へ
の
か
ぜ
こ
そ
う
れ
し
け
れ
か
か
る
こ
と
の
は
ち
り
く
と
お

も
へ
ば�

（『
後
拾
遺
』
雑
四　

一
〇
八
四
〜
一
〇
八
九
）

　

歌
群
劈
頭
の
三
首
、
一
〇
八
四
番
か
ら
一
〇
八
六
番
ま
で
は
、『
古
今
和
歌

集
』
撰
者
の
紀
貫
之
の
家
集
の
貸
借
を
め
ぐ
る
人
々
の
や
り
と
り
が
配
さ
れ
る
。

続
い
て
、
後
半
の
三
首
、
一
〇
八
七
番
か
ら
一
〇
八
九
番
ま
で
は
、「
輔
親
」、

「
伊
勢
大
輔
」
等
の
、
大
中
臣
一
族
の
歌
人
の
家
集
を
め
ぐ
る
歌
が
並
ぶ
。
唯
一
、

一
〇
八
九
番
歌
は
家
集
を
め
ぐ
る
詠
歌
背
景
を
持
た
な
い
。
た
だ
し
、
後
述
す
る

よ
う
に
一
〇
八
九
番
歌
の
詠
者
・
後
三
条
院
越
前
は
伊
勢
大
輔
の
娘
が
生
ん
だ
人

物
で
あ
り
（【
図
】
参
照
）、
そ
の
点
で
、
一
〇
八
七
・
八
番
歌
に
歌
わ
れ
た
大
中

臣
一
族
の
血
筋
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、「
家
集
」
を
巡
る
歌
で
な
く
と
も
、
前
の

五
首
か
ら
連
続
す
る
不
可
分
の
一
首
と
し
て
、
前
述
の
「
家
集
歌
群
」
に
含
め
て

考
察
を
進
め
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

【
図
】
大
中
臣
家
　
系
図
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右
に
見
た
家
集
歌
群
の
中
で
も
、
専
ら
考
究
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
大

中
臣
一
族
関
連
の
後
半
三
首
の
歌
で
あ
っ
た
。
一
〇
八
九
番
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た

「
い
へ
の
か
ぜ
」
な
る
歌
こ
と
ば
は
と
り
わ
け
印
象
的
で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
の

指
す
内
実
は
、
詠
者
・
越
前
が
奉
ず
る
大
中
臣
一
族
の
重
代
歌
人
の
「
家
風
」
で

あ
る
。
加
え
て
、『
後
拾
遺
集
』
の
撰
者
で
あ
る
藤
原
通
俊
も
、
伊
勢
大
輔
と
高

階
成
順
と
の
間
に
生
ま
れ
た
女
子
を
母
に
持
つ
、
大
中
臣
一
族
の
血
筋
で
あ
っ
た

（
後
述
）。
つ
ま
り
、
一
〇
八
七
番
か
ら
一
〇
八
九
番
ま
で
の
歌
々
は
、
大
中
臣

の
血
族
で
あ
る
撰
者
に
拠
る
、
血
筋
の
顕
彰
と
い
う
側
面
が
顕
著
な
配
列
だ
っ
た

と
言
え
る
。
久
保
木
哲
夫
氏
に
よ
っ
て
、
如
上
の
事
柄
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の

よ
う
な
意
義
の
あ
る
三
首
の
歌
が
、
歌
聖
紀
貫
之
の
家
集
を
巡
る
歌
群
に
後
接
し
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て
置
か
れ
る
点
に
も
、
撰
者
に
よ
る
家
系
の
称
揚
が
、
さ
り
げ
な
く
で
は
あ
る
が
、

分
か
り
や
す
く
表
現
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
ら
れ
た）（
（

。
久
保
木
氏
の
見
解
は
、『
後

拾
遺
集
』
撰
進
に
お
け
る
撰
者
・
通
俊
の
「
身
内
尊
重
意
識
」
の
一
端
と
し
て
、

ほ
と
ん
ど
疑
う
余
地
無
く
通
説
と
な
っ
て
い
る）（
（

。
稿
者
も
、
大
筋
で
久
保
木
氏
の

見
解
に
従
う
立
場
を
取
る
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
で
も
疑
問
を
差
し
は
さ
む
余
地
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
撰
者
・
通

俊
自
身
は
小
野
宮
流
藤
原
氏
を
父
方
に
持
つ
歴
と
し
た
藤
原
氏
の
、
し
か
も
名
流

の
構
成
員
で
あ
っ
て
、
大
中
臣
家
の
一
員
自
体
で
は
な
い
事
実
で
は
あ
る
ま
い
か
。

通
俊
が
、
歌
の
配
列
に
よ
っ
て
大
中
臣
一
族
を
顕
彰
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
れ

ば
、
家
集
歌
群
の
掉
尾
に
配
さ
れ
る
越
前
の
歌
に
あ
る
「
い
へ
の
か
ぜ
」
と
い
う

表
現
に
、
彼
の
魂
胆
が
過
不
足
な
く
含
ま
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
、
通
俊
自
身
は
そ
の
「
い
へ
の
か
ぜ
」
の
伝
統
を
有
す
る
「
家
」
の
一
員

で
は
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
点
で
は
一
〇
八
九

番
の
詠
者
・
越
前
自
身
も
同
様
の
事
情
を
抱
え
て
い
た
。
越
前
は
、
同
腹
の
兄
と

さ
れ
る
兼
俊
が
源
経
宗
男
で
あ
る
点
を
見
て
も
、
宇
多
天
皇
流
の
源
氏
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。「
い
へ
の
か
ぜ
」
を
高
ら
か
に
歌
い
上
げ
た
そ
の
詠
者
自

身
が
、「
い
へ
」
の
構
成
員
で
は
無
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
っ
た
。

　

同
様
の
疑
問
は
、
夙
に
、
瓦
井
裕
子
氏
が
提
示
し
て
い
た
が
、
結
局
、
瓦
井
氏

は
「
女
系
で
継
承
さ
れ
る
歌
人
の
系
譜
」
を
『
家
』
と
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い

と
思
わ
れ
る
」
と
結
論
付
け
た）（
（

。
た
し
か
に
、
伊
勢
大
輔
以
下
の
大
中
臣
重
代
歌

人
一
族
は
、
康
資
王
母
、
そ
の
養
女
の
安
芸
へ
と
、
女
系
継
承
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
重
代
歌
人
の
系
譜
認
識
は
、『
袋
草
紙
』
に
、

こ
れ
、
頼
基
・
能
宣
・
輔
親
・
伊
勢
大
輔
・
伯
母
・
安
芸
君
と
、
六
代
相
伝

の
歌
人
な
り
。�

（
一
九
七
）

　

と
い
う
記
述
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
右
は
、
寛
治
七
年
（
一

〇
九
三
）
に
行
わ
れ
た
『
郁
芳
門
院
根
合
』
右
方
の
撰
者
と
な
っ
た
際
の
留
意
点

を
、
大
江
匡
房
が
言
談
し
、
そ
れ
が
『
江
談
抄
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

越
前
の
歌
の
詠
作
推
定
時
期
の
下
限
は
、
後
三
条
治
世
の
最
終
年
で
あ
る
延
久
五

年
（
一
〇
七
三
）
だ
か
ら
、
右
の
系
譜
は
越
前
詠
か
ら
数
え
て
二
十
年
、『
後
拾

遺
集
』
の
成
立
（
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
））
か
ら
も
七
年
し
か
下
ら
な
い
、
至

近
の
時
期
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。『
江
談
抄
』
当
該
記
事
は
散
逸
し
て
今

に
伝
わ
ら
な
い
が
、
稿
者
も
、
こ
の
点
に
は
別
段
の
異
論
が
無
い
。

　

た
だ
し
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
大
中
臣
重
代
の
系
譜
の
存
在
が
疑
問
を
弥
増
し
に

し
な
い
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
一
〇
八
九
番
詠
者
の
越
前
は
、
右
の
『
袋
草

紙
』
の
系
譜
に
名
前
が
見
え
な
い
。
こ
れ
は
、
撰
者
・
通
俊
も
同
様
の
事
情
で
あ

る
。
た
し
か
に
、
右
は
匡
房
が
安
芸
の
歌
を
歌
合
に
撰
入
す
る
か
否
か
、
と
い
う

文
脈
の
も
と
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
血
筋
は
最
終
的
に
安
芸
に
辿

り
着
く
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
安
芸
と
同
世
代
の
両
者
の
名
前
が
な
い
の

は
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
と
も
言
え
た
。
し
か
し
、
越
前
の
場
合
は
右
の
よ
う
な

扱
い
も
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
、
彼
女
の
詠
ん
だ
和
歌
は
、
こ
の
一
〇
八
九
番
歌
一

首
の
み
し
か
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。「
家
」
云
々
の
判
断
を
一
旦
措
く
と
し

て
、
大
中
臣
の
血
筋
の
顕
彰
を
意
図
し
た
歌
群
の
末
尾
を
全
く
の
無
名
歌
人
と

言
っ
て
い
い
人
物
の
和
歌
で
飾
る
判
断
は
俄
か
に
は
納
得
し
づ
ら
い
。

　

こ
の
疑
問
は
、「
家
の
風
」
な
る
歌
こ
と
ば
の
用
法
の
側
面
か
ら
見
て
も
同
様

に
出
て
く
る
も
の
だ
っ
た
。
稿
者
は
、
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
「
家
の
風
」
の
用

例
を
悉
皆
調
査
し
、
そ
の
用
法
を
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る）（
（

。
詳
細
は
別
稿
を
用
意
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七
二

し
て
い
る
が
、「
家
の
風
」
全
三
十
二
例
の
う
ち
、
越
前
詠
と
同
様
に
「
母
系
祖

母
の
『
家
』」
を
指
す
用
例
は
一
つ
も
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
多
く
が
「
父
系
の

家
」
の
用
例
で
あ
り
、
母
系
の
そ
れ
を
示
し
て
い
る
と
し
て
も
母
娘
関
係
を
指
し

て
い
て
、
祖
母
の
代
ま
で
遡
る
も
の
は
絶
無
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
越
前
の
「
い
へ

の
か
ぜ
」
詠
自
体
、
顕
彰
さ
れ
る
血
筋
の
標
準
か
ら
見
て
逸
脱
し
た
も
の
だ
っ
た

と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
系
譜
か
ら
も
、
語
句
の
一
般
的
な
用
法
か
ら
も
逸
脱
し

た
越
前
詠
を
、
通
俊
は
家
集
歌
群
の
末
尾
を
飾
る
位
置
に
置
い
た
。
し
か
も
、
大

中
臣
重
代
を
彩
る
頼
基
・
能
宣
や
、
伊
勢
大
輔
を
差
し
置
い
て
、
あ
え
て
ほ
か
に

全
く
詠
作
が
見
い
だ
せ
な
い
無
名
歌
人
の
歌
を
配
し
て
、
大
中
臣
の
「
顕
彰
」
を

締
め
く
く
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
通
俊
が
こ
の
よ
う
な
配
列
を
企
図
し
た
背
景
に
は
、

如
何
な
る
狙
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

撰
者
の
同
時
代
、
後
代
に
お
け
る
評
価
を
確
認
し
、〈
文
学
社
会
学
〉
の
視
点

を
援
用
し
て
『
後
拾
遺
集
』
成
立
の
背
景
事
情
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
当
該
歌
群

は
単
な
る
「
顕
彰
」
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
く
、
撰
者
と
し
て
の
通
俊
の
存
立

を
賭
け
た
仕
掛
け
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
大
中
臣

重
代
の
歌
群
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
前
に
配
さ
れ
る
貫
之
の
家
集
に
ま
つ
わ
る
三

首
の
和
歌
の
配
列
意
図
に
も
言
及
す
る
見
通
し
で
あ
る
。

一
　
撰
者
・
通
俊
と
そ
の
評
価

　

本
章
で
は
、
撰
者
・
通
俊
の
出
自
、
歌
人
・
勅
撰
集
撰
者
と
し
て
の
評
価
等
の

点
に
つ
い
て
、
先
行
論
の
知
見
を
整
理
し
な
が
ら
考
察
す
る
。

　

『
後
拾
遺
集
』
の
撰
者
・
藤
原
通
俊
は
、
大
宰
大
弐
経
平
男
、
関
白
太
政
大
臣

実
頼
か
ら
連
綿
と
続
く
名
族
小
野
宮
流
藤
原
氏
の
末
裔
で
あ
る
。
極
位
極
官
は
正

二
位
権
中
納
言
で
あ
り
、
同
世
代
の
小
野
宮
流
出
身
官
人
の
中
で
は
抜
き
ん
出
て

出
世
し
た
人
物
と
言
え
る）（
（

。

　

こ
の
官
歴
は
、
早
く
か
ら
白
河
院
の
側
近
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と

が
、
当
然
関
わ
る
。
通
俊
は
、
官
人
と
し
て
独
り
立
ち
す
る
前
の
殿
上
童
の
時
代
、

当
時
東
宮
だ
っ
た
後
三
条
に
仕
え
て
お
り
、
そ
の
縁
で
、
後
三
条
の
皇
子
で
あ
る

白
河
の
寵
愛
も
受
け
る
に
至
っ
た
と
い
う）（
（

。
ま
た
、
異
腹
の
姉
妹
経
子
が
白
河
院

に
嫁
し
て
覚
行
法
親
王
を
生
ん
だ
、
い
わ
ば
縁
戚
の
間
柄
で
あ
る
こ
と
も
、
通
俊

と
白
河
の
親
近
に
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
よ
う）（
（

。

　

父
方
が
藤
氏
の
名
族
に
連
な
る
一
方
で
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
と
っ
て
は
母
方

の
血
筋
も
見
逃
せ
な
い
。
通
俊
の
母
は
、『
公
卿
補
任
』
応
徳
元
年
（
一
〇
八

四
）
条
の
尻
付
に
よ
れ
ば
、「
前
上
野
介
家
業
朝
臣
女
」
と
す
る
が
、
同
母
兄
と

見
ら
れ
る
通
宗
が
『
尊
卑
文
脈
』
で
「
母
少
納
言
家
業
女　

実
母
筑
前
守
高
階
成

順
女
」
と
さ
れ
て
お
り
、「
高
階
成
順
」
は
大
中
臣
を
代
表
す
る
女
流
歌
人
・
伊

勢
大
輔
の
夫
で
あ
る
。
こ
れ
ら
史
書
の
記
述
や
、『
後
拾
遺
集
』
三
三
番
歌
に
通

宗
と
伊
勢
大
輔
の
や
り
と
り
を
記
す
詞
書
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
森
本
元
子
氏

は
、
こ
の
兄
弟
が
伊
勢
大
輔
の
孫
に
あ
た
る
も
の
と
結
論
付
け
た）（
（

。
こ
の
こ
と
は
、

久
保
木
哲
夫
氏）（1
（

等
も
追
認
し
、「
現
在
で
は
通
説
化
し
て
い
る
」
と
も
評
さ
れ
る）（（
（

。

つ
ま
り
、
通
俊
は
父
方
か
ら
藤
氏
名
流
の
血
を
受
け
継
ぎ
、
母
方
は
高
階
氏
、
さ

ら
に
母
の
母
系
か
ら
大
中
臣
の
血
も
受
け
継
ぐ
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿

で
は
、
こ
の
よ
う
な
通
俊
の
系
譜
を
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
る
。

　

さ
て
、
こ
の
人
物
を
め
ぐ
っ
て
早
く
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
が
、
勅
撰
集
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七
三

撰
者
と
し
て
の
適
格
性
で
あ
り
、
こ
の
点
が
問
題
で
あ
る
こ
と
を
裏
打
ち
す
る
よ

う
な
同
時
代
・
後
代
に
お
け
る
数
々
の
世
評
の
存
在
で
あ
っ
た
。

　

①�

後
拾
遺
と
て
こ
の
比
世
に
か
き
さ
は
く
集
あ
り
。
人
の
も
た
る
を
い
と
ま
の

ひ
ま
に
人
に
よ
ま
せ
て
聞
つ
れ
は
。
い
と
お
か
し
う
お
ほ
ゆ
る
歌
も
あ
り
。

ま
た
い
か
ゝ
あ
ら
ん
と
お
ほ
ゆ
る
も
あ
れ
は
。
こ
れ
を
か
き
い
た
し
て
。
そ

れ
は
さ
そ
と
い
ふ
人
あ
ら
は
。
け
に
と
も
お
も
は
ん
と
て
な
り
。
こ
の
な
か

に
や
ん
こ
と
な
き
歌
よ
み
の
よ
め
る
と
。
か
き
つ
け
ら
れ
た
る
歌
の
心
え
か

た
き
も
あ
れ
は
。
そ
れ
を
も
お
そ
ろ
し
な
か
ら
か
き
つ
け
た
る
な
り
。
是
は

心
の
お
よ
は
ぬ
に
も
あ
ら
む
。
よ
み
人
を
も
歌
の
こ
と
は
を
も
。
か
き
た
か

へ
た
る
も
や
あ
ら
ん
。
お
ほ
か
た
き
ゝ
て
は
ら
た
ち
そ
し
る
人
も
あ
り
な
ん
。

ゆ
め
〳
〵
。�

（
源
経
信
『
難
後
拾
遺
』　

序
文　

六
二
九
）

　

②�

件
の
本
の
歌
、
伊
房
卿
を
し
て
こ
れ
を
清
書
せ
し
む
る
の
処
、
件
の
人
の
歌

を
た
だ
一
首
入
る
の
故
に
腹
立
し
て
こ
れ
を
書
か
ず
。（
中
略
）
時
に
経

信
・
匡
房
と
い
ふ
者
あ
り
て
、
こ
の
道
の
美
才
先
達
な
り
。
こ
れ
を
奉
ら
ざ

る
は
如
何
。
た
だ
し
あ
る
人
の
云
は
く
、「
私
に
こ
れ
を
撰
じ
て
後
に
御
気

色
を
取
る
」
と
云
々
。�

（『
袋
草
紙
』
上
巻　

六
三
）

　

③
白
河
院
の
治
天
に
治
部
卿
通
俊
後
拾
遺
を
抄
し
、
宣
旨
を
ぞ
申
け
る
。

�

（
上
覚
『
和
歌
色
葉
』
一
一
四
）

　

④�

白
河
院
、
後
拾
遺
撰
ぜ
ら
れ
し
を
り
、
経
信
卿
を
お
き
な
が
ら
、
通
俊
是
を

う
け
給
は
る
。
是
末
代
の
不
審
な
り
。
し
か
れ
ど
も
此
事
ゆ
ゑ
あ
る
事
な
り
。

か
の
集
は
天
気
よ
り
お
こ
ら
ず
、
通
俊
是
を
申
し
お
こ
な
へ
り
。

�

（『
八
雲
御
抄
』
九
〇
）

　

右
の
①
〜
④
は
『
後
拾
遺
集
』
と
撰
者
・
通
俊
に
対
す
る
同
時
代
・
後
代
の
主

た
る
批
評
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

①
の
『
難
後
拾
遺
』
は
源
経
信
の
著
述
。『
後
拾
遺
集
』
の
不
審
点
を
列
挙
し

て
論
評
を
加
え
る
趣
旨
の
歌
論
で
あ
る
が
、
天
皇
主
導
の
事
業
た
る
勅
撰
和
歌
集

に
、
こ
の
よ
う
な
不
満
表
明
の
書
が
著
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
空
前
の
出
来

事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
序
文
を
見
る
と
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、「
こ
の

比
世
に
か
き
さ
は
く
集
あ
り
」
と
『
後
拾
遺
集
』
を
評
し
て
お
り
、
後
文
で
「
お

そ
ろ
し
な
か
ら
」
と
断
っ
て
は
い
て
も
、
堂
々
た
る
勅
撰
集
と
し
て
は
認
め
て
い

な
い
き
ら
い
さ
え
あ
る
と
見
え
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
著
者
・
経
信
は
、

『
後
拾
遺
集
』
撰
進
当
時
の
和
歌
界
に
お
け
る
第
一
の
重
鎮
で
あ
っ
た
。
②
『
袋

草
紙
』
で
は
「
こ
の
道
の
美
才
先
達
」
と
讃
え
ら
れ
、
④
『
八
雲
御
抄
』
で
も
、

「
経
信
卿
を
お
き
な
が
ら
」
と
、
通
俊
が
撰
者
の
栄
誉
に
預
か
っ
た
も
の
の
、
順

当
な
人
選
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
撰
者
を
拝
命
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
人
物
と
し

て
、
必
ず
最
初
に
名
前
が
挙
が
る
最
有
力
歌
人
で
あ
っ
た
。
通
俊
自
身
も
、
経
信

を
無
視
し
て
撰
集
を
進
め
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
そ
の
結
果
、
集
の
奏
覧
に
先
立

ち
、
経
信
に
意
見
を
求
め
た
と
い
う
。
そ
の
時
の
や
り
取
り
を
記
録
し
た
『
後
拾

遺
問
答
』
な
る
佚
書
が
か
つ
て
存
在
し
た
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
る）（1
（

。
経
信
が
撰

者
に
選
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
和
歌
の
力
量
以
外
の
理
由
が
あ
る
ら
し
く
、

村
瀬
氏
は
、
経
信
が
摂
関
家
と
近
し
か
っ
た
点
、
古
風
な
彼
の
詠
風
、
人
柄
な
ど

様
々
な
点
で
、
下
命
者
白
河
の
望
む
人
物
像
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
説
く）（1
（

。
こ
う

し
た
、
人
選
の
う
え
で
の
不
満
が
理
由
で
、
右
の
①
の
よ
う
な
経
信
の
言
説
が
出

て
来
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
実
に
見
易
い
構
図
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
同
時
代
評
の
不
振
は
、
以
後
の
②
〜
④
で
も
基
本
的
に
継
承
さ
れ
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て
い
く
。
就
中
、
注
目
す
べ
き
は
、「『
後
拾
遺
集
』
私
撰
説
」
と
も
い
う
べ
き
言

説
が
ま
こ
と
し
や
か
に
語
り
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
点
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

②
『
袋
草
紙
』
で
は
、
藤
原
伊
房
に
清
書
を
依
頼
し
た
も
の
の
、
伊
房
は
自
身

の
歌
が
僅
か
に
一
首
し
か
入
集
し
な
か
っ
た
こ
と
を
不
服
と
し
、
清
書
を
断
っ
た
、

と
の
逸
話
が
見
え
る
。
伊
房
は
三
蹟
の
一
人
藤
原
行
成
の
孫
で
、
自
身
も
能
書
と

し
て
知
ら
れ
た
。
こ
の
逸
話
は
、『
後
拾
遺
集
』
が
そ
の
成
立
時
点
に
お
い
て
、

種
々
の
不
満
を
惹
起
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
加
え
て
、
傍

線
部
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
数
々
の
先
達
を
差
し
置
い
て
通
俊
が
撰
者
に

選
ば
れ
た
疑
問
に
、「
私
に
こ
れ
を
撰
じ
て
後
に
御
気
色
を
取
る
」
と
、
白
河
院

の
下
命
に
拠
ら
ず
に
通
俊
が
勝
手
に
撰
集
を
始
め
て
、
事
後
的
に
勅
撰
の
お
墨
付

き
を
得
た
と
す
る
「
あ
る
人
」
の
言
談
を
紹
介
し
て
、
答
え
と
し
て
い
る
。
引
用

部
分
よ
り
前
の
部
分
で
、「
故
将
作
語
り
て
云
は
く
」
と
始
ま
る
、
右
と
同
様
の

内
容
を
詳
述
し
た
注
記
が
存
在
し
、
こ
れ
は
著
者
・
清
輔
本
人
に
よ
る
注
記
で
は

な
い
か
と
さ
れ
る）（1
（

。
こ
の
「
故
将
作
」
と
は
清
輔
の
祖
父
・
顕
季
の
こ
と
で）（1
（

、
顕

季
は
通
俊
よ
り
八
歳
の
年
少
で
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
同
時
代
を
生
き
た
有
力

歌
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
、『
袋
草
紙
』
の
記
述
、
お
よ
び
、
注
記
を
信
頼
す
る
な

ら
ば
、「『
後
拾
遺
集
』
私
撰
説
」
も
、
後
世
の
付
会
で
は
な
く
、
同
時
代
に
あ
る

程
度
流
布
し
た
言
説
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
後
、
後
続
の
歌
論
書
で
あ
る
③
上
覚
の
『
和
歌
色
葉
』（
健
久
九
年
（
一
一

九
八
）
成
立
）、
そ
の
内
容
を
色
濃
く
受
け
継
ぐ
④
順
徳
院
の
『
八
雲
御
抄
』
等

で
も
、「『
後
拾
遺
集
』
私
撰
説
」
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
私
撰
説
」
自
体
の
真
偽
に
つ
い
て
、
橋
本
不
美
男
氏
の
詳
細
な
諸
説
整
理

と
考
察
に
よ
り
、
こ
の
風
説
は
概
ね
実
情
を
伝
え
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
た）（1
（

。
こ
の
事
実
は
、「
撰
者
通
俊
の
『
後
拾
遺
集
』
成
立
に
は
た
し
た
役

割
の
大
き
さ
を
物
語
る
」
と
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う）（1
（

。

　

た
だ
し
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
言
説
を
伝
え
て
い
る
可
能
性
が
高
い
『
袋
草
紙
』
の

時
点
で
既
に
、「
私
撰
説
」
は
、
通
俊
が
撰
者
に
選
ば
れ
た
こ
と
の
不
審
と
結
び

つ
い
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
素
直
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
通

俊
の
、
勅
撰
集
撰
者
と
し
て
は
役
者
不
足
と
い
う
同
時
代
か
ら
後
代
に
亙
る
世
評

の
表
出
と
見
る
外
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

二
　
〈
資
本
〉
と
し
て
の
血
筋

　

前
章
で
見
た
よ
う
な
、
通
俊
の
撰
者
と
し
て
の
評
価
の
低
さ
は
、
専
ら
言
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
和
歌
の
力
量
で
は
な
く
、
政
治
的
な
力
学
に
よ
っ
て
撰
者
に
選

ば
れ
た
ら
し
い
事
情
が
全
て
の
根
源
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
先
に
引
い
た
村
瀬

氏
の
論
や
、「
専
制
君
主
を
目
ざ
す
若
き
天
皇
と
腹
心
官
僚
と
の
間
に
お
け
る
合

意
に
よ
る
受
命
」
と
説
く
井
上
宗
雄
氏
の
論）（1
（

が
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

他
方
、
こ
う
し
た
撰
集
に
ま
つ
わ
る
種
々
の
角
逐
の
逸
話
は
、
勅
撰
和
歌
集
と

い
う
形
式
の
作
品
が
宿
命
的
に
抱
え
ざ
る
を
得
な
い
複
雑
な
成
り
立
ち
に
そ
の
原

因
の
多
く
が
存
し
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

言
わ
ず
も
が
な
で
は
あ
る
が
、
勅
撰
和
歌
集
は
「
勅
撰
」
で
あ
る
が
故
に
、
一

国
を
統
治
す
る
帝
王
の
記
念
碑
と
し
て
、
下
命
者
で
あ
る
帝
王
（
天
皇
、
院
）
の
、

「
政
教
本
意
の
目
的
」
に
基
づ
い
て
企
図
さ
れ
る
作
品
形
式
で
あ
る）（1
（

。
そ
の
点
が
、

他
の
種
々
の
歌
集
と
は
決
定
的
に
異
な
る
点
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う

し
た
「
記
念
碑
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
理
由
に
拠
っ
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て
、
文
学
作
品
と
し
て
の
完
成
度
も
保
証
さ
れ
て
い
な
く
て
は
、
存
在
意
義
を
確

立
し
得
な
い
。
そ
う
し
た
、「
文
学
（
芸
術
）
の
論
理
」
と
も
ま
た
、
分
か
ち
難

く
結
び
つ
い
た
作
品
形
式
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
相
異
な
る
二
様
の
論
理
に

よ
っ
て
複
雑
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
が
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
、
と
整
理
し
て
お
く

の
は
、
如
何
に
も
大
雑
把
な
処
理
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
つ
つ
も
、
大
筋
で
間

違
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
枠
組
み
に
、
本
稿
が
問
題
と
し
て
い
る
『
後
拾
遺
集
』
を
当
て
嵌
め
て
考

え
て
み
る
。
撰
者
に
、
近
臣
で
あ
り
自
身
の
統
治
思
想
に
強
く
共
鳴
す
る
通
俊
を

任
命
し
た
白
河
院
の
人
選
は
、「
政
教
の
論
理
」
に
基
づ
け
ば
、
ま
ず
間
違
い
の

な
い
正
し
い
選
択
だ
っ
た
と
評
価
し
て
良
い
も
の
と
思
わ
れ
る）11
（

。
た
だ
し
、
一
方

で
、「
文
学
（
芸
術
）
の
論
理
」
を
尺
度
と
す
る
な
ら
ば
、
和
歌
界
の
重
鎮
を
差

し
置
い
て
、
歌
人
と
し
て
の
「
評
価
」
と
い
う
よ
り
も
「
伸
び
し
ろ
」
に
期
待
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
段
階
の
気
鋭
で
あ
る
彼
に
大
事
業
を
一
任
し
た
の
は
、
如
何

に
も
斯
界
の
秩
序
を
軽
ん
じ
た
人
事
と
見
る
ほ
か
無
か
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
そ

の
結
果
、
種
々
の
物
言
い
が
『
後
拾
遺
集
』
に
付
い
た
こ
と
は
、
前
章
に
挙
げ
た

歌
論
書
の
逸
話
群
か
ら
察
せ
ら
れ
て
余
り
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
経
信
が
『
後
拾
遺
集
』
を
非
難
し
た
の
は
、
通
俊
と
経
信
が
重
ん

じ
る
「
風
躰
」
の
相
違
に
拠
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
藤
原
俊
成
『
古
来
風
躰
抄
』

の
批
評
も
あ
り
（
二
六
八
〜
九
）、『
後
拾
遺
集
』
の
出
来
不
出
来
自
体
、
ま
た
は
、

通
俊
の
撰
歌
の
力
量
を
前
掲
の
各
種
歌
論
か
ら
読
み
取
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
短

絡
的
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
本
稿
の
主
眼
は
、
む
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
無
い
。

『
後
拾
遺
集
』
の
世
評
の
数
々
が
示
し
て
い
る
の
は
、
専
ら
、
通
俊
の
撰
者
と
し

て
の
社
会
的
承
認
に
尽
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
を
確
認
す
る
た
め
に
は
前
掲

の
各
評
は
適
切
な
材
料
だ
っ
た
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
、
通
俊
の
撰
者
と
し
て
の
資
格
を
巡
る
毀
誉
褒
貶
は
、〈
文
学
社
会

学
〉
の
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
明
瞭
に
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。〈
文
学
社
会
学
〉
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
・
ピ
エ
ー
ル
＝
ブ
ル

デ
ュ
ー
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
文
学
理
論
で
あ
り）1（
（

、
近
年
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
弟
子
筋

に
当
た
る
ジ
ゼ
ル
＝
サ
ピ
ロ
に
よ
っ
て
啓
蒙
的
な
解
説
も
為
さ
れ
て
い
る）11
（

。
平
安

朝
文
学
研
究
の
分
野
で
も
、
早
く
、
安
藤
徹
氏）11
（

が
『
源
氏
物
語
』
の
分
析
に
導
入

し
た
他
、
最
近
で
は
横
溝
博
氏
ら）11
（

に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
て
い
る
理
論
で
あ
り
、
日

本
の
平
安
朝
宮
廷
文
学
研
究
と
の
相
性
の
良
さ
は
既
に
証
明
さ
れ
て
い
る
と
言
っ

て
良
い
。

　

〈
文
学
社
会
学
〉
の
視
座）11
（

で
は
、
作
品
を
生
み
出
す
作
家
は
、
他
の
作
家
な
ど

の
文
学
に
携
わ
る
人
々
が
構
成
す
る
〈
場
〉
に
お
い
て
、
各
々
が
所
持
す
る
〈
資

本
〉
を
元
手
に
活
動
す
る
主
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。〈
資
本
〉
と
は
、
換
言
す

れ
ば
、
作
家
の
社
会
的
承
認
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
行
使
し
得
る
〈
資

本
〉
の
多
寡
に
よ
っ
て
、
文
学
の
〈
場
〉
に
占
め
る
位
置
、
言
わ
ば
、
作
家
た
ち

の
勢
力
図
が
規
定
さ
れ
、
そ
う
し
た
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
作
家
た
ち
の
活

動
も
自
ず
か
ら
制
限
さ
れ
る
、
と
整
理
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
見
、
個
性
や
独
創

に
基
づ
く
振
る
舞
い
と
見
え
る
作
家
の
活
動
の
数
々
は
、
そ
の
実
、
所
属
す
る
社

会
の
側
か
ら
種
々
の
制
約
を
受
け
た
結
果
出
て
く
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

加
え
て
、
文
学
の
〈
場
〉
は
、
政
治
的
、
倫
理
的
、
経
済
的
な
文
学
以
外
の
論
理

と
の
間
に
絶
え
ず
緊
張
関
係
を
強
い
ら
れ
、
作
家
た
ち
は
そ
れ
ら
文
学
に
外
在
す

る
様
々
な
力
へ
抗
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
立
場
を
明
確
に
す
る
、
と
も
説
か

れ
る
。
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右
の
図
式
を
、
本
稿
が
問
題
と
し
て
い
る
『
後
拾
遺
集
』
成
立
を
め
ぐ
る
問
題

に
当
て
嵌
め
て
み
る
と
、
通
俊
は
、「
政
教
の
論
理
」
と
い
う
文
学
に
外
在
的
な

力
の
働
き
に
よ
っ
て
撰
者
の
ポ
ス
ト
に
押
し
上
げ
ら
れ
た
も
の
の
、
自
分
よ
り
も

強
力
な
名
声
（〈
資
本
〉）
を
有
す
る
経
信
ら
の
存
在
が
和
歌
の
〈
場
〉
か
ら
の
反

発
力
と
し
て
働
き
、
見
て
き
た
よ
う
な
種
々
の
軋
轢
が
生
じ
た
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
通
俊
に
不
足
し
て
い
た
の
は
、
勅
撰
集
撰
者
と
い
う
堂
々
た
る
役

割
を
担
い
得
る
か
否
か
と
い
う
和
歌
界
に
お
け
る
承
認
、
す
な
わ
ち
〈
資
本
〉

だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
通
俊
に
は
撰
者
に
ふ
さ
わ
し
い
〈
資
本
〉

が
皆
無
だ
っ
た
わ
け
で
は
無
い
。
前
章
に
見
た
、「『
後
拾
遺
集
』
私
撰
説
」
が
こ

の
作
品
成
立
の
実
態
の
幾
許
か
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
研
究
成
果
が
正
し
い
も
の

だ
と
す
れ
ば
、
通
俊
も
、
自
身
が
所
持
す
る
歌
人
と
し
て
の
〈
資
本
〉
に
自
覚
的

で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

　

こ
の
、
通
俊
が
所
有
し
て
い
た
〈
資
本
〉
こ
そ
が
、
取
り
も
直
さ
ず
彼
の
「
血

筋
」
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
と
え
ば
、『
後
拾
遺
集
』
の
撰
歌
資
料
は
、

通
俊
の
親
類
関
係
の
伝
手
を
辿
っ
て
収
集
さ
れ
た
も
の
が
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
は

良
く
知
ら
れ
て
い
よ
う）11
（

。
著
名
な
歌
人
の
家
集
や
詠
草
を
収
集
し
得
る
環
境
は
撰

集
遂
行
の
た
め
に
重
要
で
あ
り
、
通
俊
の
場
合
は
そ
れ
が
母
系
祖
母
の
大
中
臣
一

族
に
代
表
さ
れ
る
「
血
筋
」
の
も
た
ら
し
た
力
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

　

察
す
る
に
、
本
稿
が
問
題
と
す
る
雑
四
、
一
〇
八
六
番
〜
一
〇
八
九
番
の
家
集

歌
群
後
半
の
歌
配
列
は
、
右
の
よ
う
な
、
撰
集
の
実
務
に
関
わ
る
事
情
と
は
別
の

次
元
で
、
通
俊
の
撰
者
と
し
て
の
立
場
を
支
え
る
〈
資
本
〉
と
し
て
働
く
こ
と
を

期
待
さ
れ
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。

　

繰
り
返
し
確
認
し
た
よ
う
に
、
家
集
歌
群
の
掉
尾
に
配
さ
れ
て
い
る
の
は
越
前

の
詠
作
だ
っ
た
。
彼
女
は
大
中
臣
家
に
母
系
祖
母
の
代
で
辛
う
じ
て
つ
な
が
る
に

過
ぎ
ず
、
大
中
臣
一
族
か
否
か
の
判
断
が
躊
躇
わ
れ
る
よ
う
な
血
筋
を
持
つ
。
詞

書
に
よ
れ
ば
、
越
前
詠
は
「
後
三
条
院
」
在
世
中
、「
わ
き
て
う
た
よ
め
と
お
ほ

せ
ご
と
侍
け
れ
ば
」
と
、
大
勢
の
侍
者
た
ち
の
中
か
ら
特
に
詠
歌
を
求
め
ら
れ
た

た
め
に
献
じ
た
歌
で
あ
る
と
い
う
。
他
に
全
く
詠
作
が
残
っ
て
い
な
い
越
前
が
、

純
粋
に
力
量
に
よ
っ
て
選
抜
さ
れ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
こ
の
後
三
条
院
の
判
断

に
は
、
詠
作
の
実
力
以
外
の
基
準
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
り
詳
細
な
詠
歌
背
景
を
伝
え
る
『
俊
頼
髄
脳
』
の

次
の
記
事
な
ど
を
参
考
に
す
る
と
分
か
り
易
い
。

後
冷
泉
院
の
御
時
に
、
十
月
ば
か
り
、
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
に
、
女
房

達
あ
ま
た
具
し
て
、
南
殿
に
出
で
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
、
遊
ば
せ
給
ひ
け
る

に
、
か
へ
で
の
も
み
ぢ
を
折
ら
せ
給
ひ
て
、
女
房
の
中
に
、
伊
勢
大
輔
が
孫

の
あ
り
け
る
に
、
投
げ
つ
か
は
し
て
、「
こ
の
中
に
は
、
お
の
れ
ぞ
せ
む
」

と
て
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
程
も
な
く
、
申
し
け
る
歌
な
り
。（
二
三
五
〜
六
）

　

後
三
条
院
で
は
な
く
「
後
冷
泉
院
」
の
御
代
の
出
来
事
と
さ
れ
て
い
る
点
が
不

審
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
点
は
『
後
拾
遺
集
』
詞
書
と
も
矛
盾
し
な
い
。
む
し

ろ
、
詞
書
の
方
に
は
無
い
「
か
へ
で
の
も
み
ぢ
」
の
く
だ
り
が
あ
る
こ
と
で
、
和

歌
中
の
「
こ
と
の
は
」
な
る
表
現
の
由
来
が
理
解
し
得
る
点
な
ど
、
詞
書
の
説
明

不
足
を
補
完
す
る
観
が
あ
ろ
う
。
傍
線
部
の
よ
う
に
、
越
前
が
大
勢
の
女
房
た
ち

の
中
か
ら
と
り
わ
け
詠
歌
献
上
の
役
目
を
拝
命
し
た
事
情
は
、
彼
女
が
「
伊
勢
大

輔
の
孫
」
で
あ
っ
た
と
い
う
「
血
筋
」
が
第
一
の
理
由
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
越
前

が
実
態
と
し
て
大
中
臣
の
「
い
へ
」
の
一
員
か
、
否
か
と
い
う
判
断
は
、
議
論
の
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七
七

余
地
が
あ
り
、
こ
れ
は
次
章
で
も
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
大
中
臣
に

連
な
る
彼
女
の
「
血
筋
」
が
、
詠
歌
を
要
請
し
た
後
三
条
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た

点
だ
け
は
、
揺
ら
ぎ
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

母
系
祖
母
の
代
で
辛
う
じ
て
大
中
臣
家
そ
の
も
の
に
接
続
が
可
能
で
あ
る
と
い

う
越
前
の
血
筋
は
、、
通
俊
自
身
の
置
か
れ
た
立
場
と
相
似
形
を
な
す
。
そ
の
よ

う
に
、
同
じ
血
筋
を
持
つ
者
が
大
中
臣
の
血
族
と
認
め
ら
れ
て
「
い
へ
の
か
ぜ
」

を
高
ら
か
に
歌
い
上
げ
て
い
る
事
実
は
、
通
俊
自
身
に
も
同
様
の
血
族
と
し
て
の

資
格
が
あ
る
こ
と
を
強
力
に
証
し
立
て
る
都
合
の
良
い
挿
話
だ
っ
た
に
違
い
あ
る

ま
い
。
こ
の
越
前
詠
の
存
在
、
と
い
う
よ
り
も
そ
れ
が
詠
み
出
さ
れ
る
ま
で
の
逸

話
の
存
在
に
よ
っ
て
、
通
俊
は
『
袋
草
紙
』
に
重
代
歌
人
の
代
表
例
と
し
て
紹
介

さ
れ
る
よ
う
な
、
歌
人
の
家
と
し
て
は
群
を
抜
い
た
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
の
大
中

臣
一
族
の
一
員
と
し
て
、
自
分
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の

で
あ
っ
た
。
越
前
の
作
が
家
系
を
顕
彰
す
る
歌
群
の
末
尾
を
飾
る
の
は
何
故
か
、

と
い
う
本
稿
の
問
い
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
事
情
こ
そ
が
過
不
足
な
い
解
答
だ
っ

た
に
相
違
な
い
。

　

大
中
臣
に
は
『
後
撰
集
』
撰
者
の
一
角
、
能
宣
も
い
た
。
通
俊
が
、
自
己
の
撰

者
と
し
て
の
地
位
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
、
大
中
臣
の
家
名
ほ
ど
心
強
い

〈
資
本
〉
は
無
か
っ
た
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

三
　
大
中
臣
重
代
の
特
殊
性

　

た
だ
し
、
な
お
も
疑
問
点
を
突
き
詰
め
る
と
し
た
ら
、
最
後
に
行
き
当
た
る
の

は
、
右
の
よ
う
に
越
前
の
血
筋
を
評
価
し
た
後
三
条
の
判
断
の
当
否
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
の
判
断
に
説
得
力
が
皆
無
だ
っ
た
と
す
る
と
、
配
列
に
込
め
ら

れ
た
通
俊
の
思
惑
も
、
十
分
な
効
果
を
生
ま
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
平
安
朝
に
お
い
て
、「
家
の
風
」
が
和
歌
に
詠
ま
れ
る
場
合
、

そ
の
「
家
」
が
「
母
系
祖
母
の
家
」
で
あ
る
例
は
他
に
見
出
せ
な
い
。
僅
か
に
、

次
の
例
な
ど
は
「
母
系
の
家
の
風
」
を
詠
む
例
と
認
め
て
良
い
。

宮
に
ひ
と
び
と
あ
そ
び
給
ひ
し
に
、
新
中
納
言
の
事
を
き
き
て
、
院
の

あ
き
の
事
に
き
き
た
が
へ
て
、
人
人
の
給
ひ
し
に

い
へ
の
か
ぜ
ま
つ
ふ
き
は
ら
ふ
こ
と
の
ね
を
ひ
き
つ
た
へ
て
も
き
こ
ゆ
な
る

か
な�

（『
殷
富
門
院
大
輔
集
』
一
五
八
）

　

右
の
歌
で
は
、
筝
の
名
手
・
安
芸
と
、
そ
の
娘
で
母
の
技
芸
を
遺
憾
な
く
継
承

し
た
と
思
し
い
新
中
納
言
の
母
娘
二
代
の
「
い
へ
の
か
ぜ
」
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
。

他
者
か
ら
母
系
の
家
へ
の
帰
属
を
承
認
さ
れ
た
例
で
は
あ
る
も
の
の
、
越
前
詠
の

よ
う
に
三
世
代
を
射
程
と
す
る
重
代
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、
古
記
録
に
見
え
る
漢
語
「
家
風
」
の
用
例
で
は
あ
る
が
、
次
の
『
中
右

記
』
の
記
事
な
ど
は
興
味
深
い
。

抑
下
官
和
歌
席
献
序
代
、
御
遊
之
座
執
拍
子
、
誠
一
身
之
両
役
、
是
内
外
之

家
風
也
、
倩
思
此
事
、
已
面
目
之
秋
也
、

�

（『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
三
月
六
日
条
）

　

記
主
の
宗
忠
が
、
宮
中
の
和
歌
御
会
で
「
序
代
」
を
献
じ
、
つ
い
で
そ
の
後
の

御
遊
で
は
「
拍
子
」
を
担
当
し
た
こ
と
を
、「
已
面
目
之
秋
也
」
と
記
し
て
い
る
。

公
宴
で
序
を
献
じ
る
こ
と
は
「
当
世
名
誉
」
と
さ
れ
て
お
り
（『
八
雲
御
抄
』
巻

第
二　

序
者
）、
こ
れ
を
誇
ら
し
げ
に
記
録
す
る
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
喜
び
を
「
内
外
之
家
風
」
の
賜
物
と
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
は
留
意
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さ
れ
る
。
宗
忠
の
外
祖
父
は
漢
学
者
の
藤
原
実
綱
で
あ
り
、
父
の
宗
俊
は
音
楽
に

秀
で
た
人
物
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。
右
の
記
事
は
正
し
く
、
宗
忠
に
流
れ
る
母

系
・
父
系
両
方
の
血
筋
が
持
つ
文
化
的
な
底
力
が
発
揮
さ
れ
た
出
来
事
の
記
録
と

評
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
、「
家
風
」
を
享
受
す
る
人
物
自
身
が
、
母
系

の
家
風
を
も
誇
っ
て
い
る
事
例
だ
が
、
こ
れ
も
、「
母
系
祖
父
の
家
風
」、
す
な
わ

ち
、
間
に
一
代
女
系
を
挟
む
に
過
ぎ
な
い
母
方
の
父
系
の
家
で
あ
っ
て
、
二
代
の

女
系
を
経
た
、
母
方
の
母
系
、「
母
系
祖
母
の
家
風
」
を
指
向
し
て
い
る
越
前
や

通
俊
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。「
家
」
が
本
来
、
父
系
継
承
の
社
会
装
置）11
（

で
あ
る
こ

と
に
鑑
み
れ
ば
、
同
じ
「
母
系
」
の
家
で
も
。「
母
方
父
系
」
か
「
母
方
母
系
」

か
と
い
う
点
に
は
大
き
な
径
庭
が
存
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、「
母
系
の
家
」、
そ
れ
も
、「
母
系
祖
母
の
家
風
」
へ

の
帰
属
意
識
と
も
な
る
と
、
同
時
代
の
他
の
事
例
か
ら
見
出
し
づ
ら
い
の
が
実
際

で
あ
り
、
後
三
条
に
よ
る
越
前
の
血
筋
へ
の
承
認
も
、
世
間
一
般
に
流
通
す
る
血

統
観
を
代
弁
し
た
と
は
言
い
づ
ら
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

加
え
て
、
鎌
倉
時
代
初
期
ま
で
下
る
事
例
で
あ
る
が
、
母
系
の
家
へ
の
帰
属
意

識
が
時
代
と
と
も
に
徐
々
に
薄
れ
て
い
く
こ
と
が
垣
間
見
ら
れ
る
、
次
の
よ
う
な

例
も
あ
る
。

八
月
十
五
夜
、
和
歌
所
に
て
、
を
の
こ
ど
も
歌
つ
か
う
ま
つ
り
侍
り
し
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

民
部
卿
範
光

　
　

わ
か
の
浦
に
家
の
か
ぜ
こ
そ
な
け
れ
ど
も
浪
吹
く
い
ろ
は
月
に
み
え
け
り

�

（『
新
古
今
集
』
雑
上　

一
五
〇
六
番
）

　

右
で
は
、
和
歌
の
「
家
」
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
者
で
は
無
い
、
と
の
詠
者
・
範

光
に
よ
る
自
己
認
識
が
見
て
取
れ
る
。
範
光
の
父
・
範
兼
は
『
和
歌
童
蒙
抄
』
等

を
著
し
た
歌
学
者
で
あ
り
、『
千
載
集
』
以
下
に
歌
が
複
数
採
ら
れ
る
勅
撰
集
歌

人
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
代
々
儒
者
を
輩
出
す
る
伝
統
の
家
系
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
れ
ば
、
右
の
口
吻
は
過
剰
な
謙
遜
と
言
い
切
れ
な
い
面
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

母
方
を
辿
れ
ば
、
母
の
叔
父
は
歌
林
苑
を
主
催
し
た
俊
恵
で
あ
り
、
曾
祖
父
は

『
金
葉
集
』
撰
者
の
源
俊
頼
、
そ
し
て
そ
の
父
は
本
稿
で
も
繰
り
返
し
名
前
が
挙

が
っ
た
経
信
で
あ
る
。
彼
の
母
系
は
、
堂
々
た
る
和
歌
の
家
系
・
六
条
源
家
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
右
の
歌
に
そ
の
系
譜
意
識
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い

る
風
は
全
く
見
て
取
れ
な
い
。

　

越
前
詠
の
詞
書
に
見
ら
れ
る
後
三
条
の
認
識
や
通
俊
の
自
己
認
識
と
は
裏
腹
に
、

「
母
系
の
家
風
」
へ
の
帰
属
意
識
と
そ
の
こ
と
の
社
会
的
承
認
は
、
希
薄
に
な
っ

て
い
く
過
渡
期
に
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
後
三

条
が
「
伊
勢
大
輔
の
孫
」
と
い
う
越
前
の
血
筋
を
評
価
し
た
の
は
、
察
す
る
に
、

大
中
臣
一
族
に
固
有
の
特
徴
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
先
に
引
用
し
た
、『
袋

草
紙
』
の
大
中
臣
重
代
系
譜
を
再
掲
す
る
。

こ
れ
、
頼
基
・
能
宣
・
輔
親
・
伊
勢
大
輔
・
伯
母
・
安
芸
君
と
、
六
代
相

伝
の
歌
人
な
り
。

　

右
に
囲
み
を
付
し
て
示
し
た
よ
う
に
、
大
中
臣
の
「
六
代
相
伝
」
の
歌
人
の
う

ち
、
半
数
に
及
ぶ
三
代
ま
で
も
が
女
系
に
よ
る
相
伝
だ
っ
た
こ
と
は
重
要
だ
ろ
う
。

こ
の
系
譜
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
時
代
の
趨
勢
に
照
ら
せ
ば
特
異
に
映

る
）
11
（

。
し
か
し
、
瓦
井
氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
大
中
臣
重
代
歌
人
は
、
一
族
内
部
で

和
歌
の
教
育
を
励
行
し
て
い
た
形
跡
が
窺
わ
れ
る
と
い
う）11
（

。
現
に
、
右
に
「
伯

母
」
と
見
え
る
康
資
王
母
は
、
伊
勢
大
輔
の
娘
で
あ
る
が
、
一
家
に
相
伝
さ
れ
た

和
歌
の
知
見
を
公
的
な
場
で
披
瀝
し
て
い
る
。
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た
だ
、
の
も
じ
い
つ
つ
、
し
も
じ
よ
つ
さ
ぶ
ら
ふ
だ
に
ひ
と
し
と
さ
ぶ
ら
ふ

が
や
ま
し
う
、
す
け
ち
か
が
は
は
に
ま
う
し
さ
ぶ
ら
ひ
し
を
、
を
さ
み
み
に

き
き
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
ば
、
お
な
じ
も
じ
み
も
じ
は
あ
り
な
ん
、
よ
も
じ
は
お

ほ
や
け
う
た
に
は
、
え
よ
ま
じ
と
こ
そ
ま
う
し
し
か

　

右
は
、
関
白
藤
原
師
実
が
催
し
た
『
高
陽
院
七
番
歌
合
』
の
二
番
、
自
身
と
大

江
匡
房
の
番
に
対
す
る
判
に
納
得
し
か
ね
た
康
資
王
母
が
、
判
者
・
経
信
へ
の
抗

弁
を
綴
っ
た
「
筑
前
陳
状
」
と
し
て
知
ら
れ
る
消
息
文
で
あ
る
。
相
手
の
匡
房
は
、

同
じ
文
字
を
一
首
の
中
で
使
い
す
ぎ
て
い
て
、
晴
の
場
に
相
応
し
く
な
い
詠
み
ぶ

り
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
祖
父
輔
親
が
母
伊
勢
大
輔
に
教
訓
し
た
内
容
の
伝

聞
と
し
て
記
し
、
自
説
の
論
拠
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
経
信
が
、「
お
ほ

よ
そ
し
り
は
べ
ら
ぬ
こ
と
を
定
め
申
せ
と
お
ほ
せ
は
べ
れ
ば
、
み
ぐ
る
し
う
か
た

は
ら
い
た
く
お
も
た
ま
ふ
れ
ど
」
な
ど
と
腰
の
低
い
返
答
を
し
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
た
話
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
や
り
と
り
は
同
歌
合
の
巻
末
に
併
収
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
の
「
筑
前
陳
状
」
か
ら
は
、
大
中
臣
の
家
説
が
輔
親
以
後
、
女
子
の
伊
勢
大

輔
へ
と
受
け
継
が
れ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
娘
の
康
資
王
母
が
、
幼
時
の
伝
聞
と
い
う

形
で
は
あ
る
も
の
の
、
確
か
に
継
承
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
加
え
て
、
こ

の
家
説
が
「
お
ほ
や
け
う
た
」
を
詠
む
際
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
公
的
な
場
面
に

お
け
る
振
る
舞
い
の
知
識
で
あ
る
点
、
そ
れ
か
ら
、
実
際
に
関
白
主
催
の
歌
合
と

い
う
公
的
な
場
で
の
議
論
の
根
拠
と
し
て
判
者
・
経
信
を
お
お
よ
そ
説
得
す
る
こ

と
に
成
功
し
て
い
る
点
は
重
要
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
和
歌
の
家
説
を
紐
帯
と
し

て
、
大
中
臣
一
族
の
「
家
風
」
が
女
系
に
継
承
さ
れ
て
い
く
様
は
、
一
定
程
度
、

同
時
代
に
お
け
る
社
会
的
承
認
を
得
て
い
た
と
見
て
よ
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

大
中
臣
が
歌
人
の
系
譜
を
女
系
に
お
い
て
継
承
さ
せ
た
実
績
は
、
こ
の
一
族
を

同
時
代
の
一
般
的
な
血
統
観
か
ら
逸
脱
し
た
独
自
の
継
承
原
理
で
評
価
す
る
こ
と

を
可
能
た
ら
し
め
る
要
因
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
越
前
や
通
俊
の
大
中
臣
へ
の
帰

属
は
、
本
人
た
ち
の
意
志
は
ど
う
あ
れ
客
観
的
に
見
れ
ば
甚
だ
微
妙
な
線
で
あ
り
、

同
時
代
の
常
識
的
な
血
統
観
に
基
け
ば
僭
称
に
近
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
無
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
帰
属
先
と
し
て
見
据
え
ら
れ
る
血
筋
が
、
特

殊
な
継
承
を
経
て
社
会
に
認
め
ら
れ
た
実
績
を
作
り
つ
つ
あ
っ
た
大
中
臣
の
そ
れ

で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
人
々
が
重
代
歌
人
の
「
い
へ
」
の
一
員
と
称
す
る
こ
と
が

辛
う
じ
て
正
当
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
「
辛
う
じ
て
正
当
化
さ
れ
る
」
程
度
の
こ
と
に
過

ぎ
ま
い
。
本
章
で
は
、「
母
系
の
家
風
」
の
事
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
た
。『
殷
富
門

院
大
輔
集
』
に
見
え
た
安
芸
・
新
中
納
言
母
子
の
例
で
は
筝
の
琴
の
奏
法
、『
中

右
記
』
の
中
御
門
宗
忠
の
例
で
は
序
代
を
し
た
た
め
る
た
め
の
漢
才
、
と
い
う
よ

う
に
、
母
系
の
血
筋
の
称
揚
に
は
、
確
か
に
そ
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
証
し
立
て

る
学
芸
の
相
伝
が
伴
っ
て
い
て
、
単
に
血
筋
を
誇
示
し
て
い
る
の
で
は
無
い
。
そ

う
し
た
学
識
や
技
術
の
相
承
こ
そ
が
「
家
の
風
」
あ
る
い
は
「
家
風
」
の
内
実
で

あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
大
中
臣
の
場
合
、
そ
の
学
芸
と
は
、
右
に
引
い
た
「
陳
状
」

で
康
資
王
母
が
披
露
し
た
よ
う
な
和
歌
の
家
説
で
あ
っ
た
ろ
う
。
繰
り
返
し
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
越
前
は
問
題
の
『
後
拾
遺
集
』
一
〇
八
九
番
歌
以
外
に
は
詠
作

が
残
っ
て
お
ら
ず
、
歌
業
に
勤
し
ん
だ
形
跡
が
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物

が
、
大
中
臣
の
家
説
を
継
承
す
る
人
材
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
ま
い
。
つ
ま
る
と

こ
ろ
、
他
の
母
系
継
承
の
事
例
に
即
し
て
考
え
た
と
し
て
も
、
越
前
は
大
中
臣
重

代
歌
人
の
一
角
に
名
を
連
ね
る
存
在
と
は
評
価
し
難
い
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
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ろ
だ
ろ
う
。
前
章
に
引
い
た
『
俊
頼
髄
脳
』
に
は
、
越
前
が
後
三
条
か
ら
指
名
を

受
け
た
の
が
、「
女
房
達
あ
ま
た
具
し
て
」
の
遊
興
の
場
だ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
た
。
だ
か
ら
、
後
三
条
の
認
識
も
、
ご
く
内
輪
の
私
的
な
場
で
出
て
き
た
発

想
に
す
ぎ
ま
い
。
越
前
の
血
筋
に
対
す
る
社
会
的
承
認
を
代
弁
し
て
い
る
と
は
言

い
難
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
後
三
条
に
血
筋
を
認
め
ら

れ
た
の
を
、「
う
れ
し
け
れ
」
と
直
截
的
に
詠
じ
た
こ
と
は
、
そ
の
扱
い
が
望
外

の
喜
び
だ
っ
た
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

通
俊
が
自
身
の
血
筋
を
誇
示
す
る
た
め
に
持
ち
出
し
た
の
が
そ
の
よ
う
な
逸
話

だ
っ
た
こ
と
は
示
唆
的
で
は
あ
る
ま
い
か
。
通
俊
自
身
が
、
自
己
を
大
中
臣
一
族

の
一
員
だ
と
規
定
し
、
世
間
に
も
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
当
然
と
考
え
て
い
た
な
ら

ば
、
こ
の
よ
う
な
迂
回
は
必
要
と
し
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。「
何
と
か
主
張
で

き
る
」
と
い
う
程
度
の
血
筋
を
、
血
筋
以
外
に
見
る
と
こ
ろ
が
無
い
無
名
の
歌
人

の
逸
話
に
頼
り
な
が
ら
、
あ
え
て
誇
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

こ
そ
、『
後
拾
遺
集
』
の
成
立
を
考
え
る
う
え
で
は
重
要
だ
っ
た
ろ
う
。
撰
者
と

し
て
通
俊
が
存
立
す
る
た
め
に
持
て
る
全
て
の
〈
資
本
〉
を
注
ぎ
込
ま
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
撰
集
背
景
の
苦
心
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
群
の
配
列
は
無
邪
気
な
「
顕
彰
」
に
終
始
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
通

俊
が
撰
者
の
地
位
の
正
当
性
を
賭
け
て
、
や
っ
と
の
こ
と
で
捻
出
し
た
〈
資
本
〉

の
表
明
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
　
貫
之
家
集
貸
借
歌
群
と
の
並
列
の
意
味

　

家
集
歌
群
か
ら
は
、
勅
撰
集
撰
者
と
し
て
社
会
的
な
承
認
を
得
よ
う
と
血
眼
に

な
る
通
俊
の
相
貌
が
垣
間
見
ら
れ
た
。
た
だ
、
そ
の
措
置
す
ら
右
に
見
た
よ
う
に

い
か
に
も
迂
遠
な
や
り
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
否
め
な
い
。
だ
か
ら
、
通
俊
は
も
う

一
段
階
の
仕
掛
け
を
施
し
て
、〈
資
本
〉
が
発
揮
す
る
力
を
最
大
化
し
よ
う
と
試

み
た
と
思
量
さ
れ
る
。
そ
の
仕
掛
け
が
、
大
中
臣
の
歌
群
に
前
接
す
る
貫
之
家
集

貸
借
歌
群
だ
っ
た
と
考
え
て
み
た
い
。

　

本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
家
集
歌
群
の
前
半
三
首
（
一
〇
八
四
〜
六
番
）
は
、
恵

慶
が
貫
之
の
子
息
時
文
か
ら
故
人
の
自
筆
家
集
を
借
り
出
し
、
そ
れ
を
返
却
し
た

際
に
礼
と
と
も
に
感
懐
を
述
べ
た
も
の
。
こ
れ
に
時
文
が
応
え
、
さ
ら
に
知
友
で

あ
る
清
原
元
輔
が
和
す
、
と
い
う
三
首
で
あ
る
。
加
え
て
、
貫
之
自
筆
家
集
貸
借

を
め
ぐ
っ
て
和
歌
を
詠
ん
だ
の
は
右
の
三
人
だ
け
で
は
無
か
っ
た
こ
と
も
周
辺
資

料
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
つ
ら
ゆ
き
が
か
き
あ
つ
め
た
る
う
た
を
、
一
巻
か
り
て
、
返
す
と
て

ひ
と
ま
き
に
ち
ぢ
の
こ
が
ね
を
こ
め
た
れ
ば
人
こ
そ
な
け
れ
こ
ゑ
は
の
こ
れ

り
く
ら
の
す
け
時
ぶ
が
か
へ
し

い
に
し
へ
の
ち
ぢ
の
こ
が
ね
は
か
ぎ
り
あ
る
を
あ
ふ
ば
か
り
な
き
君
が
た
ま

づ
さす

は
う
の
か
み
も
と
す
け
が
か
へ
し

か
へ
し
け
む
む
か
し
の
人
の
た
ま
づ
さ
を
き
き
て
ぞ
そ
そ
く
お
い
の
な
み

だ
はよ

し
の
ぶ
の
朝
臣
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△�

み
づ
ぐ
き
の
あ
と
に
の
こ
れ
る
た
ま
づ
さ
に
い
と
ど
も
さ
む
き
秋
の
そ
ら

か
な�

（『
恵
慶
集
』
一
五
八
〜
一
六
一
番
）

貫
之
よ
み
あ
つ
め
た
る
歌
の
し
ふ
ど
も
、
恵
慶
か
り
て
か
へ
す
と
て
歌
よ

め
る
に
、
皆
人
人
よ
み
し

　

△�

紀
の
い
へ
の
く
さ
に
の
こ
れ
る
言
の
葉
は
か
き
こ
そ
た
む
れ
ち
り
の
う
へ
ま

で
こ
れ
本
あ
る
こ
と
な
り�

（『
安
法
集
』
二
三
番
）

　

安
法
の
家
集
の
詞
書
に
は
、
時
文
が
恵
慶
に
貸
し
出
し
た
家
集
が
返
却
さ
れ
た

際
、「
皆
人
人
よ
み
し
」
と
あ
る
。「
み
な
」
と
は
、
安
法
が
そ
の
主
で
あ
る
河
原

院
に
集
う
同
好
の
士
の
歌
人
た
ち）11
（

と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
河
原
院
に
集
っ
て
い
た

の
は
、
恵
慶
の
ほ
か
、
か
つ
て
『
後
撰
集
』
の
撰
者
を
と
も
に
務
め
た
、
時
文
、

元
輔
、
能
宣
な
ど
の
人
々
で
あ
り
、
そ
う
し
た
面
々
が
こ
の
時
に
詠
ん
だ
歌
々
は

右
の
よ
う
に
『
恵
慶
集
』
と
『
安
法
集
』
で
一
覧
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
歌
が
、
一

堂
に
会
し
て
詠
ま
れ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、『
恵
慶
集
』
一
五

九
〜
一
六
一
番
歌
で
は
「
た
ま
づ
さ
」
の
表
現
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と

も
、
個
々
人
間
の
応
酬
を
拾
い
集
め
て
収
録
し
た
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
よ
う
な

時
期
に
同
じ
題
材
を
一
斉
に
詠
み
合
っ
た
事
情
が
察
せ
ら
れ
る）1（
（

。『
安
法
集
』
詞

書
に
「
皆
人
人
よ
み
し
」
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

　

右
の
五
首
の
う
ち
、『
後
拾
遺
集
』
に
採
ら
れ
て
い
な
い
歌
に
は
「
△
」
を
付

し
た
。
こ
の
う
ち
の
一
首
が
大
中
臣
能
宣
の
詠
作
で
あ
る
こ
と
は
、
本
稿
の
関
心

か
ら
言
え
ば
看
過
し
難
い
こ
と
と
言
え
る
。
右
の
歌
々
は
、『
後
拾
遺
集
』
を
除

い
て
他
出
が
無
い
。
ま
た
、『
後
拾
遺
集
』
の
一
〇
八
四
〜
六
番
と
『
恵
慶
集
』

の
一
五
八
〜
一
六
〇
番
は
、
配
列
順
も
一
致
し
て
い
る
。
詞
書
に
同
文
性
が
見
て

取
れ
な
い
こ
と
は
や
や
気
に
な
り
も
す
る
が
、『
後
拾
遺
集
』
の
撰
歌
資
料
と
し

て
『
恵
慶
集
』
を
想
定
し
て
大
過
あ
る
ま
い）11
（

。
そ
う
だ
と
す
る
と
、『
恵
慶
集
』

の
右
の
歌
々
の
う
ち
、
唯
一
、
能
宣
の
歌
の
み
が
『
後
拾
遺
集
』
入
集
時
に
削
除

さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
能
宣
の
自
撰
と
目
さ
れ
、
円
融
・
花
山
両
院
（
あ
る
い
は
天
皇
）

に
献
上
さ
れ
た
『
能
宣
集
』
に
も
、
右
の
歌
は
見
え
な
い
。
能
宣
自
身
と
し
て
も
、

右
の
歌
は
別
段
の
自
信
作
で
は
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

武
田
早
苗
氏
に
よ
れ
ば
、
い
た
ず
ら
に
「
身
内
」
び
い
き
の
印
象
を
強
く
し
な
い

た
め
に
、
通
俊
は
大
中
臣
歌
人
の
入
集
歌
数
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
節
が
あ

る
と
い
う）11
（

。
そ
れ
ら
の
点
で
、
右
の
能
宣
歌
が
『
後
拾
遺
集
』
の
撰
に
漏
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
別
段
の
問
題
は
無
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
最
低
限
、
確
認
し
て

お
き
た
い
こ
と
は
、
貫
之
家
集
貸
借
の
歌
々
に
能
宣
の
作
が
存
在
し
た
こ
と
、
そ

し
て
、
家
集
貸
借
歌
群
を
詠
み
合
っ
た
の
が
有
力
歌
人
た
ち
に
拠
る
著
名
な
集
ま

り
の
場
に
お
い
て
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

た
と
え
『
後
拾
遺
集
』
の
一
〇
八
四
〜
六
番
歌
を
見
た
だ
け
で
も
、
そ
の
背
景

に
、
河
原
院
に
集
っ
た
同
好
の
歌
人
集
団
に
よ
る
歌
作
活
動
を
透
視
す
る
の
は
容

易
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
か
ら
、『
後
拾
遺
集
』
の
配
列
か
ら
は
、
大
中
臣

家
集
歌
群
に
は
名
前
が
見
え
な
い
は
ず
の
、
か
つ
て
河
原
院
に
集
っ
た
輔
親
の
父

能
宣
の
存
在
が
、
確
か
に
浮
か
び
上
が
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
の
配
列
の
仕
掛
け
に
よ
っ
て
、
通
俊
は
、
能
宣
か
ら
玄
孫
越
前
ま
で
脈
々

と
連
な
る
、
大
中
臣
重
代
歌
人
の
系
譜
を
表
現
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

と
い
う
の
も
、
能
宣
は
『
後
撰
集
』
撰
者
の
一
角
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
敷
設
さ
れ

た
系
譜
に
よ
っ
て
、
通
俊
は
、
第
二
勅
撰
集
の
撰
者
と
自
己
を
つ
な
ぐ
紐
帯
を
手



『
後
拾
遺
和
歌
集
』
雑
四　

家
集
歌
群
小
考
（
神
原
勇
介
）

八
二

繰
り
寄
せ
よ
う
と
し
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。
こ
れ
こ
そ
が
通
俊
の
勅
撰
集
撰
者
と

し
て
の
立
場
の
正
当
性
を
補
強
す
る
〈
資
本
〉
の
一
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

ま
た
、
河
原
院
の
歌
人
た
ち
の
詠
作
は
、「
い
に
し
へ
」
や
「
む
か
し
」
等
、

大
中
臣
歌
人
た
ち
の
歌
に
も
見
え
る
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
通
俊

の
配
列
意
図
が
垣
間
見
え
る
可
能
性
が
あ
る
。『
後
拾
遺
集
』
家
集
歌
群
に
お
け

る
「
い
に
し
へ
」、「
む
か
し
」
の
表
現
は
、
時
文
に
と
っ
て
は
父
貫
之
、
康
資
王

母
に
と
っ
て
は
母
伊
勢
大
輔
、
越
前
に
と
っ
て
は
自
己
以
前
の
大
中
臣
の
系
譜
の

総
体
を
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
重
代
歌
人
家
の
歴
史
を
表
す
言
葉
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

た
だ
し
、
大
中
臣
の
血
筋
が
六
世
代
に
跨
る
長
久
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
比
べ

て
、
河
原
院
歌
人
た
ち
が
詠
み
あ
げ
た
の
は
、
僅
か
二
代
に
過
ぎ
な
い
短
い
系
譜

で
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
同
様
の
表
現
を
使
っ
て
い
て
も
、
河

原
院
歌
人
た
ち
の
そ
れ
と
、
大
中
臣
歌
人
の
そ
れ
で
は
、
自
ず
か
ら
言
葉
の
背
負

う
歴
史
の
重
み
が
異
な
っ
て
い
た
と
評
さ
ざ
る
を
得
ま
い
。

　

こ
の
点
は
別
の
表
現
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
管
見
で
は
諸
注

釈
に
そ
の
よ
う
な
指
摘
は
見
当
ら
な
か
っ
た
が
、
恵
慶
と
時
文
の
贈
答
に
共
有
さ

れ
て
い
る
二
重
傍
線
部
「
ち
ぢ
の
こ
が
ね
」
な
る
文
言
に
は
、「
千
々
の
黄

（
金
）」
に
「
父
の
子
」
が
掛
詞
と
し
て
含
意
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
無
い
だ
ろ

う
か
。「
い
に
し
へ
」「
む
か
し
」
な
る
大
仰
な
表
現
で
称
揚
さ
れ
て
は
い
て
も
、

そ
の
家
の
歴
史
の
実
態
は
「
父
の
子
」
二
世
代
に
し
か
及
ば
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　

時
文
の
歌
人
と
し
て
の
評
価
が
芳
し
く
な
い
の
は
有
名
な
話
で
あ
ろ
う
。『
八

雲
御
抄
』
で
は
、『
後
撰
集
』
撰
者
の
面
々
が
、
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
た
。

能
宣
、
元
輔
は
為
重
代
之
上
、
尤
可
然
歌
人
な
り
。
順
又
重
代
に
あ
ら
ず
と

い
へ
ど
も
、
此
道
稽
古
の
者
な
り
。
茂
材
、
時
文
は
た
ゞ
父
が
子
と
い
ふ
ば

か
り
な
り
。�

（
八
九
〜
九
〇
）

　

重
代
の
系
譜
上
に
い
る
う
え
、
本
人
の
力
量
も
申
し
分
な
い
と
評
さ
れ
る
能
宣
、

元
輔
に
対
し
て
、
時
文
は
「
た
ゞ
父
が
子
と
い
ふ
ば
か
り
」
と
手
厳
し
く
言
い
立

て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
顕
昭
『
拾
遺
抄
註
』
所
引
の
、「
故
六
条
ノ
左
京
兆
」

す
な
わ
ち
藤
原
顕
輔
が
語
っ
た
「
古
物
語
」
に
、
時
文
は
父
貫
之
の
和
歌
の
表
現

を
十
分
に
咀
嚼
せ
ず
に
他
者
の
和
歌
を
論
難
し
て
恥
を
か
い
た
逸
話
が
見
え
る

（
二
三
六
）。
官
人
と
し
て
の
成
功
は
父
を
凌
駕
し
た
ら
し
い
が）11
（

、
歌
詠
み
と
し

て
は
、『
古
今
集
』
時
代
の
紛
れ
も
な
い
ト
ッ
プ
歌
人
で
あ
る
父
貫
之
に
遠
く
及

ば
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
遺
徳
を
継
承
し
、
維
持
す
る
力
量
す
ら
覚
束
な
か
っ
た

こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
最
終
的
に
、
和
歌
の
家
と
し
て
の
紀
家
は
、
時
文
の
代

以
後
、
有
力
な
歌
人
を
輩
出
す
る
こ
と
は
遂
に
無
く
、
家
門
の
伝
統
は
途
絶
し
た

と
言
え
る
。

　

貫
之
家
集
を
貸
借
し
た
仲
間
達
が
感
懐
を
吐
露
し
合
っ
た
の
は
、『
恵
慶
集
』

詞
書
に
見
え
る
元
輔
の
官
職
に
鑑
み
、
天
延
二
年
（
九
七
四
）
か
ら
貞
元
二
年

（
九
七
七
）
の
間
の
こ
と
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る）11
（

。
こ
の
頃
、
元
輔
は

既
に
六
十
代
後
半
の
老
齢
で
あ
り
、
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
時
文
も
近
い
年
齢
と

考
え
て
お
く
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
向
後
、
こ
の
家
門
か
ら
新
世
代
の
有
力
歌
人

が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
も
は
っ
き
り
し
て
い
た
時
期
の
詠
作
が
、

右
の
歌
々
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

だ
か
ら
、
河
原
院
の
歌
人
た
ち
の
詠
作
と
、
大
中
臣
歌
人
た
ち
の
歌
と
を
殊
更

に
並
列
す
る
通
俊
の
狙
い
も
、
貫
之
の
家
へ
の
憧
憬
と
か
、
伝
説
的
歌
人
の
家
の

伝
統
に
あ
や
か
ろ
う
と
か
言
っ
た
、
積
極
的
な
意
味
合
い
で
配
置
さ
れ
た
も
の
で



佛
教
大
学
　
文
学
部
論
集
　
第
一
〇
八
号
（
二
〇
二
四
年
三
月
）

八
三

は
な
か
っ
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。
大
中
臣
の
系
譜
の
重
代
性
が
、
歌
聖
貫
之
の
そ

れ
を
大
き
く
凌
駕
す
る
と
誇
示
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
勅
撰
集
撰
者
を
も
輩
出
し

た
大
中
臣
に
連
な
る
新
た
な
勅
撰
集
撰
者
と
し
て
自
己
を
定
位
す
る
こ
と
。『
後

拾
遺
集
』
の
家
集
歌
群
の
配
列
意
図
は
、
こ
う
し
た
通
俊
の
自
己
規
定
を
示
す
こ

と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

和
歌
作
品
本
文
の
引
用
は
、『
新
編�
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
私
に
傍
線
等
を
附
し
た
他
、

歌
集
名
、
勅
撰
集
の
場
合
部
立
名
、
詠
者
名
、
歌
番
号
等
を
示
し
た
。
そ
の
他
の
文
献

の
引
用
は
以
下
の
通
り
。『
拾
遺
抄
註
』
─
『
群
書
類
従
』、『
難
後
拾
遺
』
─
『
続
群

書
類
従
』、『
和
歌
色
葉
』『
八
雲
御
抄
』
─
『
日
本
歌
学
大
系
』（
風
間
書
房
）、『
袋
草

紙
』
─
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）、『
俊
頼
髄
脳
』『
古
来
風
躰
抄
』
─

『
新
編�

日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）、『
公
卿
補
任
』『
尊
卑
分
脉
』
─
『
新
訂

増
補　

国
史
大
系
』（
吉
川
弘
文
館
）

（
（
）�実
川
恵
子
「『
後
拾
遺
和
歌
集
』「
雑
四
」
の
構
造
と
特
性
」（『
後
拾
遺
和
歌
集　

新
風
と
「
を
か
し
き
風
躰
」』
武
蔵
野
書
院　

令
二
）

（
（
）�久
保
木
哲
夫
「『
後
拾
遺
集
』
と
撰
者
」『
折
の
文
学　

平
安
和
歌
文
学
論
』（
笠

間
書
院　

平
一
九
）

（
（
）�川
村
晃
生
『
後
拾
遺
和
歌
集
』（
和
泉
書
院　

平
三
）
は
、「
家
系
の
称
揚
」
と
評

す
る
。
武
田
早
苗
「
編
纂
の
一
側
面　

─
身
内
尊
重
意
識
を
軸
に
─
」（『
後
拾
遺

和
歌
集
攷
』
青
簡
舎　

平
三
一
）
は
、
久
保
木
氏
の
把
握
を
認
め
つ
つ
、
集
全
体

に
亙
る
「
身
内
尊
重
意
識
」
は
そ
の
実
、
非
身
内
の
歌
人
に
対
し
て
周
到
な
配
慮

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

（
（
）�瓦
井
裕
子
「
大
中
臣
家
重
代
歌
人
の
表
現
踏
襲
─
家
集
を
用
い
た
歌
の
学
習
と
詠

歌
─
」『
王
朝
和
歌
史
の
中
の
源
氏
物
語
』（
和
泉
書
院　

令
和
二
年
）。
ま
た
、

田
渕
句
美
子
「
女
房
歌
人
の
「
家
」
意
識
」『
女
房
文
学
史
論
』（
岩
波
書
店　

令

元
）
も
、
大
中
臣
の
系
譜
を
足
掛
か
り
に
、
母
系
に
よ
る
重
代
を
な
す
平
安
期
女

房
歌
人
群
の
存
在
を
指
摘
す
る
。

（
（
）�全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
第
一
二
七
回
大
会　

発
表
「
家
の
風
攷
─
家
成
立
史
と

の
相
関
と
用
法
の
展
開
─
」（
於
・
中
京
大
学　

オ
ン
ラ
イ
ン
併
用　

令
五　

六

月
二
五
日
）

（
（
）�拙
稿
「
宇
治
民
部
卿
藤
原
忠
文
御
霊
伝
承
攷
」（「
京
都
語
文
」
第
三
一
号　

令
六　

三
月　

掲
載
予
定
）
で
は
、
院
政
期
以
後
の
小
野
宮
流
が
か
つ
て
の
清
栄
を
失
っ

て
い
く
過
程
を
整
理
し
た
。
通
俊
と
同
世
代
の
小
野
宮
官
人
で
、
他
に
中
納
言
ま

で
出
世
し
た
の
は
季
仲
が
い
る
が
、
大
宰
大
弐
在
任
中
の
揉
め
事
が
原
因
で
遠
流

と
な
っ
て
い
る
。

（
（
）�村
瀬
敏
夫
「
白
河
院
と
通
俊
」（「
国
文
学
研
究
」
第
一
四
号　

昭
三
一　

一
〇

月
）

（
（
）�柏
木
由
夫
「
後
拾
遺
和
歌
集
」（『（
和
歌
文
学
講
座
⑤
）
王
朝
の
和
歌
』
勉
誠
社　

平
五
）

（
（
）�森
本
元
子
「
後
拾
遺
集
伊
勢
大
輔
の
歌
一
首
」（「
和
歌
史
研
究
会
会
報
」
第
四
一

号　

昭
四
六　

三
月
）

（
（0
）�注
（
の
論

（
（（
）�注
（
の
武
田
氏
の
論

（
（（
）�平
田
喜
信
「
解
説
」『（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
後
拾
遺
和
歌
集
』（
岩
波
書
店　

久
保
田
淳
・
平
田
喜
信
校
注　

平
六
）

（
（（
）�注
（
の
論

（
（（
）�藤
岡
忠
美
『（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
袋
草
紙
』
脚
注
（
六
二
〜
三
）。

（
（（
）�注
（（
と
同

（
（（
）�橋
本
不
美
男
「
白
河
院
と
和
歌
」『
院
政
期
の
歌
壇
史
研
究
』（
武
蔵
野
書
院　

昭

和
四
一
）。
な
お
、
私
撰
説
考
証
に
先
鞭
を
付
け
た
の
は
上
野
理
「
後
拾
遺
集
の

撰
者
」『
後
拾
遺
集
前
後
』（
笠
間
書
院　

昭
五
一
）
だ
っ
た
が
、
上
野
氏
の
説
は

平
田
喜
信
「
解
説
」（
注
（0
前
掲
）
が
追
認
し
て
お
り
、
一
般
的
な
把
握
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
と
見
て
良
い
。

（
（（
）�注
（（
の
上
野
氏
の
論

（
（（
）�井
上
宗
雄
「
藤
原
通
俊
略
年
譜
」『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究　

増
補
版
』（
笠
間

書
院　

昭
五
三　

初
版
、
昭
六
三　

増
補
版
）



『
後
拾
遺
和
歌
集
』
雑
四　

家
集
歌
群
小
考
（
神
原
勇
介
）

八
四

（
（（
）�橋
本
不
美
男
「
勅
撰
集
と
私
家
集
」（「
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
」
第
五
〇
巻
第
一

号　

昭
六
〇　

一
月
）

（
（0
）�注
（（
の
上
野
氏
の
論
は
、「
天
皇
と
近
臣
が
律
令
制
や
王
権
の
回
復
を
も
と
め
た

政
治
を
行
い
、
政
教
的
な
文
学
観
に
立
っ
て
作
家
活
動
を
行
っ
た
と
き
、
勅
撰
集

編
纂
の
条
件
は
そ
ろ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
を
企
画
し
、
推
進
す
る
の
は
、
新
し

い
政
治
や
和
歌
の
指
導
者
通
俊
で
あ
ろ
う
。」
と
説
く
。

（
（（
）�ブ
ル
デ
ュ
ー
，
ピ
エ
ー
ル
『
芸
術
の
規
則
Ⅰ
・
Ⅱ
』（
石
井
洋
二
郎
翻
訳　

藤
原

書
店　

平
七
〜
八
）
等
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）�サ
ピ
ロ
，
ジ
ゼ
ル
『
文
学
社
会
学
と
は
な
に
か
』（
鈴
木
智
之
・
松
下
優
一
翻
訳　

世
界
思
想
社　

平
二
九
）

（
（（
）�安
藤
徹
『
源
氏
物
語
と
物
語
社
会
』（
森
話
社　

平
一
八
）

（
（（
）�横
溝
博
他
編
『
日
本
古
典
文
学
を
世
界
に
ひ
ら
く
』（
勉
誠
出
版　

令
四
）

（
（（
）�以
下
、〈
文
学
社
会
学
〉
の
概
念
説
明
は
、
注
（（
の
書
を
参
照
し
た
。

（
（（
）�注
（
の
武
田
氏
の
論
は
、
こ
の
点
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
（（
）�明
石
一
紀
「
鎌
倉
武
士
の
「
家
」」『
古
代
・
中
世
の
イ
エ
と
女
性
』（
校
倉
書
房　

平
一
八
）、
服
藤
早
苗
「
平
安
時
代
の
氏
─
家
と
女
性
」『
家
成
立
史
の
研
究
』

（
校
倉
書
房　

平
三
）

（
（（
）�平
安
中
期
の
女
系
系
譜
の
事
例
で
は
、『
袋
草
紙
』
に
、
紫
式
部
・
大
弐
三
位
・

大
弐
の
女
系
三
代
が
「
譜
代
の
歌
仙
」（
一
九
八
）
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の

が
目
を
引
く
程
度
で
、
男
系
三
代
か
ら
女
系
三
代
に
連
綿
と
継
承
さ
れ
た
大
中
臣

重
代
歌
人
の
家
は
や
は
り
特
異
な
存
在
と
見
て
良
い
。

（
（（
）�注
（
の
論

（
（0
）�犬
養
廉
「
河
原
院
の
歌
人
達
─
安
法
法
師
を
軸
と
し
て
─
」（「
国
語
と
国
文
学
」

第
四
四
巻
第
一
〇
号　

昭
四
二　

一
〇
月
）

（
（（
）�川
村
晃
生
、
松
本
真
奈
美
『
恵
慶
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会　

平
一
八
）
は

「
元
輔
は
貫
之
の
家
集
に
関
す
る
経
緯
を
後
日
伝
え
聞
い
て
感
慨
を
覚
え
、
時
文

に
歌
を
送
り
、
そ
の
歌
が
恵
慶
の
も
と
に
も
伝
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
し
、

「
河
原
院
周
辺
歌
人
た
ち
の
和
歌
活
動
の
一
つ
と
し
て
、『
貫
之
集
』
の
読
み
合

わ
せ
な
ど
も
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
説
く
。

（
（（
）�上
野
理
「
後
拾
遺
集
の
資
料
」（
注
（（
の
前
掲
書
）

（
（（
）�注
（
の
武
田
氏
の
論

（
（（
）�村
瀬
敏
夫
「
紀
時
文
の
役
割
」『
平
安
朝
歌
人
の
研
究
』（
新
典
社　

平
六
）。
ち

な
み
に
、
村
瀬
氏
は
時
文
を
「
不
肖
の
子
の
最
た
る
も
の
」
と
評
価
し
て
い
る
。

（
（（
）�注
（（
の
書

（
か
ん
ば
ら　

ゆ
う
す
け　

日
本
文
学
科
）

二
〇
二
三
年
十
一
月
十
五
日
受
理


