
本
居
宣
長

『
玉
勝
間
』

全
訳
注
~ 

'--'" 

樋

口

ニ
一
一
向
草
の
す
ジ
ろ
に
た
ま
る
玉
が
つ
ま

つ
み
て
こ
L

ろ
を
野
べ
の
す
さ
び
に

本

居

I~~ 

iヨ

序本
居
室
長
(
一
七
三

O
i
一
八

O
一
)
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
国
学
の
泰
斗
で

あ
り
、
我
が
留
の
古
典
研
究
に
於
い
て
一
大
国
期
を
為
し
た
不
世
出
の
思
想

家
で
あ
る
。
彼
の
手
に
成
る
学
問
業
績
は
枚
挙
す
る
に
速
な
く
、
わ
け
で
も

そ
の
完
成
に
三
十
余
年
も
の
歳
月
を
傾
け
た
畢
生
の
大
著
『
古
事
記
侍
』
は
、

『
古
事
記
』
研
究
の
白
眉
と
し
て
、
没
後
二
百
年
以
上
を
経
た
現
在
に
於
い

て
も
な
お
、
健
せ
る
こ
と
な
き
輝
き
を
放
ち
続
け
て
い
る
。

こ
の
江
戸
後
期
を
代
表
す
る
知
の
巨
魁
宣
長
の
遺
し
た
著
作
物
は
腫
大 達

郎

河

樹
@
字

A 
口

神

秀

賀

長

な
量
に
の
ぼ
り
、
筑
摩
書
房
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
『
木
居
室
長
全
集
』
は
、

別
巻
を
含
め
実
に
二
十
三
巻
を
数
え
る
。
そ
こ
に
は
先
に
挙
げ
た
『
古
事
記

侍
』
の
ほ
か
に
、
か
の
有
名
な
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
概
念
を
披
涯
し
た
『
紫

文
要
領
』
や
、
古
学
研
究
の
あ
る
べ
き
姿
勢
を
説
く
『
宇
比
山
踏
』
な
ど
、

彼
の
思
想
を
代
表
す
る
著
作
を
は
じ
め
、
歌
学
や
古
典
の
註
釈
、
随
想
録
に

麿
や
地
理
の
考
察
、
果
て
は
自
作
の
一
一
誌
に
至
る
ま
で
、
極
め
て
多
彩
な
作
品

が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
紐
解
く
と
き
、
我
々
は
そ
の
旺
盛
な
る
学

究
へ
の
意
欲
と
博
覧
強
記
と
に
、
幾
度
と
な
く
陸
自
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

か
く
多
端
な
る
側
面
を
有
す
る
宣
一
長
の
学
問
成
果
に
対
し
て
は
、
当
然
に

し
て
こ
れ
ま
で
に
様
々
な
角
度
か
ら
の
研
究
が
為
さ
れ
て
き
た
。
市
し
て
、

そ
う
し
た
宣
長
研
究
に
於
い
て
重
要
な
役
割
を
担
い
続
け
て
い
る
の
が
、
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『
玉
勝
間
』
で
あ
る
。
そ
の
題
に
見
え
る
「
勝
間
(
か
つ
ま
)
」
は
、
「
か
た

ま
」
や
「
か
た
み
」
な
ど
と
も
い
い
、
自
の
堅
く
つ
ま
っ
た
竹
能
を
指
す
一
訪
問

で
あ
る
。
多
く
そ
の
註
上
に
「
玉
」
や
、
あ
る
い
は
「
一
土
問
・
熱
田
(
ま
な

し
ご
と
い
っ
た
美
称
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
、
古
く
は
記
紀
や
高
架
に
そ
の

用
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
類
稀
な
る
情
熱
を
も
っ
て
こ
れ
ら
の
古
典

に
向
き
合
い
続
け
た
、
宣
一
長
な
ら
で
は
の
命
名
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

総
計
一

0
0
0余
に
も
及
、
ぶ
条
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
の
書
物
は
、
そ

の
冒
頭
に
諮
ら
れ
て
い
る
「
な
に
く
れ
と
数
お
ほ
く
つ
も
り
ぬ
る
を
、
い
と

く
だ
f
i
L
し
け
れ
ど
、
や
り
す
て
む
も
さ
す
が
に
て
、
か
き
あ
つ
め
む
と
す

る
」
と
い
う
動
機
そ
の
ま
ま
に
、
室
長
が
折
々
に
抱
い
た
問
題
関
心
と
そ
れ

に
対
す
る
見
解
、
数
々
の
見
問
、
比
一
一
綿
な
気
付
き
な
ど
を
纏
め
た
諮
わ
ば
覚

書
き
の
集
成
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
そ
の
名
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
に
、

多
種
多
様
な
「
ニ
一
一
立
去
を
そ
の
内
に
収
め
た
「
勝
間
」
な
の
で
あ
る
。
か
よ

う
な
性
質
を
有
す
る
本
書
は
、
し
た
が
っ
て
、
宣
長
思
想
の
追
究
に
際
し
、

あ
る
い
は
そ
の
所
説
を
支
え
る
傍
一
一
祉
の
詩
求
先
と
し
て
、
ま
た
あ
る
い
は
新

た
な
視
座
の
発
出
地
点
と
し
て
、
常
に
恰
好
の
資
料
を
我
々
に
提
供
し
て
く

れ
る
。

一
方
で
『
玉
勝
間
』
は
、
そ
の
性
震
に
由
縁
す
る
利
便

性
ゆ
え
に
、
往
々
に
し
て
副
次
的
な
扱
わ
れ
方
を
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
。

た
し
か
に
、
宣
長
研
究
の
大
家
村
岡
山
(
嗣
に
よ
る
「
玉
勝
間
の
解
説
」
(
村

岡
山
県
嗣
校
訂
『
玉
勝
間
上
』
一
山
収
、
岩
波
書
倍
、
一
九
三
四
)
や
、
大
野

普
の
「
解
題
一
(
『
本
居
室
長
全
集
第
一
巻
』
所
収
、
筑
摩
雪
崩
、

し
か
し
な
が
ら
、

一

z
い
一
¥

一

」
t
ノ
一

rノ

八
)
な
ど
、
広
く
『
玉
勝
間
』
の
全
般
に
わ
た
る
優
れ
た
解
説
文
は
存
在
し

て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
の
数
は
本
書
の
持
つ
似
値
に
比
し
て

寡
少
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
『
日
本
思
想
大
系
刊
本
居

室
長
』
(
岩
波
書
応
、
一
九
七
八
)
に
収
録
さ
れ
た
も
の
に
は
註
解
が
施
さ

れ
て
い
る
が
、
頭
註
と
い
う
制
約
の
も
と
で
対
象
箇
所
が
選
り
す
ぐ
ら
れ
て

い
る
た
め
で
あ
ろ
う
、
そ
こ
に
は
い
ま
だ
註
を
附
す
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
う
。

市
し
て
こ
の
こ
と
は
、
一
見
し
て
切
要
な
条
の
み
を
抽
出
し
て
利
用
し
、

も
っ
て
そ
の
他
を
顧
み
ざ
る
が
如
き
事
態
を
惹
起
す
る
危
険
性
を
学
ん
で

い
よ
う
。
さ
よ
う
に
分
野
断
片
的
な
扱
い
の
も
と
に
、
『
玉
勝
間
』
が
諾
研

究
の
途
上
に
於
け
る
摘
み
食
い
の
対
象
に
終
始
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と

に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
い
な
る
損
失
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
が
企
図
す
る
と
こ
ろ
の
全
訳
註
と
い
う
研
究
の
級
自
は
、
ま
さ
し
く
こ

の
点
に
於
い
て
存
し
て
い
る
。
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官
一
一
長
が
認
め
た
「
一
一
百
草
」
は
、
凍
と
し
た
美
し
さ
を
放
つ
も
の
か
ら
、
さ

な
が
ら
可
憐
な
色
合
い
の
花
弁
を
擁
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
人
々
の
気
に
留

ま
る
こ
と
も
な
い
よ
う
な
、
道
端
の
自
立
た
ぬ
野
草
の
如
き
趣
を
呈
す
る
も

の
ま
で
、
実
に
千
差
万
別
の
魅
力
を
有
す
る
。
而
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
二
一
一
日
草
」

た
ち
が
恐
々
に
折
り
重
な
り
な
が
ら
、
銘
々
に
そ
の
存
在
を
主
憶
す
る
室
長

の
「
勝
間
」
の
内
側
は
、
豊
能
な
知
の
埠
き
に
満
ち
満
ち
て
い
る
。

か
か
る
法
王
の
「
勝
間
」
の
蓋
を
開
く
と
き
、
我
々
は
そ
こ
に
収
め
ら
れ



た
「
知
識
」
や
「
思
索
」
と
い
う
名
の
草
々
の
持
つ
端
々
し
さ
や
彩
り
に
目

を
奪
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
同
時
に
、
時
に
は
怜
例
に
、
時
に

は
穏
や
か
に
、
自
身
を
取
り
巻
く
世
界
へ
と
そ
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
吉
一
長

の
、
山
豊
か
な
人
間
性
に
触
れ
る
の
で
あ
る
。

凡
例
に
も
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
本
稿
を
為
す
に
あ
た
り
、
現
代
語
訳
は

可
能
な
限
り
平
明
さ
を
期
し
た
。
ま
た
、
註
に
つ
い
て
も
、
従
前
の
註
解
が

触
れ
て
い
な
い
笛
所
を
積
櫨
的
に
取
り
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
学
を
は

じ
め
と
し
て
、
日
本
思
想
や
古
典
文
学
に
州
馴
染
み
の
な
い
方
々
に
『
玉
勝
間
』

の
魅
力
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
、
今
一
つ
の
企
図
あ
っ
て
の
こ
と

で
あ
る
。

室
長
に
よ
る
留
学
思
想
は
、
当
代
に
於
け
る
註
釈
学
の
先
駆
を
為
し
た
契

沖
や
、
官
一
長
の
部
で
あ
る
賀
茂
真
搬
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
古
典
註
釈
の
成

果
の
う
え
に
、
自
身
に
よ
る
不
断
の
研
績
と
思
索
と
を
重
ね
続
け
た
こ
と
で
、

や
が
て
大
輪
の
花
を
咲
か
せ
る
に
到
っ
た
。
無
論
、
彼
等
の
手
に
よ
っ
て
成

し
遂
げ
ら
れ
た
一
連
の
註
釈
業
績
は
余
り
に
も
偉
大
な
も
の
で
あ
り
、
引
き

合
い
に
出
す
に
は
借
越
に
過
ぎ
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
の
度
の
私
ど
も
の

さ
さ
や
か
な
試
み
も
ま
た
、
今
後
の
日
本
思
想
研
究
に
と
り
僅
か
な
り
と
も

資
す
る
と
こ
ろ
あ
る
も
の
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
上
な
い
喜
び
で
あ
る
。

樋
口
達
郎

凡
例

一
、
本
訳
注
は
、
本
居
室
長
『
玉
勝
間
』
の
各
条
に
つ
い
て
、
現
代
語
訳
と

注
釈
と
を
施
す
も
の
で
あ
る
。

一
、
底
本
に
は
、
筑
摩
書
一
民
版
『
本
居
室
長
全
集
』
所
収
本
を
用
い
た
。

一
、
現
代
語
訳
に
当
た
っ
て
は
、
平
易
で
あ
る
こ
と
を
第
一
と
し
、
必
ず
し

も
逐
詩
的
な
訳
出
に
は
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
二
文
が
長

い
も
の
に
つ
い
て
は
二
つ
に
分
け
て
訳
出
す
る
な
ど
の
措
置
を
取
っ

F
-
o
 

宇
れ

一
、
現
代
語
訳
や
注
釈
に
お
い
て
、
特
に
多
く
の
分
量
を
必
要
と
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
別
に
補
注
を
設
け
て
そ
の
条
の
最
後
に
纏
め
た
。

一
、
各
条
の
現
代
語
訳
な
ら
び
に
注
釈
は
全
員
で
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

各
条
の
下
訳
の
担
当
者
を
主
筆
と
し
て
扱
う
と
と
も
に
、
そ
の
名
を
題

名
の
産
下
に
筆
責
と
し
て
示
し
た
。

一
、
『
木
居
室
長
全
集
』
に
関
し
て
は
、
単
に
「
全
集
」
と
表
記
す
る
。
ま

た
、
引
用
に
際
し
て
は
「
巻
数
・
頁
数
」
の
形
で
当
該
箇
所
を
示
し
た
。

一
、
引
用
に
際
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
や
『
万
葉
集
』
な
ど
特
定
の
慣
用
が

あ
る
場
合
に
は
そ
れ
に
従
っ
た
。
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第
三
条

竜
田
川
〔
槌
口
〕

〔
本
文
〕

立
田
川

古
今
集
。
秋
下
に
、
一
料
な
び
の
山
を
過
て
、
立
田
川
を
渡
り
け
る
時
に
、
紅

葉
の
流
れ
け
る
を
よ
め
る
、
「
一
仰
な
び
の
山
を
過
ゆ
く
秋
な
れ
ば
立
国
河
に

ぞ
ぬ
さ
は
た
む
く
る
、
此
紳
な
び
山
は
、
山
城
思
乙
訓
郡

ω
に
て
、
間
集
別

部
に
、
山
崎
よ
り
紳
な
び
の
森
ま
で
、
お
く
り
に
人
々
ま
か
り
て
云
々
、
と

あ
る
と
同
一
政
也
、
さ
て
源
重
行
集

ωに
、
山
崎
川
を
立
田
川
と
い
ふ
を
、
筑

紫
へ
い
く
と
て
、
「
白
浪
の
立
田
の
河
を
出
し
よ
り
後
く
や
し
き
は
船
路
な

り
け
り
と
有
、
然
れ
ば
立
田
川
と
い
ふ
も
、
山
崎
の
あ
な
た
、
津
圏
嶋
上
郡

山
門
に
て
、
か
の
一
利
な
び
山
近
き
一
所
に
て
、
筑
紫
へ
下
る
道
也
、
大
和
閣
の
立

田
と
は
別
品
、
然
る
を
、
一
脚
な
び
山
と
い
ふ
も
、
立
問
も
、
大
和
に
名
高
く

て
あ
る
故
に
、
苦
よ
り
右
の
古
今
集
な
る
を
も
、
大
和
国
の
と
の
み
思
へ
り
、

契
沖

ωも
然
心
得
て
、
一
柳
な
び
山
は
高
市
郡

ω、
立
国
は
一
半
群
郡
げ
に
て
は

る
か
に
へ
だ
L

れ
れ
ば
、
其
山
の
紅
葉
の
、
立
田
川
に
流
る
べ
き
こ
と
わ
り

な
し
、
と
い
ひ
て
疑
ひ
た
り
、
さ
れ
ど
詞
書
に
、
歌
ぬ
し
の
み
づ
か
ら
、
其

山
を
こ
え
、
主
〈
川
を
渡
り
て
よ
め
る
と
あ
れ
ば
、
誤
と
は
い
ひ
が
た
し
、
然

る
を
吾
師
向
日
は
、
も
と
よ
り
か
の
歌
を
ひ
が
こ
と
と
し
て
、
詞
書
を
さ
へ
、

撰
者
の
作
れ
る
が
ご
と
い
は
れ
た
る
は
、
い
ひ
過
し
な
り
け
り
、
た
と
ひ
歌

は
ひ
が
心
得
し
て
よ
む
こ
と
も
あ
り
と
も
、
さ
る
詞
書
ま
で
を
作
る
べ
き
物

か
は
、
そ
も

f
k大
和
の
立
国
は
、
高
葉
集
の
歌
に
、
十
四
五
首
も
見
え
た

れ
ど

ω、
い
づ
れ
も
/
1
1
山
を
の
み
よ
み
て
、
川
を
よ
め
る
は
一
も
見
え
ず
、

そ
の
外
の
古
書
に
も
、
立
田
は
山
と
の
み
こ
そ
あ
れ
、
川
は
あ
る
こ
と
な
し
、

立
田
川
と
よ
め
る
は
、
み
な
今
の
京
に
な
り
て
の
歌
に
て
、
右
に
い
ふ
山
崎

の
あ
な
た
な
る
也
、
「
も
み
ぢ
み
だ
れ
て
流
る
め
り
の
歌

ωは
、
も
し
ま
こ

と
に
な
ら
の
帝
の
御
な
ら
ば
、
平
城
天
皇
集
加
な
る
べ
し
、
又
「
も
み
ぢ
葉

な
が
る
紳
な
び
の
と
い
ふ
歌

ωは
、
飛
鳥
川
と
あ
る
か
た
正
し
く
て

ω、
大

和
な
る
べ
し
、
か
の
山
崎
の
あ
な
た
な
る
は
、
紳
な
び
と
は
い
へ
ど
、
み
む

ろ
の
山
と
は
い
ふ
ま
じ
け
れ
ば
出
、
然
る
に
拾
選
集

ω物
名
の
歌
に
、
「
一
仰

な
び
の
み
む
ろ
の
き
し
ゃ
く
づ
る
ら
ん
立
田
の
川
の
水
の
に
ご
れ
る
と
あ

る
は
、
は
や
く
か
の
古
今
集
の
歌
ど
も
に
よ
り
て
、
大
和
の
と
ま
ぎ
れ
て
、

か
く
は
よ
み
合
せ
た
め
り
、
主
(
後
々
の
歌
ど
も
は
さ
ら
な
り
、
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〔
現
代
語
訳
〕

『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
五
の

立
田
川
を
渡
る
時
に
、

「
秋
歌
一
ト
」
に
は
、
神
な
び
の
山
を
過
ぎ
、

そ
こ
に
紅
葉
が
流
れ
て
い
る
の
を
詠
ん
だ
、

ス
は 千Ijj

たな
むび
くの
る

リ
火
注
工
工

1
J
j
l
 立
国
河
に
ぞ

芯.)

さ

山
を
過
ぎ
ゆ
く

と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
神
な
び
山
」
と
は
、
山
城
田
の
乙
訓

郡
で
あ
っ
て
、
同
じ
く
『
古
今
和
歌
集
』
の
別
の
部
に
、
「
山
崎
よ
り
紳
な

び
の
森
ま
で
、
お
く
り
に
人
々
ま
か
り
て
云
々
」
と
あ
る
の
と
同
じ
場
所
で



、ノ、，
F
O

去ブ《と
こ
ろ
で
『
源
重
之
集
』
に
山
崎
川
を
立
出
川
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
が
、

筑
紫
へ
行
く
と
し
て
、

ス
白
浪
の

立
国
の
河
を

し
よ
り

後
く
や
し
き
は

机
山
山
必
日
判

'3

J
ゎ
4
n
l
r句

"μ

可ノ

り
け
り

と
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
立
国
川
と
い
う
の
も
、
山
崎
の
先
の
摂

津
国
嶋
上
郡
で
あ
り
、
こ
れ
は
件
の
神
な
び
山
の
近
く
に
し
て
、
筑
紫
へ
と

下
っ
て
ゆ
く
道
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
大
和
国
の
立
田
と
は
別
の
場
所

な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
紳
な
び
山
」
も
「
立
国
」
も
、
と
も
に
大
和
国
に
名
高
い

地
名
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
先
に
引
い
た
『
古
今
和
歌
集
』
に
見
え
る
同
様
の

地
名
に
つ
い
て
も
、
苦
か
ら
大
和
国
の
そ
れ
で
あ
る
と
ば
か
り
思
わ
れ
て
き

た
。
か
の
契
沖
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
て
、
「
神
な
び
山
は
高
市
郡
、

か
た
や
立
田
は
平
群
郡
で
あ
り
、
両
者
は
遥
か
に
隔
た
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

そ
の
仲
な
び
山
の
紅
葉
が
立
田
川
に
流
れ
て
く
る
は
ず
が
な
い
」
と
い
っ
て
、

こ
れ
に
不
審
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
歌
の
詞
書
(
前
書
き
)
に
、
詠
者
み
ず
か
ら
が
「
神
な
び
山
を
越

え
、
立
田
川
を
渡
っ
た
折
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
か
ら
に

は
、
こ
れ
を
誤
り
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
れ
な
の
に
、
私
の
師
で
あ

る
賀
茂
真
淵
先
生
は
、
端
か
ら
こ
の
歌
を
道
迎
に
合
わ
ぬ
も
の
と
見
倣
し
て
、

そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
詩
書
さ
え
も
『
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
が
設
え
た
作
り

事
で
あ
る
か
の
よ
う
に
仰
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
言
い
過
ぎ
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
た
と
え
歌
そ
の
も
の
は
見
当
違
い
を
し
て
詠
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
あ
の
よ
う
な
詞
書
ま
で
説
え
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
大
和
の
立
回
は
、
『
商
業
集
』
の
歌
々
の
う
ち
に
、
十
四
、

玉
首
ほ
ど
出
来
し
て
い
る
が
、
そ
の
歌
の
ど
れ
も
こ
れ
も
が
山
だ
け
を
詠
ん

だ
も
の
で
あ
り
、
川
を
詠
ん
だ
も
の
は
一
首
と
し
て
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ

以
外
の
古
書
に
あ
た
っ
て
み
て
も
、
立
回
は
山
で
あ
る
と
の
み
一
記
さ
れ
て
い

て
、
こ
れ
を
川
と
す
る
記
述
は
存
在
し
な
い
。
立
田
川
と
詠
む
の
は
、
ど
れ

も
み
な
都
が
京
に
移
っ
て
よ
り
後
の
歌
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
先
述

し
た
山
崎
の
先
に
あ
る
川
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ん¥
え龍
な|盟
む何

紅
葉
乱
れ
て

わ
た
ら
ば
錦

コ
コ
-
-

4
ベ
ナ
/

な
が
る
め
り

と
い
う
歌
は
、
も
し
本
当
に
奈
良
に
都
が
あ
っ
た
時
代
の
天
皇
の
御
製
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
お
詠
み
に
な
っ
た
の
は
平
城
天
皇
で
あ
る
に
違
い
な

、。
-
U
 ま

Tこ

も
み
ぢ
ば
な
が
る

神
な
び
の

み
む
ろ
の
山
に

ス
た
っ
た
川

時
雨
ふ
る
ら
し
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と
い
う
歌
は
、
〔
こ
の
歌
の
左
註
に
〕
飛
鳥
川
と
あ
る
の
が
正
し
く
て
、
こ

れ
は
大
和
田
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
例
の
山
崎
の
先
に
あ
た
る

場
所
は
、
そ
こ
を
「
神
な
び
」
と
呼
ぶ
と
も
、
「
み
む
ろ
の
山
」
と
呼
ぶ
は

ず
が
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
の
「
物
名
」
部
に
収
め
ら
れ
た
歌

ス
神
な
び
の

み
む
ろ
の
き
し
ゃ

く
づ
る
ら
ん

j_L、

問、
び〉、

) 11、

0) 

水
の
に
ご
れ
る

と
あ
る
の
は
、
早
く
に
例
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
々
に
よ
っ
て
、
大
和
国

の
地
名
と
混
濡
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
に
〔
異
な
る
場
所
の
地

名
を
〕
一
首
の
う
ち
に
詠
み
併
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
降
に

詠
ま
れ
た
歌
々
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
い
う
ま
で
も
な
い
。

〔
注
釈
〕

ω
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
こ
と
。
第
六
十
代

醍
蹴
天
皇
の
命
を
受
け
、
紀
友
財
・
紀
賞
之
・
凡
河
内
約
恒
・
壬
生
忠

山
今
ら
が
撰
集
し
た
。
延
喜
五
年
(
九

O
玉
)
成
立
。
そ
の
序
文
と
し
て
、

紀
寅
之
に
よ
る
「
仮
名
序
」
と
、
紀
淑
望
に
よ
る
「
真
名
序
」
(
漢
文

に
よ
る
序
文
)
が
残
っ
て
お
り
、
特
に
前
者
は
和
歌
の
本
一
震
を
説
い
た

我
が
回
初
の
歌
論
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

ω
「
山
城
盟
乙
訓
郡
」
は
、
現
在
の
京
都
府
乙
訓
郡
大
山
崎
町
周
辺
に
あ

た
る
。

ω
原
文
に
は
「
源
重
行
集
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
平
安
中
期
の
歌
人
源
重

之
の
私
家
集
『
重
之
集
』
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ω
「
津
圏
嶋
上
郡
」
は
、
か
つ
て
摂
津
田
に
あ
っ
た
郡
。
も
と
三
島
郡
と

呼
ば
れ
て
い
た
地
域
が
、
大
宝
元
年
(
七

O
こ
の
大
宝
律
令
制
定
に

と
も
な
い
三
島
上
部
と
三
島
下
郡
に
わ
か
れ
、
後
に
そ
れ
ぞ
れ
嶋
上

部
・
嶋
下
郡
と
改
称
さ
れ
た
。
「
嶋
上
郡
」
は
現
在
の
大
阪
府
高
槻
市

及
び
三
嶋
郡
に
あ
た
り
、
前
出
の
「
乙
訓
郡
」
と
は
隣
り
合
っ
て
い
る
。

ま
た
、
両
郡
は
淀
川
に
面
し
て
お
り
、
京
に
都
が
あ
っ
た
平
安
時
代
に

は
、
大
阪
湾
か
ら
淀
川
そ
し
て
宇
治
川
と
続
く
ル
i
ト
は
水
上
交
通
の

要
衝
で
あ
っ
た
。

ω
契
沖
(
一
六
回

O
j
一
七

O
こ
は
、
江
戸
前
期
の
真
言
宗
僧
。
俗
姓

は
下
川
、
字
は
空
心
。
契
沖
は
法
名
で
あ
る
。
様
々
な
文
献
資
料
に
お

け
る
用
例
を
典
拠
と
し
て
語
義
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
丹
念
に
註
釈

を
施
す
と
い
う
実
証
的
な
手
法
に
よ
り
、
我
が
国
の
古
典
研
究
に
一
大

函
期
を
驚
し
た
。
彼
の
打
ち
立
て
た
近
世
註
釈
学
は
、
{
一
回
一
一
長
や
そ
の
姉

賀
茂
真
淵
に
も
影
響
を
与
え
て
お
り
、
菌
学
の
成
立
・
発
展
に
大
き
く

貢
献
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
水
戸
光
閣
に
詰
わ
れ
、
下
河
辺
長
流
の
業

を
継
ぐ
か
た
ち
で
完
成
さ
れ
た
主
著
『
市
内
薬
代
匠
記
』
は
、
近
世
高
菜

研
究
の
礎
を
築
い
た
業
績
と
し
て
名
高
い
。
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ω
大
和
田
中
部
の
郡
。
現
在
の
奈
良
県
高
市
郡
に
あ
た
り
、
そ
の
中
の
明

日
香
村
に
三
諸
山
が
あ
る
。

ω
大
和
国
北
西
の
端
に
位
置
し
て
い
た
郡
。
現
在
の
奈
良
県
生
駒
郡
平
群

町
に
あ
た
る
。
「
高
市
郡
」
と
は
二
十
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
て
い
る
。

ω
宣
長
の
師
で
あ
る
賀
茂
真
淵
の
こ
と
。
賀
茂
真
掛
に
つ
い
て
は
、
第
四

条
注

ω参
照
。

ω
『
高
葉
集
』
収
載
歌
の
う
ち
、
「
大
和
の
立
回
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
も

の
は
十
四
首
認
め
ら
れ
る
が
、
宣
長
の
指
摘
通
り
、
そ
れ
ら
は
全
て
山

に
つ
い
て
い
う
も
の
で
あ
る
。
商
業
歌
に
お
け
る
「
立
国
」
の
用
例
に

つ
い
て
は
補
注
参
照
。

ω
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
五
「
秋
歌
下
」
収
載
、
「
龍
田
河
紅
葉
乱
れ

て
な
が
る
め
り
わ
た
ら
ば
錦
中
や
た
え
な
む
(
歌
番
号
二
八

三
)
」
と
い
う
歌
。
題
し
ら
ず
、
よ
み
人
し
ら
ず
と
あ
る
が
、
左
註
に

は
「
こ
の
う
た
は
あ
る
入
、
な
ら
の
み
か
ど
の
御
寄
也
と
な
む
申
す
」

と
あ
り
、
「
み
か
ど
」
の
右
に
は
「
文
武
天
皇
」
と
註
さ
れ
て
い
る
(
『
日

古
今
和
歌
集
』
岩
波
書
信
、
一
九
五
八
、
一
五

本
古
典
文
学
大
系
8

七
真
)
。

伯
第
五
十
一
代
平
城
天
皇
(
七
七
回

1
八
二
四
)
の
こ
と
。
第
五
十
代
桓

武
天
皇
の
第
一
皇
子
。

辺
司
古
今
和
歌
集
』
巻
第
五
「
秩
歌
下
」
収
載
、
「
た
っ
た
川
も
み
ぢ

ば
な
が
る
紳
な
び
の
み
む
ろ
の
山
に
時
一
雨
ふ
る
ら
し
(
歌
番
号

二
八
四
ご
と
い
う
歌
。

日
『
古
今
和
歌
集
』
二
八
四
の
左
註
に
「
又
は
、
あ
す
か
が
は
も
み
ぢ
ば

な
が
る
い
刊
行
川
」
と
あ
り
、
宮
一
長
は
こ
ち
ら
を
豆
と
す
る
。

出
『
古
今
和
歌
集
』
、
『
後
撰
和
歌
集
』
に
続
く
三
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
と

し
て
編
ま
れ
た
『
拾
遺
和
歌
集
』
の
こ
と
。
そ
の
名
は
、
先
駆
け
て
成

立
し
た
二
集
に
漏
れ
「
遺
っ
た
」
作
を
「
拾
う
」
と
い
う
、
そ
の
編
纂

企
図
を
示
し
た
も
の
。
全
二
十
巻
に
、
二
二
玉
一
首
を
収
め
る
。
藤
原

公
任
の
手
で
撰
さ
れ
た
『
拾
遺
抄
』
を
噌
補
す
る
か
た
ち
で
、
寛
弘
二

年
(
一

O
O
玉
)
か
ら
同
四
年
(
一

O
O七
)
の
間
に
成
立
し
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

{
補
注
}
※
『
高
葉
集
』
に
お
け
る
「
立
田
」
の
一
山
例

ω海
の
底
沖
つ
白
技
能
回
山
い
つ
か
越
え
な
む

十
不

2

〉
二

7
L
P
J

U
M

別カ

8
7
'
-一
i
ノ
E

栄
い
枕
弟
一

八

ω君
に
よ
り
言
の
繁
き
を
故
郷
の
明
日
香
の
川
に

一
尾
一
五
龍
田
越
え
御
津
の
浜
辺
に
み
そ
ぎ
し
に
行
く

み
そ
ぎ
し
に
行
く

巻
第
四
・
六
二
六

ωひ
と
も
ね
の

む
か

龍、
111、
111、

忘
ら
し
な

御
馬
近
づ
か
ば

う
ら
ぶ
れ
居
る
に

巻
第
五
・
八
七
七
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ω白
雪
山
の
龍
田
の
山
の
露
霜
に
色
づ
く
時
に
う
ち
越
え
て
旅
ゆ
く

君

は

五

百

重

山

い

行

き

さ

く

み

敵

ま

も

る

筑

紫

に

至

り

山

の

そ

き

野

の

そ

き

見

よ

と

伴

の

部

を

組

ち

遣

は

し

山

彦

の

答

へ

む

極

み

た

に

ぐ

く

の

さ

渡

る

極

み

国

形

を

見

し

た

ま

ひ

て

冬

こ

も

り

春
さ
り
ゆ
か
ば
飛
ぶ
鳥
の
早
く
来
ま
さ
ね
龍
回
路
の
問
辺
の
道
の

丹

つ

つ

じ

の

に

ほ

は

む

時

の

咲

き

な

む

時

に

山

た

づ

の

迎

君
が
来
ま
さ
ば

山
ワ
女
砂
U

4
4
;
 

へ
参
ゐ
出
む

巻

第

六

九

七

州

ω矧
問
診
又

/
s
t

、ョ
3
一

宅

3
2

_1"!.I:; 
百巴、

111、
IJI、

舟

せ
む
!ヨ
は

五
口
れ
恋
ひ
む
か
も

巻
第
七
・
一
一
八
一

止
ま
ず
た
な
び
く

ω自
倍
一
試
の
龍
自
の
山
の
瀧
の
上
の
小
掠
の
嶺
に
咲
き
を
を
る
桜
の

花
は
山
高
み
風
し
や
ま
ね
ば
春
一
雨
の
継
ぎ
て
し
降
れ
ば
ほ
っ
枝
は

散
り
過
ぎ
に
け
り
下
校
に
残
れ
る
花
は
し
ま
し
く
は
散
り
な
乱
ひ

そ
草
枕
旅
行
く
君
が
帰
り
来
る
ま
で

巻
第
九
・
一
七
四
七

的
出
雲
の
龍
田
の
山
を
夕
暮
れ
に
う
ち
越
え
行
け
ば
瀧
の
上
の
桜
の

花
は
咲
き
た
る
は
散
り
過
ぎ
に
け
り
ふ
ふ
め
る
は
咲
き
継
ぎ
ぬ
べ
し

こ

ち

ご

ち

の

花

の

盛

り

に

見

さ

ず

と

も

君

が

み

行

き

は

今

に

し

あ
る
べ
し

巻
第
九
・
一
七
四
九

ω罷
が
ぬ
わ

〆，t
¥
S
2
5

，rg
d
'

巴

〔

J

g

也、

A
Hリ
ト

K
2
1よ

ι刻
カ
泊

(10) 

タ
ムぐ
にご

h 
ば

、t

，f日
私
さ
れ
ば

，，，‘、
〉
t

♂

(12) 

む大
{=I~ 
0) 

(13) 
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第
四
条

あ
が
た
ゐ
の
う
し
は
吉
田
牢
の
お
ゃ
な
る
事
〔
描
口
〕

〔
本
文
〕

あ
が
た
ゐ
の
う
し
は
古
皐
の
お
ゃ
な
る
事

か
ら
ご
〉
ろ
h
u

を
清
く
は
な
れ
て
、
も
は
ら
古
の
こ
L

ろ
詞
を
た
づ
ぬ
る

が
く
も
む

h
u

は
、
わ
が
綜
居
大
人

ωよ
り
ぞ
は
じ
ま
り
け
る
、
此
大
人
の
皐

の
、
い
ま
だ
お
こ
ら
ざ
り
し
ほ
ど
の
世
の
串
間
は
、
歌
も
た
、
メ
古
今
集

ωよ

り
こ
な
た
に
の
み
と
ジ
ま
り
て
、
商
業
ら
な
ど
は
、
た
ジ
い
と
物
ど
ほ
く
、

心
に
も
及
ば
む
物
と
し
て
、
さ
ら
に
其
歌
の
よ
き
あ
し
き
を
思
ひ
、
ふ
る
き

ち
か
き
を
わ
き
ま
へ
、
又
そ
の
詞
を
、
今
の
お
の
が
物
と
し
て
つ
か
ふ
事
な

ど
は
、
す
べ
て
思
ひ
も
及
、
ば
、
ざ
り
し
こ
と
な
る
を
、
今
は
そ
の
古
言
を
お
の

が
も
の
と
し
て
、
万
葉
、
ふ
り
の
歌
を
も
よ
み
い
で
、
古
ぶ
り
の
文
な
ど
を
さ

へ
、
か
き
う
る
こ
と
と
な
れ
る
は
、
も
は
ら
此
う
し
の
を
し
へ
の
い
さ
を
に

ぞ
あ
り
け
る
、
今
の
人
は
、
た
だ
お
の
れ
み
づ
か
ら
得
た
る
ご
と
忠
ふ
め
れ

ど
、
み
な
此
大
人
の
御
蔭
に
よ
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
、
又
古
事
記

ω官官紀

れ
な
ど
の
、
古
典
を
う
か
ジ
ふ
に
も
、
漢
意
に
ま
ど
は
さ
れ
ず
、
ま

づ
も
は
ら
古
ニ
一
一
口
を
明
ら
め
、
古
意
に
よ
る
べ
き
こ
と

ωを
、
人
み
な
し
れ
る

も
、
此
の
う
し
の
、
高
架
の
を
し
へ
の
み
た
ま

ω
に
ぞ
あ
り
け
る
、
そ
も
/

¥
か
〉
る
た
ふ
と
き
道
を
、
ひ
ら
き
そ
め
ら
れ
た
る
い
そ
し
み
は
、
ょ
に
い

み
し
き
も
の
な
り
か
し
、

現
代
語
訳

際
居
大
人
(
賀
茂
真
綿
先
生
)
は
古
学
の
視
で
あ
る
こ
と

漢
意
か
ら
続
一
躍
さ
っ
ぱ
り
と
離
れ
て
、
専
一
に
〔
我
が
留
の
〕
十
は
え
の
こ

こ
ろ
や
こ
と
ば
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
学
問
は
、
私
の
師
で
あ
る
将
居

大
人
、
す
な
わ
ち
袈
茂
異
淵
先
生
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
。
先
生
の
研
究
が
い

ま
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
の
学
問
で
は
、
和
歌
を
学
ぶ
と
い
っ
て
も

た
だ
『
古
今
和
歌
集
』
以
降
の
も
の
だ
け
に
留
ま
っ
て
い
て
、
『
高
葉
集
』

な
ど
は
と
て
も
縁
遠
く
、
学
び
の
対
象
と
す
る
こ
と
す
ら
患
い
も
よ
ら
な
か

っ
た
。
ま
し
て
や
、
高
葉
の
歌
々
の
巧
拙
を
考
え
、
そ
の
新
旧
を
弁
別
し
、

あ
る
い
は
ま
た
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
古
え
の
こ
と
ば
を
、
今
ま
さ
に
自

分
の
も
の
と
し
て
使
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ま
る
で
思
い
も
つ
か
ぬ
よ
う

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
で
は
そ
の
古
え
の
こ
と
ば
を
自
ら
の

も
の
と
し
て
、
高
葉
調
の
和
歌
を
一
詠
み
、
十
u
調
の
文
章
ま
で
も
書
く
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
、
異
淵
先
生
の
教
え
の
功
績
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
近
頃
の
人
々
は
、
あ
た
か
も
自
分
の
力
で
身
に
つ
け
た

か
の
よ
う
に
思
い
な
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
異
淵

先
生
の
お
か
げ
で
な
い
も
の
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
古
事
記
』
や

『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
古
典
に
触
れ
る
際
に
は
、
漢
意
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
ま
ず
は
ひ
た
す
ら
古
え
の
こ
と
ば
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
〔
そ
こ

に
顕
れ
る
〕
い
に
し
え
の
心
に
寄
り
添
っ
て
読
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
誰
し
も
が
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
実
に
異
端
先
生
の
関
葉
の
教
え
の

た
ま
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
こ
の
よ
う
に
尊
い
学
問
の
道
を
開

拓
さ
れ
た
先
生
の
ご
研
鎖
は
、
世
に
類
な
く
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
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よ。門
市
法
相
〕

ω
「
漢
意
」
は
、
官
一
一
長
が
儒
学
な
ど
を
批
判
す
る
燃
に
用
い
る
キ

l
タ

l

ム
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
玉
勝
間
』
二
十
五
条
参
照
。

な
お
、
「
漢
意
」
と
い
う
用
語
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
問
中
康
二
の
『
本

居
室
長
の
思
考
法
』
(
。
へ
り
か
ん
社
、
二

O
O五
)
に
詳
し
い
。

ω
宣
一
長
は
「
が
く
も
む
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
自
国
の
こ
と
を
研

究
す
る
場
合
に
こ
そ
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
司
王
勝
間
』

二
四
条
参
照
。

ω{一
尽
一
一
長
の
邸
で
あ
る
江
戸
中
期
の
国
学
者
、
賀
茂
真
樹
(
一
六
九
七
j

一

七
六
九
)
の
こ
と
。
遠
江
国
敷
智
郡
浜
松
庄
阿
部
郷
伊
場
村
の
生
ま
れ

で
、
神
職
阿
部
政
信
の
次
男
。
岡
部
家
は
京
都
賀
茂
神
社
の
末
流
に
あ

た
る
。
賀
茂
神
社
の
神
職
は
、
代
々
賀
茂
際
、
王
の
一
族
が
独
占
し
て
い

た
。
「
将
居
」
と
い
う
号
名
の
由
来
に
つ
い
て
、
門
人
の
矯
千
蔭
は
「
賀

茂
翁
家
集
」
(
『
賀
茂
異
淵
全
集
第
二
十
一
巻
』
一
所
収
、
続
群
書
類
従

完
成
会
、
一
九
八
二
)
の
序
文
に
、
三
呉
川
側
と
い
へ
る
み
名
は
、
敷
智

の
郡
の
名
よ
り
忠
ひ
よ
り
て
っ
き
た
ま
へ
る
と
そ
、
あ
か
た
ゐ
と
は
、

庭
を
田
ゐ
の
さ
ま
に
作
り
て
、
賀
茂
氏
の
か
ば
ね
に
も
よ
し
あ
れ
は
と

て
、
み
つ
か
ら
家
の
名
に
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
也
け
り
、
」
と
記
し
て
い

る
。
こ
こ
に
「
庭
を
出
ゐ
の
さ
ま
に
作
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
居
所
の

庭
を
田
本
古
風
に
作
っ
て
そ
こ
に
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
(
「
県
居
」
と
は

田
舎
暮
ら
し
の
意
)
と
、
「
賀
茂
氏
の
か
ば
ね
に
も
よ
し
あ
れ
は
」
と

い
う
前
述
の
賀
茂
氏
の
由
縁
と
を
掛
け
て
「
将
居
」
と
命
名
し
た
も
の

と
忠
わ
れ
る
。
ま
た
、
真
淵
と
い
う
名
も
、
「
敷
智
の
郡
の
名
よ
り
忠

ひ
よ
り
て
っ
き
た
ま
へ
る
」
と
、
出
生
地
の
敷
智
(
ふ
ち
)
か
ら
の
着

想
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
に
続
く
「
大
人
(
う
し
ご
と
は
、

人
を
尊
敬
し
て
い
う
言
葉
(
後
述
①
例
)
で
あ
り
、
相
相
手
を
敬
っ
て
二

人
称
の
よ
う
に
用
い
る
こ
と
も
あ
る
(
同
②
、
③
例
)
。
国
学
者
ら
は
、

こ
の
尊
称
を
好
ん
で
用
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上

代
編
』
の
「
ぬ
し
」
と
い
う
語
の
考
察
に
は
、
「
ウ
シ
と
語
形
が
近
く
、

ま
た
そ
の
用
法
も
ほ
ぼ
重
な
る
(
↓
う
し
(
大
人
で
う
し
は
く
)
。
た
だ

し
ウ
シ
の
単
独
例
は
少
な
く
、
以
後
も
近
世
に
国
学
者
に
よ
っ
て
復
活

さ
せ
ら
れ
る
ま
で
影
を
ひ
そ
め
る
。
」
と
あ
る
。
「
う
し
」
の
単
独
用
例

と
し
て
は
、
紀
に
、
①
「
故
仇
遺
其
子
大
背
飯
三
熊
之
大
人
、
大
人
、

此
云
子
志
、
亦
名
武
三
熊
之
大
人
(
仲
代
下
)
」
、
②
「
瑞
鶴
別
皇
子
啓

太
子
日
、
大
人
何
憂
之
甚
也
(
履
中
天
皇
即
位
前
記
)
」
、
③
「
物
部
守

屋
大
連
耶
脱
大
怒
、
是
時
抑
坂
部
史
毛
尿
急
来
密
一
語
大
連
日
、
今
群
臣

毘
卿
(
う
し
)
、
復
将
断
路
(
用
暁
天
皇
二
年
)
」
な
ど
が
見
え
る
。

ω
『
古
今
和
歌
集
』
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
註

ω参
照
。
な
お
、
宣
長
の

著
作
と
し
て
は
全
集
第
三
巻
に
『
古
今
和
歌
集
』
の
口
語
訳
を
企
図
し

た
『
古
今
集
遠
鏡
』
が
あ
る
ほ
か
、
歌
論
『
排
葦
小
船
』
や
『
石
上
私

淑
午
一
一
口
』
(
と
も
に
全
集
第
二
巻
所
収
)
に
も
言
及
す
る
箇
所
が
あ
る
。

ω
『
高
葉
集
』
は
、
奈
良
時
代
に
成
立
し
た
自
本
田
辰
吉
の
歌
集
。
そ
の
成
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立
過
程
は
複
雑
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
大
伴
家
持
の
手
に
よ
っ
て
ほ

ぼ
現
在
の
形
に
な
っ
た
と
見
る
の
が
有
力
で
あ
る
。
本
文
中
に
あ
る
よ

う
に
、
賀
茂
真
淵
は
と
り
わ
け
『
商
業
集
』
の
研
究
に
そ
の
情
熱
を
傾

け
、
『
冠
辞
考
』
や
『
高
架
考
』
な
ど
、
多
く
の
書
を
著
し
た
。
室
長
の

『
寓
葉
集
』
関
連
の
文
献
は
、
全
集
第
六
巻
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。

ω
『
古
事
記
』
は
、
天
武
天
皇
の
勅
を
奉
じ
た
太
安
万
沼
が
持
出
向
礼
の

前
習
し
た
古
事
を
筆
記
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
和
銅
五
年
(
七
二
一
)

に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。
室
長
が
生
涯
を
か
け
て
取
り
組
ん
だ
『
古
事

記
』
研
究
の
成
果
は
、
や
が
て
大
著
『
古
事
記
簿
』
と
し
て
結
回
附
し
た
。

『
古
事
記
停
』
は
、
全
集
第
九
巻
か
ら
第
十
二
巻
に
か
け
て
収
録
さ
れ

て
い
る
。

ω
『
日
本
書
紀
』
は
、
舎
人
親
王
ら
を
中
心
と
し
て
養
老
四
年
(
七
二

O
)

に
成
立
し
た
編
年
体
の
歴
史
書
。
『
古
事
記
』
と
比
べ
て
中
国
の
歴
史

蓄
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
修
飾
の
多
い
漢
文
で
一
記
述
さ
れ
て
い
る
。

周
知
の
ご
と
く
、
宣
一
長
は
『
古
事
記
』
の
方
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
が
、

『
古
事
記
惇
』
の
註
釈
に
お
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
も
多
く
参
照
さ
れ

て
い
る
と
い
う
点
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
日
本
書
紀
』

に
対
す
る
室
長
の
態
度
を
披
摂
す
る
も
の
と
し
て
は
、
『
古
事
記
侍
』

巻
第
一
の
「
書
紀
の
論
ひ
」
(
全
集
第
九
非
公
所
収
)
が
挙
、
げ
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
『
日
本
書
紀
』
に
関
す
る
著
作
と
し
て
、
『
仲
代
紀
μ
…
白
日
華
山
蔭
』

(
八
五
集
第
六
巻
所
収
)
が
あ
る
。

ω
こ
の
一
文
は
、
「
松
坂
の
一
夜
」
と
し
て
有
名
な
賀
茂
真
淵
と
の
会
合

に
お
い
て
、
宣
長
が
真
淵
か
ら
教
示
さ
れ
た
と
い
う
内
容
を
そ
の
下
敷

き
に
し
て
い
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
。
『
玉
勝
間
』
一

O
四
条
参
照
。

ω
「
御
霊
」
、
ま
た
は
単
に
「
一
定
」
と
も
書
く
。
神
霊
を
指
す
場
合
(
用

法
①
)
と
、
そ
の
一
室
威
を
被
る
と
い
う
意
味
か
ら
派
生
し
て
恩
恵
や
お

か
げ
の
意
を
表
す
場
合
(
用
例
②
)
と
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
②
の
意
味

で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
類
語
と
し
て
「
思
頼
・
神
霊
(
み
た
ま
の
ふ
ゆ
)
〕

が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
主
と
し
て
神
や
天
皇
を
、
王
語
に
と
っ
て
用
い
ら

れ
る
。
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第
五
条

悠
紀
主
紀
〔
河
合
〕

〔
本
文
〕

悠
紀
主
紀

大
嘗
hu
の
悠
紀
主
基
の
主
基
の
事
、
書
紀
の
私
記

h
u

に
、
師
説
、

蔚
忌
曲
、
と
い
へ
る
よ
り
、
今
に
至
る
ま
で
、
人
皆
此
意
と
の
み
心
得
た

め
れ
ど
、
ひ
が
こ
と
迎
、
か
の
説
は
、
天
武
紀
に
、
驚
忌
此
云
総
既
、

次
此
云
須
岐
、
と
あ
る
に
よ
れ
る
な
れ
ど
も
、
蹴
周
忌
こ
そ
此
字
の
意
な

れ
、
次
は
借
字
に
し
て
、
此
字
の
意
に
は
あ
ら
ず
、
古
は
す
べ
て
言
だ
に
同

じ
け
れ
ば
、
字
は
、
意
に
は
か
〉
は
ら
ず
、
借
て
意
向
る
に
、
次
を
須
岐
と
も

い
へ
る
か
ら
、
一
士
一
口
の
同
じ
き
ま
与
に
、
借
て
警
な
ら
へ
る
を
、
そ
の
ま
〉
に

書
れ
た
る
物
也
、
次
の
意
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
ゆ
ゑ
は
、
悠
紀
と
主
基
と
は
、

何
事
も
二
方
全
く
同
じ
さ
ま
に
し
て
、
一
事
も
い
さ
斗
か
の
お
と
り
ま
さ
り

あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
次
と
い
ふ
べ
き
よ
し
さ
ら
に
な
し
、
天
武
紀
な
る
は
、

借
字
な
る
こ
と
、
疑
ひ
な
き
物
を
や
、
主
基
は
根
内
ω
の
曾
岐
と
同
一
一
志
に
し

て
、
濯
と
い
ふ
こ
と
な
り
、
み
そ
き
も
身
濯
に
て
、
そ
〉
く
と
す
L

く
と

同
じ
き
を
、
共
に
つ
ジ
め
て
、
曾
岐
と
も
須
岐
と
も
い
へ
る
也
、
さ
れ
ば
こ

れ
も
驚
忌
と
間
じ
さ
ま
の
名
に
し
て
、
濯
き
清
め
た
る
よ
し
な
る
ぞ
か
し
、

'K、
入
、
、

M
L

十刀

{
現
代
語
訳
〕悠

紀
主
紀
に
つ
い
て

大
嘗
祭
の
「
悠
紀
主
紀
」
の
こ
と
に
つ
い
て
、
『
日
本
書
紀
私
記
』
に
、
「
師

説
く
、
驚
怠
に
次
く
血
と
(
先
生
が
説
明
す
る
に
は
、
〔
主
紀
と
は
〕
悠
紀

に
次
ぐ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ご
と
一
一
一
一
同
っ
て
い
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
今

に
至
る
ま
で
、
人
は
皆
そ
う
し
た
意
味
で
あ
る
と
出
解
し
て
い
る
が
、
誤
り

で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
条
に
、
「
禁
忌
此
れ
を
愉
既

と
云
う
。
次
此
を
須
岐
と
云
う
。
」
と
あ
る
の
に
依
拠
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

「
驚
忌
」
に
つ
い
て
は
こ
の
字
の
意
味
で
用
い
て
い
る
が
、
「
次
」
は
借
字

で
あ
っ
て
、
字
の
意
味
を
表
す
の
で
は
な
い
。
十
同
代
は
一
般
的
に
発
音
が
同

じ
で
あ
れ
ば
、
意
味
と
は
関
係
な
く
、
〔
字
音
を
〕
借
り
て
書
く
習
慣
で
あ

っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
〔
意
味
の
一
致
す
る
字
に
改
め
る
こ
と
な
く
〕
書
い

た
も
の
で
あ
る
。
「
次
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
と
い
う
潔
白
は
、
「
悠
紀
」

と
「
主
紀
」
と
は
、
何
事
も
双
方
そ
れ
ぞ
れ
全
く
同
格
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

り
、
一
つ
と
し
て
わ
ず
か
の
優
劣
す
ら
あ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
「
次
」
と

い
う
べ
き
理
由
が
な
い
。
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
条
の
文
章
〔
の
「
次
」

の
宇
は
〕
借
字
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
「
主
紀
」
と
い
う
の
は
、

「
棋
(
ミ
ソ
キ
)
」
の
「
ソ
キ
」
と
閉
じ
一
言
葉
で
あ
っ
て
、
「
濯
ぐ
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
「
ミ
¥
ソ
キ
」
も
「
身
濯
ぎ
」
で
あ
っ
て
、
「
ソ
ソ
ク
」
と
「
ス

ス
ク
」
と
は
同
じ
意
味
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
共
に
約
め
て
「

y
キ
」
と
も

「
ス
キ
」
と
も
言
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
〔
「
主
紀
」
〕
も
「
悠
紀
」

と
同
じ
よ
う
な
種
類
の
名
で
あ
っ
て
、
「
濯
ぎ
清
め
る
」
と
い
う
こ
と
に
由

来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
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{
注
釈
〕

ω
大
嘗
祭
は
、
天
皇
の
即
位
に
際
す
る
儀
式
の
一
つ
で
あ
る
。
毎
年
十
一

月
に
収
穫
祭
と
し
て
新
嘗
祭
が
行
わ
れ
る
が
、
天
皇
即
位
後
初
め
の
新

嘗
祭
を
大
嘗
祭
と
し
て
よ
り
大
規
模
に
行
う
。

ω
『
日
本
書
紀
私
記
』
は
、
平
安
時
代
に
宮
中
行
事
と
し
て
七
回
に
渡
つ

て
行
わ
れ
た
講
義
「
日
本
紀
講
箆
」
の
内
容
を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
対
す
る
注
釈
と
し
て
は
最
も
古
い
。
そ
の
講
義
と
し

て
の
性
格
か
ら
「
部
説
」
と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
(
詳
し
く
は
、

渡
辺
卓
『
『
日
本
書
紀
』
受
容
史
研
究
』
、
笠
間
書
続
、
二

O
一
二
年
及

び
神
野
志
峰
光
『
変
奏
さ
れ
る
日
本
書
紀
』
、
東
京
大
学
出
版
界
、
二

O
O九
年
参
照
。
)
た
だ
し
そ
の
大
部
分
は
早
く
か
ら
散
逸
し
て
お
り
、

現
在
『
私
記
』
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
ま

た
、
後
の
文
献
の
中
に
逸
文
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
こ

で
宣
長
が
言
及
し
て
い
る
笛
所
は
、
現
存
の
『
私
記
』
に
確
認
で
き
な

い
が
、
『
釈
日
本
紀
』
(
『
国
史
大
系
』
国
史
大
系
編
収
会
、
一
九
六
五

年
所
収
、
二

O
一
ニ
頁
。
)
に
、
「
私
記
臼
。
古
称
須
支
。
師
説
、
次
二

於
禁
忌
也
」
と
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
推
断
さ
れ
る
。

ω
こ
こ
で
の
「
綾
」
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
は
、
『
古
事
記
伝
』
で
も

問
機
の
説
明
が
見
ら
れ
る
。
(
九
・
二
六
三
、
二
六
田
)

ひ
ぐ
ち
・
た
つ
ろ
う

か
わ
い
・
か
ず
き

う
が
じ
ん
・
し
ゅ
う
い
ち

筑
波
大
学
人
文
社
会
系

持
壬
冴
充
実

f
i
;
{
J
5
1
j
 

筑
波
大
学
大
学
院

人
文
社
会
科
学
研
究
科

筑
波
大
学
大
学
院

人
文
社
会
科
学
研
究
科
)
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