
紀
貫
之

「
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
」

は
じ
め
に

ヱ
ロ
今
和
歌
集
」
二
番
歌
の
「
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を

春
立
つ
今
日
の
嵐
や
と
く
ら
む
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
「
一
度
冬
春
」
の

季
節
仰
を
表
す
「
三
季
の
心
」
の
説
が
古
来
根
強
く
存
在
し
て
い
る
が
、
後

述
の
「
古
今
余
材
抄
」
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
」

を
夏
と
す
る
根
拠
は
不
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
近
代
の
諸
注
釈
は
こ
の
説

を
無
批
判
に
扱
う
こ
と
が
多
く
、
契
沖
の
指
摘
を
更
に
発
展
さ
せ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
契
沖
説
の
可
否
を
判
断
す
る
た
め
に
、
「
三
季

の
心
」
の
説
が
成
立
す
る
背
景
の
検
討
、
お
よ
び
「
む
す
び
し
水
」
を
季

節
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
、
「
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
」
が
去
年

の
春
の
思
い
出
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
。

一
、
問
題
の
所
在

袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
た
つ
け
ふ
の
か
ぜ
や
と
く

ら
む

制
例
制
U
到
」
副
利
引
刻
Y
樹
剖
寸
朝
出
叶
|
袖
ひ
ち
て
、
ひ

の
解
釈

陪

源、

、ニ畳二

Jd! 

た
し
て
と
云
也
。
故
人
好
詠
敗
。
(
傍
線
筆
者
、
以
下
向
)

右
に
挙
げ
た
内
調
文
庫
本
「
古
今
集
注
(
伝
冬
良
作
)
」
は
「
三
季
の
心
」

の
説
(
以
下
ヲ
一
季
の
説
」
と
略
称
す
る
)
を
唱
え
た
注
釈
書
の
中
で
比

較
的
に
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
制
限
河
の
古
今
説
に
、
竺
源
恵

党
す
な
わ
ち
師
成
親
王
が
自
ら
の
注
説
を
書
き
加
え
た
注
釈
書
で
あ
る
。

頓
阿
は
為
世
門
下
の
和
歌
四
天
王
の
一
人
で
あ
っ
て
、
二
条
流
古
今
伝
授

の
正
統
を
受
け
継
い
だ
人
物
で
あ
る
。
そ
の
系
譜
は
十
五
世
紀
後
期
に
二

条
尭
恵
流
古
今
伝
授
と
二
条
宗
祇
流
古
今
伝
授
に
分
か
れ
、
更
に
宗
祇
流

か
ら
御
所
伝
授
と
地
下
伝
授
が
生
ま
れ
、
近
世
ま
で
至
っ
た
。
現
在
見
ら

れ
る
「
三
季
の
説
」
を
主
張
す
る
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
書
は
こ
の
系
統
の
も

の
で
あ
る
。
一
方
、
非
二
条
流
の
も
の
と
し
て
、
比
較
的
に
早
い
時
期
に

「
三
季
の
説
」
を
唱
え
た
注
釈
番
は
「
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
」
(
以
下
「
毘

沙
門
堂
注
」
と
略
称
す
る
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
現
存
の
中
型
の
注
釈

謬
の
中
に
、
「
三
季
の
説
」
を
明
確
に
否
定
す
る
説
は
見
当
た
ら
な
い
が
、

永
正
年
間
に
成
立
し
た
諸
注
集
成
の
性
格
を
持
つ
「
、
永
正
記
」
に
は
、
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
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被
ひ
ち
て
結
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
た
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
ん



此
可
、
元
日
に
よ
く
叶
へ
り
。
月
令
一
五
、
立
春
ノ
日
東
風
解
氷
と
い

へ
る
心
也
。
此
.
均
三
季
を
よ
め
る
也
。
山
季
と
五
儀
朋
之
ト
一
五
一
説

あ
り
。
(
中
略
)
此
町
三
季
を
詠
と
云
事
側
也
と
云
人
有
。
如
此
用

除
心
に
懸
テ
忠
へ
と
の
事
也
。

右
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
契
沖
以
前
に
お
い
て
既
に
「
三
季
の
説
」
に

対
す
る
反
対
意
見
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
で

あ
る
。「三

季
の
説
」
に
対
し
て
、
適
切
な
根
拠
を
も
っ
て
鋭
い
疑
問
を
投
げ

掛
け
た
の
は
国
学
者
契
沖
で
あ
る
。

或
説
に
夏
よ
り
の
事
を
か
け
て
い
へ
る
は
あ
ま
り
に
ふ
か
き
心
を
い

ひ
っ
け
ん
と
て
の
後
の
人
の
し
わ
さ
也
。
か
ほ
を
あ
ら
ひ
手
を
す
〉

く
に
は
冬
も
水
を
む
す
は
ぬ
事
か
は
。
土
左
日
記
に

手
を
ひ
て
〉
寒
さ
も
し
ら
ぬ
い
つ
み
に
そ
く
む
と
は
な
し
に

5

比
へ
に
け
る

こ
れ
は
二
月
五
日
の
智
也
。
も
し
哀
を
か
け
て
よ
め
る
歌
な
ら
は
、

顕
昭
の
さ
も
釈
せ
ら
れ
ざ
り
け
れ
は
、
定
家
卿
注
し
そ
へ
給
ふ
へ

カ
ラ

ル

き
を
、
此
歌
の
心
こ
と
に
こ
も
れ
る
所
な
し

o
Mレ
可
レ
有
一

一白
'
他

之
説
・
と
の
み
か
〉
れ
た
る
に
て
こ
h

ろ
う
へ
し
。

契
沖
は
「
古
今
余
材
抄
」
(
以
下
「
余
材
抄
」
と
略
称
す
る
)
に
お
い
て
、

「三
季
の
説
」
を
過
去
の
人
々
の
思
い
込
み
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、

「
土
佐
日
記
」
の
歌
を
引
間
し
、
水
を
拘
う
と
い
う
行
動
は
夏
に
限
る
行

為
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
自
説
を
証
明
す
る
た
め
に
、
「
顕
注
密

勘
」
に
お
い
て
、
水
を
掬
う
表
現
を
夏
と
す
る
解
釈
な
く
、
ま
た
藤
原
定

家
も
「
此
歌
の
心
こ
と
に
こ
も
れ
る
所
な
し
」
と
説
い
て
、
顕
昭
の
説
に

賛
同
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
契
沖
の
こ
の
説
に
対
し
て
、
藤
井
高
尚
の
「
古
今
和
歌
集
新
釈
」

(
以
下
「
新
釈
」
と
略
称
す
る
)
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。

余
材
抄
に
「
む
す
び
し
水
」
と
は
夏
よ
り
の
事
を
か
け
て
い
へ
る
に

は
あ
ら
ず
。
顔
を
あ
ら
ひ
子
を
す
す
ぐ
に
は
冬
も
水
を
む
す
ば
ぬ
事

か
は
。
と
い
へ
る
は
」
州
制
引
切
削
引
制
叶
「
叶
到
詞
似
出
剖
刻
刻

l
I
l
l
i
-
-
11
1
1
1
1i
l
i
-
-l
i
l
l
-
E
H
 

散
の
情
を
も
え
見
し
ら
ぬ
説
な
り
。

傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
新
釈
」
は
「
余
材
抄
」
が
歌
の
心
を
分
か
っ

て
い
な
い
と
反
論
し
て
い
る
が
、
契
沖
が
挙
げ
た
「
土
佐
日
記
」
の
歌
に

つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
「
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
」
が
夏
季

で
あ
る
こ
と
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
、
他
季
の
可
能
性
に
つ
い
て
中
世
か

ら
近
世
ま
で
の
す
べ
て
の
注
釈
書
は
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
比
べ

て
、
契
沖
が
貰
之
歌
を
挙
げ
て
反
論
し
て
い
る
こ
と
は
当
然
と
思
え
る

が
、
近
代
以
降
の
諸
注
釈
に
お
い
て
も
、
契
沖
の
こ
の
説
は
そ
れ
ほ
ど
重

視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
「
三
季
の
説
」
が
中
世
に
生
ま
れ
た
背
景
に
何

が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
契
沖
説
の
発
展
的
解
釈
は
可
能
な
の
か
。
こ
の
二

つ
の
問
題
を
追
究
す
る
こ
と
で
、
貫
之
の
名
歌
「
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水

の
こ
ぼ
れ
る
を
春
立
つ
今
日
の
風
や
と
く
ら
む
」
の
従
来
の
解
釈
を
再
検

討
す
る
必
要
が
生
ず
る
。
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二
、
「
三
季
の
説
」

の
成
立
と
納
涼
諒

「
三
季
の
説
」
及
び
そ
の
延
長
と
し
て
見
う
る
「
四
季
の
説
」
が
説
か

れ
て
い
る
主
な
中
世
注
釈
書
を
挙
げ
る
と
、
「
毘
沙
門
堂
注
」
、
「
耕
雲
開

書
」
、
内
閣
文
庫
本
「
古
今
集
注
(
伝
冬
良
作
)
」
、
「
冷
泉
持
為
注
」
、
「
古

今
和
歌
集
再
度
問
書
」
(
以
下
「
両
度
問
書
」
と
略
称
す
る
)
、
「
古
今
集

延
五
記
」
、
「
古
今
栄
雅
抄
」
、
「
伝
心
抄
」
、
「
教
端
抄
」
な
ど
が
あ
る
。
前

述
し
た
よ
う
に
、
頓
阿
以
下
の
尭
恵
流
及
び
宗
祇
流
古
今
伝
授
に
お
い
て

「
三
季
の
説
」
が
特
に
目
立
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
流
れ
を
ま
ず
考
え
て

み
た
い
。
「
三
季
の
説
」
は

『古
今
集
』
歌
学
伝
授
の
ど
の
段
階
で
発
生

し
た
の
か
。
現
存
の
資
料
に
よ
る
と
、
少
な
く
と
も
藤
原
定
家
か
ら
二
条

為
世
ま
で
の
段
階
で
、
「
三
季
の
説
」
を
説
く
注
釈
警
は
な
い
。
例
と
し

て
、
「
僻
案
抄
」
と
「
六
巻
抄
」
を
見
て
み
よ
う
。

ひ
ち
で
と
は
、
ひ
た
し
て
と
い
ふ
心
也
。
こ
の
詞
、
昔
の
人
こ
の
み

よ
み
け
る
に
や
。
古
今
に
は
、
お
ほ
く
見
ゆ
。
後
撰
に
は
、
す
く
な

し
。
今
の
世
の
歌
に
は
よ
む
べ
か
ら
ず
と
ぞ
、
い
ま
し
め
ら
れ
し
。

(
「
僻
案
抄
」
)

万
葉
ニ
ハ
滋
ト云
。
ム
ス
ピ
シ
ハ
酌
ナ
ド
云
心
也
。
月
令
云
、
立
春
日
東
風

文
字
消
也
。

袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
、
袖
ヒ
タ
シ
テ
也
。
御
抄
云
(
「
僻
案

抄
」
筆
者
注
)
、
ヒ
チ
テ
ト
ハ
、
ヒ
タ

シ
テ
ト
云
心
也
。
比

詞
、
昔
ノ
人
ノ
コ
ノ
ミ
ヨ
ミ
ケ
ル
ニ
ヤ
。
古
今
ニ
ハ
オ
ホ
ク
見

ユ
。
後
撰
ニ
ハ
ヒ
ト
ツ
フ
タ
ツ
ア
ル
ニ
ヤ
。
今
ノ
世
ノ
時
ニ
ハ

十日
米
風
俳
抄
ニ
モ
イ

?
シ
メ
ラ
レ
7
リ

ヨ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
ト
ゾ
イ
マ
シ
メ
ラ
レ
シ
。

(
「
六
巻
抄
」
)

右
に
挙
げ
た
の
は
藤
原
定
家
の
「
僻
案
抄
」
と
行
乗
法
師
の
「
六
巻
抄
」

で
あ
る
。
「
六
巻
抄
」
は
「
為
世
と
定
為
法
印
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
為

家
以
来
の
二
条
家
の
家
説
を
、
行
乗
法
師
が
聞
書
し
て
ま
と
め
た
も
の
」

で
あ
り
、
二
条
家
を
代
表
す
る
注
釈
書
で
あ
る
。
前
後
の
両
文
を
比
較
す

る
と
容
易
に
気
付
く
の
は
、
片
桐
洋
一
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
六
巻

抄
」
の
「
最
も
顕
著
な
特
色
は
、
定
家
が
そ
の
家
説
・
庭
訓
を
ま
と
め
た

「
僻
案
抄
」
の
す
べ
て
を
引
用
し
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ

れ
ば
、
定
家
か
ら
為
世
ま
で
の
伝
授
の
中
に
は
「
三
季
の
説
」
は
な
か
っ

た
。
ま
た
和
歌
四
天
王
の
一
人
で
あ
る
浄
弁
が
為
世
よ
り
伝
授
さ
れ
た
注

説
を
ま
と
め
た
注
釈
書
「
浄
弁
注
」
に
「
三
季
の
説
」
が
な
い
こ
と
も
、

初
期
の
二
条
流
に
お
い
て
は
「
三
季
の
説
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
な
っ
た

こ
と
を
表
し
て
い
よ
う
。
そ
の
ほ
か
、
「
僻
案
抄
」
と
「
六
巻
抄
」
の
内

容
と
極
め
て
近
い
注
釈
書
と
し
て
、
藤
原
盛
徳
の
「
古
今
、
秘
聴
抄
」
や
北

畠
親
腐
の
「
古
今
集
注
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
と
し
て
北
畠
親
房
の

「
古
今
集
注
」
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
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袖
ひ
ち
て
ハ
、
ひ
た
し
て
と
云
也
。
定
家
柳
の
口
伝
に
は
、
昔
の
人

の
好
ミ
よ
ミ
て
る
に
や
、
古
今
に
は
多
〔
く
〕
ミ
ゆ
、
後
撰
に
は
少

し
、
今
の
世
の
帯
に
は
不
レ
可
レ
誌
と
そ
誠
ら
れ
し
と
、
云
々
、
是
は

父
俊
成
卿
の
誠
ら
れ
け
る
詞
也
、

以
上
の
三
例
を
見
る
と
、
貫
之
駄
に
対
す
る
注
は
「
ひ
ち
て
」
の
み
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
注
釈
の
構
成
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
ず
「
ひ

ち
て
」
の
解
釈
、
そ
し
て

「古
今
集
」
の
歌
人
が
好
ん
だ
表
現
で
あ
る
こ



と
を
い
い
、
最
後
は
「
後
撰
集
』
に
少
な
い
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
に

よ
る
と
、
初
期
二
条
流
正
説
に
は
「
一
二
季
の
説
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

「一
一一
季
の
一
説
」
が
二
条
流
注
釈
と
し
て
登
場
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
内

閣
文
庫
本
「
古
今
集
注
(
伝
冬
良
作
こ
の
辺
り
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

し
か
し
そ
の
構
成
を
分
析
し
て
み
る
と
、
今
ま
で
の
こ
条
流
の
説
で
あ
る

「
ひ
ち
て
」
の
解
釈
の
前
に
「
三
季
の
説
」
を
加
え
、
後
に
東
風
解
凍
説

を
添
え
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
で
見
ら
れ
る
「
三
季
の
説
」
は
何

処
か
ら
来
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

内
閣
文
庫
本
「
吉
今
集
注
(
伝
冬
良
作
こ
の
性
格
に
関
し
て
、
片
構

洋
一
氏
が
親
廃
流
十
日
今
注
を
土
台
に
す
る
説
と
頓
阿
流
古
今
注
を
土
台
に

す
る
説
と
の
こ
説
を
示
し
た
。
し
か
し
「
三
季
の
説
」
に
関
し
て
は
「
北

畠
親
房
注
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
深
津
陸
夫
氏
は
こ
の
注
が
頓
阿

注
を
基
本
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
根
拠
が
弱
い
と
し
た
上
で
、
そ
の

大
部
分
は
師
成
親
王
が
響
き
加
え
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
「
む
す
び

し
水
」
の
散
の
注
を
見
る
と
、
確
か
に
鳥
井
千
佳
子
氏
や
深
津
陸
夫
氏
が

指
摘
し
た
よ
う
な
諸
注
集
成
の
怠
彩
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
東
風
解
凍
」
の

説
に
関
し
て
は
、
「
顕
注
密
勘
」
に
見
ら
れ
る
ほ
か
、
「
六
巻
抄
」
の
傍
注

に
も
あ
る
。
「
三
季
の
説
」
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
二
条
正
流

の
注
釈
の
中
に
は
な
い
の
で
、
同
時
代
或
い
は
そ
れ
以
前
の
他
流
の
注
釈

か
ら
引
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
可
能
性
と
し
て
、
現
存
の
古

注
の
中
で
は
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
成
立
し
た
と
い
う
「
毘

沙
門
堂
注
」
が
一
番
高
い
。
内
際
文
庫
本
「
古
今
集
注
(
伝
冬
良
作
こ

と
「
毘
沙
門
堂
注
」
の
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
、
両
注
の
類
似
性
は
容

易
に
発
見
で
き
る
。

紀
賞
之

l
卜
成
七
九
信
州
出
J

』

.
子
時
御
議
所
預
。
後
為
木
工
顕
従
五
位
上
。
童
名
、

内
教
坊
向
子
久
酬
明
。

袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ぼ
れ
る
を
春
た
つ
け
ふ
の
か
ぜ
や
と
く

ら
む

む
す
び
し
夏
、
こ
ぼ
れ
る
冬
、
春
た
つ
季
也
。
袖
ひ
ち
て
、
ひ

た
し
て
と
云
也
。
故
人
好
詠
鰍
。

此
集
多
有
之
。
後
撰
に
は
少
し
。
今
世
不
可
詠
之
曲
、
定
家
郷

口
伝
有
之
。
俊
成
庭
訓
也
。
春
立
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む
、
月

令
、
東
風
解
凍
と
云
心
也
。

(
内
閣
文
庫
本
「
古
今
集
注
(
伝
冬
良
作
)
」
)

註
臼

O
春
立
日
者
延
喜
三
年
正
月
三
日
也
此
苛
一
首
ニ
三
季
ヲ
ヨ
メ
リ
春

立
ハ
春
也
袖
演
ハ
夏
也
コ
ホ
レ
ル
ハ
冬
也
(
中
略
)

。
子
持
御
番
所
預
延
喜
六
年
任
越
前
権
按
後
伺
従
五
位
上
木
工
権
頭

天
慶
九
年
卒
童
名
内
教
房
阿
子
久
曽
膏
九
十
七
首
其
中
短
歌
一

閣
制
明
記

O
楽
云
内
教
房
内
裏
ニ
有
也

O
或
人
云
あ
や

O
此
膏

東
風
解
凍
文
也

O
劇
剥
矧
刻
刻
刈
判
制
剖
而
如
御
本
ハ
忠
峯
寄
一

首
貫
之
時
ハ
九
十
八
首
如
目
六
賀
部
員
之
三
一
首
也
市
如
此
本
ハ
一
品
目

也
若
定
由
貿
扉
風
苛
中
貫
之
膏
有
二
首
鰍
九
十
九
首
也
除
忠
峯
之
外

也
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「
毘
沙
門
堂
注
」

両
注
を
比
べ
て
容
易
に
気
づ
く
の
は
、
歌
人
紹
介
、
「
三
季
の
説
」
、
東



風
解
凍
説
な
ど
に
お
い
て
、
両
注
は
共
通
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
歌
人
紹
介
の
部
分
に
関
し
て
は
、
清
報
本
「
古
今
集
勘
物
」
も
ほ
ぼ

同
じ
内
容
が
確
認
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
傍
線
部
の
貫
之
歌
の
数
に
注
目

し
て
み
る
と
、
清
輔
本
「
古
今
集
勘
物
」
の
「
九
十
五
首
。
其
外
短
苛
一

首
・
旋
頭
奇
一
首
」
、
つ
ま
り
九
十
七
首
説
の
み
を
あ
げ
る
の
に
対
し
て
、

内
閣
文
産
本
「
古
今
集
注
(
伝
冬
良
作
こ
は
「
九
十
或
七
九
首
」
、
つ
ま

り
「
九
十
七
首
あ
る
い
は
九
十
九
首
」
の
二
説
を
上
げ
て
い
る
。
筆
者
の

調
査
に
よ
る
と
、
内
閣
文
庫
本
「
古
今
集
注
(
伝
冬
良
作
こ
よ
り
前
の

注
釈
書
の
中
で
、
九
十
七
首
説
と
九
十
九
首
説
を
同
時
に
あ
げ
た
の
は
、

「
毘
沙
門
堂
注
」
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
師
成
親
王
が
「
毘

沙
門
堂
注
」
あ
る
い
は
そ
の
内
容
と
近
い
注
釈
蓄
を
見
た
可
能
性
は
高
い

と
忠
わ
れ
る
。
内
問
文
庫
本
「
古
今
集
注
(
伝
冬
良
作
ご
と
「
毘
沙
門

堂
注
」
の
類
似
点
か
ら
考
え
る
と
、
後
の
宗
祇
流
、
尭
恵
流
古
今
伝
授
の

中
で
重
ん
じ
ら
れ
た
「
三
季
の
説
」
は
、
定
家
か
ら
為
世
へ
の
二
条
流
正

説
で
は
な
く
、
非
二
条
流
の
「
毘
沙
門
堂
注
」
に
よ
る
注
説
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
と
忠
わ
れ
る
。

さ
て
、
片
桐
洋
一
氏
に
よ
る
と
、
「
毘
沙
問
堂
注
」
は
「
六
条
流
の
末

流
と
も
い
う
べ
き
知
家
・
行
家
の
流
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
を
、
(
中

略
)
二
条
正
流
と
は
距
離
を
置
く
ポ

i
ズ
を
と
り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に

京
極
為
兼
に
好
意
を
抱
く
人
物
が
今
の
形
に
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
」
と
推

定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
い
う
ま
で
も
な
い
が
「
三
季
の
説
」
は
「
顕
注

密
勘
」
に
な
い
も
の
で
あ
る
c

し
た
が
っ
て
「
三
季
の
説
」
を
六
条
家
説

と
す
る
根
拠
は
な
い
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
片
桐
氏
が
指
摘
し
た

「
毘
沙
門
堂
注
」
が
持
つ
「
和
歌
秘
伝
」
の
性
格
で
あ
る
。
氏
が
背
景
に

「
和
歌
秘
伝
」
が
想
定
さ
れ
る
と
し
た
注
艇
に
は
、
「
註
日
十
日
付
十
事

靖
」
の
形
式
の
記
述
が
多
い
。
こ
の
特
徴
を
念
頭
に
置
い
て
「
む
す
び
し

水
」
の
歌
注
を
克
る
と
、
「
三
季
の
説
」
の
前
に
あ
る
「
註

E
O春
立
日

者
延
喜
三
年
正
月
三
日
也
」
と
い
う
誤
っ
た
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま

り
「
毘
沙
門
堂
注
」
に
見
ら
れ
る
「
三
季
の
説
」
は
「
和
歌
秘
伝
」
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
。

陪
題
は
少
し
複
雑
に
な
る
が
、
前
述
し
た
内
閣
文
庫
本
「
古
今
集
注
(
伝

冬
良
作
)
」
の
後
、
新
し
い
注
説
が
「
冷
泉
持
為
注
」
の
中
で
登
場
す
る
。

そ
れ
は
「
四
季
の
説
」
で
あ
る
。

又
俊
頼
説
に
は
、
此
苛
は
毘
季
を
読
と
也
。
其
故
は
、
袖
ひ
ち
て
結

は
夏
也
。
水
の
氷
れ
る
は
冬
也
。
春
立
は
も
と
よ
り
春
也
。
む
す
び

し
の
し
の
字
に
て
秋
を
お
も
は
へ
た
り
と
や
。
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傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
四
季
の
説
」
は
「
三
季
の
説
」
と
比
べ
て
、

「
秋
」
以
外
の
部
分
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
源
後
頼
説
に

仮
託
さ
れ
て
い
る
が
、
「
四
季
の
説
」
は
や
は
り
「
一
二
季
の
説
」
の
延
長

と
し
て
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
後
と
の
説
は
「
古
今
集
延
五
記
」
を
始

め
と
す
る
発
恵
流
古
今
伝
授
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。
し
か
し
宗
祇
流
古

今
伝
授
の
中
で
し
ば
し
ば
批
判
の
対
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
後
発
恵

流
の
衰
退
と
と
も
に
古
今
伝
授
の
舞
台
か
ら
消
え
た
。

一
方
「
三
季
の
説
」
を
継
承
し
た
宗
祇
流
吉
今
伝
授
は
中
世
か
ら
近
世

ま
で
の
数
百
年
間
大
き
な
発
展
を
遂
げ
た
。
「
三
季
の
説
」
が
宗
祇
流
古

今
伝
授
の
経
盛
と
と
も
に
、
「
む
す
び
し
水
」
の
歌
の
揺
る
ぎ
な
い
解
釈

と
し
て
確
立
し
た
。
し
か
し
「
三
季
の
説
」
が
な
ぜ
こ
こ
ま
で
不
動
の
地

位
を
確
立
で
き
た
の
か
。
貫
之
の
歌
を
克
て
み
る
と
、
確
か
に
冬
と
春
の



心
は
明
白
で
は
あ
る
が
、
夏
を
一一
不
す
路
実
な
証
拠
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ

の
問
題
を
解
く
た
め
に
、
「
三
季
の
説
」
を
主
張
す
る
注
釈
を
抜
粋
し
て

み
よ
う
。む

す
び
し
水
と
は
哀
の
水
を
翫
ぶ
心
也

{
お
}

「
耕
雲
間
欝
」

袖
ヒ
チ
テ
ハ
藍
納
涼
也

(
「
古
今
和
歌
集
三
条
抄
」
)

夏
ノ
隅
ハ
水
ヲ
愛
ス
ル
物
也

目司「

{云
Jl;、
抄さ
し町一

右
に
挙
げ
た
諸
説
を
見
る
と
、
す
べ
て
の
解
釈
が
「
袖
ひ
ち
て
む
す
び

し
水
」
と
い
う
行
動
を
「
納
涼
」
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。

つ
ま
り
「
結
び
し
水
」
が
も
た
ら
す
納
涼
の
イ
メ
ー
ジ
は
当
時
に
お
い
て

広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
実
際
、
中
世
に
お
け
る
納
涼
詠

の
中
で
「
水
を
結
ぶ
」
(
水
を
掬
う
)
と
い
う
表
現
は
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
。

著
名
な
歌
集
か
ら
い
く
つ
か
の
用
例
を
挙
げ
る
と
、

お
な
じ
大
嘗
会
主
基
方
堺
風
、
増
井
納
涼
の
人
あ
り従

二
位
隆
博

す
ず
し
さ
を
ま
す
井
の
し
水
む
す
ぶ
手
に
ま
づ
か
よ
ひ
く
る
万
代
の
秋

(
「
風
雅
集
」
賀
二

樹
蔭
納
涼

日
比
よ
り
く
ち
木
の
柳
か
げ
あ
さ
み
む
す
ぶ
し
水
ぞ
ぬ
る
く
成
り
ぬ
る

(
「
為
予
千
首
」
夏
百
首
二
九
八
)

水
辺
納
涼

夏
ぞ
な
き
千
代
の
よ
は
ひ
も
ひ
さ
ご
も
て
む
す
ぶ
に
清
き
玉
の
泉
は

(
「
雅
世
集
」
七
四
四
)

な
ど
が
あ
る
。
右
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
中
世
の
納
涼
詠
の
中
で
は
水
を

掬
う
と
い
う
意
味
で
の
「
む
す
ぶ
」
が
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
「
三

季
の
説
」
が
中
世
か
ら
近
世
ま
で
の
多
数
の
古
今
集
注
の
中
で
重
ん
じ
ら

れ
た
要
因
の
一
つ
は
ま
さ
に
こ
れ
で
あ
る
。
古
今
集
の
諸
注
釈
に
お
い
て

「
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
」
を
夏
と
す
る
理
由
に
は
、
こ
う
い
っ
た
「
む

す
ぶ
」
が
中
世
納
涼
詠
の
中
で
多
く
使
わ
れ
て
い
る
背
景
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
高
尚
が
契
沖
の
斬
新
な
意
見
を
も
の
と
も
せ
ず
に

「
歌
の
情
を
も
え
見
し
ら
ぬ
説
」
と
し
て
否
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
実
際
、
中
古
に
お
い
て
も
中
世
に
お
い
て
も
「
む
す
び
し
水
」
(
水
を

掬
う
)
と
い
う
表
現
が
夏
あ
る
い
は
納
涼
に
限
定
さ
れ
た
事
は
な
か
っ
た
。

中
古
の
例
に
関
し
て
は
次
節
に
譲
る
が
、
中
世
の
用
例
を
一
つ
挙
げ
る
と
、
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立
春

君
が
た
め
結
ぶ
つ
か
さ
の
若
水
に
け
ふ
や
氷
の
と
け
は
じ
む
ら
ん

(
「
公
賢
集
」
七
四
回
)

が
あ
る
。
こ
れ
は
水
を
掬
う
、
立
春
、
そ
し
て
東
風
解
凍
を
一
首
に
読
み

込
ん
だ
好
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
貫
之
の
立
春
詠
の
中
に
あ

る
「
む
す
び
し
水
」
を
夏
の
行
動
と
し
て
解
釈
す
る
乙
と
は
、
契
沖
の
言

う
よ
う
に
「
後
の
人
の
し
わ
さ
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。



三
、
「
む
す
び
し
水
」

の
季
節
性

貫
之
の
歌
に
あ
る
「
む
す
び
し
水
」
の
意
味
を
考
え
る
た
め
に
、
彼
が

活
動
す
る
時
代
を
中
心
に
中
古
の
和
歌
に
お
け
る
水
を
掬
う
と
い
う
表
現

の
季
節
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

先
ず
夏
の
納
涼
詠
で
詠
ま
れ
た
例
を
紹
介
し
た
い
。
そ
れ
に
関
す
る
先

行
研
究
と
し
て
、
既
に
岩
井
宏
子
氏
の
「
納
涼
詠
の
生
成

i
l新
歌
材
の

受
容
と
展
開
」
が
あ
る
。
氏
が
和
漢
比
較
研
究
を
通
じ
て
、
日
本
漢
詩
よ

り
「
和
歌
の
世
界
で
の
「
納
涼
」
の
受
容
は
緩
慢
で
あ
っ
た
。

「拾
遺
和
歌
集
』

の
夏
部
に
至
っ
て
よ
う
や
く
納
涼
歌
群
が
登
場
す
る
こ
と
と
な
る
」
と
指

摘
し
、
そ
の
上
、
貫
之
の
立
春
詠
を
寸「
「
古
今
集
」
の
中
で
唯
一
暑
さ
を

避
け
「
涼
」
を
求
め
て
い
る
様
子
を
叙
述
し
た
も
の
」
と
し
な
が
ら
、
「
「
古

今
集
」
に
お
い
て
夏
の
景
物
と
し
て
の
「
納
涼
」
が
歌
の
テ

i
マ
に
な
っ

(
幻
)

て
い
る
も
の
は
な
い
」
と
結
論
付
け
た
。
氏
が
あ
げ
た
納
涼
誌
の
用
例
の

中
か
ら
水
を
掬
う
と
い
う
表
現
が
含
ま
れ
た
作
を
挙
げ
る
と
、
「
後
撰
和

歌
集
」
の
歌
人
中
務
と

「拾
遺
和
歌
集
』
の
歌
人
源
順
の
歌
が
あ
る
。

い
づ
み

し
た
く
く
る
水
に
秋
こ
そ
か
よ
ふ
ら
し
む
す
ぶ
泉
の
子
さ
へ
涼
し
き

(
「
中
務
集
」
四

O
)

人
の
家
の
泉
の
つ
ら
に
す
ず
む

山
の
井
を
か
つ
結
び
つ
つ
夏
衣
ひ
も
う
ち
と
け
で
す
ず
む
こ
ろ
か
な

(
「
源
順
集
」
二

O
七
)

平
安
時
代
の
古
い
も
の
と
し
て
は
こ
の
二
首
が
あ
げ
ら
れ
、
数
自
体
は
多

く
な
い
。

次
は
貫
之
の
時
代
に
見
ら
れ
る
、
季
節
性
が
は
っ
き
り
し
な
い
作
で
あ

司令。

志
賀
の
山
越
え
に
て
、
石
井
の
も
と
に
て
、
物
言
ひ
け
る
人
の

別
れ
け
る
折
に
よ
め
る

結
ぶ
手
の
し
づ
く
に
濁
る
山
の
井
の
あ
か
で
も
人
に
分
か
れ
ぬ
る
か
な

(
「
古
今
集
」
離
別
四

O
四
)

岩
く
ぐ
る
山
弁
の
水
を
む
す
び
あ
げ
て
た
が
た
め
惜
し
き
い
の
ち
と

か

知

る

(

「

伊

勢

集

」

四

二

四

)
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山
水
を
子
に
む
す
び
て
も
こ
こ
ろ
み
む
ぬ
る
く
は
石
の
中
も
た
の
ま
じ

(
「
伊
勢
集
」
四
三
八
)

世
の
中
心
細
く
常
の
心
地
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
源
公
忠
朝
臣
の

も
と
に
こ
の
歌
を
や
り
け
る
、
こ
の
あ
ひ
だ
病
ひ
重
く
な
り
に

け
る

子
に
結
ぶ
水
に
宿
れ
る
月
影
の
あ
る
か
な
き
か
の
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ

(
「
貰
之
集
」
八
八
八
)

吋古
今
集
」
四
O
四
番
歌
の
季
節
は
明
確
で
は
な
い
。

「古
今
集
』
に

お
け
る
「
志
賀
の
山
越
」
に
関
連
す
る
歌
を
見
る
と
、
春
、
秋
、
冬
の



部
に
入
っ
て
い
る
散
は
あ
る
も
の
の
、
衰
の
部
に
は
な
い
。

八
八
八
番
の
駄
に
つ
い
て
、
渡
辺
秀
夫
氏
が
「
例
に
よ
っ
て
い
か
に
も
貫

之
ら
し
く
こ
と
わ
り
強
く
冠
さ
れ
た
〈
子
に
む
す
ぶ
水
に
宿
れ
る
月
〉
と

い
う
歌
匂
も
ま
た
、
「
安
寝
北
堂
上
。
明
月
入
我
腕
。
照
レ
之
有
余

輝
。
撹
レ
之
不
レ
盈
レ
子
」
(
吋
文
選
」
巻
一
二

0
・
陸
機
・
擁
古
詩
)
、
「
山

人
見
レ
月
寧
思
レ
寝
。
吏
掬
寒
泉
満
レ
手
箱
」
(
金
立
之
・
峡
山
寺
翫
レ

月
・
『
千
載
佳
句
い
(
月
〕
)
、
「
掬
レ
ホ
月
在
ν

手
。
弄
レ
花
香
満
レ
衣
」
(
唐
・

子
良
史
・
春
山
夜
月
)
な
ど
に
み
え
る
漢
詩
の
秀
逸
で
酒
落
た
趣
向
の
科

用
に
出
る
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
氏

が
上
げ
た
三
首
の
詩
の
季
節
に
注
目
す
る
と
、
い
ず
れ
も
夏
あ
る
い
は
納

涼
と
は
無
関
係
な
作
と
思
わ
れ
る
。

「
伊
勢
集
い
の
二
首
の
恋
歌
に
お
け
る
水
を
掬
う
と
い
う
行
動
に
関
し

て
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
季
節
性
が
な
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
以
上
の
部
首
は
季
節
性
が
は
っ
き
り
し
な
い
歌
と
し
て

分
類
す
る
方
が
妥
当
だ
と
考
え
る
。

最
後
に
注
自
し
た
い
の
は
、
今
ま
で
の
注
釈
蓄
が
ほ
と
ん
ど
注
目
し
な

か
っ
た
春
歌
の
中
に
あ
る
水
を
掬
う
表
現
で
あ
る
。

天
麿
御
時
、
御
扉
風
歌
、
立
春

け
ふ
と
く
る
水
に
か
け
て
ぞ
む
す
ぶ
ら
し
ち
と
せ
の
春
に
あ
は
ん
ち

ぎ

り

を

(

「

源

順

集

」

一

六

四

)

先
掲
し
た
二

O
七
番
歌
の
納
涼
詠
で
水
を
掬
う
と
い
う
表
現
を
使
っ
た

源
順
だ
が
、
彼
の
納
涼
誌
よ
り
は
む
し
ろ
こ
の
散
の
方
が
貫
之
の
立
春
歌

を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
お
い
て
立
春
、
東
風
解
凍
そ
し

て
水
を
掬
う
と
い
う
表
現
が
貫
之
の
歌
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
確

実
で
あ
ろ
う
。

時
代
を
や
や
下
る
と
、
始
春
(
立
春
あ
る
い
は
元
日
)
の
水
を
掬
う
と

い
う
表
現
に
新
た
な
意
味
を
加
え
た
歌
が
琉
れ
た
。

堀
川
院
の
御
時
、
立
春
の
あ
し
た
に
、
け
ふ
の
心
っ
か
ふ
ま
つ

る
べ
き
よ
し
侍
り
け
れ
ば
奏
し
侍
り
け
る
源
俊
頼
朝
臣

君
が
た
め
み
た
ら
し
河
を
若
水
に
む
す
ぷ
や
千
代
の
は
じ
め
な
る
ら
ん

(
「
千
載
集
」
賀
六
一

O
)

つ

い

た

ち

の

日

家

良

い
つ
し
か
と
池
の
こ
ほ
り
の
け
さ
は
ま
た
と
く
れ
ば
む
す
ぶ
春
の
わ

か

み

づ

(

「

新

撰

六

帖

」

第

一

帖

二

二

)

-28-

こ
れ
ら
の
歌
に
詠
ま
れ
た
「
若
水
」
は
も
と
も
と
は
立
春
の
自
に
主
水

司
が
天
皇
に
奉
っ
た
水
で
、
平
安
時
代
に
は
宮
中
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て

い
た
。
歌
こ
と
ば
と
し
て
登
場
す
る
時
期
は
や
や
遅
い
が
、
若
水
を
汲
む

行
事
は
既
に
『
延
喜
式
い
巻
四
十
の
主
水
百
の
次
の
条
か
ら
確
認
で
き
る
。

ム

キ

ツ

ノ

択
一
宮
中
若
京
内
一
井
堪
レ
用
者
定
。
前
冬
土
王
。
令
一
牟
義
都

オ
フ
ト
ヲ
キ
ヨ
メ

首
深
治
郎
祭
之
。
至
於
立
春
日
昧
日
一
一
。
牟
義
都
首
汲
レ
水
付
レ

司
披
-
供
奉
↓
。
一
汲
之
後
廃
而
不
レ
用
。

濃
川
政
次
郎
氏
に
よ
る
と
、
「
こ
の
天
皇
・
中
宮
・
東
宮
の
御
生
気
御

井
か
ら
立
春
の
自
の
早
朝
に
汲
む
水
が
、
震
に
い
う
立
春
水
で
あ
っ
て
、



立
春
本
よ
り
転
化
し
た
も
の
が
、
正
月
一
日
の
早
朝
に
汲
む
若
水
で
あ

る
」
と
い
う
。
吋
延
喜
式
』
で
は
井
戸
水
で
あ
っ
た
も
の
が
、
前
掲
の
よ

う
に
、
後
の
時
代
に
な
る
と
、
一
的
に
若
水
は
立
春
あ
る
い
は
元
旦
に
汲

ん
だ
水
と
い
う
意
味
に
変
化
し
た
。
し
か
し
立
春
の
水
を
汲
む
こ
と
が
め

で
た
い
点
に
お
い
て
は
、
貫
之
の
時
代
に
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
古

代
中
国
の
立
春
習
俗
の
中
に
も
立
春
の
水
を
汲
む
と
い
う
行
事
が
あ
る
。

鹿
代
の
月
令
式
農
書
「
四
時
築
要
」
正
月
の
部
に
は
、

立
春
日
、
貯
レ
水
、
謂
之
神
水
一
。
醸
レ
酒
不
レ
壊
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
同
じ
記
述
は
南
宋
の
「
歳
時
広
記
』
に
も
見
ら
れ

る
。
日
中
両
国
に
お
い
て
立
春
の
水
が
特
別
祝
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
に

よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
以
上
の
資
料
に
基
づ
い
て
、
糞

之
の
歌
の
解
釈
を
考
え
て
み
た
い
。
離
か
に
納
涼
詠
に
見
ら
れ
る
水
を
掬

う
と
い
う
行
動
は
風
流
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
立
春
や
東
風
解
凍
と
直
接
関

係
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
毎
年
掬
う
め
で
た
い
立
春
の
水
な

ら
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
寅
之
が
掬
っ

た
水
は
吋
延
喜
式
」
に
見
ら
れ
る
井
戸
水
で
は
な
い
け
れ
ど
、
内
古
今
集
』

の
歌
人
た
ち
に
と
っ
て
、
東
風
解
凍
は
「
あ
の
素
晴
ら
し
い
春
の
水
と
の

再
会
」
で
も
あ
る
。
吋
古
今
集
」
の
中
で
春
の
水
は
桜
や
梅
ほ
ど
多
く
読

ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
源
当
純
の
「
谷
風
に
と
く
る
氷
の
ひ
ま
ご
と
に

打
ち
い
づ
る
浪
や
春
の
初
花
」
(
春
上
・
二
一
)
が
あ
る
よ
う
に
、
賞
翫

さ
れ
る
対
象
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
夏
歌
の
中

で
水
を
詠
む
作
は
一
首
も
な
い
。
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
真
之
歌
に
あ
る

「
む
す
び
し
水
」
を
春
の
行
動
と
し
て
考
え
た
ほ
う
が
自
然
と
忠
わ
れ
る
。

ま
た
そ
の
素
晴
ら
し
い
水
を
汲
む
こ
と
が
「
礼
記
』
月
令
の
条
を
努
ノ
髭
さ

せ
、
歌
人
に
東
風
解
凍
を
実
感
す
る
喜
び
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

新
し
い
春
が
来
る
た
び
に
春
の
水
を
掬
っ
た
記
鰭
が
蘇
え
り
、
歌
人
の
心

に
感
興
を
推
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

呂
、
結

器&
日間

貫
之
の
歌
に
お
け
る
「
む
す
び
し
水
」
の
表
現
を
去
年
の
立
春
の
出
来

事
と
す
れ
ば
、
歌
の
解
釈
も
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
今
ま
で
「
三
季

の
説
」
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
私
は
こ
の
歌
を
「
去
年
の
春
の
思
い
出

の
蘇
生
」
と
い
う
意
味
で
解
釈
を
試
み
た
い
。

去
年
の
春
風
に
よ
っ
て
解
け
た
水
を
掬
う
時
の
楽
し
い
思
い
出
は
、
冬

の
寒
さ
に
凍
っ
た
水
と
と
も
に
凍
結
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
立
春
を
迎

え
た
今
日
、
東
風
が
吹
い
て
あ
の
氷
を
溶
か
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
一

冬
に
凍
っ
て
い
た
私
の
楽
し
い
思
い
も
、
あ
の
氷
と
一
緒
に
解
る
の
で

し
ょ
う
。
ま
た
あ
の
春
の
清
水
が
掬
え
る
と
思
え
ば
。

「
三
季
の
説
」
の
場
合
、
解
け
る
立
春
の
水
の
題
材
に
対
し
て
、
ど
う

し
て
そ
れ
と
関
係
が
薄
い
夏
の
納
涼
の
思
い
出
が
蘇
っ
た
か
に
つ
い
て
は

解
釈
が
難
し
い
。
し
か
し
「
去
年
の
春
の
思
い
出
の
蘇
生
」
と
い
う
捉
え

方
に
よ
っ
て
、
「
一
二
季
の
説
」
で
生
じ
た
さ
よ
う
な
不
自
然
さ
も
な
く
な

り
、
散
の
行
惜
の
一
貫
性
も
強
ま
る
。
ま
た
典
放
を
踏
ま
え
た
迎
春
の
喜

び
も
、
よ
り
一
層
味
わ
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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士
-(

l
)
深
津
陸
夫
吋
古
今
集
古
注
釈
欝
集
成
浄
弁
述
内
閣
文
庫
本
古
今
和
歌
集
注
」
(
笠



問
問
欝
院
、
一
九
九
八
年
)
。

(
2
)
間
前
、
三
三
五
賞
。
な
お
本
注
の
成
立
事
情
は
複
線
で
あ
り
、
詳
し
い
内
容
は

次
節
を
参
照
。

(3)
片
楠
洋
一
「
中
世
古
今
集
注
釈
欝
解
題
六
』
(
赤
尾
照
文
堂
、
一
九
八
七
年
)
。

(
4
)
池
田
利
夫
地
吋
契
沖
全
集
第
八
巻
」
(
岩
波
暫
時
、
一
九
七
三
年
)
。

(5)
「
古
今
和
歌
集
新
釈
(
捜
州
制
服
)
」
(
風
間
欝
潟
、
一
九
八
九
年
)
。

(
6
)
近
代
に
お
い
て
出
版
さ
れ
た
『
古
今
集
」
注
釈
欝
を
調
べ
た
結
果
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
設
及
し
た
の
は
小
町
谷
間
彦
氏
の
「
古
今
和
歌
集
評
釈
二
袖
諮

ち
て
む
す
び
し
水
の
」
(
吋
臨
文
学
』
二
八
巻
三
号
、
一
九
八
三
年
)
の
み
で
あ

る
が
、
契
沖
の
説
に
つ
い
て
の
批
判
は
な
い
。

(7)
「
四
季
の
説
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

(8)
久
瞥
神
昇
「
日
本
数
学
大
系
別
巻
五
」
(
風
間
警
勝
、
一
九
八
一
年
)
。

(9)
片
隅
洋
一
言
s

世
古
今
集
注
釈
欝
解
題
一
二
(
下
)
」
(
赤
尾
照
文
堂
、
一
九
八
一
年
)
。

(
叩
)
片
構
洋
一
「
中
世
古
今
集
注
釈
欝
解
題
三
(
上
)
」
(
赤
尾
照
文
堂
、
一
九
八
一
年
)

一
五
賞
。

(
日
)
間
前
、
二
三
員
。

(
立
)
注

(
l
)
を
参
照
。

(
円
以
)
新
井
栄
蔵
吋
制
使
殊
院
蔵
吉
今
伝
授
資
料
一
一
』
(
汲
古
欝
鏡
、
一
九
九
一
年
)
。

(
比
)
白
山
芳
太
郎
「
神
道
大
系
論
説
縦
十
九
竺
神
道
大
系
轍
築
会
、
一
九
九
二
年
)
。

(
日
)
片
桐
洋
一
「
中
世
古
今
集
注
釈
盤
解
題
一
二
(
上
)
」
九
五
頁
、
片
桐
洋
一
「
中
世

古
今
集
注
釈
欝
解
題
六
い
一
一
一

O-員
。
な
お
内
館
文
庫
本
「
古
今
集
注
(
伝
冬
良
作
こ

に
関
し
て
、
白
鳥
井
千
佳
子
氏
の
「
頓
間
の
「
古
今
集
注
」
追
尋
」
(
吋
鴨
束
論
壇
同

第
一
号
、
一
九
八
五
年
)
に
お
い
て
論
及
が
あ
る
。

(
時
)
注

(
1
)
を
参
照
。

(
口
)
吉
潔
義
則
間
判
未
刊
国
文
古
注
釈
大
系
第
四
巻
」
(
清
文
堂
、
一
九
六
八
年
)
。

片
棋
洋
一
吋
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
』
(
八
木
響
応
、
一
九
九
八
年
)
。

(
国
)
自
本
古
典
文
学
会
編
吋
復
刻
自
本
古
典
文
学
館
第
一
期
清
輔
本

歌
集
」
(
日
本
古
典
文
学
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
)
。

(
凶
)
片
隅
洋
一
吋
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
」
解
題
二
八
頁
。

(
加
)
間
前
、
一
九
1
二
三
頁
。

(
幻
)
湯
浅
吉
美
吋
日
本
暦
日
便
覧
』
(
汲
古
書
院
、

古
今
和

一
九
八
八
年
)
に
よ
る
と
延
喜
三

年
の
立
春
は
正
月
元
日
で
あ
る
。

(
幻
)
田
野
慎
二
・
山
崎
真
克
「
翻
刻
平
安
文
学
資
料
稿

平
安
文
学
緋
究
会
、
一
九
九
六
年
)
。

(
お
)
耕
雲
間
議
研
究
会
吋
古
今
集
古
注
釈
議
集
成
耕
雲
間
警
」
(
笠
間
議
院
、

一
九
九
五
年
)
。

(
担
)
徳
江
一
死
正
「
古
今
和
歌
集
三
条
抄
」
(
三
弥
井
醤
庖
、
一
九
九
O
年)。

(
お
)
伝
心
抄
研
究
会
吋
古
今
集
古
注
釈
器
集
成
伝
心
抄
」
(
笠
間
欝
院
、

一
九
九
六
)
。

(
部
)
岩
井
宏
子
士
山
今
的
表
現
の
成
立
と
展
開
」
(
和
泉
審
院
、
二

O
O
八
年
)
。

(
幻
)
同
前
、
六
五
頁
、
七
二
頁
。

(
部
)
吋
古
今
和
歌
集
』
の
春
下
一
一
五
、
一
一
九
、
秋
下
三

O
三
、
冬
三
二
鴎
な
ど
が

そ
の
仰
山
で
あ
る
。

(
却
)
渡
辺
秀
夫
歪
3

安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
(
勉
誠
社
、
一
九
九
一
年
)
一
四
三
頁
。

(
却
)
黒
板
勝
美
新
訂
噌
綿
「
国
史
大
系
第
二
十
六
巻
」
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五

年)。

(
訂
)
瀧
川
政
次
郎
吋
百
本
社
会
経
済
史
論
考
」
(
日
光
書
院
、

i
六
八
四
頁
。

(
詑
)
中
村
裕
一
「
中
国
古
代
の
年
中
行
事

第

j関

第
二
巻
」
(
広
島

-30-

九
三
九
年
)
六
八

第

間
」
(
汲
古
書
院
、
二

O
O
九
年
)
。

〔
間
引
用
和
歌
の
依
拠
本
文
〕

「
古
今
和
歌
集
」
の
引
用
は
片
桐
洋
一
「
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
(
講
談
社
、

一
九
九
八
年
)
、
そ
の
ほ
か
の
引
用
は
吋
新
編
国
歌
大
観
い

C
D
'
R
O
M
版
(
角
川
書

忠
一
九
九
六
年
)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(
ズ
イ

ゲ
ン
エ
ン
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
穂

人
文
社
会
科
学
研
究
科
日
本
文
学
)
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