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こ
よ
ぅ
ぎ
れ
 
 
 

一
、
紙
捻
切
に
ょ
る
現
存
本
の
本
文
批
判
 
 
 

源
道
済
集
に
つ
い
て
ほ
、
杉
崎
重
遠
氏
以
後
、
の
ち
に
あ
げ
る
よ
う
な
諾
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
歌
集
の
構
成
と
内
容
の
 
 

把
捉
は
は
ば
杉
崎
氏
の
説
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
私
の
よ
う
に
こ
の
歌
集
が
、
本
来
的
な
編
集
段
階
で
の
粗
雑
さ
（
草
稿
性
）
 
 

と
伝
来
過
程
で
生
じ
た
誤
脱
と
の
両
面
を
持
つ
と
考
え
た
時
、
お
の
ず
と
諸
論
文
と
は
ち
が
っ
た
形
で
道
済
集
な
読
む
こ
と
が
可
能
 
 

で
あ
ろ
う
n
 
 
 

杉
谷
寿
都
氏
「
資
料
・
紙
捻
切
道
済
集
」
 
（
論
文
集
平
安
文
学
研
究
第
一
輯
所
収
・
風
間
書
房
昭
和
五
九
年
刊
）
 
は
、
一
一
、
二
 
 

世
紀
の
書
写
に
な
る
同
集
の
断
簡
を
集
め
て
紹
介
し
た
労
作
で
あ
る
が
、
現
存
諸
本
と
の
相
違
を
論
じ
た
中
に
、
注
自
す
べ
き
指
摘
 
 

が
あ
る
。
 
 
 

そ
の
一
つ
は
、
一
九
五
番
歌
か
ら
二
〇
二
番
歌
の
 
「
寛
弘
五
年
七
月
或
所
展
凰
」
と
い
う
総
題
で
並
ぷ
八
首
の
屏
風
歌
中
に
、
現
 
 

存
本
で
一
致
し
て
 
 

範
島
有
柴
舟
、
折
藤
花
所
 
 

む
ら
さ
き
の
凰
ぞ
吹
き
け
る
藤
の
花
そ
ら
よ
り
お
つ
る
ぬ
の
ひ
き
の
た
き
（
1
9
6
）
 
 

と
あ
る
歌
が
、
舐
捻
切
で
は
、
 
 

ま
が
き
の
し
ま
に
ふ
ね
に
の
り
て
ふ
ぢ
の
花
を
1
る
人
有
 
 

む
ら
さ
き
の
風
ぞ
ふ
き
け
る
ふ
ぢ
の
花
ま
が
 
（
以
下
欠
）
 
 

続
・
海
道
済
実
に
つ
い
て
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と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
杉
谷
氏
は
詞
書
か
ら
し
て
も
離
島
の
藤
花
の
歌
で
あ
る
も
の
が
、
現
存
本
は
下
旬
を
脱
し
て
、
布
引
の
滝
の
 
 

3
8
 
 

場
面
を
詠
ん
だ
次
歌
な
ど
の
下
旬
を
続
け
て
書
写
し
た
も
の
、
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
こ
こ
ほ
現
存
本
 
 

が
書
写
さ
れ
て
行
く
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
誤
写
を
持
つ
が
、
紙
捻
切
は
、
本
来
の
形
を
伝
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ま
た
現
存
本
で
、
 
 

正
月
五
日
 
 

我
袖
に
春
ぞ
し
み
ぬ
る
山
里
の
む
め
ぞ
す
ぐ
る
秋
の
す
す
き
は
本
云
本
マ
ゝ
 
（
3
1
2
）
 
 

と
あ
る
箇
所
は
、
紙
捻
切
に
お
い
て
ほ
、
 
 

正
月
五
日
長
楽
寺
能
上
人
房
に
て
 
 

君
に
あ
ふ
と
山
里
に
き
て
う
ぐ
ひ
す
の
た
に
と
び
い
づ
る
こ
ゑ
を
き
ゝ
つ
る
（
現
存
諸
本
に
な
し
）
 
 

春
長
楽
寺
能
上
房
梅
花
を
翫
 
 

我
袖
に
春
ぞ
し
み
ぬ
る
山
里
の
む
め
が
え
す
ぐ
る
風
の
ふ
き
つ
つ
 
（
3
1
2
）
 
 

と
あ
る
。
「
君
に
あ
ふ
と
」
の
歌
を
中
心
と
し
た
前
後
の
詞
書
を
、
転
写
過
程
に
お
い
て
誤
脱
し
た
の
が
現
存
本
で
あ
る
。
前
稿
に
 
 

お
い
て
、
現
存
本
の
本
文
だ
け
を
注
意
し
た
私
は
、
「
む
め
ぞ
す
ぐ
る
秋
の
す
す
き
は
」
の
あ
た
り
で
何
か
誤
脱
が
あ
ろ
う
と
推
測
 
 

し
た
が
、
い
つ
の
時
代
か
の
書
写
者
が
気
づ
い
て
「
本
云
本
ノ
マ
ゝ
」
と
注
記
し
た
の
も
、
そ
の
範
囲
を
出
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
 
 

た
。
 
 
 

し
か
し
紙
捻
切
に
お
い
て
も
、
な
お
補
な
え
な
い
歌
集
の
不
備
が
あ
る
。
 
 

秋
、
住
膏
に
て
三
首
。
今
一
首
可
尋
。
 
 

み
や
ほ
し
ら
ふ
と
し
き
た
て
ゝ
わ
が
如
本
（
3
1
6
）
 
 

お
い
ら
く
に
や
ま
ひ
そ
ひ
つ
ゝ
い
か
に
せ
ん
い
ま
ゆ
く
す
ゑ
を
神
の
ま
に
ま
に
 
（
3
1
7
）
 
 

の
と
こ
ろ
は
、
紙
捻
切
で
ほ
、
 
 

和
歌
三
首
、
す
み
ょ
し
三
所
に
た
て
ま
つ
る
。
一
首
は
た
づ
ぬ
べ
し
。
 
 
 

官
は
し
ら
ふ
と
し
き
た
て
ゝ
わ
が
く
に
1
い
く
よ
へ
ぬ
ら
む
す
み
ょ
し
の
神
（
3
1
6
）
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と
あ
っ
て
、
本
来
三
首
あ
っ
た
も
の
が
、
紙
捻
切
書
写
段
階
に
お
い
て
す
で
に
一
首
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
私
は
そ
の
欠
失
 
 

ほ
、
書
写
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
た
が
、
「
一
首
は
た
づ
ぬ
べ
し
」
 
の
言
葉
を
歌
集
編
集
時
の
も
の
と
考
え
れ
ば
、
 
 

あ
る
い
ほ
本
来
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

杉
谷
氏
の
労
作
ほ
、
私
の
前
稿
の
最
終
校
正
の
段
階
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
、
取
り
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
現
 
 

存
歌
集
の
性
格
を
考
え
る
上
に
、
本
文
の
吟
味
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
し
み
じ
み
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

当
然
、
研
究
段
階
が
こ
こ
ま
で
進
ん
で
い
な
か
っ
た
時
の
論
文
は
、
杉
崎
氏
の
論
を
起
点
と
し
て
い
る
た
め
に
、
不
利
な
点
不
備
 
 

な
か
た
ち
を
取
ら
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
。
五
島
和
代
氏
「
源
道
済
試
考
」
 
（
文
芸
と
思
想
3
2
号
昭
和
四
三
年
一
一
月
）
 
は
、
歌
集
中
 
 

の
歌
の
排
別
が
編
年
体
に
近
い
と
す
る
方
向
と
そ
れ
を
否
定
す
る
方
向
と
、
杉
崎
民
と
同
じ
く
決
定
し
な
い
ま
ま
で
歌
の
評
価
に
は
 
 

い
る
た
め
に
、
時
と
し
て
思
い
が
け
な
い
誤
解
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
 
 

河
原
院
に
て
 
 

行
末
の
し
る
し
ば
か
り
に
残
る
べ
き
松
さ
へ
い
た
く
老
い
に
け
る
か
な
（
潮
）
 
 

の
歌
を
、
五
島
氏
ほ
次
の
よ
う
に
評
す
る
。
 
 
 

・
…
＝
 
源
融
時
代
の
河
原
院
の
繁
栄
か
ら
、
た
だ
そ
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
し
る
し
ば
か
り
に
松
だ
け
が
残
っ
て
い
る
現
在
、
そ
し
 
 

て
そ
の
松
さ
え
も
老
い
て
い
る
と
い
う
、
ず
っ
と
ず
っ
と
昔
か
ら
今
に
到
る
ま
で
の
時
の
流
れ
、
や
が
て
ほ
そ
の
昔
の
ご
と
く
 
 

に
朽
ち
果
て
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
と
い
っ
た
人
間
の
営
み
、
時
の
流
れ
（
そ
れ
ほ
道
長
の
栄
華
を
さ
え
も
含
ん
で
い
よ
う
 
 

か
）
 
に
、
彼
の
目
は
注
が
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
松
と
ほ
道
済
自
身
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
つ
て
祖
先
ほ
光
孝
 
 

天
皇
で
あ
っ
た
そ
の
系
譜
に
継
が
る
今
の
し
が
な
い
、
す
っ
か
り
老
い
て
し
ま
っ
て
い
る
自
分
で
あ
る
と
の
感
慨
－
－
そ
れ
ら
 
 

を
も
含
め
て
こ
の
歌
は
、
現
実
に
対
す
る
寂
蓼
感
、
無
力
感
以
外
の
何
物
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
い
う
時
に
対
す
 
 

る
認
識
は
、
現
実
に
対
し
て
ほ
む
し
ろ
消
極
的
な
生
き
方
し
か
選
ば
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

疑
問
な
の
は
「
そ
れ
ほ
道
長
の
栄
華
を
さ
え
も
含
ん
で
い
よ
う
か
」
以
下
の
文
章
で
あ
る
。
「
行
末
の
」
の
歌
ほ
私
の
、
編
年
体
 
 

の
歌
集
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
寛
弘
元
年
相
当
の
歌
群
に
は
い
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
初
出
ほ
、
寛
弘
二
年
か
ら
四
年
の
間
に
 
 

成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
拾
遺
集
な
の
で
、
そ
の
歌
群
に
は
い
っ
て
い
る
こ
と
は
矛
盾
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
道
済
の
年
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令
ほ
ほ
っ
き
り
し
な
い
が
、
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
等
に
よ
っ
て
、
式
部
少
丞
・
大
丞
と
い
っ
た
式
部
省
の
下
級
職
を
つ
と
め
て
い
 
 

た
三
〇
代
後
半
と
い
っ
て
よ
い
。
五
島
氏
の
「
す
っ
か
り
老
い
て
し
ま
っ
て
い
る
自
分
で
あ
る
と
の
感
慨
」
は
、
賀
の
祝
い
の
最
初
 
 

で
あ
る
四
〇
代
な
ら
ば
と
も
か
く
、
少
し
早
す
ぎ
る
。
さ
ら
に
は
ま
た
寛
弘
初
年
で
あ
る
と
、
藤
原
道
長
の
政
権
が
安
定
し
て
き
て
 
 

は
い
る
が
、
絶
頂
期
と
い
う
の
は
こ
れ
か
ら
四
、
五
年
後
で
あ
ろ
う
。
道
長
の
栄
華
に
対
す
る
批
判
を
持
つ
な
ど
と
い
う
の
は
、
い
 
 

さ
さ
か
深
か
読
み
に
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
行
末
の
」
の
歌
に
か
ぎ
っ
て
は
結
局
、
中
年
期
の
道
済
が
、
荒
れ
ほ
て
た
河
原
院
の
松
に
寄
せ
た
感
慨
の
範
囲
を
出
て
は
な
ら
 
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
河
原
院
が
、
道
済
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
充
分
に
確
認
す
る
必
要
 
 

が
あ
る
。
 
 

二
、
道
済
と
和
泉
式
部
を
つ
な
ぐ
も
の
 
ー
 
源
重
信
 
 

和
泉
式
部
の
研
究
の
側
か
ら
で
あ
る
が
、
源
道
済
と
河
原
院
と
の
か
か
わ
り
に
触
れ
た
論
に
、
久
保
木
寿
子
氏
「
和
泉
式
部
の
詠
 
 

歌
環
境
 
－
 
そ
の
始
発
期
」
 
（
早
大
国
文
学
研
究
7
1
集
昭
和
五
五
年
六
月
）
が
あ
る
。
 
 
 

氏
は
源
兼
澄
、
源
道
済
、
大
江
嘉
言
の
三
人
が
、
と
も
に
河
原
院
で
の
詠
歌
を
持
ち
（
道
済
歌
ほ
前
引
の
「
行
末
の
」
の
歌
）
河
 
 

原
院
が
宇
多
天
皇
 
－
 
敦
実
親
王
 
－
 
源
重
信
の
系
譜
で
相
続
さ
れ
て
き
て
、
そ
の
重
信
が
朱
雀
天
皇
皇
女
昌
子
内
親
王
の
皇
太
后
 
 

官
大
夫
と
し
て
勤
め
て
い
た
こ
と
、
和
泉
式
部
の
母
平
保
衡
女
が
、
昌
子
内
親
王
の
乳
母
で
あ
り
、
和
泉
式
部
ほ
そ
の
成
長
期
を
、
 
 

昌
子
あ
る
い
は
重
信
の
生
活
圏
に
近
接
し
て
い
た
ろ
う
こ
と
か
ら
、
河
原
院
の
存
在
が
、
前
述
の
歌
人
た
ち
と
和
泉
式
部
と
を
結
び
 
 

つ
け
る
も
の
と
推
定
し
た
。
 
 
 

源
道
済
と
宇
多
天
皇
の
皇
孫
源
重
信
と
は
、
河
原
院
の
詠
歌
以
外
に
も
か
か
わ
り
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
通
辞
集
に
よ
っ
て
わ
か
 
 

る
。
前
稿
五
三
頁
に
取
り
上
げ
た
、
 
 

二
月
の
頃
ほ
ひ
、
六
条
の
右
大
将
殿
辺
に
あ
り
し
に
宿
も
み
な
こ
ぼ
ち
て
け
り
。
 
 

桜
の
花
の
咲
き
た
り
し
か
ば
、
 
 

昔
見
し
人
も
な
け
れ
ば
あ
だ
な
り
し
花
こ
そ
宿
の
あ
る
じ
な
り
け
れ
（
1
1
1
）
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「
六
条
の
右
大
将
」
は
他
本
に
「
六
条
の
右
大
臣
」
と
も
あ
り
、
す
で
に
杉
崎
氏
が
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
 
五
月
八
日
に
な
く
な
 
 

っ
た
源
重
信
を
さ
す
と
考
証
し
て
い
る
。
六
条
邸
が
こ
わ
さ
れ
て
あ
っ
た
と
い
う
と
、
重
信
の
死
か
ら
数
年
以
上
た
た
な
い
と
な
ら
 
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
が
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
相
当
の
歌
群
に
あ
る
こ
と
も
、
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
翌
寛
弘
元
年
（
二
〇
四
）
河
原
院
で
「
行
末
の
」
の
歌
が
詠
ま
れ
た
と
な
る
と
、
こ
の
長
保
末
・
寛
弘
初
年
の
時
期
は
、
 
 

源
重
信
と
ゆ
か
り
の
あ
る
歌
人
た
ち
の
思
い
出
の
歌
会
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
六
条
の
旧
邸
と
い
い
河
原
 
 

院
と
い
い
、
道
済
が
一
人
で
出
か
け
て
独
詠
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

道
済
集
の
側
か
ら
す
る
と
、
和
泉
式
部
と
の
歌
の
応
酬
が
、
長
保
五
年
相
当
の
歌
群
中
に
あ
る
「
散
り
に
け
り
」
 
（
1
1
2
）
 
の
歌
、
 
 

寛
弘
二
年
相
当
の
歌
群
中
に
あ
る
「
ま
た
見
せ
む
」
 
（
1
6
1
）
 
の
歌
で
あ
り
、
と
も
に
六
条
旧
邸
、
河
原
院
で
の
詠
歌
の
次
に
位
置
し
 
 

て
い
る
こ
と
は
、
歌
集
の
編
年
体
と
い
う
基
本
か
ら
す
る
と
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

「
散
り
に
け
り
」
の
歌
ほ
和
泉
式
部
集
1
 
（
私
家
集
大
成
）
 
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 
 

は
か
つ
か
た
の
 
（
底
本
の
ま
ま
。
「
春
つ
か
た
」
の
誤
り
か
）
人
の
き
た
り
け
れ
ば
、
花
も
み
た
散
り
に
け
れ
ば
。
這
済
 
 

な
ど
に
や
。
 
 

い
た
づ
ら
に
帰
ら
ん
こ
と
を
思
ふ
か
な
花
の
折
こ
そ
告
ぐ
べ
か
り
け
れ
（
捌
）
 
 

返
し
男
、
 
 

散
り
に
け
む
花
を
ば
今
ほ
い
か
が
せ
む
見
て
過
ぐ
し
け
む
人
に
間
ほ
ぼ
や
 
（
2
4
5
）
 
 

こ
の
同
じ
男
、
ま
た
山
吹
の
散
り
は
て
に
た
る
に
、
 
 

今
日
ま
た
 
（
底
本
の
ま
ま
。
「
今
日
も
ま
た
」
 
の
誤
り
か
）
何
に
か
釆
つ
る
一
重
だ
に
散
り
も
残
ら
ず
八
重
の
山
吹
（
2
4
6
）
 
 

返
し
、
 
 
 

散
り
に
き
と
い
ひ
て
や
や
ま
む
山
吹
の
折
り
散
ら
し
た
る
枝
は
な
し
や
ほ
（
2
1
7
）
 
 

こ
れ
は
、
道
済
集
の
、
 
 

或
る
所
に
、
落
花
を
思
ふ
と
い
ふ
心
詠
み
し
に
、
 
 

散
り
に
け
り
花
の
心
を
知
ら
ぬ
か
な
見
て
過
ぐ
し
け
む
人
に
問
は
ば
や
 
（
1
1
2
）
 
 

41   
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と
い
う
詞
書
と
ほ
、
少
し
条
件
が
こ
と
な
る
。
道
済
集
の
そ
れ
は
、
額
詠
歌
に
近
い
「
…
…
と
い
ふ
心
」
を
詠
ん
だ
と
あ
り
、
或
る
 
 

所
で
の
歌
会
的
な
場
で
の
詠
歌
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
多
分
、
歌
会
と
ま
で
行
か
な
く
て
も
、
和
泉
式
部
 
 

集
の
詞
書
の
「
人
の
き
た
り
け
れ
ば
」
と
あ
る
「
人
」
を
、
一
人
と
解
せ
ず
何
人
か
の
男
た
ち
と
す
れ
ば
、
場
の
条
件
は
共
通
す
 
 

る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
あ
る
年
の
晩
春
、
和
泉
式
部
の
住
む
邸
に
何
人
か
の
男
た
ち
が
釆
て
、
式
部
と
語
り
合
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
 
 

自
由
に
話
題
が
か
わ
さ
れ
、
歌
も
詠
み
あ
う
こ
と
が
あ
り
、
式
部
が
主
人
と
し
て
「
い
た
づ
ら
に
」
 
の
歌
 
－
 
花
が
咲
い
て
い
れ
は
 
 

よ
か
っ
た
の
に
散
っ
た
あ
と
で
申
し
わ
け
な
い
。
む
な
し
く
お
帰
り
に
な
る
み
な
さ
ん
の
失
望
感
を
思
う
と
、
の
意
1
－
1
を
詠
ん
だ
 
 

が
、
客
の
中
で
「
散
り
に
け
む
」
と
い
う
返
歌
 
－
 
散
っ
た
花
を
惜
し
ん
で
も
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
、
邸
の
御
主
人
ほ
、
盛
り
を
御
覧
 
 

に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
む
し
ろ
お
聞
き
し
た
い
で
す
ね
の
意
 
－
 
が
あ
っ
 
 

た
。
そ
の
詠
ん
だ
男
を
「
道
済
な
ど
に
や
」
と
、
式
部
は
記
憶
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
道
済
は
、
自
分
の
歌
を
歌
集
に
入
れ
 
 

る
に
際
し
、
「
和
泉
式
部
の
家
に
て
」
と
か
「
女
の
家
に
て
」
と
か
記
さ
な
か
っ
た
。
道
済
集
で
は
女
性
は
す
べ
て
実
名
呼
び
名
を
 
 

記
さ
た
い
し
、
「
女
の
家
」
で
は
恋
歌
と
誤
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
人
か
で
出
か
け
て
団
欒
の
場
が
あ
っ
た
と
い
う
記
憶
の
方
を
 
 

鮮
明
に
し
て
、
「
或
る
所
に
、
…
…
と
い
ふ
心
詠
み
し
に
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

2
4
6
（
道
済
歌
）
と
2
1
7
の
贈
答
は
、
一
対
一
の
間
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
今
日
も
ま
た
」
と
い
う
道
済
の
歌
い
方
に
 
 

は
、
先
日
の
、
何
人
か
で
た
ず
ね
た
落
花
後
の
集
い
の
感
覚
が
残
っ
て
い
よ
う
。
八
重
山
吹
の
花
の
一
重
す
ら
も
残
っ
て
い
な
い
と
 
 

い
う
道
済
歌
に
対
し
、
和
泉
式
部
の
返
歌
に
ほ
、
散
っ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
く
だ
け
で
よ
い
の
で
す
か
、
花
盛
り
に
ち
ゃ
ん
と
来
た
人
 
 

が
折
り
散
ら
し
た
山
吹
の
枝
が
、
ほ
ら
あ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
と
、
や
や
か
ら
か
う
よ
う
な
口
調
が
見
え
る
。
親
し
み
を
感
じ
て
 
 

い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

も
っ
と
も
後
者
1
】
山
吹
の
花
を
め
ぐ
る
贈
答
歌
ほ
式
部
集
に
お
い
て
他
の
箇
所
で
重
出
歌
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
 
 

た
平
田
書
信
氏
「
和
泉
式
部
集
の
一
考
察
T
集
内
の
重
出
現
象
を
め
ぐ
っ
て
」
 
（
和
歌
文
学
研
究
2
3
号
昭
和
四
三
年
六
月
）
 
は
、
 
 

全
体
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
 
 
 

重
出
部
分
を
示
す
と
、
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二
月
つ
ご
も
り
が
た
に
人
々
き
て
物
が
た
り
な
ど
し
て
、
ほ
な
の
ち
り
に
け
る
さ
う
ざ
う
し
な
ど
い
ふ
に
、
 
 

い
た
づ
ら
に
か
へ
ら
む
事
を
思
ふ
か
な
は
な
の
を
り
に
ぞ
つ
ぐ
べ
か
り
け
る
（
7
7
8
）
 
 
 

お
ぼ
ろ
け
に
を
し
み
し
は
な
の
ち
り
に
け
る
枝
に
さ
へ
こ
そ
め
は
と
ま
り
け
れ
（
7
7
9
）
 
 

こ
れ
を
聞
き
て
人
、
さ
く
ら
ほ
い
ま
さ
き
な
ん
、
ち
り
に
け
る
は
な
を
は
な
に
か
お
も
ふ
、
と
い
ひ
け
る
に
 
 
 

き
さ
ざ
ま
に
さ
く
ら
も
さ
か
ば
み
に
は
み
ん
心
に
む
め
の
か
を
ば
し
の
び
て
（
制
）
 
 

（
中
略
）
 
 

．
Y
▼
、
 
 
 
 
む
め
の
花
ち
り
て
く
ち
お
し
が
り
し
人
の
、
ま
た
四
月
廿
夜
の
程
に
き
た
る
に
、
 
 
 

け
ふ
も
ま
た
な
に
か
は
き
つ
る
ひ
と
へ
だ
に
ち
り
も
残
ら
ず
や
へ
の
山
吹
（
7
9
5
）
 
 

を
り
か
ら
し
た
る
枝
ほ
を
か
ず
や
、
と
い
ひ
た
れ
は
、
 
 

ざ
て
の
み
ほ
や
ま
じ
と
お
も
へ
え
だ
を
さ
へ
お
り
か
ら
し
て
ぞ
井
で
の
山
吹
（
7
9
6
）
 
 
 

こ
れ
に
よ
っ
て
前
半
の
梅
の
花
を
め
ぐ
る
唱
和
は
、
「
人
々
き
て
物
が
た
り
な
ど
し
て
」
と
あ
っ
て
道
済
一
人
で
ほ
な
い
訪
問
客
 
 

を
相
手
に
座
談
の
場
が
形
成
さ
れ
、
道
済
ほ
道
済
集
に
記
録
さ
れ
た
「
散
り
に
け
り
」
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
が
、
は
か
の
男
も
「
ま
 
 

さ
ざ
ま
に
」
な
ど
と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
 
 
 

問
題
の
後
半
－
山
吹
の
花
を
め
ぐ
る
贈
答
に
つ
い
て
平
田
氏
は
、
さ
き
の
道
済
歌
と
し
て
解
し
た
「
け
ふ
も
ま
た
」
の
歌
は
こ
 
 

こ
で
ほ
和
泉
式
部
歌
と
解
せ
る
こ
と
、
さ
き
に
和
泉
式
部
歌
と
し
た
「
ち
り
に
き
と
」
の
歌
が
道
済
歌
と
し
て
詞
書
の
中
で
下
旬
だ
 
 

け
に
引
用
さ
れ
、
新
た
に
「
さ
て
の
み
ほ
」
と
い
う
和
泉
式
部
歌
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
共
通
母
体
を
持
ち
な
が
ら
、
 
 

編
集
態
度
に
よ
っ
て
記
鐙
が
こ
と
な
っ
て
行
く
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
。
山
吹
の
花
を
め
ぐ
る
歌
の
解
釈
も
、
当
然
、
ち
が
っ
て
く
 
 

る
の
で
あ
る
が
、
平
田
氏
の
重
出
歌
を
主
と
し
た
読
み
と
り
が
正
し
い
と
思
う
の
で
、
く
わ
し
く
は
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 
 

道
済
と
和
泉
式
部
と
の
直
接
贈
答
の
歌
ほ
、
も
う
一
つ
あ
る
。
和
泉
式
部
集
1
（
同
前
静
嘉
堂
本
）
で
、
 
 

源
道
済
、
雲
林
院
の
花
見
に
ま
か
り
て
侍
り
け
る
に
、
そ
の
桜
を
折
り
て
、
 
 
 

ま
た
見
せ
む
人
し
な
け
れ
ば
桜
花
今
一
枝
を
折
ら
ず
な
り
ぬ
る
（
1
1
）
 
 

と
申
し
送
り
侍
り
け
る
返
り
事
に
、
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い
た
づ
ら
に
こ
の
一
枝
は
な
り
ぬ
な
り
残
り
の
花
を
夙
に
散
ら
す
な
（
1
2
）
 
 

と
あ
る
贈
答
歌
は
、
道
済
集
に
は
、
 
 

雲
林
院
の
桜
一
枝
、
あ
る
あ
か
り
 
（
「
あ
た
り
に
」
の
誤
り
）
 
つ
か
ほ
す
と
て
、
 
 

ま
た
見
せ
む
人
し
な
け
れ
ば
桜
花
今
一
枝
を
折
ら
ず
な
り
ぬ
る
 
（
1
5
1
）
 
 

と
だ
け
あ
る
。
こ
の
贈
答
に
ほ
、
道
済
歌
の
、
あ
な
た
以
外
に
見
せ
る
人
が
い
な
い
か
ら
と
い
う
歌
い
方
に
、
親
し
み
が
こ
め
ら
れ
 
 

て
い
る
。
こ
の
程
度
で
二
人
の
間
に
男
女
の
愛
情
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
早
計
で
、
男
か
ら
女
へ
は
、
こ
う
い
う
言
い
方
を
す
る
の
 
 

が
む
し
ろ
礼
儀
で
あ
っ
た
ろ
う
。
和
泉
式
部
も
、
男
の
意
を
汲
ん
で
、
わ
た
し
だ
け
に
見
せ
る
と
い
う
の
は
む
だ
な
こ
と
、
わ
た
し
 
 

に
ほ
そ
う
い
う
気
な
ほ
い
の
だ
か
ら
と
、
こ
れ
も
型
通
り
の
こ
と
わ
り
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
贈
答
歌
が
、
和
泉
式
部
集
で
ほ
く
わ
し
く
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
道
済
集
で
は
道
済
の
歌
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
の
 
 

は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
理
由
の
一
つ
は
、
道
済
集
は
、
道
済
自
身
の
歌
を
伝
え
た
い
と
い
う
意
図
で
編
集
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
 
 

る
。
道
済
集
に
ほ
、
明
ら
か
に
贈
答
の
片
方
と
思
わ
れ
る
の
に
、
相
手
の
歌
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
結
果
と
し
て
贈
答
 
 

の
形
で
記
濠
さ
れ
た
の
は
、
一
二
組
L
か
な
い
。
三
二
〇
首
以
上
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
歌
集
と
し
て
は
、
他
人
歌
は
非
常
に
少
な
 
 

い
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
和
泉
式
部
集
も
、
1
 
（
正
集
）
 
の
場
合
、
総
歌
数
八
九
三
首
中
、
相
手
の
贈
歌
答
歌
を
記
し
た
も
の
は
三
八
組
で
、
 
 

比
率
的
に
ほ
道
済
集
と
変
り
ほ
な
い
。
し
か
し
梅
・
山
吹
を
め
ぐ
る
応
酬
は
、
い
わ
ゆ
る
B
歌
群
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
B
 
 

歌
群
に
ほ
九
八
番
軟
か
ら
一
〇
六
番
歌
ま
で
左
衛
門
督
（
公
任
か
）
と
場
を
変
え
日
を
改
め
て
の
贈
答
、
二
二
一
番
歌
か
ら
二
二
四
 
 

番
歌
ま
で
は
帥
官
と
の
贈
答
、
二
三
五
番
歌
か
ら
二
三
九
番
歌
ま
で
の
俸
の
殿
（
道
綱
か
）
と
の
贈
答
な
ど
、
同
一
人
と
の
間
で
の
 
 

応
酬
を
細
叙
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
く
わ
し
く
記
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
梅
・
山
吹
を
め
ぐ
る
応
酬
が
重
出
歌
群
に
 
 

お
い
て
は
、
和
泉
式
部
の
歌
中
心
と
い
う
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
見
の
が
せ
な
い
。
 
 
 

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
和
泉
式
部
と
詠
み
か
わ
し
た
歌
は
、
道
済
集
に
あ
っ
て
は
、
六
条
左
大
臣
源
重
信
に
か
か
わ
 
 

る
思
い
出
の
中
で
連
続
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
 
 
 

源
重
信
は
、
教
案
親
王
の
子
、
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
五
月
八
日
七
四
歳
で
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
大
鏡
で
ほ
、
「
一
条
殿
（
雅
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信
）
 
六
条
の
左
大
臣
殴
（
重
信
）
 
た
ち
は
、
六
条
の
一
品
式
部
卿
官
の
御
子
ど
も
に
お
は
し
ま
さ
ふ
。
寛
平
の
御
孫
な
り
と
ば
か
り
 
 

は
申
し
な
が
ら
、
人
の
御
有
様
有
職
に
お
は
し
ま
し
て
、
い
づ
れ
を
も
村
上
の
帝
時
め
か
し
申
さ
せ
給
ひ
し
に
、
今
少
し
六
条
殿
を
 
 

み
そ
か
ご
と
 
 

ば
愛
し
申
さ
せ
給
へ
り
け
り
。
・
＝
…
弟
殿
は
密
事
は
無
才
に
ぞ
お
は
し
ま
し
し
か
ど
苦
ら
か
に
愛
敬
づ
き
、
な
つ
か
し
き
方
は
ま
さ
 
 

ら
せ
給
ひ
し
か
ば
、
な
の
め
な
り
と
ぞ
人
中
し
し
」
と
、
人
が
ら
の
良
さ
が
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
妻
た
ち
も
、
右
大
臣
藤
 
 

原
師
輔
女
、
中
納
言
朝
息
女
、
左
大
臣
源
高
明
女
と
、
い
ず
れ
も
家
が
ら
の
良
い
家
の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
子
た
ち
 
－
 
尊
卑
 
 

分
脈
で
は
五
人
の
男
子
と
一
人
の
女
子
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
長
男
の
遠
方
だ
け
は
権
中
納
言
正
二
位
に
ま
で
至
る
 
（
こ
れ
と
 
 

て
重
信
に
は
及
ば
な
い
）
が
、
以
下
の
子
は
右
大
井
正
四
位
下
、
左
中
将
従
四
位
上
、
健
在
中
弁
正
四
位
下
、
讃
岐
守
正
四
位
下
 
 

と
、
藤
原
道
長
一
家
の
興
隆
に
と
も
な
っ
て
、
地
味
な
存
在
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
重
信
自
身
、
詠
歌
を
一
首
も
伝
え
 
 

な
い
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
皇
太
后
宮
大
夫
と
し
て
の
在
職
中
に
、
皇
太
后
官
邸
に
い
わ
ゆ
る
河
原
院
の
歌
人
た
ち
が
出
入
り
し
 
 

た
と
し
て
も
、
決
し
て
重
信
と
直
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
ほ
な
か
っ
た
ろ
う
。
当
然
そ
こ
に
は
権
勢
あ
る
人
へ
の
追
従
意
識
は
と
 
 

ぼ
し
く
、
そ
れ
だ
け
に
亡
く
な
っ
た
あ
と
私
的
な
思
い
出
の
場
所
と
し
て
、
重
信
旧
邸
や
河
原
院
の
こ
と
が
道
済
の
心
に
残
っ
た
の
 
 

で
あ
る
。
 
 

三
、
道
済
と
和
泉
式
部
を
つ
な
ぐ
も
の
 
－
 
藤
原
斉
信
 
 

和
泉
式
部
集
と
道
済
集
と
に
あ
る
屏
風
歌
で
、
同
じ
権
門
に
献
ぜ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
存
在
も
、
注
目
さ
れ
る
。
 
 
 

和
泉
式
部
集
Ⅰ
で
は
、
 
 

権
中
納
言
の
屏
風
の
歌
 
 

と
い
う
総
題
で
収
め
ら
れ
た
八
四
二
番
か
ら
八
五
六
番
ま
で
の
一
五
首
で
あ
る
。
こ
の
中
の
大
部
分
は
、
「
人
の
屏
風
の
歌
よ
ま
す
 
 

る
に
」
と
い
う
総
題
で
一
八
六
番
か
ら
一
九
七
番
ま
で
に
あ
る
一
二
首
と
一
致
し
て
い
て
、
同
一
家
集
内
の
重
複
歌
と
な
っ
て
い
 
 

る
。
 
 
 

道
済
集
で
ほ
、
 
 

権
中
納
言
殿
の
御
屏
風
の
歌
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か
す
み
た
つ
、
山
さ
く
ら
 
 

昨
日
よ
り
ち
る
と
そ
見
え
し
や
ま
さ
く
ら
け
さ
 
 

ほ
か
す
み
の
た
ち
へ
た
て
つ
1
 
（
8
9
）
 
 

と
あ
る
八
七
番
か
ら
九
八
番
ま
で
の
一
二
首
で
あ
る
。
こ
の
屏
風
歌
は
、
私
の
前
稿
で
は
、
長
保
三
年
相
当
の
歌
群
中
に
あ
り
、
 
 

「
権
中
納
言
」
は
藤
原
斉
信
（
当
時
三
五
歳
）
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
杉
崎
氏
や
五
島
氏
も
、
同
じ
考
え
で
あ
る
。
斉
信
は
の
 
 

ち
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
 
二
月
九
日
、
女
を
藤
原
長
家
と
結
婚
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
後
漢
書
・
文
選
・
自
民
文
集
の
詩
句
を
色
 
 

紙
形
と
し
た
屏
風
を
調
進
し
た
（
栄
花
物
語
・
本
の
滴
巻
）
し
、
そ
の
女
が
絵
物
語
を
好
ん
だ
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
（
同
・
衣
の
 
 

珠
巻
）
。
し
た
が
っ
て
こ
の
節
風
も
、
そ
の
女
の
裳
着
な
ど
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

ま
た
こ
の
屏
風
歌
と
同
題
の
も
の
は
、
大
江
吉
信
集
一
二
二
番
か
ら
一
三
二
番
ま
で
の
一
一
首
と
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
総
題
に
 
 

は
単
に
「
屏
風
の
歌
」
と
し
か
な
い
。
 
 
 

こ
の
三
種
の
屏
風
歌
（
三
種
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
詠
ま
れ
た
も
の
）
を
、
三
段
組
み
に
し
て
く
ら
べ
て
み
よ
う
。
 
 
 

（
這
済
集
）
 
 

権
中
納
言
と
の
ゝ
御
屏
風
の
歌
 
 

ほ
な
の
き
を
夙
に
ま
か
せ
て
わ
か
や
と
を
た
つ
 
 

ぬ
る
人
に
あ
ほ
ぬ
日
そ
な
き
（
8
7
）
 
 

か
へ
る
さ
は
花
の
さ
か
り
に
な
り
に
け
り
お
も
 
 

ふ
事
な
き
た
ひ
に
も
あ
る
哉
 
（
錮
）
 
 

（
和
泉
式
部
集
）
 
 

権
中
納
言
の
屏
風
の
う
た
、
さ
く
ら
さ
き
 
 

た
る
い
ゑ
に
ま
ら
う
と
お
ほ
か
り
 
 

う
へ
し
う
へ
ほ
か
ゝ
れ
と
そ
か
し
さ
く
ら
花
 
 

み
に
と
て
こ
そ
は
人
の
き
つ
ら
め
 
（
糀
）
 
 

比
敵
前
二
者
 
 

春
こ
と
の
は
な
の
き
か
り
を
ゝ
と
に
き
く
 
人
 
 

の
き
ゐ
て
ほ
な
か
ゐ
せ
ぬ
な
し
 
（
8
4
3
）
 
 

さ
く
ら
か
り
に
あ
ま
た
ゆ
く
人
あ
る
、
山
 
 

を
す
く
 
 

詞
 
 

あ
る
か
き
り
心
を
と
め
て
す
く
る
か
な
 
ほ
な
 
 

も
み
し
ら
ぬ
こ
ま
に
ま
か
せ
て
 
（
紬
）
 
 

山
の
か
す
み
、
は
な
を
か
く
す
 
 

司
 
 

ほ
な
は
な
と
人
に
み
え
な
ん
た
ち
く
も
る
 
か
 
 

す
み
の
う
ち
に
夙
も
こ
そ
ふ
け
（
醐
）
 
 

（
嘉
言
葉
）
 
 

屏
風
の
歌
、
あ
る
し
、
ま
ら
う
と
、
は
な
 
 

み
る
所
 
 

は
な
の
木
を
や
と
に
ほ
り
う
へ
て
は
る
こ
と
に
 
 

め
つ
ら
し
と
お
も
ふ
ひ
と
に
あ
ふ
か
な
（
Ⅶ
）
 
 

む
ま
に
の
り
た
る
人
、
二
三
人
は
か
り
、
 
 

桜
の
は
な
の
も
と
を
す
く
、
し
り
に
ゆ
く
 
 

人
は
な
を
か
へ
り
み
る
 
 

よ
そ
な
か
ら
み
て
や
す
き
ま
し
さ
く
ら
は
な
 
 

我
ひ
と
り
ゆ
く
み
ち
に
し
あ
り
せ
は
 
（
1
2
3
）
 
 

霞
山
花
を
ゝ
し
む
 
 

あ
す
ま
て
も
あ
り
け
な
か
り
し
山
さ
く
ら
 
か
 
 

す
み
の
う
ち
に
ち
り
や
ほ
つ
ら
ん
 
（
1
2
4
）
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馬
に
の
り
た
る
人
口
た
り
す
く
、
か
け
ほ
 
 

し
あ
り
 
 

こ
ゝ
ろ
し
て
こ
ま
は
ゆ
か
な
ん
あ
し
ひ
き
の
山
 
 

の
か
け
は
し
こ
け
お
ひ
に
け
り
（
9
1
）
 
 
 

五
六
人
ほ
か
り
、
松
の
木
の
し
た
に
人
あ
 
 
 

り
、
花
さ
き
た
り
 
 

見
そ
め
て
ほ
か
へ
ら
さ
ら
ま
し
と
こ
夏
に
こ
ひ
 
 

し
き
人
を
こ
さ
せ
て
し
か
な
（
9
0
）
 
 

を
と
こ
な
つ
に
し
く
も
の
そ
な
き
（
眺
）
 
 

ま
つ
に
ふ
ち
か
ゝ
り
た
る
所
、
人
々
お
ほ
 
 

く
よ
り
て
み
る
 
 

同
 
 

ふ
ち
な
み
の
た
か
く
も
ま
つ
忙
か
1
る
哉
 
す
 
 

へ
の
な
み
こ
す
な
こ
り
成
へ
し
 
（
8
4
7
）
 
 

こ
と
は
ふ
ち
ち
ら
て
千
と
せ
を
す
く
さ
な
ん
 
 

ま
つ
の
と
き
は
に
き
つ
1
み
る
へ
く
（
捕
）
 
 

亡
山
室
人
ゆ
く
 
 

此
歌
 
 

こ
し
か
た
ほ
や
へ
の
し
ら
く
も
隔
て
ゝ
き
 
い
 
 

と
ゝ
や
ま
ち
の
ほ
る
か
な
る
か
な
（
8
1
9
）
 
 
 

人
の
家
に
き
ん
ひ
き
ふ
え
ふ
き
て
、
あ
そ
 
 

ひ
し
た
り
 
 

同
 
 

ひ
く
人
の
み
1
き
へ
さ
む
き
秋
風
に
 
ふ
き
あ
 
 

は
せ
た
る
笛
の
こ
ゑ
哉
（
㈹
）
 
 

ふ
え
の
ね
は
も
み
ち
を
ふ
く
に
あ
ら
ゎ
と
も
 
 

ひ
ゝ
き
に
え
た
も
う
こ
く
へ
き
哉
（
矧
）
 
 

た
ひ
人
山
を
く
る
み
ち
に
ほ
し
あ
り
、
く
 
 

ち
や
ふ
れ
た
れ
は
、
わ
た
り
ぁ
つ
ら
ふ
 
 

有
 
 

L
は
く
ち
て
よ
る
へ
き
み
ち
も
な
か
り
け
り
 
 

み
ね
よ
り
わ
た
る
く
も
な
ら
す
し
て
（
8
5
2
）
 
 

ま
つ
の
木
に
つ
た
の
も
み
ち
か
ゝ
り
た
り
 
 

た
り
 
 

同
 
 

さ
き
し
よ
り
み
つ
ゝ
ひ
こ
ろ
に
成
ぬ
れ
と
 
 

な
て
し
こ
お
ほ
か
る
い
ゑ
を
な
か
め
て
ゐ
 
 

な
 
 

む
ま
に
の
り
た
る
二
三
人
、
か
す
か
な
る
 
 

山
み
ち
を
ゆ
く
、
ほ
し
あ
り
 
 

ゆ
き
か
へ
り
わ
た
り
し
は
し
も
う
せ
に
け
り
 
 

い
く
と
せ
に
か
ほ
み
て
ほ
な
り
ぬ
る
（
Ⅶ
）
 
 
 

む
ま
に
の
り
た
る
人
、
二
人
と
を
る
、
山
 
 

を
こ
ゆ
 
 
 

女
、
な
て
し
こ
を
み
る
所
 
 

こ
1
ろ
あ
ら
む
人
に
み
せ
ほ
や
あ
さ
つ
ゆ
に
 
 

ぬ
れ
て
は
ま
さ
る
な
て
し
こ
の
は
な
（
1
2
5
）
 
 

五
六
人
、
ふ
ち
の
は
な
を
み
る
」
 
 

い
ゑ
つ
と
に
お
り
ほ
か
ほ
ら
し
ふ
ち
の
は
な
 
 

ま
つ
に
ち
と
せ
を
か
け
て
こ
そ
み
め
 
（
Ⅲ
）
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一
つ
一
つ
の
題
と
そ
の
表
現
方
法
と
を
検
討
す
る
こ
と
も
、
屏
風
歌
の
問
題
と
し
て
お
も
し
ろ
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
が
、
当
面
 
 

の
問
題
と
は
な
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
ほ
述
べ
な
い
。
問
題
ほ
、
こ
う
し
て
く
ら
べ
る
と
、
権
中
納
言
家
に
お
け
る
屏
風
の
制
 
 

作
の
方
法
が
、
お
ぼ
ろ
げ
に
浮
か
ん
で
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
、
当
時
の
ふ
つ
う
の
や
り
方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
 
 
 

と
き
は
な
る
松
に
か
ゝ
れ
る
ふ
ち
な
れ
は
 
ち
 
 

る
と
も
ち
ょ
は
た
の
も
し
き
哉
（
9
2
）
 
 

み
ね
に
た
に
ま
た
の
ほ
ら
ぬ
に
日
ほ
く
れ
ぬ
 
 

月
も
い
て
な
ん
こ
え
や
は
つ
る
と
 
（
9
3
）
 
 

ふ
く
か
せ
も
い
ま
は
さ
や
か
に
な
り
に
け
り
 
 

あ
き
と
き
こ
ゆ
る
ふ
え
の
こ
ゑ
か
な
 
（
9
4
）
 
 

山
さ
と
に
人
家
あ
り
、
も
み
ち
わ
つ
か
に
 
 

み
は
や
し
に
き
り
た
ち
こ
め
て
 
 

あ
ら
し
の
み
ふ
く
山
さ
と
の
も
み
ち
葉
を
 
き
 
 

り
た
ち
こ
め
て
く
る
ひ
と
の
な
き
（
9
5
）
 
 

海
の
ほ
と
り
に
松
あ
り
、
つ
た
の
も
み
ち
 
 

か
ゝ
れ
り
 
 

も
み
ち
し
て
ま
つ
に
か
1
れ
る
つ
た
み
れ
は
 
 

か
く
て
ち
と
せ
の
あ
き
そ
し
ら
る
ゝ
 
（
9
6
）
 
 

松
を
の
み
め
く
り
て
あ
ま
の
う
へ
た
れ
は
 
ち
 
 

よ
の
す
み
か
と
お
も
ふ
な
る
へ
し
 
（
9
7
）
 
 

こ
ま
な
め
て
か
り
そ
め
と
ゆ
け
は
あ
さ
は
ら
け
 
 

は
る
か
せ
き
む
く
ゆ
き
ふ
り
に
け
り
（
9
8
）
 
 

雪
い
み
し
う
ふ
り
た
る
に
、
た
か
す
へ
た
 
 

る
人
あ
り
 
 

回
 
 

空
に
た
つ
と
り
た
に
み
え
ぬ
ゆ
き
も
よ
に
 
す
 
 

1
ろ
に
た
か
を
す
へ
て
け
る
故
（
摘
）
 
 

人
も
な
き
山
へ
に
、
も
み
ち
ふ
り
し
け
り
 
 

比
歌
間
二
有
 
 

ち
り
ち
ら
す
み
る
人
も
な
き
山
里
の
 
も
み
ち
 
 

ほ
や
み
の
に
し
き
な
り
け
り
（
捌
）
 
 

は
ま
つ
ら
に
い
ゑ
あ
る
所
あ
り
、
あ
ま
人
 
 

も
み
え
す
 
 

同
 
い
つ
か
た
の
夙
に
さ
は
り
て
あ
ま
人
の
 
あ
ま
 
 

の
と
ま
や
を
あ
ら
し
は
つ
ら
ん
 
（
8
5
5
）
 
 

同
 
 

も
み
ち
す
る
つ
た
し
か
ゝ
れ
ほ
を
の
つ
か
ら
 
 

ま
つ
も
あ
た
な
る
な
そ
た
ち
ぬ
へ
き
（
8
5
3
）
 
 

山
さ
と
の
も
み
ち
を
 
 

山
さ
と
の
人
も
お
し
ま
ぬ
も
み
ち
菓
も
 
お
な
 
 

し
お
り
に
そ
ち
れ
は
ち
り
け
る
 
（
闇
）
 
 

う
み
の
き
し
な
る
ま
つ
に
、
つ
た
の
も
み
 
 

ち
か
ゝ
れ
り
 
 

神
無
月
か
ゝ
れ
る
つ
た
の
も
み
ち
ゆ
へ
 
ま
つ
 
 

に
と
き
葉
の
な
に
や
も
た
か
は
む
 
（
Ⅶ
）
 
 

う
み
つ
ら
に
、
松
の
ほ
ぞ
し
の
う
ち
に
、
 
 

人
の
い
ゑ
あ
り
、
ぬ
し
な
し
 
 

山
さ
と
の
や
と
ほ
あ
る
し
も
み
え
ぬ
か
な
 
い
 
 

つ
れ
の
う
ら
の
あ
た
り
な
る
ら
ん
 
（
1
3
1
）
 
 

た
ひ
人
、
ゆ
き
の
う
ち
に
、
た
か
を
す
ゑ
 
 

た
り
 
 

‥
′
 
 

く
さ
ま
く
ら
た
ひ
に
た
ひ
に
た
か
を
そ
す
ゑ
て
 
 

け
る
」
 
み
ち
ゆ
き
ふ
り
の
と
も
や
た
つ
ら
ん
 
 

（
㍑
）
 
 

ふ
も
と
に
て
そ
ら
を
み
え
つ
る
む
ら
く
も
の
 
 

ふ
む
は
か
り
に
も
な
り
に
け
る
哉
（
1
2
8
）
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四
季
屏
風
と
い
う
基
本
性
格
を
決
め
て
、
だ
い
た
い
こ
う
い
う
絵
を
書
く
か
ら
と
、
図
柄
を
示
し
て
各
歌
人
に
色
紙
形
に
使
う
歌
を
 
 

依
頼
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

道
済
集
を
ほ
じ
め
三
つ
の
歌
集
の
記
録
は
、
そ
の
図
柄
の
示
し
方
を
そ
れ
ぞ
れ
自
分
流
に
多
少
の
解
釈
を
加
え
て
、
各
歌
の
詞
裔
 
 

と
し
て
記
録
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
図
柄
に
合
わ
せ
て
歌
を
作
る
人
も
い
れ
ば
、
詠
め
る
範
囲
の
図
柄
に
限
定
す
る
人
も
い
 
 

た
ろ
う
。
ま
た
、
必
ず
採
用
さ
れ
る
と
も
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
、
同
一
図
柄
に
二
首
の
歌
を
用
意
す
る
場
合
も
あ
る
ら
し
い
。
 
 
 

そ
う
い
う
屏
風
歌
を
詠
む
場
合
に
、
誰
々
が
依
頼
を
受
け
た
か
と
い
う
う
わ
さ
ほ
伝
わ
っ
て
も
、
歌
人
同
士
で
相
談
す
る
こ
と
ほ
 
 

な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
道
済
も
和
泉
式
部
も
、
権
中
納
言
家
の
た
め
の
詠
進
は
す
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
相
互
の
 
 

往
来
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

次
に
久
昧
木
寿
子
氏
は
、
和
泉
式
部
集
1
に
、
 
 

花
の
時
心
不
静
、
雨
の
中
に
松
隷
を
ま
す
と
い
ふ
心
を
、
人
の
よ
む
に
、
 
 

の
ど
か
な
る
折
こ
そ
な
け
れ
花
を
思
ふ
心
の
う
ち
に
風
は
吹
か
ね
ど
（
1
5
0
）
 
 

松
は
そ
の
も
と
の
色
だ
に
あ
る
も
の
を
す
べ
て
撮
も
春
は
こ
と
な
り
（
4
5
1
）
 
 

の
二
首
も
、
大
江
嘉
言
葉
（
1
1
6
・
1
1
7
）
源
道
済
集
（
1
0
6
・
m
）
 
の
歌
と
共
通
す
る
と
し
た
。
 
 
 

大
江
嘉
言
集
の
そ
れ
ほ
、
 
 

花
心
し
つ
か
な
ら
ず
 
 

咲
か
ぬ
よ
に
散
る
ま
で
花
に
つ
け
た
れ
ば
春
の
心
の
空
に
も
あ
る
か
な
（
1
1
6
）
 
 

春
の
小
松
、
緑
を
ま
す
 
 

千
代
ま
で
ほ
変
ら
ざ
る
べ
き
松
な
れ
ど
春
ほ
緑
の
深
く
ぞ
あ
り
け
る
（
1
1
7
）
 
 

と
あ
り
、
和
泉
式
部
集
の
詠
歌
の
場
と
同
じ
と
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
源
這
済
集
で
は
 
（
久
保
木
氏
の
あ
げ
た
歌
番
号
に
は
、
誤
り
が
あ
る
ら
し
い
）
、
 
 

三
月
五
日
、
中
宮
大
夫
、
法
住
専
に
て
、
人
々
よ
み
し
。
二
首
。
春
残
花
、
 
 

山
隠
れ
残
れ
る
花
を
且
つ
る
か
な
世
に
吹
き
出
す
風
に
た
づ
ね
て
 
（
2
6
1
）
 
 

49   
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雨
中
小
松
、
 
 

ほ
る
さ
め
に
お
ふ
る
こ
ま
つ
の
こ
ず
ゑ
に
ぞ
き
み
が
き
て
み
ん
ほ
ど
ほ
し
ら
る
る
（
2
6
5
）
 
 

と
あ
る
。
 
 
 

こ
の
三
集
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
題
が
、
少
し
ず
つ
こ
と
な
る
の
は
、
多
少
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
井
上
宗
雄
氏
に
 
「
『
心
を
詠
め
る
』
 
 

に
つ
い
て
」
 
（
立
教
大
日
本
文
学
3
5
号
昭
和
五
一
年
）
 
「
再
び
『
心
を
詠
め
る
』
に
つ
い
て
」
（
同
3
9
号
昭
和
五
二
年
）
の
好
論
が
あ
り
 
 

歌
題
と
い
う
も
の
が
明
確
に
自
覚
さ
れ
る
前
段
階
に
 
「
…
…
と
い
ふ
心
を
詠
め
る
」
と
い
う
詞
書
が
、
後
拾
遺
集
を
中
心
に
見
い
だ
 
 

せ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
私
家
集
で
は
あ
る
が
こ
こ
で
も
和
泉
式
部
集
の
詞
書
に
「
と
い
ふ
心
を
」
と
あ
っ
て
、
後
述
す
る
よ
う
 
 

な
事
情
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
雨
と
い
う
条
件
、
緑
を
ま
す
と
い
う
条
件
の
有
無
は
、
見
の
が
し
て
よ
い
差
と
し
た
い
。
た
だ
、
道
 
 

済
集
の
「
春
残
花
」
と
「
花
の
時
心
不
静
」
と
で
ほ
、
あ
ま
り
に
ち
が
う
と
す
る
と
、
道
済
と
和
泉
式
部
・
大
江
嘉
言
と
の
詠
歌
時
 
 

点
は
、
別
の
時
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 
 
 

そ
う
い
う
疑
問
点
が
あ
り
な
が
ら
も
、
こ
れ
ら
を
同
一
時
点
で
の
詠
歌
と
す
る
と
、
道
済
集
に
よ
っ
て
の
み
、
具
体
的
な
事
情
が
 
 

わ
か
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
歌
は
、
歌
集
で
寛
弘
八
年
相
当
の
歌
群
に
あ
り
、
「
中
宮
大
夫
」
は
、
長
保
四
年
二
月
か
ら
寛
 
 

弘
八
年
六
月
ま
で
同
職
に
あ
っ
た
藤
原
斉
信
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
大
江
廣
言
は
、
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
春
の
除
目
で
対
馬
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
同
七
年
に
任
地
に
お
い
て
な
く
な
 
 

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
和
泉
式
部
も
寛
弘
六
年
四
月
頃
、
一
条
天
皇
の
中
宮
彰
子
の
も
と
に
出
仕
し
、
翌
七
年
丹
後
守
藤
 
 

原
保
昌
と
結
嬉
し
、
任
地
丹
後
国
へ
下
向
し
て
越
年
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
三
集
に
共
通
す
る
こ
れ
ら
の
詠
歌
が
同
時
点
で
詠
ま
れ
た
の
な
ら
、
寛
弘
八
年
で
は
あ
り
得
な
い
。
た
だ
し
道
済
集
 
 

に
お
い
て
は
、
何
年
相
当
の
歌
群
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
て
も
、
二
、
三
年
の
史
実
と
の
ず
れ
ほ
起
こ
り
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
 
 

で
史
実
を
調
べ
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

藤
原
斉
信
が
中
宮
大
夫
の
職
に
あ
っ
た
の
は
前
記
の
通
り
で
あ
る
が
、
彼
が
実
際
に
「
中
宮
大
夫
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
御
堂
関
 
 

白
記
で
ほ
特
定
の
期
間
だ
け
で
あ
る
。
御
堂
関
白
記
で
は
、
斉
信
は
、
寛
弘
五
年
四
月
十
日
ま
で
は
兼
任
の
「
右
衛
門
督
」
の
職
名
 
 

で
呼
ば
れ
て
い
た
。
同
年
四
月
十
三
日
、
中
宮
彰
子
が
出
産
の
た
め
に
土
御
門
第
に
遣
る
記
事
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ほ
じ
め
て
「
中
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官
大
夫
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
以
後
、
五
年
十
月
十
六
日
の
裏
書
で
は
、
皇
子
致
成
親
王
宣
下
の
記
事
の
中
で
「
別
当
右
衛
門
督
」
 
 

六
年
三
月
十
四
日
の
新
任
の
大
中
納
言
四
人
 
（
公
任
、
斉
信
、
行
成
、
煩
通
」
 
の
名
を
あ
げ
た
時
の
二
回
を
の
ぞ
く
と
、
ず
っ
と
 
 

「
中
宮
大
夫
」
て
あ
る
。
こ
れ
は
藤
原
道
長
の
、
自
分
の
娘
で
あ
る
中
富
彰
子
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
、
日
記
に
お
け
る
斉
信
の
官
 
 

職
表
記
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
寛
弘
年
間
の
ほ
か
の
公
卿
日
記
を
見
る
と
、
寛
弘
二
年
八
年
の
記
事
を
持
つ
小
右
 
 

記
や
、
寛
弘
二
年
か
ら
六
年
ま
で
の
記
事
を
伝
え
る
権
記
に
は
、
斉
信
に
対
す
る
こ
う
い
う
頗
著
な
呼
び
方
の
差
は
な
い
よ
う
で
あ
 
 

る
。
権
記
で
は
五
年
十
月
十
六
日
、
六
年
三
月
十
四
日
の
記
事
で
斉
信
を
「
中
宮
大
夫
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
間
、
宮
廷
行
事
の
質
に
 
 

応
じ
て
呼
称
を
変
え
て
も
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
教
戒
親
王
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
「
若
宮
御
百
日
、
右
衛
門
督
被
奉
仕
」
 
 

と
、
斉
信
を
「
右
衛
門
督
」
と
呼
ん
で
い
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
斉
信
が
中
宮
大
夫
の
職
に
あ
っ
た
の
ほ
、
た
し
か
に
長
保
四
年
か
ら
寛
弘
八
年
ま
で
の
間
で
ほ
あ
る
が
、
 
 

そ
の
職
が
注
目
さ
れ
た
の
は
、
中
宮
彰
子
の
御
座
前
後
、
す
な
わ
ち
寛
弘
五
年
以
後
と
推
定
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
藤
原
道
 
 

長
が
斉
信
を
「
中
宮
大
夫
」
と
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
ほ
、
当
然
他
の
人
々
も
そ
う
い
う
感
覚
で
受
け
と
め
る
こ
と
忙
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

こ
れ
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
紫
式
部
日
記
で
も
斉
信
ほ
「
中
宮
大
夫
」
と
呼
ば
れ
、
十
月
十
六
日
敦
成
親
王
の
別
当
に
任
命
さ
れ
 
 

た
時
だ
け
「
別
当
に
な
り
た
る
右
衛
門
督
」
と
呼
ん
で
、
し
か
し
そ
れ
に
続
け
て
「
大
宮
の
大
夫
よ
」
と
注
的
な
説
明
を
加
え
て
い
 
 

る
。
 
 
 

さ
ら
に
寛
弘
年
間
の
三
月
初
旬
の
宮
廷
行
事
や
天
候
を
、
大
日
本
史
料
に
よ
っ
て
確
め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

寛
弘
元
年
三
月
三
日
 
 

二
年
一
二
月
三
日
 
 

三
年
三
月
四
日
 
 

四
年
三
月
三
日
 
 

五
年
三
月
五
日
 
 

六
年
三
月
四
日
 
 

七
年
三
月
五
日
 
 

内
裏
御
作
文
会
。
 
 

御
書
所
作
文
。
五
、
六
日
は
而
・
曇
。
 
 

道
長
邸
花
宴
。
五
日
ほ
冷
泉
院
の
移
御
。
 
 

道
長
邸
曲
水
宴
。
五
日
ほ
結
政
。
 
 

仁
王
会
。
 
 

臨
時
除
目
。
斉
信
、
権
大
納
言
正
二
位
と
な
る
。
 
 

季
御
読
経
。
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も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
行
事
の
大
部
分
に
、
斉
信
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
め
得
る
。
 
 
 

そ
う
す
る
と
「
三
月
五
日
」
と
い
う
道
済
集
の
日
付
け
に
誤
り
な
く
、
し
か
も
「
中
富
大
夫
殿
」
と
い
う
呼
称
に
道
済
自
身
も
印
 
 

象
が
残
る
の
で
あ
れ
ば
、
寛
弘
五
年
の
中
宮
彰
子
の
出
産
前
後
の
働
き
が
道
長
に
評
価
さ
れ
、
中
宮
大
夫
兼
任
の
ま
ま
で
権
大
納
言
 
 

正
二
位
に
昇
進
し
た
同
六
年
三
月
が
、
も
っ
と
も
可
能
性
の
高
い
日
時
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 
 

道
済
集
の
詞
書
に
い
う
「
法
住
寺
」
と
は
、
斉
信
の
父
藤
原
為
光
（
九
四
二
九
九
二
）
 
の
邸
で
、
為
光
が
女
性
子
（
花
山
院
 
 

后
）
 
の
死
を
悲
し
ん
で
出
家
し
、
一
部
を
寺
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
京
都
市
東
山
区
三
十
三
間
堂
の
東
南
方
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
 
 

る
。
兄
誠
信
（
九
六
四
－
一
〇
〇
こ
が
長
保
三
年
九
月
に
な
く
な
っ
た
あ
と
、
斉
信
が
伝
鎖
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

そ
の
法
住
寺
邸
で
斉
信
は
、
ご
く
内
々
の
者
を
呼
ん
で
、
三
月
五
日
晩
春
の
集
い
を
持
つ
こ
と
を
、
前
々
か
ら
予
定
し
て
い
た
の
 
 

で
あ
ろ
う
。
四
日
の
除
目
で
自
分
が
昇
進
す
る
こ
と
ほ
予
測
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
も
し
そ
れ
が
叶
え
ら
れ
な
く
て
も
、
残
念
会
 
 

に
切
り
か
え
れ
ば
す
む
こ
と
で
あ
る
。
私
は
、
法
住
専
邸
で
集
い
を
持
つ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
な
く
な
っ
た
父
や
兄
と
い
う
血
脈
を
 
 

思
う
斉
信
の
心
情
を
考
え
る
か
ら
、
充
分
に
自
信
は
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
 
 
 

こ
う
い
う
事
情
か
ら
す
れ
ば
、
前
日
の
臨
時
除
目
の
結
果
を
知
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
道
済
の
歌
に
は
賀
の
心
が
こ
め
ら
れ
 
 

て
い
て
当
然
で
あ
る
。
「
山
隠
れ
残
れ
る
花
を
見
つ
る
か
な
」
 
の
歌
に
ほ
、
そ
の
人
の
誠
意
が
世
間
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
夙
に
 
 

吹
き
出
さ
れ
て
花
が
人
々
の
員
に
と
ま
っ
た
と
歌
っ
て
い
る
。
「
残
れ
る
花
」
と
は
父
や
兄
を
う
し
な
っ
た
状
態
を
さ
し
、
そ
の
た
 
 

め
に
歌
題
を
も
変
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
春
雨
に
生
ふ
る
小
松
」
 
の
歌
に
も
、
「
き
て
見
る
」
君
と
春
雨
に
よ
っ
て
す
く
す
 
 

く
と
将
来
の
成
長
が
期
待
さ
れ
る
松
と
が
並
べ
ら
れ
て
、
祝
意
が
示
さ
れ
て
い
る
。
斉
信
は
こ
の
時
四
二
歳
。
「
小
松
」
と
は
斉
信
 
 

の
子
女
を
さ
す
も
の
か
。
あ
る
い
は
故
為
光
に
対
し
て
斉
信
を
さ
す
も
の
か
。
 
 
 

嘉
言
の
歌
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
咲
か
ぬ
よ
に
」
 
の
歌
は
難
解
で
、
そ
こ
に
賀
意
を
汲
み
と
る
の
は
、
あ
ま
り
に
こ
じ
つ
け
に
 
 

な
ろ
う
。
だ
が
「
千
代
ま
で
は
」
の
歌
は
、
「
春
ほ
緑
の
深
く
ぞ
あ
り
け
る
」
は
前
日
の
喜
び
が
あ
っ
た
こ
と
を
加
味
し
て
い
る
の
 
 

だ
か
ら
、
祝
意
が
表
現
き
れ
て
い
る
と
解
せ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
こ
の
年
一
月
に
嘉
言
は
対
馬
守
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
当
時
 
 

の
慣
例
か
ら
現
地
へ
の
出
発
は
秋
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
法
住
寺
の
集
い
に
直
接
参
加
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
男
た
ち
の
歌
に
対
し
、
和
泉
式
部
の
歌
に
は
二
首
と
も
祝
意
は
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
集
い
が
前
々
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
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て
も
、
出
席
し
た
男
た
ち
は
当
意
即
妙
の
歌
が
披
露
で
き
る
が
、
式
部
の
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
求
め
に
応
じ
て
い
た
も
の
で
、
そ
 
 

の
場
に
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
式
部
実
の
詞
書
の
「
…
…
と
い
ふ
心
を
、
人
の
よ
む
」
に
ほ
、
参
加
不
参
加
を
考
 
 

え
る
手
が
か
り
を
ま
っ
た
く
与
え
ら
れ
な
い
が
、
自
然
詠
と
し
て
し
か
歌
の
内
容
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
理
由
を
、
こ
う
考
え
る
の
 
 

で
あ
る
。
こ
れ
も
既
述
の
よ
う
に
、
式
部
は
こ
の
二
ケ
月
後
に
中
宮
彰
子
の
も
と
に
出
仕
し
て
い
る
の
だ
が
、
中
宮
大
夫
斉
信
の
こ
 
 

の
集
い
に
出
詠
し
て
い
る
こ
と
ほ
、
そ
の
こ
と
と
無
関
係
と
は
思
え
な
い
。
 
 
 

藤
原
斉
信
は
、
藤
原
道
長
政
権
を
支
え
た
四
納
言
の
一
人
、
道
長
の
死
ん
だ
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
以
後
も
生
き
続
け
て
、
長
 
 

元
八
年
（
一
〇
三
五
）
 
六
九
歳
で
な
く
な
っ
た
人
で
あ
る
。
後
拾
遺
集
以
下
の
勅
撰
集
に
四
首
の
歌
が
入
集
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
 
 

を
見
る
と
、
彼
に
と
っ
て
の
文
芸
の
あ
り
方
が
よ
く
わ
か
る
。
 
 

宇
治
前
太
政
大
臣
花
見
に
な
む
と
聞
き
て
つ
か
は
し
け
る
 
 

い
に
し
へ
の
花
見
し
人
ほ
た
づ
ね
し
を
老
い
ほ
春
に
も
知
ら
れ
ざ
り
け
り
（
後
拾
遺
・
春
下
）
 
 

上
東
門
院
入
内
の
時
の
御
厨
夙
に
、
松
あ
る
家
に
笛
吹
き
遊
び
し
た
る
人
あ
る
所
を
詠
み
侍
り
け
る
 
 

笛
竹
の
夜
深
き
声
ぞ
聞
ゆ
な
る
峰
の
松
風
吹
き
や
添
ふ
ら
む
（
千
載
・
雑
上
）
 
 

法
華
経
二
十
八
品
の
歌
人
々
に
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
、
勧
挿
晶
の
心
を
 
 
 

数
な
ら
ぬ
命
ほ
何
か
惜
し
か
ら
む
法
説
く
ほ
ど
を
し
の
ぶ
ほ
か
り
ぞ
（
新
古
今
・
釈
教
）
 
 

小
一
条
院
大
井
川
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
紅
葉
浮
氷
と
い
ふ
こ
と
を
 
 

秋
深
く
な
り
行
く
時
は
大
井
川
波
の
花
さ
へ
紅
葉
し
に
け
り
（
新
拾
遺
・
秋
下
）
 
 
 

こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
斉
信
の
社
交
生
活
の
中
で
の
詠
歌
で
あ
る
。
和
歌
の
世
界
を
も
こ
う
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
斉
信
と
の
関
係
 
が
、
源
道
済
に
と
っ
て
、
権
勢
家
に
追
随
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
ほ
当
然
で
あ
ろ
う
。
和
泉
式
部
と
の
か
か
わ
り
も
、
源
重
信
と
 
 

い
う
存
在
を
介
し
て
の
も
の
と
は
、
ま
っ
た
く
異
質
な
の
で
あ
る
。
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四
、
道
済
に
と
っ
て
の
漢
詩
文
と
和
歌
 
 
 

宇
佐
見
喜
三
八
氏
「
藤
原
公
任
の
歌
」
 
（
「
和
歌
史
に
関
す
る
研
究
」
若
竹
出
版
昭
和
二
七
年
刊
所
収
）
 
は
、
そ
の
論
文
の
副
題
と
 
 

な
っ
て
い
る
「
寛
弘
期
の
和
歌
の
性
格
」
 
の
問
題
に
つ
い
て
、
貴
族
の
日
常
生
活
の
色
ど
り
と
し
て
贈
答
歌
や
唱
和
の
歌
が
発
達
し
 
 

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
場
に
即
し
た
機
知
や
技
巧
が
、
古
今
集
時
代
と
ち
が
っ
て
、
情
緒
生
活
の
中
の
感
情
表
現
と
し
て
重
ん
 
 

で
ら
れ
、
喜
ば
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

道
済
集
に
お
け
る
歌
の
数
々
も
、
そ
の
青
年
期
に
お
け
る
無
名
の
人
々
と
の
贈
答
・
唱
和
か
ら
し
て
、
日
常
生
活
詠
が
主
流
を
占
 
 

め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
蔵
人
か
ら
国
守
へ
と
昇
進
す
る
に
つ
れ
、
源
重
信
・
藤
原
公
任
・
藤
原
斉
信
と
い
っ
た
上
流
貴
族
の
周
辺
に
 
 

あ
っ
て
、
彼
の
歌
人
と
し
て
の
活
動
は
、
微
妙
に
う
つ
り
変
る
権
門
の
動
き
に
左
右
さ
れ
て
行
く
。
そ
し
て
下
総
権
守
の
任
を
終
え
 
 

た
寛
弘
七
年
以
後
、
権
門
と
の
交
渉
の
場
を
失
な
っ
た
ご
と
く
、
ふ
た
た
び
無
名
の
人
々
と
の
日
常
詠
の
世
界
に
回
帰
し
て
行
く
。
 
 
 

道
済
集
か
ら
見
た
彼
の
和
歌
活
動
の
歩
み
は
、
大
き
く
は
以
上
の
通
り
な
の
だ
が
、
そ
の
中
の
権
門
と
の
交
渉
の
場
を
多
く
持
っ
 
 

た
長
保
・
寛
弘
年
間
、
源
重
信
・
藤
原
斉
信
に
し
ば
っ
て
、
和
泉
式
部
の
存
在
を
媒
介
と
し
て
考
え
た
の
が
、
前
項
ま
で
の
論
で
あ
 
 

る
。
長
保
年
間
は
源
重
信
が
な
く
な
っ
て
一
〇
年
近
い
歳
月
が
過
ぎ
て
い
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
な
つ
か
し
さ
を
持
っ
て
重
信
と
そ
 
 

の
周
辺
の
人
々
の
思
い
出
と
接
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
藤
原
斉
信
ほ
寛
弘
年
間
に
お
い
て
絶
頂
期
を
む
か
え
る
人
で
あ
る
か
ら
、
も
 
 
 

藤
原
実
煩
－
 
 

1
公
任
 
 
 

藤
原
為
光
 
 

＝
－
 
 

女
 
 

－
低
 
子
 
 

－
 誠
 
信
 
 

」
 
 



史
 
 

博
 
 

原
 
 
 

桑
 
 
考
え
ら
れ
ず
、
長
保
年
間
と
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
道
済
の
作
詩
活
動
が
公
的
に
記
録
さ
れ
た
も
の
は
、
長
保
年
間
か
 
 

ら
寛
弘
初
年
に
集
中
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
 
 
 

こ
の
こ
と
は
、
和
歌
活
動
に
お
け
る
公
的
な
場
を
示
す
歌
合
や
屏
風
歌
の
詠
進
の
時
期
と
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
お
り
、
い
わ
ば
和
 
 

歌
も
漢
詩
も
道
済
に
と
っ
て
は
、
上
流
貴
族
と
の
交
流
の
場
に
お
け
る
社
交
生
楕
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
道
長
政
権
 
 

の
安
定
期
を
む
か
え
る
寛
弘
三
年
以
後
、
道
長
邸
に
お
け
る
作
文
会
は
、
回
数
と
し
て
ほ
倍
以
上
も
し
き
り
に
催
さ
れ
る
が
、
そ
こ
 
 

で
は
公
卿
の
参
加
が
主
流
と
な
つ
て
、
道
済
の
よ
う
な
身
分
の
人
材
は
ー
も
は
や
召
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
和
歌
の
場
合
も
、
 
 

二
、
三
年
お
く
れ
て
寛
弘
五
、
六
年
以
後
は
、
同
じ
現
象
が
ほ
じ
ま
っ
て
く
る
。
 
 
 

道
済
は
、
散
位
の
六
年
間
を
過
ご
し
て
、
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
一
二
月
筑
前
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
彼
は
、
都
に
も
ど
っ
て
き
て
 
 

も
、
漢
詩
や
和
歌
の
詠
進
が
上
流
貴
族
と
自
分
と
を
つ
な
ぐ
も
の
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
充
分
に
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
 
 

て
二
つ
の
文
芸
の
ど
ち
ら
な
軸
に
、
自
分
の
生
涯
を
回
想
す
る
か
を
考
え
た
時
、
漢
詩
集
で
な
く
歌
集
を
も
っ
て
思
い
出
草
と
し
た
 
 
 

っ
と
現
実
的
な
生
活
感
情
を
持
っ
て
接
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
口
に
大
臣
・
大
納
言
階
級
の
権
門
と
い
っ
て
も
、
対
す
る
側
に
微
妙
 
 

な
態
度
の
ち
が
い
の
あ
る
こ
と
を
、
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

竹
下
豊
氏
は
、
道
済
の
漢
詩
活
動
の
世
界
に
も
目
を
向
け
て
、
次
の
よ
う
な
足
跡
を
ま
と
め
て
い
る
（
「
源
道
済
に
つ
い
て
」
論
 
 

集
日
本
文
学
日
本
語
中
古
2
所
収
・
角
川
書
店
昭
和
五
二
年
刊
）
。
 
 

六
月
二
日
 
 

八
月
三
日
 
 

寛
弘
元
年
（
肋
）
九
月
十
三
日
 
 

こ
れ
ら
の
う
ち
の
正
暦
二
年
の
作
は
、
 
 

正
暦
二
年
（
Ⅲ
）
十
月
三
日
 
 

長
保
元
年
（
9
9
9
）
五
月
六
日
 
 

同 同  
五 三  
午 年  
1003 lDOl 

五 十  

／＼  ，．一  

日 ±  

日  

大
井
川
遊
覧
に
随
行
し
、
序
文
を
作
る
 
（
本
朝
文
粋
）
 
 

左
大
臣
道
長
邸
の
作
文
会
に
作
詩
（
本
朝
麗
藻
）
 
 

宮
中
庚
申
の
作
文
会
に
献
序
（
権
記
、
類
衆
句
題
抄
）
 
 

内
裏
作
文
会
に
献
詩
（
権
記
）
 
 

宮
中
庚
申
の
作
文
会
に
献
序
（
権
記
）
 
 

宮
中
庚
申
の
作
文
会
に
献
詩
（
存
疑
）
 
 

道
長
邸
の
作
文
会
に
作
詩
（
顆
衆
句
題
抄
）
 
 

前
稿
五
五
貫
か
ら
五
六
頁
に
か
け
て
述
べ
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
正
暦
二
年
の
も
の
と
は
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の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

と
く
に
論
ず
る
こ
と
ほ
し
な
か
っ
た
が
、
私
は
、
道
済
集
は
源
道
済
自
身
の
手
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
編
 
 

集
は
最
終
的
に
は
、
道
済
の
死
に
よ
っ
て
お
ぁ
っ
た
と
も
思
っ
て
い
る
。
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