
大
江
千
里

「
鷲
の
谷
よ
り
出
づ
る
声
な
く
は
云
云
」

(
『
古
今
集
』
春
上
〉

の
典
拠
を
め
ぐ
っ
て

l
i
i和
漢
比
較
文
学
ノ
ー
ト
締
l
i

『
古
今
集
』
春
上
に
収
め
る
大
江
千
里
の
歌

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
歌

げ
協
の
谷
よ
り
出
づ
る
戸
な
く
は
春
く
る
こ
と
を
誰
か
知
ら
ま
し

の
血
ハ
拠
に
つ
い
て
は
、
早
く
『
和
歌
童
蒙
抄
』
ハ
藤
原
範
兼
)
に
、
「
谷

よ
り
出
る
と
は
、
毛
詩
伐
木
第
白
、
出
自
幽
谷
、
遷
子
喬
木
」
と
、

『
詩
経
』
小
雅
・
伐
木
篇
(
以
下
「
伐
木
第
」
と
い
う
)
に
よ
る
こ
と
が

指
協
附
さ
れ
て
以
来
、
契
沖
の
『
古
今
余
材
抄
』
、
季
吟
の
『
教
端
抄
』

を
は
じ
め
、
近
代
の
諸
注
釈
も
一
様
に
「
伐
木
第
い
を
そ
の
典
拠
と

し
て
掲
げ
て
い
る
。
行
論
の
都
合
上
、
先
ず
「
伐
木
篇
」
の
第
一
章

を
挙
げ
て
み
よ
う
。

き

と

う

と

う

伐
木
了
了
木
を
伐
る
こ
と
了
了
た
り

主
間
口

木

Rμ 
白
h
円

五

お
う
お
う

鳥
鳴
嬰
喫
鳥
の
鳴
く
こ
と
喫
喫
た
り

出
自
幽
谷
幽
谷
よ
り
出
で
て

遷
子
喬
木
喬
木
に
遷
る

喫
其
鳴
企
〈
喫
と
し
て
其
れ
鳴
く
は

求
其
友
声
其
の
友
を
求
む
る
の
声
な
り

み

相
彼
鳥
会
彼
の
鳥
を
相
る
に

猶
求
友
声
猶
ほ
友
を
求
む
る
の
戸
あ
り

矧
伊
人
企
〈
矧
ん
や
伊
れ
人
を
や

不
求
友
生
友
生
を
求
め
ざ
ら
ん
や

神
之
聴
之
神
の
之
を
聴
か
ば

つ
ひ

終
和
且
平
終
に
和
し
立
つ
平
ら
か
な
ら
ん

常
'
が
春
に
な
っ
て
谷
か
ら
出
て
鳴
く
と
い
う
千
里
歌
の
発
想
に
つ

い
て
は
、
窪
田
空
穏
に
「
鴬
が
冬
は
谷
に
こ
も
っ
て
い
る
も
の
だ
と
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い
う
こ
と
は
、
山
に
レ
閉
ま
れ
た
京
都
で
思
わ
れ
て
い
た
事
で
あ
る
。

故
事

Q
伐
木
第
」
を
さ
す
か
。
筆
者
〉
に
拠
っ
た
の
み
の
こ
と
と
は
思

わ
れ
な
い
よ

Q
古
今
和
歌
集
評
釈
』
上
〉
と
い
う
見
解
は
あ
る
も
の

の
、
大
江
千
里
が
、
句
題
和
歌
百
首
を
撰
し
、
江
家
の
始
祖
大
江
音

人
を
父
に
も
つ
儒
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
「
伐
木
篇
」
に
典

拠
を
求
め
る
の
は
正
当
な
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
諸
注
釈
が
「
伐
木
篇
」
を
典
拠
と
し
て
指
摘
す
る
の
は
、

あ
く
ま
で
表
現
上
の
類
似
i
l
H鴛
の
谷
よ
り
出
づ
る
芦
υ

と

H鳥

鳴
側
首
側
宮
、
出
自
幽
谷
μ

と

i
!と
い
う
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、

「
伐
木
第
」
の
詩
情
(
詩
意
〉
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
両
者
の
関
連
を
考

察
し
た
上
で
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
鋭
く
衝
い
て
、
千

里
歌
が
「
伐
木
篇
」
を
典
拠
と
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
伐
木

第
」
に
対
す
る
中
・
日
両
国
の
後
世
の
解
釈
を
通
し
て
で
あ
る
こ
と

を
論
じ
た
の
が
、
渡
辺
秀
夫
氏
の
「
谷
の
紫
、
一
歌
と
詩
と

i
i
〈
典

拠
〉
を
め
ぐ
っ
て

i
l」
Q
中
古
文
学
』
第
二
十
一
号
)
で
あ
る
。
渡

辺
氏
の
論
点
は
、
お
よ
そ
次
の
一
一
一
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ

、h
ノ。

ω「
伐
木
第
」
に
う
た
わ
れ
る
の
は
〈
鳥
〉
で
あ
っ
て
〈
鴬
〉
で

は
な
い
。
ム
ハ
朝
時
代
に
お
い
て
は
、
「
伐
木
篇
」
の
〈
鳥
〉
を
〈
鷲
〉

と
解
す
る
例
も
ま
ま
あ
る
が
、
〈
春
烏
・
百
舌
・
そ
れ
に
勿
論
鴬

を
も
含
め
た
、
い
わ
ゆ
る
鳥
一
般
〉
と
解
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

鳥
1
鴬
と
い
う
解
釈
の
酒
定
化
は
唐
代
に
形
成
さ
れ
る
。

ω毛
伝
、
郵
袋
な
ど
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「
伐
木
篇
」
は
、
鳥
が

幽
谷
を
出
て
高
樹
に
遷
り
住
ん
で
も
、
な
お
昔
の
友
を
呼
ん
で
鳴

く
と
い
う
戦
え
を
借
り
、
た
と
え
出
世
し
て
高
位
に
つ
い
て
も
、

旧
来
の
朋
友
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
人
倫
・
道
徳
を

諭
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
(
幽
谷
よ
り
出
て
鳴
く
鳥
"
ム
色
、
が
早
春

の
景
物
と
し
て
詠
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
六
割
引
梁
の
蒲
統
の
寸
姑
洗
三

月
」
の
文
に
先
例
は
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
唐
代
に
な
っ
て
一
般

化
す
る
も
の
で
あ
る
。
唐
詩
の
影
響
下
に
あ
る
当
時
の
日
本
漢
詩

も
、
〈
谷
の
鴬
〉
を
す
べ
て
早
春
の
景
物
と
し
て
詠
じ
て
い
る
。

ωし
た
が
っ
て
、
早
春
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
詠
ぜ
ら
れ

た
千
箆
歌
を
は
じ
め
、
〈
谷
の
鴬
〉
と
し
て
類
型
化
ー
す
る
和
歌
的

世
界
の
表
現
は
、
そ
の
血
〈
拠
を
た
だ
ち
に
「
伐
木
篇
」
に
求
め
て

事
足
れ
り
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
唐
詩
に
お
け
る
「
伐
木
第
」
の

解
釈
、
及
び
そ
れ
を
承
け
た
倭
詩
の
表
現
一
般
に
依
拠
す
る
と
み

る
べ
き
で
あ
る
。
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と
い
う
も
の
で
あ
る
。
論
寄
は
明
快
で
、
中
・
日
両
国
の
作
品
に
つ

い
て
豊
富
な
資
料
を
提
示
し
つ
つ
綿
密
な
考
証
が
な
さ
れ
て
お
り
、

今
後
の
〈
典
拠
論
〉
の
在
り
方
を
も
示
唆
す
る
傾
聴
す
べ
き
論
考
で

あ
る
。
小
町
谷
照
彦
氏
も
「
古
今
和
歌
集
評
釈
・
う
ぐ
ひ
す
の
谷
よ

り
出
づ
る
声
」
(
『
国
文
学
』
昭
臼
・
ロ
〉
に
お
い
て
、
大
幅
な
紙
幅
を



さ
い
て
渡
辺
氏
の
所
論
を
紹
介
し
て
い
る
の
も
、
斯
界
に
広
く
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
筆
者
は
、
渡
辺
氏
の
綿
密
な
論
考
を
拝
読
し
て
も
、
な

お
意
に
満
た
ぬ
思
い
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
恐
ら
く
次

の
一
点
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
渡
辺
氏
の
所
論
が
、

千
里
歌
を

μ
早
春
の
景
を
詠
じ
た
も
の
μ

と
い
う
前
提
の
も
と
に
、

そ
の
典
拠
の
よ
り
適
切
な
出
自
を
、
中
・
日
両
国
に
お
け
る
「
伐
木

篇
」
受
容
の
歴
史
の
中
に
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
筆
者
は
従
前
、
千
里
歌
に
は
早
春

の
誠
一
詠
の
中
に
、
後
述
す
る
「
伐
木
篇
」
の
本
義
ハ
毛
伝
・
鄭
築
な
ど

の
古
詮
の
解
釈
)
や
派
生
義
ハ
後
生
の
詩
文
に
み
ら
れ
る
「
伐
木
篇
」
解
釈
)

な
ど
の
寓
意
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ

る。
思
う
に
、
千
里
歌
が
H

早
春
の
景
を
詠
じ
た
も
の
υ
と
い
う
前
提

は
、
恐
ら
く
、
当
該
歌
が
『
古
今
集
』
の
「
春
上
」
に
収
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
古
来
『
古
今
集
』
の
諸
注
釈
が
概
し
て
そ
の
よ
う
に
解

釈
し
て
い
る
こ
と
、
更
に
は
後
世
〈
谷
の
駕
〉
と
し
て
類
型
化
す
る

和
歌
的
表
現
が
お
し
な
べ
て
春
の
景
物
と
し
て
詠
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
に
よ
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
『
古
今
集
』
春
上

に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
円
古
今
集
』
撰
者
の
千
里
歌
に
対
す
る

解
釈
を
反
映
し
て
は
い
る
も
の
の
、
千
里
歌
の
本
意
如
何
は
別
途
に

考
察
を
要
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
こ
と
ヲ
ま
た
、
『
吉
今
集
』
の
注
釈

の
中
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
〈
春
・
鴬
〉
の

「
鴬
未
γ
出
今
遺
賢
在
γ
谷
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
説
く
『
古
今
抄
』

(
冷
泉
持
為
)
の
ご
と
き
注
目
す
べ
き
注
釈
も
存
す
る
こ
と
、
更
に
、

〈
谷
の
鴬
〉
と
い
う
表
現
が
春
景
の
歌
語
と
し
て
類
型
化
す
る
の
は

あ
く
ま
で
も
後
世
の
こ
と
で
あ
り
、
千
里
歌
が
詠
ぜ
ら
れ
た
当
時
の

「
伐
木
第
」
受
容
の
文
学
的
状
況
を
反
映
す
る
も
の
で
は
必
ず
し
も

な
い
こ
と
、
等
々
の
理
由
に
よ
り
、
千
里
歌
が
H

早
春
の
景
を
詠
じ

た
も
の
υ

と
す
る
前
提
は
、
必
ず
し
も
妥
当
な
も
の
と
は
言
い
難
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
の
理
解
に
従
え
ば
、
こ
の
場
合
、
方
法

論
的
に
は
む
し
ろ
逆
の
操
作
、
す
な
わ
ち
中
・
日
両
国
に
お
け
る

「
伐
木
第
」
受
容
の
歴
史
の
考
察
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
の
上
で
千
里

歌
の
解
釈
の
如
何
が
関
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ

る。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
見
地
に
立
っ
て
、
今
一
度
「
伐
木
第
」
の
後

世
に
お
け
る
受
容
の
在
り
様
を
虚
心
に
ト
レ
イ
ス
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
千
里
歌
の
解
釈
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
私
見
を
の
べ

て
み
た
い
と
思
う
。
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墨
付
経
』
伐
木
第
は
、
崩
友
・
故
旧
を
招
い
て
宴
会
を
す
る
時
の



詩
で
、
親
族
に
親
し
み
賢
者
を
友
と
し
、
故
田
を
忘
る
べ
き
で
な
い

こ
と
を
諭
す
作
品
だ
と
、
毛
伝
の
よ
い
院
に
い
う
。
詩
の
「
伐
木
了
了
、

鳥
鳴
唆
喫
」
を
い
わ
ゆ
る
H

輿
υ

と
み
る
か
ハ
毛
伝
〉
、
山
谷
で
友
人

と
労
働
し
て
い
た
と
き
の
実
景
つ
賦
む
と
み
る
か
(
郵
袋
)
の
相
違

は
あ
る
に
し
て
も
、
毛
伝
・
鄭
築
と
も
、
鳥
が
鳴
き
交
す
光
景
を
通

し
て
親
族
・
朋
友
の
相
和
す
べ
き
こ
と
を
歌
っ
た
と
す
る
点
で
は
同

じ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
出
自
幽
谷
、
選
子
喬
木
。
唆
其
鳴
失
、
求
其

友
声
」
に
付
さ
れ
た
毛
伝
に
、

君
子
難
遷
処
於
高
位
、
不
可
以
忘
其
朋
友
。
(
君
子
は
遷
り
て
高

位
に
処
る
と
騰
も
、
以
て
其
の
朋
友
を
忘
る
可
か
ら
ず
〉

と
あ
り
市
鳥
が
幽
谷
か
ら
出
て
喬
木
ハ
高
い
木
〉
に
飛
び
移
る
こ
と
を
、

人
が
出
世
し
て
高
位
に
つ
く
こ
と
の
比
稔
(
暗
撒
〉
で
あ
る
と
‘
明

確
に
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
後
世
に
お
け
る
「
伐
木
篇
」
を

典
故
と
す
る
表
現
は
、

H

興
υ

や
H

賦
μ

の
部
分
の
自
然
一
詠
を
継
承

す
る
よ
り
も
、
寓
意
さ
れ
て
い
る
部
分
の
継
承
が
よ
り
顕
著
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、

*
(
4〉
く
く
〈

J
i
-
-〉〉‘、

ー
鳥
側
首
喫
今
友
之
期
鳥
は
唆
喫
と
し
て
友
を
之
れ
期
す

念
高
子
今
僕
懐
思
高
子
を
念
ひ
て
僕
は
懐
思
す

想
念
依
今
愛
集
弦
依
を
想
ひ
念
ひ
て
愛
に
誌
に
集
る

(
後
漢
、
梁
鴻
、
思
友
詩
)

は
、
梁
鴻
が
友
人
の
高
依
を
患
い
慕
う
詩
で
あ
り
、

"
“
経
彼
脅
ポ
彼
の
喬
木
を
経
て

都
新
戦
鳴
鳥
の
喫
鳴
す
る
有
り

徴
物
議
持
徴
物
だ
に
僚
ら
を
識
る

矧
伊
有
矯
矧
ん
や
伊
れ
情
有
る
を
や

(
晋
、
陸
雲
、
答
兄
平
原
詩
)

3
華
事
相
光
飾
華
募
相
光
飾
し

唆
鳴
悦
向
響
畷
鳴
響
き
を
同
じ
う
す
る
を
悦
ぶ

あ
っ

親
親
子
敦
余
親
を
親
と
し
て
子
は
余
に
敦
く

な
ん
ぢ

民
酌
時
五
回
爾
賞
賢
を
賢
と
し
て
五
回
は
爾
を
賞
す

(
南
朝
宋
、
一
謝
瞬
、
於
安
城
答
霊
運
詩
〉

の
二
首
は
、
肉
親
が
親
し
み
陸
み
合
う
こ
と
を
歌
う
詩
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
毛
伝
小
序
の
解
釈
を
踏
ま
え
て
、
「
伐
木
篇
」
が
典
故
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
(
引
用
の
詩
文
は
、
所
要
の
部
分
の
み
の
摘
句
で
あ

る
。
以
下
同
じ
〉
。
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4
光
光
設
生
光
光
た
る
段
生

出
幽
遷
喬
幽
よ
り
出
で
て
喬
き
に
選
る

資
忠
履
信
忠
を
資
り
…
一
債
を
履
み

武
烈
文
昭
武
は
烈
し
く
文
は
紹
ら
か
な
り

(
音
、
例
制
現
、
答
虚
謡
詩
〉

中
華
に
顧
轄
の
哀
し
み
有
り

幽
谷
に
遷
喬
の
望
み
無
し

5 
幽i中
谷f華
無j有
遷j顧
喬j槍
之!之
望i亥



金日
1

桓
混
、
薦
議
一
克
彦
表
〉

*

〉

〉

〉

〉

6
酵
昔
向
幽
谷
醇
昔
幽
谷
を
同
じ
う
す
る
に

伊
議
選
喬
木
伊
れ
磁
は
喬
木
に
遷
る

赫
恋
〈
盛
青
紫
赫
突
と
し
て
青
紫
盛
ん
に

か
ん
と
く

討
論
窮
館
瞭
討
論
は
鱒
臓
を
窮
む

〈
階
、
孔
紹
安
、
贈
察
君
詩
〉

な
ど
の
詩
文
は
、
い
ず
れ
も
汁
出
自
幽
谷
、
遷
子
喬
木
」
の
部
分
が
、

前
掲
の
毛
伝
の
解
釈
を
踏
ま
え
て
、

υ
官
位
が
昇
進
す
る
μ

H

出
世
し

て
高
位
に
つ
く
μ

な
ど
の
比
一
輪
ハ
陪
鳴
〉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
六
朝
時
代
に
お
い
て
、
「
伐
木
第
」
の

H

輿
υ
や

υ
賦
υ

に

あ
た
る
部
分
が
、
自
然
の
景
物
の
典
故
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例

も
、
わ
ず
か
な
が
ら
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
早
く
後
漢
の
張
衡
の

「
帰
国
賦
」
に
は
、

7
仲
春
令
月
仲
春
令
月

時
和
気
清
時
和
し
気
清
く

お
う
し
よ

五
経
鼓
翼
王
維
は
翼
を
鼓
し

倉
庚
友
鳴
倉
庚
は
京
鳴
す

〈

び

き

つ

こ

う

交
頚
額
頑
頚
を
交
え
て
誤
旗
し

関
関
唆
嘆
関
関
脚
質
唆
た
り

と
、
田
監
の
春
景
と
し
て
「
倉
庚
〈
鷲
ど
が
片
側
官
製
」
e

と
鳥
く
さ
ま

が
一
詠
ぜ
h
h料
、
高
朝
梁
の
鷲
統
の
「
姑
洗
一
一
五
」
に
は
、

u
j

伏
以
、
景
遠
祖
春
、
時
臨
変
節
。
戦
協
同
ω旬
、
字
伝
求
友
む

立
回
。

お

も

ゆ

せ

ま

伏
し
て
以
ふ
に
、
景
は
狙
く
春
に
運
り
、
一
時
は
変
節
に
臨
む
。

暗
鴬
谷
を
出
で
て
、
争
ひ
て
友
を
求
む
る
の
音
を
伝
ふ
。

と
、
晩
春
の
景
物
と
し
て
、
谷
を
出
て
友
を
求
め
て
鳴
く
鴬
が
詠
ぜ

ら
れ
、
更
に
、
南
朝
擦
の
陽
慎
の
「
従
駕
記
麓
山
廟
詩
」
に
、

9
窟
酪
細
網
合
窟
は
仰
向
か
に
し
て
細
網
合
し

場
静
落
花
関
増
は
静
か
に
し
て
落
花
山
m
L

震
巣
始
入
燕
饗
巣
に
は
始
め
て
燕
入
り

軒
樹
巴
遷
常
い
軒
樹
に
は
己
に
鴬
遷
る

と
、
山
麓
の
遅
い
春
の
点
景
と
し
て
「
遷
鴬
」
が
詠
ぜ
ら
れ
て
い
一
見

も
の
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
0

6
そ
う
し
て
、
以
後
の
「
伐
木
第
」
を

車
ハ
放
と
す
る
受
容
の
在
り
様
は
、
右
の

ρ
輿
υ
や

η
賦
υ

の
部
分
の

自
然
一
詠
と
、
前
述
の
古
注
の
解
釈
に
示
さ
れ
た
本
意
と
が
、
相
互
に

干
渉
し
合
い
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
の
ヴ
ァ
リ
ェ

1
シ
ョ

γ
を

生
み
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

羽
田
首
望
孤
城
首
を
回
ら
し
て
孤
城
を
望
め
ば

愁
人
益
不
平
愁
人
部
パ
リ
平
ら
か
な
ら
ず

華
亭
宵
鶴
挟
華
亭
に
宵
鶴
耐
炊
き

幽
谷
卒
鷲
鳴
幽
谷
に
早
鴬
鳴
く
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(
階
、
孫
万
寿
、
遠
成
江
南
寄
京
邑
親
友
詩
)

の
よ
う
に
、
「
遠
く
江
南
を
成
る
」
自
己
の
不
遇
を
「
伐
木
篇
」
を

ふ
ま
え
て
幽
谷
に
鳴
く
鴬
に
比
鳴
し
、
仕
途
を
悔
い
る
H

華
亭
鶴

峡
μ

の
故
事
(
『
世
説
新
語
』
尤
部
篇
〉
と
共
に
用
い
た
も
の
、

江
仮
容
不
足
観
仮
容
は
観
る
に
足
ら
ざ
る
も

遺
音
猶
可
薦
遠
音
は
猶
ほ
薦
む
可
し

幸
蒙
喬
樹
恩
幸
い
に
喬
樹
の
恩
を
蒙
り
て

得
以
開
高
段
以
て
高
殿
に
関
こ
ゆ
る
を
得
た
り

ハ
南
朝
梁
、
沈
約
、
侍
宴
詠
反
舌
詩
)

(
7〉

の
よ
う
に
、
〈
反
舌
〉
鳥
が
高
樹
に
選
っ
て
高
殿
に
鳴
く
と
い
う
、

〈

8
〉

い
わ
ゆ
る
詠
物
詩
の
型
を
と
り
な
が
ら
、
皇
恩
を
蒙
っ
て
昇
殿
で
き

た
喜
こ
び
を
寓
す
る
も
の
な
ど
は
、
そ
う
し
た
作
品
の
一
部
で
あ

る。
唐
代
に
入
っ
て
も
、
「
伐
木
第
」
を
典
故
と
す
る
表
現
や
作
品
が

数
多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
六
朝
時
代
の
受
容
の

在
り
様
を
継
承
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
に
春
景
と

し
て
の
「
伐
木
篤
」
を
踏
ま
え
た
詠
出
は
、

ロ
二
月
風
光
起

A

二
月
間
内
光
起
り

三
春
桃
李
議
十
三
春
桃
李
華
さ
く

鴬
吟
上
喬
木
鴻
は
吟
じ
て
喬
木
に
上
り

雁
往
患
平
沙
隠
は
往
き
て
平
沙
に
息
ふ

ハ
高
瑳
、
晦
日
宴
高
氏
林
亭
詩
)

*
1
1
〈
く
ら
L
〈''teek〈

日
出
谷
鴬
初
語
谷
を
出
で
て
鴬
初
め
て
語
り

空
山
猿
独
愁
空
山
猿
独
り
愁
ふ

春
揮
生
草
樹
春
療
は
草
樹
に
生
じ

柳
色
援
沙
汀
柳
色
は
沙
汀
に
暖
か
な
り

(
徐
浩
、
謁
馬
廟
詩
〉

を
は
じ
め
と
し
て
、
他
に
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
大

勢
と
し
て
は
や
は
り
、

M
竜
門
変
化
人
皆
望
竜
門
の
変
化
は
人
皆
望
む
も

総
制
鵡
樹
自
有
時
議
谷
の
飛
鳴
は
自
ら
時
有
り

(
玉
涯
、
広
宣
上
人
以
詩
賀
放
務
和
謝
詩
〉

日
花
迎
紋
服
総
観
樹
花
は
総
服
を
迎
へ
て
鴬
谷
を
離
れ

柳
傍
東
風
蝕
馬
鞭
柳
は
東
風
に
傍
い
て
馬
鞭
に
触
る

(
羅
憶
、
婚
高
先
輩
令
狐
補
関
詩
)

お
幽
谷
未
見
於
鴬
喬
幽
谷
未
だ
鴬
喬
を
見
ず

曲
混
空
勤
於
胤
舟
藻
曲
沼
に
空
し
く
局
藻
を
勤
む

(
李
高
穏
、
為
挙
人
献
韓
郎
中
珠
啓
)

ロ
忽
黍
専
城
奉
六
条
忽
ち
裁
を
専
ら
に
し
て
六
条
を
奉
ず
る
を

悉
く
し
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し
J

は
し
ば

自
憐
出
谷
底
遷
喬
自
ら
憐
む
谷
を
出
で
て
屡
ミ
選
喬
す
る
を

(
監
護
、
除
数
州
途
中
寄
座
主
主
侍
郎
詩
)

な
ど
の
如
く
、
進
士
に
登
第
す
る
こ
と

(
M
・
羽
〉
、
出
世
し
て
官
位

が
昇
進
す
る
こ
と
(
日
・
げ
)
な
ど
の
意
を
寓
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。
た
だ
、
六
朝
期
と
異
る
現
象
は
、
「
伐
木
第
」
の
〈
鳥
〉

が
〈
鴬
〉
に
特
定
化
し
て
詠
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
、
「
伐
木

第
」
の
本
意
を
典
故
と
す
る
場
合
、
ム
ハ
制
初
期
に
は
〈
鳥
(
鴬
)
〉
が
表

現
の
背
後
に
隠
れ
て
い
た

(
4
・
5

・
6
の
例
)
の
に
対
し
、
唐
詩
に

お
い
て
は
、
〈
遷
鴛
〉
〈
鴬
谷
〉
〈
鴬
喬
〉
〈
鴛
遷
〉
な
ど
の
よ
う
に
、

〈
鴬
〉
が
詩
の
表
面
に
現
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

そ
れ
は
、
自
然
詠
と
し
て
の
詩
語
〈
鴛
〉
と
、
本
意
の
典
故
と
し
て

の
〈
遷
喬
〉
〈
出
谷
〉
な
ど
の
諮
が
、
語
奨
レ
ベ
ル
で
緊
密
に
結
び

つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
詩
境
表
現
と
し
て
の
両
者
の
融
合
が

唐
代
に
な
っ
て
一
一
層
促
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
唐
詩
一
般
の
傾
向
は
、
わ
が
留
の
平
安
文
学
に
多
大
の

影
響
を
与
え
た
自
居
易
の
詩
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

企
中諸

井
鮒
思
反
泉
井
鮒
は
泉
に
反
ら
ん
こ
と
を
思
ひ

籍
鳥
悔
出
谷
鰭
鳥
は
谷
を
出
で
し
を
悔
ゆ

(
孟
夏
忠
清
村
田
鹿
寄
舎
弟
詩
)

*
 

四
山
静
豹
難
路
山
静
か
に
し
て
豹
は
掘
れ
難
く

谷
仰
向
期
満
暫
還
谷
断
く
し
て
饗
は
暫
く
還
る

(
和
鄭
一
克
及
第
後
秋
帰
洛
下
関
唐
詩
)

ネ

は

し

お
祥
鰻
降
伴
趨
庭
鯉
祥
纏
は
降
り
て
庭
を
趨
る
鯉
に
伴
ひ

賀
燕
飛
和
出
谷
繁
'
賀
燕
は
飛
び
て
谷
を
出
づ
る
鴬
に
和
す

(
和
楊
郎
中
賀
揚
僕
射
致
一
仕
後
楊
侍
郎
門
生
合
宴
席
上
作
詩
)

公
不
失
遷
駕
侶
遷
鷺
の
侶
を
失
は
ず

国
成
賀
燕
意
中
国
り
て
賀
燕
の
翠
を
成
す

(
与
諮
問
年
賀
主
侍
郎
新
拝
太
常
向
宴
粛
尚
書
亭
子
詩
)

な
ど
、
い
ず
れ
も
出
仕
(
ぎ
、
帰
隠
(
玲
〉
、
登
第
(
号
、
昇
官
(
幻
)

な
ど
の
寓
意
と
共
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
純
粋
に
春
日
の
景
物
と
し

て
用
い
ら
れ
た
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。

そ
の
他
、
い
わ
ゆ
る
「
詠
物
詩
」
の
中
に
も
、

犯
欲
嚇
声
猶
渋
嚇
鳴
ら
ん
と
欲
す
る
も
声
猶
ほ
渋
り

将
飛
羽
未
認
将
に
飛
ぽ
ん
と
す
る
も
羽
未
だ
調
は
ず

高
風
不
借
使
高
風
借
る
に
便
な
ら
ず

何
処
得
選
喬
何
れ
の
処
に
か
喬
き
に
遷
る
を
得
ん

ハ
鄭
憎
ん
げ
齢
、
詠
黄
鴬
児
詩
〉

の
よ
う
に
、
〈
葉
鴬
児
〉
に
托
L
て
作
者
の
H

志
有
る
も
酬
ひ
難
き
μ

感
慨
が
寓
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
、

お
写
端
清
弦
裏
噂
り
を
写
す
清
弦
の
裏

遷
喬
騎
木
中
喬
き
に
遷
る
路
木
の
中
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か
が

お
釘
若
可
輩
(
友
生
若
し
繋
ふ
可
く
ん
ば

幽
谷
饗
還
通
関
谷
に
饗
き
還
た
通
ぜ
ん

〈
李
橋
、
鷲
詩
)

の
よ
う
に
、
鴬
'
が
友
生
を
求
め
て
鳴
く
と
い
う
「
伐
木
篇
」
の
本
来

の
詩
意
に
沿
っ
た
詠
出
な
ど
、
単
な
る
自
然
詠
と
し
て
の
詠
物
の
域

を
越
え
た
寓
意
を
認
め
う
る
作
品
が
あ
る
の
も
、
ム
ハ
朝
期
と
同
様
で

あ
る
。こ

う
し
た
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
唐
代
に
行
わ
れ
た
官
吏
登
用
試

験
H

省
試
υ

の
題
、
詠
に
み
ら
れ
る
、
「
伐
木
第
」
を
典
故
と
す
る
表

現
群
で
か
幻
o

い
ま
は
煩
を
避
け
て
、
大
暦
年
間
の
省
試
題
「
小
苑

春
望
宮
池
柳
色
」
と
、
間
関
成
年
間
の
省
試
題
「
嬢
出
谷
」
と
に
つ
い

て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

明
文
苑
英
華
』
巻
一
八
八
に
は
、
「
小
苑
春
望
宮
池
柳
色
」
と
題
す

作
品
が
十
首
収
め
ら
れ
て
い
ん
問
、
そ
の
中
の
思
自
に
「
伐
木
篇
」

を
踏
ま
え
た
表
現
が
み
え
て
い
る
。

M
上
林
新
都
変
上
林
新
柳
変
じ

小
苑
暮
天
靖
小
苑
暮
天
晴
れ
た
り

漸
到
依
依
処
漸
く
依
依
の
処
に
到
り

思
関
出
樹
齢
船
呑
を
出
づ
る
議
を
関
か
ん
こ
と
を
思
う

(
襟
逢
〉

お
小
苑
宜
春
望

宮
池
柳
色
軽

宮小
池苑

春
望
に
宜
し
く

柳
色
軽
し

他
時
花
満
路
他
時
花
路
に
満
つ
る
と
き

従
此
接
選
鴬
此
よ
り
遷
鴬
に
接
わ
ら
ん

(
丁
位
)

初
勝
遊
従
小
苑

宮
榔
望
春
情

勝
遊
し
て
小
苑
に
従
へ
ば

宮
柳
春
の
情
る
る
を
望
む

脳
駅
駐
副
総
上
願
は
く
は
高
校
の
上
に
駐
日
ソ
て

還
問
出
制
鉱
山
理
た
谷
を
出
づ
る
鴬
に
同
じ
か
ら
ん
こ
と
を

(
楊
系
〉

幻
認
光
婦
漢
苑

柳
色
発
春
披
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相i懇
色光

漢
苑
に
帰
し

春
城
に
発
す

篠
得
辞
齢
制
儀
し
幽
谷
を
辞
す
る
を
得
ば

郎
総
寄
…
名
高
校
に
一
名
を
寄
せ
ん

ハ
張
季
路
〉

い
ず
れ
の
作
品
も
試
題
の
「
小
苑
春
望
宮
池
柳
色
」
の
情
景
を
織
り

込
ん
で
詠
い
起
し
、
末
尾
を
「
伐
木
篇
」
の
典
故
を
踏
ま
え
て
、
省

試
の
登
第
を
願
う
気
持
を
一
詠
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
試
題
と
「
伐
木



第
」
と
の
関
連
は
、
中
国
に
お
い
て
は
、
〈
鴬
〉
は
〈
柳
〉
と
共
に

詠
ぜ
ら
れ
る
の
が
一
般
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
諸
例

は
、
「
伐
木
第
」
を
出
自
と
す
る
「
ハ
幽
〉
谷
を
出
づ
る
鴬
」
「
喬
〔
高
〕

木
に
遷
る
鴬
」
と
い
う
表
現
が
、
表
面
上
は
試
題
の
要
求
す
る
春
景

の
中
に
収
ま
り
な
が
ら
、
「
伐
木
篇
」
を
典
故
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
単
な
る
春
景
の
域
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
作
者
の
志
の
詠
出
に
も

な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
文
苑
英

華
』
巻
一
八
五
に
収
め
る
開
成
年
間
の
省
試
題
「
鱒
抽
出
谷
」
(
回
首
)

に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
一
層
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

，

m幸
図
辞
旧
谷
幸
い
に
旧
谷
を
辞
す
る
に
因
り
て

従
此
及
芳
農
此
よ
り
芳
農
に
及
ぶ

欲
語
如
求
友
語
ら
ん
と
欲
し
て
友
を
求
む
る
が
如
く

初
飛
似
畏
人
初
め
て
飛
び
て
人
を
畏
る
る
に
似
た
り

喜
遷
喬
木
近
喬
木
の
近
き
に
遷
る
を
喜
び

寧
厭
対
花
新
寧
ん
ぞ
一
献
は
ん
花
の
新
し
き
に
対
す
る
を

犠
念
徴
禽
意
念
ふ
に
堪
へ
た
り
徴
禽
の
意
の

関
関
也
愛
春
関
関
と
し
て
ま
た
春
を
愛
す
る
を

(
劉
荘
物
〉

29 
担寺}玉
禽i律
羽陽
翻和
新変

時玉
禽律

揚
和
に
変
じ

羽
溺
新
た
な
り

一載
噂飛
己初
驚出;
人谷i

一載Z
たちは

び飛
i蒋び
りて
て初
巴め
にて
人谷
をを
驚出
かで
す

求
友
心
何
切
友
を
求
む
る
心
何
ぞ
切
な
る

遷
喬
幸
有
因
喬
き
に
選
る
幸
に
図
る
有
り

華
林
高
玉
樹
翠
林
の
高
き
玉
樹
に

棲
託
及
芳
長
壊
託
し
て
芳
農
に
及
ば
ん

(
銭
可
復
〉

い
ず
れ
も
、
援
か
い
陽
気
に
誘
わ
れ
て
谷
を
出
た
鴬
が
、
友
を
き
が

し
て
鳴
き
な
が
ら
、
高
樹
に
遷
り
棲
ん
で
い
つ
ま
で
も
よ
き
春
の
日

を
満
喫
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
が
詠
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
今
ま
で
‘
考
察

し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
〈
鴬
〉
が
作
者
に
、
〈
友
〉
が
先
輩
に
、

〈
出
谷
V

〈
遷
喬
〉
が
官
吏
と
し
て
登
用
さ
れ
る
こ
と
に
擬
せ
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
見
や
す
い
こ
と
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
詩
に
お
い
て
は
、

〈
芳
長
〉
〈
春
〉
な
ど
の
語
が
太
平
の
御
世
の
踏
鳴
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

以
上
、
六
朝
か
ら
唐
詩
ま
で
、
「
伐
木
篇
」
の
受
容
に
つ
い
て
概

観
し
て
き
た
が
、
要
す
る
に
、
千
里
歌
と
の
関
孫
で
問
題
に
な
る

行
常
'
が
谷
か
ら
出
る
υ

と
い
う
表
現
も
含
め
て
、
中
国
詩
に
お
け
る

「
伐
木
篇
」
受
容
の
態
様
は
、
春
景
と
し
て
の
単
な
る
自
然
詠
と
し

て
よ
り
も
、
古
誌
に
示
さ
れ
た
「
伐
木
篇
」
解
釈
の
思
想
が
、
明
に
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暗
に
寓
意
さ
れ
る
場
合
が
一
般
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四

翻
っ
て
、
当
時
の
わ
が
留
の
漢
詩
の
世
界
に
患
を
転
じ
て
み
よ

う
。
「
伐
木
篇
」
を
典
故
と
す
る
表
現
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
も
の

ビ
、
先
手
『
懐
風
藻
』
の
次
の
二
首
、

ω以
此
芳
春
節
此
の
芳
春
の
節
を
以
て

ぁ

忽
値
林
下
風
忽
ち
林
下
の
風
に
値
ふ

あ
で

求
友
鴬
腐
樹
友
を
求
め
て
鴬
は
樹
に
婿
や
か
に

含
香
花
笑
叢
香
を
含
ん
で
花
は
叢
に
笑
ふ

(
釈
智
蔵
、
翫
花
鴬
詩
〉

*
 

幻
花
色
花
枝
染
花
色
花
校
に
染
ま
り

鴬
吟
鴬
谷
新
鍔
吟
鴬
谷
に
新
た
な
り

臨
水
関
良
宴
水
に
臨
ん
で
良
宴
を
開
き

泥
爵
賞
芳
春
爵
を
泥
べ
て
芳
春
を
賞
づ

(
春
日
蔵
老
、
述
懐
詩
〉

が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
〈
芳
春
〉
の
季
節
を
一
詠
じ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
続
い
て
『
文
華
秀
麗
集
』
に
み
ら
れ
る
、

位
長
天
去
耀
催
帰
思
長
天
の
去
臆
帰
思
を
催
七

齢
制
剤
総
助
客
培
幽
谷
の
来
駕
客
暗
を
助
く

一
一
回
相
逢
如
旧
識
一
活
相
逢
ふ
て
担
識
の
如
し

交
清
白
与
古
人
斉
交
情
自
ら
古
人
と
斉
し

(
坂
上
今
継
、
和
溺
海
大
使
克
寄
之
作
詩
〉

は
、
〈
幽
谷
来
駕
〉
に
よ
っ
て
友
を
求
め
て
鳴
く
「
伐
木
篇
」
の
意

を
寓
し
、
今
継
と
溺
海
大
伎
と
の
〈
交
情
〉
を
詠
じ
た
も
の
。
ま
た
、

『
経
国
集
』
の
、

〉
、
〈
「
〉
3
1〈
r
y

す
ゐ

お
遼
谷
黄
鴬
無
俸
侶
遼
谷
の
糞
鴬
偉
侶
無
く

冬
天
不
語
在
荒
林
冬
天
に
語
ら
ず
し
て
荒
林
に
在
り

年
来
更
過
陽
春
侯
年
来
り
更
に
過
ぐ
揚
春
の
侯

渋
滞
一
喚
問
知
音
渋
滞
一
に
呼
ぶ
旧
知
の
音

(
嵯
蛾
天
皇
、
和
議
貞
主
誠
外
聴
鴬
'
衝
前
藤
中
納
言
之
作
詩
)

は
、
全
篇
〈
鴬
〉
詠
で
は
あ
る
が
、
志
を
得
な
い
孤
独
な
土
が
旧
知

の
引
き
立
て
を
求
め
る
意
が
寓
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

更
に
、
『
田
氏
家
集
』
の
、

出
回
序
調
均
第
七
年
四
序
調
均
し
て
第
七
年

三
朝
自
与
立
春
旋
三
朝
自
ら
立
春
と
旋
る

鳩
飛
使
放
東
風
去
鳩
は
飛
び
て
東
風
に
放
ち
て
去
ら
し
め

鴬
出
先
登
南
樹
遷
鴬
は
出
で
て
先
づ
南
樹
に
登
り
て
遷
る

(
七
年
歳
旦
立
春
詩
〉

は
、
大
平
の
治
世
を
謡
歌
す
る
の
に
、
鳩
が
放
生
さ
れ
(
『
列
子
』
説

符
篇
〉
、
資
者
が
登
用
さ
れ
る
ハ
「
伐
木
第
」
〉
血
ハ
故
を
用
い
た
も
の
で
あ

わノ、
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お
了
得
行
蔵
能
在
我

憐
他
飛
伏
必
依
人

応
同
鶴
滞
重
皐
日

行
蔵
能
く
我
に
在
る
を
了
得
す
る
も

他
の
飛
伏
必
ず
人
に
依
る
を
鋒
む

応
に
鶴
の
重
皐
に
滞
る
自
に
同
じ
か
る
ベ

ノ
《
、

孤
負
鴬
遷
喬
木
春
孤
り
鴬
の
喬
木
に
遷
る
春
に
負
く

〈
震
侍
中
局
壁
頭
挿
紙
鳶
呈
諸
問
志
詩
〉

は
、
賢
才
が
登
用
さ
れ
る
治
世
(
「
鴬
選
喬
木
春
」
〉
に
、
不
遇
に
甘
ん

じ
て
い
る
こ
と
〈
「
鶴
滞
重
皐
日
」
〉
を
詩
題
の
〈
紙
鳶
〉
に
寓
し
て
詠

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
伐
木
篇
」
及
び
『
詩
経
』
鶴
鳴

篇
の
血
〈
故
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
漢
詩
に
お
い
て
も
、
「
伐
木
篇
」
に
典
拠
を
も

っ
表
現
ハ
当
面
特
に
問
題
と
な
る
〈
谷
〉
と
か
か
わ
る
〈
紫
〉
も
含
め
て
)

は
、
単
な
る
季
節
詠
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
も
の
の
、
そ
の
大

勢
は
中
国
詩
と
同
じ
く
、
「
伐
木
篇
」
の
古
注
に
一
訴
さ
れ
た
解
釈
に

沿
う
寓
意
を
や
ど
し
な
が
ら
詠
出
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ

の
こ
と
は
、
そ
の
詩
作
に
「
伐
木
篇
」
の
典
故
を
多
用
す
る
菅
原
道

真
の
場
合
も
全
く
同
様
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
早
春
侍
内
宴
賦
聴
早
鴬
応
製
詩
」
で
は
、

お
不
怪
鴬
声
早
鴛
声
の
早
き
を
怪
し
ま
ず

応
縁
楽
歳
華
応
に
歳
華
を
楽
し
む
に
縁
る
ベ
し

偏
歓
初
出
制
偏

r歓
ぶ
初
め
て
谷
を
出
づ
る
を

謝
絶
問
焔
霞
謝
し
絶
つ
出
の
燭
霞
を

と
、
〈
鴛
〉
が
煩
震
の
た
ち
こ
め
る
幽
谷
を
出
て
春
景
を
楽
し
む
こ

と
の
裏
に
、
作
者
が
内
宴
に
侍
す
る
光
栄
を
歓
ぶ
意
を
寓
し
て
詠
わ

れ
て
お
り
、
「
詩
友
会
飲
同
賦
鷺
声
誘
引
来
花
下
詩
」
に
も
、

幻
鳥
声
人
意
両
矯
宥
烏
声
人
意
両
つ
な
が
ら
矯
り
脊
る

処
処
相
尋
在
在
花
処
処
に
相
尋
ぬ
在
在
の
花

身
己
遷
喬
来
背
翼
身
は
己
に
喬
き
に
遷
り
来
り
て
翼
を
背
け

道
如
求
友
絵
廼
車
道
は
友
を
求
む
る
が
如
く
に
し
て
車
を
廼

ら
す
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3
t
t
J〉

し

づ

関
計
新
巣
紅
樹
近
関
か
に
新
巣
を
計
れ
ば
紅
樹
近
く

苦
思
沼
谷
白
雲
除
苦
ろ
に
田
谷
を
思
へ
ば
白
雲
除
か
な
り

の
よ
う
に
、
出
谷
を
出
て
花
の
さ
く
紅
樹
の
間
を
飛
び
交
う
〈
鴬
〉

(
「
鳥
声
」
)
と
、
出
世
し
て
わ
が
世
の
春
を
楽
し
む
詩
友
(
「
人
意
」
)
と

が
重
ね
て
詠
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
先
に
あ
げ
た
唐
代
の
省
試
題

「
矯
出
谷
」
を
用
い
た
わ
が
留
の
回
目
泰
二
年
の
内
宴
の
席
で
の
作

「
早
春
内
宴
侍
清
涼
毅
間
斌
鴬
出
谷
応
製
詩
」
は
、

お
鴬
児
不
敢
被
人
間
鴬
児
敢
へ
て
人
に
隠
か
れ
ざ
る
も

出
谷
来
時
過
妙
文
谷
を
出
で
て
来
る
時
妙
文
に
過
ぎ
た
り



管
絃
戸
裏
時
求
友
管
絃
の
声
裏
暗
い
て
友
を
求
め

羅
締
花
開
入
得
群
回
線
締
の
花
開
入
り
て
群
を
得
た
り

恰
似
明
王
招
隠
処
恰
も
似
た
り
明
王
の
隠
を
招
く
処

荷
衣
寅
壊
応
玄
綴
荷
衣
糞
に
壊
れ
て
玄
縞
怖
に
応
ず
る
に

と
、
出
谷
し
た
鴬
が
友
を
求
め
て
花
開
に
鳴
き
わ
た
る
さ
ま
を
、
明

君
が
山
谷
の
土
を
招
く
さ
ま
に
似
て
い
る
と
詠
ず
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
太
平
の
御
世
を
賛
美
す
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
応
製
」
「
会
飲
」
「
侍
宴
」
と
い
っ
た
宮
中
の
文
学
サ

ロ
ン
に
お
け
る
詠
作
の
も
つ
文
芸
性
は
、
先
の
「
詠
物
詩
」
や
「
省

試
題
」
を
も
含
め
て
、
別
途
に
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
と
「
伐
木
篇
レ
を
典
故
と
す
る
表
現
の
位
相
に
つ
い

て
は
、
日
本
漢
詩
も
ほ
た
中
国
詩
と
何
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
っ
て
よ
い
、
だ
ろ
う
。

五

さ
て
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
中
国
詩
、
日
本
漢
詩
に
お
け
る

「
伐
木
篇
」
受
容
の
歴
史
の
延
長
総
上
に
、
大
江
千
里
歌

鴬
の
谷
よ
り
出
づ
る
声
な
く
は
春
く
る
こ
と
み
強
か
知
ら
ま
し

を
置
い
て
み
た
と
き
、
筆
者
に
は
『
古
今
集
』
諸
注
釈
が
解
く
よ
う

な
単
に
早
春
の
景
を
詠
じ
た
歌
と
の
み
解
す
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て

も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
千
里
歌
の
歌
意
の
解
釈

と
も
、
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

通
常
、
右
の
歌
は
、
谷
か
ら
出
て
鳴
く
駕
の
戸
を
開
い
て
春
の
到

来
を
実
感
し
た
こ
と
を
、
も
し
そ
の
鷺
の
声
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
去

去
、
と
反
面
か
ら
歌
っ
た
い
わ
ゆ
る
反
実
仮
想
の
歌
と
解
さ
れ
て

(

日

)

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
ー
な
く
は
!
ま
し
」
と
呼
応
す
る
表
現
は
、

か
た
み
こ
そ
今
は
あ
た
な
れ
こ
れ
な
く
は
忘
る
る
時
も
あ
ら
ま

し
も
の
を
Q
古
今
集
』
恋
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
〉

衣
手
に
お
っ
る
一
援
の
色
出

υ出
露
と
も
人
に
い
は
ポ

υも
の
を

(
『
千
載
集
』
恋
ニ
・
二
条
院
参
川
内
侍
〉

の
例
に
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
反
実
仮
想
と
し
て
の
用
法
が
一
般
的
で

あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
早
春
の
景
を
詠
じ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、

さ
か
り
を
も
見
る
人
出
り
凶
桜
花
散
る
を
い
と
か
く
患
は
ま
し

や
は
ハ
『
拐
痘
集
ち

の
ご
と
く
、
「
な
く
は
」
を
仮
定
条
件
、
「
ま
し
」
を
単
な
る
推
量
と

解
釈
し
得
る
歌
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
従
前
千
里
歌
に
つ

い
て
も
、
「
鴬
が
谷
か
ら
出
て
鳴
く
声
が
し
な
い
う
ち
は
、
春
が
来

た
こ
と
が
誰
に
わ
か
ろ
う
か
。
鷺
が
谷
か
ら
出
て
鳴
く
声
、
が
し
て
、

は
じ
め
て
春
、
が
来
た
こ
と
が
実
感
で
き
る
(
今
は
ま
だ
鴬
が
鳴
い
て
い

な
い
の
で
、
春
が
実
感
で
き
な
い
と
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
後
述
す
る
冷
泉
持
為
の
町
古
今
抄
』
や
、
『
新
撰
万
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葉
集
』
の
千
里
歌
の
漢
詩
訳
、

一
克
鴬
渓
滴
絵
吠
音
元
鴬
渓
潤
に
珍
き
て
音
を
吠
く

山
野
領
主
汝
来
賓
山
野
は
領
主
汝
は
来
賓

毎
年
思
量
帰
都
日
毎
年
都
に
帰
る
日
を
思
量
す
る
に

我
何
歳
知
汝
拐
春
我
は
何
れ
の
歳
ぞ
汝
は
明
春
な
る
を
知
る

が
、
そ
の
立
場
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
は
、
筆
者
を
勇
気
づ
け
て
く

払
問
。
も
し
、
そ
う
し
た
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
千

里
歌
が
単
な
る
早
春
の
季
一
詠
に
と
ど
ま
ら
ず
、
季
一
詠
の
背
後
に
〈
出

谷
〉
〈
選
喬
〉
で
き
な
い
〈
紫
〉
、
つ
ま
り
出
世
し
て
高
位
に
つ
け
な

い
作
者
の
不
遇
が
寓
意
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
は
、
如
上
の
「
伐

木
第
」
を
踏
ま
え
た
漢
詩
世
界
の
表
現
に
鑑
み
て
も
、
ご
く
自
然
な

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
千
里
が
名

門
の
儒
者
の
出
で
あ
り
、
句
題
和
歌
百
首
を
撰
し
て
い
る
こ
と
か
ら

し
て
も
、
そ
う
し
た
漢
詩
世
界
の
動
向
に
無
縁
で
あ
っ
た
と
は
思
わ

れ
な
い
。
加
え
て
、
千
里
に
は
、

あ
し
た
づ

'
葦
鶴
の
ひ
と
り
お
く
れ
て
鳴
く
戸
は
雲
の
上
ま
で
関
え
継
が
な

F

む

Q
古
今
集
』
雑
下
)

と
い
う
、
円
山
持
経
』
小
雅
・
鶴
鳴
篇
の
「
鶴
鳴
子
九
皐
、
戸
開
子
野
0

・
:
・
:
鶴
鳴
子
九
車
中
、
芦
関
子
天
」
を
踏
ま
え
た
歌
が
あ
る
が
、
こ
の

歌
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

一
人
だ
け
官
位
昇
進
の
遅
れ
た
作
者
自
身
、
芝
、
仲
間
に
遅
れ
た

鶴
に
た
主
え
た
も
の
。
ハ
小
学
館
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
集
己

主
い
う
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
こ
の
歌
が
「
雑
」

の
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
同
じ
く
コ
一
吋
経
』
を
血
〈
故
と
し
、
一
散
法
も
酷
似
し
た
同

一
作
者
の
こ
の
こ
首
に
つ
い
て
、
一
方
は
「
春
上
」
に
収
め
ら
れ
て

い
る
ζ

と
を
も
っ
て
単
な
る
季
、
詠
と
し
、
他
方
は
「
雑
上
」
に
収
め

ら
れ
て
い
る
た
め
に
寓
意
が
あ
る
と
解
す
る
の
は
、
『
古
今
集
』
の

撰
者
の
意
向
を
反
映
し
た
『
古
今
集
』
の
読
み
と
し
て
は
許
さ
れ
て

も
、
千
里
歌
そ
の
も
の
の
解
釈
と
し
て
は
一
面
的
と
の
譲
り
を
免
れ

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
因
み
に
、
先
に
挙
例
し
た
『
田
氏
家
集
』

の、
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応
同
鶴
滞
重
皐
日

応
に
鶴
の
重
皐
に
滞
る
日
に
同
じ
か
る
べ

く

孤
負
鷺
遷
喬
木
春
孤
り
鴬
の
喬
木
に
遷
る
春
に
負
く

と
い
う
二
句
が
、
は
し
な
く
も
千
里
歌
の
二
首
に
対
応
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
千
里
の
〈
鴬
〉
歌
も
、
〈
鶴
〉
歌
と
同
じ
表
現
位
相

ハ
つ
ま
り
寓
意
が
あ
る
こ
と
〉
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
享
受
さ
れ
る
べ
き
こ

と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
す
白
川
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
今
一
度
古
来
の
『
古
今
集
』
の
注
釈
を

輝
い
て
み
る
と
、
冷
泉
持
為
の
『
古
今
抄
』
ハ
一
四
五
O
年
〉
に
次
の

よ
う
な
注
目
す
べ
き
注
釈
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。



詩
一
訳
、
鴬
未
出
遺
賢
有
谷
と
云
よ
り
す
る
に
て
よ
め
る
也
。
是

ハ
商
山
四
絡
の
谷
よ
り
い
で
て
漢
の
恵
太
子
を
た
す
け
て
、
天
下

を
の
ど
か
に
な
せ
る
事
を
お
も
ひ
よ
そ
へ
て
読
乱
。
さ
れ
は
谷
よ

り
出
る
声
な
く
ハ
春
く
る
事
を
誰
か
し
ら
ま
し
と
は
、
世
の
長
閑

に
な
れ
る
事
を
も
誰
か
し
ら
ま
し
と
云
心
な
り
。

「
詩
一
声
、
鴬
未
出
遺
賢
有
谷
」
と
い
う
の
は
、
『
和
漢
朗
、
詠
集
』

〈
春
・
鴬
〉
に
収
め
る
唐
の
寅
嵩
の
「
鼠
為
王
斌
」
、あ

し
た

難
既
鳴
今
忠
臣
待
旦
難
既
に
鳴
い
て
忠
臣
旦
を
待
ち

銭
未
出
今
遺
賢
在
谷
鴬
未
だ
出
で
ず
し
て
遺
賢
谷
に
在
り

の
下
勾
を
指
す
。
賀
需
の
こ
の
勾
は
、
常
い
が
ま
だ
谷
か
ら
出
て
鳴
か

な
い
こ
と
と
、
賢
者
が
登
用
さ
れ
ず
に
逼
塞
し
て
い
る
こ
と
と
が
重

ね
ら
れ
て
お
り
、
千
里
歌
の
典
拠
を
こ
の
匂
に
求
め
て
、
〈
鷺
〉
を

偲
土
(
賢
者
〉
に
、
〈
春
〉
を
〈
世
の
長
閑
に
な
れ
る
事
γ
に
よ
そ
え

て
詠
ん
だ
と
す
る
『
古
今
抄
』
の
所
説
は
、
前
述
し
た
「
伐
木
第
」

を
典
故
と
す
る
漢
詩
の
表
現
位
相
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
っ
て

よ
い
。
『
古
今
抄
』
の
所
説
が
、
「
ま
し
」
を
反
実
仮
想
と
し
て
で
は

な
く
、
単
な
る
推
量
と
解
し
た
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
は
一
一
一
一
口
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
『
古
今
抄
』
の
注
釈
は
、
そ
の
後
『
古

今
氏
側
』
な
ど
に
〕
部
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど

顧
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
近
代
の
諸
注
釈
も
、
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ

こ
の
説
に
言
及
す
る
も
の
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、

先
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
千
里
歌
が
『
古
今
集
』
春
上
に
収
め
ら
れ
，

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
千
霊
歌
が
本
来
も
っ
て
い
た
寓
意
が
無
化
さ

れ
、
も
っ
ぱ
ら
早
春
の
景
を
詠
じ
た
も
の
と
し
て
享
受
さ
れ
て
き
た

た
め
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
『
古
今
集
』
収
録
歌
と

し
て
の
読
み
と
し
て
は
そ
れ
で
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
千
里
歌

そ
の
も
の
の
読
み
と
し
て
は
重
要
な
側
面
を
欠
落
さ
せ
て
し
ま
う
結

果
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
『
古
今
集
』
の
撰
者
の
一
人
紀
貫
之
に
は
、
三
統
一
克
夏
と

の
間
に
、

お
な
じ
元
夏
が
も
と
よ
り

東
風
に
氷
解
け
な
ば
紫
の
高
き
に
移
る
声
を
告
げ
な
む

と
云
へ
る
か
ヘ
ー
し

ゐ
て
伝
ふ
花
に
も
あ
は
ぬ
鴬
は
谷
に
の
み
こ
そ
鳴
き
わ
た
り
つ

料

Q
貫
之
集
』
巻
九
・
雑
)

と
い
う
贈
答
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
。
渡
辺
氏
に
よ
れ
ば
、
「
政
治
的

庇
護
者
を
失
な
っ
た
貫
之
晩
年
の
不
適
時
代
の
贈
答
歌
」
で
、
時
を

失
な
っ
た
我
が
身
の
不
遇
を
〈
谷
に
住
む
鷺
〉
に
よ
そ
え
て
歌
っ
た

も
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
貫
之
自
身
は
千
里
歌
に
上

述
の
よ
う
な
寓
意
が
あ
る
こ
と
は
知
悉
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に

も
拘
ら
ず
、
千
里
歌
を
「
雑
」
に
で
は
な
く
「
春
上
」
に
収
め
た
撰

者
と
し
て
意
図
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
、
ま
た
加
に
関
わ
れ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

注〈
1
〉
本
稿
は
次
の
三
編
に
続
く
も
の
で
あ
る
。

ー
「
故
郷
を
い
づ
れ
の
春
か
行
き
て
見
む
云
云
」
〈
『
源
氏
物
語
』
須

磨
〉
の
典
拠
ほ
か

!
i和
漢
比
較
文
学
ノ
ー
ト
付

i
i
(京
都
教
育
大
学

国
文
学
会
誌
第
二
十
二
号
〉

2
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
関
頭
文
及
び
富
士
川
捨
て
子
の
条
を
め
ぐ
っ
て

1

1
和
漢
比
較
文
学
ノ
i
ト
∞

i
i
〈
京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌
第
二

十一一一号〉

3
『
唐
物
語
』
第
十
八
話
〈
玄
宗
・
楊
貴
妃
欝
〉
に
つ
い
て
1

1
和
漢

比
較
文
学
ノ
i
ト
斜

i
i
(京
都
教
育
大
学
紀
要
第
九
十
号
〉

(
2
〉
使
宜
に
い
く
つ
か
の
注
釈
を
抄
録
し
て
お
く
。

。
い
ま
だ
春
と
も
思
は
ぬ
ほ
ど
の
お
り
ふ
し
に
時
を
し
り
て
鳴
出
た
る
を

愛
し
て
か
く
よ
め
る
に
や
Q

(

東
常
縁
『
古
今
和
歌
集
荷
度
問
書
』
〉

。
大
か
た
春
の
く
る
を
誰
も
わ
き
侍
れ
ど
、
繁
い
の
春
を
ま
ち
出
て
、
あ
ら

た
に
鳴
出
た
る
を
感
じ
て
い
へ
る
也
Q

ロ
ハ
鴬
を
愛
し
た
る
心
な
り
。
(
宗

祇
司
古
今
和
歌
集
開
審
』
)

O
実
際
は
春
と
も
感
じ
ら
れ
な
い
時
に
、
た
ま
た
ま
谷
か
ら
出
た
、
即
ち

初
め
て
の
紫
の
声
を
聞
い
て
、
:
:
:
春
の
来
て
い
る
こ
と
を
漸
く
に
思
い

云
云
Q

(

窪
田
空
穂
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』
上
〉

。
平
安
京
で
見
ら
れ
た
早
春
の
風
景
で
あ
ろ
う
。
鴬
の
声
で
喜
こ
び
を
表

現
し
た
の
だ
が
、
「
も
し
駕
の
戸
が
な
く
し
て
は
:
:
:
」
と
い
う
理
知
的
な

表
現
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
(
小
学
館
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
集
』
〉

(
3
〉
「
伐
木
、
燕
朋
友
故
田
也
。
自
天
子
奈
子
庶
入
、
未
有
不
須
友
以
成

者
。
親
毅
以
陸

L

友
賢
不
棄

1

.
小
序
)

(
4
〉
キ
印
を
付
し
た
用
例
は
、
渡
辺
氏
も
引
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(

5

)

「
玉
雄
」
は
「
縫
鳩
」
の
こ
と
で
、
「
関
関
」
の
語
に
は
『
詩
経
』
の

「
関
関
推
鳩
、
在
河
之
川
町
」
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
「
喫
嘆
」

の
語
に
も
「
伐
木
篇
」
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ

う
す
る
と
、
こ
の
「
帰
国
賦
」
が
「
伐
木
第
」
の
〈
鳥
〉
を
〈
倉
庚
(
鴬
〉
〉

と
解
釈
し
た
最
も
早
い
例
と
い
え
る
。

(
6
〉
「
伐
木
篇
」
の
本
意
を
踏
襲
す
る
1
・
2
・
3
の
用
例
で
は
「
伐
木

篇
」
と
同
じ
く
〈
鳥
〉
あ
る
い
は
〈
嘆
鳴
〉
で
あ
っ
た
の
が
、
春
の
景
物

と
し
て
詠
ず
る
場
合
は
い
ず
れ
も
〈
駕
(
倉
庚
)
〉
と
し
て
、
具
体
的
な

鳥
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

(
7
〉
渡
辺
民
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
六
朝
期
に
は
「
伐
木
篇
」

の
〈
鳥
〉
は
不
特
定
で
あ
っ
て
、
「
反
舌
(
百
舌
〉
」
の
典
故
と
し
て
も
用

い
ら
れ
る
。
挙
例
し
た
作
品
の
外
に
も
、
南
朝
梁
の
鎚
孝
綜
の
「
一
詠
百
舌

詩
」
に
も
「
遷
喬
芦
迫
出
、
越
川
側
響
齢
総
」
と
あ
る
。
た
だ
、
唐
代
に
入

っ
て
も
、
組
一
詠
の
「
汝
境
秋
向
仙
州
王
長
史
翰
関
副
部
劇
詩
」
に
「
溜
認

誠
可
早
、
出
谷
此
何
遅
」
と
み
え
て
い
る
。

(

8

)

侍
宴
詩
や
一
詠
物
詩
の
文
芸
性
に
つ
い
て
は
、
別
途
に
考
察
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
当
該
詩
が
作
者
の
昇
殿
の
喜
び
を
寓
す
る
作

品
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
よ
い
。

(

9

)

司
文
苑
英
華
』
の
省
試
題
一
に
収
め
る
作
品
の
中
で
、
「
伐
木
篇
」
を
典

故
と
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
本
文
に
掲
げ
た
ほ
か
に
、

「
梯
陪
聴
早
鴬
」
ハ
佐
原
〉
、
「
鳥
散
余
花
落
」
(
繁
潟
産
V

、
「
好
鳥
堅
持
校
」

不
遺
故
旧

L

則
民
徳
間
知
厚
怠
〈
」
(
伏
木
第
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(
制
御
一
致
)
な
ど
が
あ
る
。

(
ぬ
〉
『
全
唐
詩
b

に
は
、
こ
の
十
首
の
ほ
か
に
、
煉
羽
・
欧
陽
態
の
問
題

の
作
品
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
首
ず
つ
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
わ
が
国
で
は
「
梅
に
駕
」
と
言
わ
れ
、
「
鴬
宿
梅
」
の
故
事
も
あ
る

な
ど
、
〈
梅
〉
と
共
に
詠
ま
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
中
国
で
は
注
(
9
)

の
省
試
題
に
も
「
柳
陪
聴
早
鴬
」
と
み
ら
れ
る
よ
う
に
〈
柳
〉
と
の
と
り

合
わ
せ
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

ハ
ロ
)
天
皇
の
詩
で
あ
る
が
、
題
一
散
と
い
う
こ
と
で
詩
題
の
も
つ
詩
世
界
が

詠
出
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
詩
題
の
滋
野
貞
主
が

〈
寅
鴬
〉
に
、
前
理
県
中
納
言
が
〈
府
知
〉
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
と
読
む

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
日
〉
付
文
υ

に
つ
い
て
も
、
多
少
時
代
は
下
が
る
も
の
の
、
三
善
道
統
(
普

行
の
孫
〉
の
昇
官
を
願
う
「
請
被
特
蒙
思
地
図
准
先
例
挙
達
弁
官
右
衛
門

権
佐
関
状
」
〈
『
本
朝
文
粋
』
巻
六
〉
に
、

望
一
詩
特
蒙
思
倒
、
挙
違
件
関
。
:
:
:
然
則
病
雀
喰
花
、
生
羽
翼
於
緩
雨
、

寒
紫
出
谷
、
戴
思
煎
於
春
風
。

と
み
え
て
い
る
。

(
刊
日
〉
ハ
日
〉
注
(

2

)

を
参
照
。

〈
団
)
松
田
武
夫
『
新
釈
古
今
和
歌
集
』
ハ
風
間
書
房
〉
の
次
の
解
説
も
そ
の

立
場
で
解
釈
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

寸
谷
の
一
戸
を
出
て
星
で
紫
が
鳴
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
春
の
来
た
こ

と
が
わ
か
っ
た
!
ー
と
い
う
の
で
は
平
凡
な
の
で
、
『
な
く
は
:
:
:
ま

し
』
と
、
裏
返
し
に
表
現
し
て
、
詩
的
表
現
と
し
た
。
駕
の
声
を
一
途

わ
伶
か
ひ
か
い
W

か
λ

伊
勢
佐
昨
の
恥
心
地
ず
し
い
O
L

ハ
題
点
、
筆
者
)

〈
ロ
〉
同
じ
こ
と
は
、
菅
原
道
真
の
歌
「
谷
深
み
春
の
ひ
か
り
の
遅
け
れ
ば

雪
に
つ
つ
め
る
制
問
問
」
(
『
新
古
今
集
』
雑
上
)
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ

と
で
、
表
現
の
位
相
は
千
里
の
〈
鷲
〉
歌
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
の
に
、

た
と
え
ば
「
光
を
君
の
恩
光
、
雪
を
護
人
、
鴬
は
賢
者
に
替
え
た
述
懐
で

あ
ろ
う
」
(
小
学
館
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
集
』
〉
と
い
う
解
釈
が

与
え
ら
れ
る
の
は
、
「
雑
上
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

(
沼
〉
京
都
大
学
習
語
国
文
学
資
料
叢
書
。
室
町
期
ま
で
の
古
今
集
の
諸
注

集
成
。

(
京
都
教
育
大
学
〉

(
付
記
)

『
古
今
集
』
の
諸
注
釈
の
収
集
な
ど
に
は
、
山
間
道
子
氏
の
労
を

わ
ず
ら
わ
し
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
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