
八
雲
御
抄
中
の
藤
原
俊
成
関
連
記
事
に
つ
い
て

一
　

は
じ
め
に

八
雲
御
抄
は
、
順
徳
院
が
先
行
歌
学
書
を
最
大
限
に
利
用
し
つ
つ
、
新
た
な

構
想
の
も
と
に
自
ら
新
資
料
を
加
え
て
構
成
し
た
最
大
の
歌
学
書
で
あ
り
、
平

安
時
代
歌
学
の
集
大
成
で
あ
る
。
そ
の
序
文
に
あ
る
よ
う
に
、
和
歌
六
義
に
ち

な
ん
で
全
六
巻
と
し
、
巻

一
正
義
部
、
巻
二
作
法
部
、
巻
三
枝
葉
部
、
巻
四
言

語
部
、
巻
五
名
所
部
、
巻
六
用
意
部
か
ら
成
る
。

稿
者
は
片
桐
洋

一
先
生
の
ご
指
導

の
も
と
、
八
雲
御
抄
研
究
会
同
人
の

一
人

と
し
て
本
文
お
よ
び
注
釈

の
共
同
研
究
を
行

い
、
そ
の
成
果
は
片
桐
洋

一
編

『八
雲
御
抄
の
研
究
燿
脚
　
本
文
篇

・
研
究
篇

・
索
引
篇
穴
和
泉
書
院

ｏ
二
〇
〇

一
年
刊
）
、
同

『八
雲
御
抄
の
研
究
轟
椰
　
本
文
篇

・
索
引
篇
穴
和
泉
書
院

・
一

九
九
二
年
初
版
第

一
刷
、
二
〇
〇
六
年
初
版
第
二
刷
刊
）
、
同

『同
　
研
究
篇
』

（同
）
、
片
桐
洋

一
監
修

・
八
雲
御
抄
研
究
会
編
『八
雲
御
抄
　
伝
伏
見
院
筆
本
』

（和
泉
書
院

。
二
〇
〇
五
年
刊
）
と
し
て
公
刊
し
、
現
在
、
名
所
部
、
用
意
部
の
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田だ

董倉ハ``る

士
口

出
版
準
備
中
で
あ
る
。

藤
原
俊
成

へ
の
関
心
か
ら
、
八
雲
御
抄
に
お
い
て
俊
成
が
ど
の
よ
う
に
評
価

さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
拙
稿
で
は
そ
の
前
段

階
と
し
て
、
俊
成
関
連
記
事
を
す
べ
て
掲
出
し
、
い
さ
さ
か
の
考
察
を
試
み
た

い
。
以
下
に
述
べ
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
八
雲
御
抄
研
究
会
同
人
の
共
同
研
究

の
成
果
に
大
き
く
拠

っ
て
い
る
が
、
最
初
の
出
版
か
ら
十
六
年
が
経
ち
、
そ
の

後
の
研
究
の
進
展
で
得
ら
れ
た
知
見
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
配
慮
し
つ
つ
俊

成
研
究
の
立
場
か
ら
問
題
点
を
提
え
直
す
こ
と
に
す
る
。
出
典
の
引
用
に
際
し

て
は
、
で
き
る
限
り
全
文
を
引
用
す
る
こ
と
と
し
、
紙
面
の
制
約
の
た
め
簡
略

に
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
前
掲
書
の
補

い
を
期
し
た
。

底
本
に
は
、
現
存
伝
本
中
最
古
の
完
本
で
あ
る
伝
伏
見
院
筆
本
を
翻
刻
し
た

前
掲
書
を
用

い
、
私
に
濁
点
、
読
点
、
句
点
を
付
す
が
、
必
要
に
応
じ
て
他
本

を
参
照
す
る
。
古
来
風
外
抄
は
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
所
収

の
俊
成
自
筆
本
（初



撰
本
）を
用
い
、
同
様
の
処
置
を
施
し
、
必
要
に
応
じ
て
再
撰
本
を
参
照
す
る
。

再
撰
本
そ
の
他
の
歌
学
書
に
つ
い
て
は
、
日
本
歌
学
大
系
本
を
用
い
る
。
歌
学

書
以
外
か
ら
和
歌
を
引
用
す
る
場
合
は
、
新
編
国
歌
大
観
を
用
い
る
。
以
下
、

巻
の
順
に
用
例
を
あ
げ
る
。

二
　
巻

一
正
義
部
に
つ
い
て

こ
の
巻
で
は
十

一
箇
所
に
俊
成
関
連
の
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
三

箇
所
に
、
長
歌
短
歌
に
関
す
る
俊
成
説
が
細
字
注
の
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。

①

「或
称
長
腎
　
両
説
子
細
多
之
　
俊
成
古
語
抄
に
巨
細
い
へ
り
　
い
づ
れ
も

有
謂
　
只
所
詮
長
毒
短
腎
皆
長
腎
の
名
也
」

②

「短
可
長
腎
事
　
家
々
髄
脳
　
俊
頼
か
３
か
」
は

「
口
」
の
誤
写
か
）伝

俊
成
抄
な
ど
所
詮
両
説
欺
　
難
決
定

一
方
事
欺
」

③

「俊
成
古
来
風
然
抄
云
　
雖
両
説
彼
心
引
長
可
欺
　
崇
徳
院
御
時
　
短
■
と

侍
　
古
人
皆
詠
長
可
云
々
」

①
は
標
目

「短
歌
」
の
割
注
、
②
は
短
歌
長
歌
の
説
明
部
分
の
頭
注
、
③
は

古
今
集

・
雑
体

・
一
〇
〇
五
番

・
男
恒
の
長
歌
解
説
部
分
の
頭
注
で
あ
る
。
①

～
③
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
書
名
を
あ
げ
る
が
、
す
べ
て
古
来
風
体
抄
の
記
述

に

一
致
す
る
。
②
の

「俊
成
抄
」
は
、
③
の

「俊
成
古
来
風
外
抄
」
の
略
称
と

解
さ
れ
る
が
、
①
の

「俊
成
古
語
抄
員
他
の
伝
本
も
同
じ
表
記
で
あ
る
）
が
正

し
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は

「俊
成
古
来
風
外
抄
」
の
別
称
で
も
あ
ろ
う
か
。

古
来
風
外
抄
上
で
は
、
万
葉
集
か
ら
和
歌
を
抄
出
す
る
に
際
し
て
、
巻
頭
歌

が
長
歌
で
あ
る
た
め
こ
れ
を
省
略
し
、
抄
出
が
短
歌
に
限
る
こ
と
を
断

つ
て
、

長
歌
短
歌
に
及
ん
で
い
る
（注

一
）
。
段
落
に
分
け
、
記
号
を
付
し
て
次
に
あ
げ

Ｚ

θ

。

買
ア
）
ま
づ
、
長
耳
短
可
と

い
ふ
こ
と
、
も
と
よ
り
あ
ら
そ
ひ
あ
る
事
な
り
。

し
か
れ
ど
も
、
ま
づ
こ

ゝ
に
は
、
万
葉
集
に
つ
き
て
長
耳
を
ば
略
す
と
申
侍
な

（イ
Ｙ
」
の
こ
と
は
古
今
集
よ
り
う
た
が
ひ
の
侍
な
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
雑
外
の

ま
き
に
短
可
部
と
か
き
て
、
ま
さ
し
き
そ
の
う
た
の
こ
と
ば
の
所
に
は
、

つ
ら

ゆ
き
が
ふ
る
可
た
て
ま

つ
る
と
き
そ

へ
て
た
て
ま

つ
れ
る
な
が
う
た
と
か
き
、

み
つ
ね
忠
琴
が
う
た
の
と
こ
ろ
に
も
、
お
な
じ
く
そ

へ
て
た
て
ま

つ
り
け
る
長

腎
と
か
き
て
侍
な
り
。

（ウ
）
そ
れ
を
崇
徳
院
に
百
首
の
う
た
人
／
ヽ
に
め
し

ゝ
と
き
お
の
／
ヽ
が
述
懐

の
腎
は
み
な
短
可
に
よ
み
て
た
て
ま

つ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
て
侍
し
か
ば
、
お
の

／
ヽ
短
可
と
か
き
て
な
が
う
た
を
た
て
ま

つ
り
侍
に
き
。

（
工
）
又
俊
頼
朝
臣
の
口
伝
に
も
、
た
し
か
に
は
申
き
ら
ざ
る
べ
し
。

（オ
）
そ
れ
を
清
輔
朝
臣
と
申

ゝ
も

の

ゝ
奥
義
と
か
い
ひ
て
、
髄
脳
と
て
か
き

て
侍
な
る
も
の
に
は
、
ひ
と

へ
に
な
が
き
を
、
短
耳
と
さ
だ
め
か
き
て
侍
と
か

や
。
お
ほ
か
た
は
、
か
や
う

の
事
万
葉
し
ふ
を
ぞ
証
拠
と
は
す
べ
き
と
こ
ろ

に
、
万
葉
に
は
、
す
べ
て
丹

一
字
の
う
た
を
ば
短
可
反
腎
な
ど
か
き
て
、
い
か

に
も
長
可
と
は
か

ゝ
ず
侍
な
り
。
た
と

へ
ば
、
柿
本
朝
巨
人
麿
が
作
研

一
首
井

短
可
二
首
と
も
三
首
と
も
申
た
る
は
、
み
な
短
腎
と

い
へ
る
か
ず
に
は
丹

一
字

の
う
た
に
て
、
な
が
き
を
ば
た
ゞ
む
ね
と
の
事
に
て
、
長
と
も
か

ゝ
ず
、
ま
し

て
短
腎
と
か

ゝ
ず
。
た
ゞ
作
研

一
首
と
も
二
首
と
も

い
へ
る
は
、
み
な
長
う
た

に
て
侍
な
り
。
さ
れ
ば
な
が
き
を
も
長
吾
と
は
か

ゝ
ざ
れ
ど
も
汁

一
字
を
み
な

短
腎
反
可
と
か
き

つ
れ
ば
、
な
が
き
は
う
た
が
ひ
な
く
長
腎
と
み
え
ぬ
。
丹

一



字
の
う
た
を
長
腎
と
か
け
る
と
こ
ろ
は
、
ひ
と

ゝ
所
も
な
き
な
り
。
そ
れ
を
ば

い
か
ゞ
お
し
て
丹

一
字
を
長
毒
と
は
申
べ
き
。

（力
）
た
ゞ
し
、
な
が
き
を
み
じ
か
う
た
と

い
ふ
心
は
、
こ
と
ば
の
と
く
う

つ
り

わ
た
る
な
り
と

い
へ
る
も
、
さ
ま
で
と
く
う

つ
ら
ぬ
と
こ
ろ
ハ
ヽ
も
、
ふ
る
き

う
た
ど
も
に
は
侍
め
り
。
こ
れ
は
た
ゞ
詠
ず
る
に
な
が
く
は
詠
ぜ
ら
れ
ず
、
み

じ
か
く

い
ひ
き
り
／
ヽ
詠
ず
る
な
り
。
又
丹

一
字
の
再
は
詠
ず
る
に
な
が
く
詠

ぜ
ら
る

ヽ
な
り
。
よ
り
て
詠
の
こ
ゑ
に
つ
き
て
、
短
腎
と

い
ひ
、
な
が
う
た
と

も
申
な
る
べ
し
。
い
か
に
も
う
た
は
、
詠
の
こ
ゑ
に
よ
る
べ
き
も
の
な
る
が
ゆ

へ
な
り
。

（キ
）
し
か
れ
ど
も
万
葉
集
に
は
、
ま
さ
し
く
み
じ
か
け
れ
ば
丹

一
字
を
短
腎
と

い
へ
り
。
し
か
れ
ば
、
又
、
長
を
ば
長
可
と

い
ふ
べ
し
と
み
え
た
る
な
り
。

（ク
）
さ
れ
ば
古
今
集
に
短
腎
部
と
は
た
て
な
が
ら
、
こ
と
ば
に
は
、
そ

へ
て
た

て
ま

つ
る
長
腎
と
か
き
た
れ
ば
、
ふ
た

つ
の
説
に
し
て
、
事
を
き
る
ま
じ
と
お

も

へ
る
に
や
。
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
両
説
あ
る
、

つ
ね
の
事
な
り
。

（ケ
）
し
か
れ
ど
も
、
万
葉
し
ふ
の
事
を

い
ひ
な
が
ら
、
ひ
と

へ
に
汁

一
字
の
反

可
短
毒
を
な
が
う
た
と

い
ふ
ら
ん
ず

い
な
う
は
、
万
葉
集
を
く
は
し
く
み
ざ
る

に

ゝ
た
り
。

（
コ
）
又
、
拾
遺
し
ふ
に
は
、
と
か
く
こ
と

ヽ
は
ず
、
長
腎
部
と
か
き
て
、
人
麿

が
よ
し
の
ゝ
宮
に
た
て
ま

つ
れ
る
な
が
う
た
と
か
け
り
。
源
し
た
が
ふ
、
よ
し

の
ぶ
と
が
贈
答
せ
る
う
た
も
、
又
東
三
条
の
入
道
お
と
ど
の
、
円
融
院
の
御
時

た
て
ま

つ
ら
れ
た
る
長
毒
な
ど
み
な
侍
め
り
。
よ
り
て
な
を
こ
れ
に
は
、
な
が

き
を
ば
長
可
、
み
じ
か
き
を
ば
短
毒
反
可
と
し
る
し
侍
な
り
。
」

（ア
）
で
は
、
長
歌
、
短
歌
に
つ
い
て
説
が
あ
る
が
、
万
葉
集
に
関
し
て
は
長
歌

を
抄
出
し
な
い
と
い
う
俊
成
の
立
場
を
明
確
に
す
る
。

（イ
）
で
は
、
古
今
集
が
部
立
で
は
短
歌
と
し
な
が
ら
、
詞
書
で
は
長
歌
と
し
て

い
る
事
実
を
述
べ
る
。

（ウ
）
で
は
、
述
懐
歌
は

「短
歌
」
で
詠
む
よ
う
に
と
の
仰
せ
が
あ

っ
た
が
、
歌

人
達
は

「短
歌
」
と
書
い
て
実
際
は
長
歌
を
奉

っ
た
久
安
百
首
の
例
を
あ
げ
る
。

（
工
）
で
は
、
俊
頼
髄
脳
は
は
っ
き
り
結
論
を
出
し
て
い
な
い
と
述
べ
る
。

（オ
）
で
は
、
奥
義
抄
が
短
歌
を
長
歌
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
万
葉
集
の
実
態

と
は
異
な
る
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

（力
）
で
は
、
長
歌
形
式
の
も
の
を

「短
歌
」
と
呼
び
、
短
歌
形
式
を

「長
歌
」

と
呼
ぶ
の
は
、
詠
じ
る
時
の
声
の
続
け
方
に
あ
る
と
述
べ
る
が
、
俊
頼
髄
脳
や

和
歌
童
蒙
抄
の
影
響
を
受
け
た
も
の
ら
し
い
（注
二
）
。

（キ
）
で
は
、
再
び
万
葉
集
に
戻
り
、
三
十

一
字
が
短
歌
で
あ
り
、
長
い
も
の
が

長
歌
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
．

（ク
）
で
は
、
古
今
集
に
戻

っ
て
、
部
立
と
詞
書
で
表
記
が
異
な
る
の
は
、
あ
え

て
二
説
を
併
存
さ
せ
て
い
る
た
め
か
と
推
測
し
、
二
つ
の
立
場
が
あ
る
の
は
常

の
こ
と
で
あ
る
と
、　
一
般
論
に
転
じ
る
ｃ

（ケ
）
で
は
、
万
葉
集
の
実
態
を
知
ら
な
い
と
、
再
び
奥
義
抄
を
暗
に
批
判
す

ＺＯ
。

（
コ
）
で
は
、
拾
遺
集
の
実
例
を
あ
げ
、
長
い
も
の
は
長
歌
で
あ
り
、
短
い
も
の

は
短
歌
、
反
歌
で
あ
る
と
述
べ
る
。

八
雲
御
抄
が
①
で
述
べ
る
の
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
古
来
風
外
抄
が
（清



輔
の
奥
義
抄
を
批
判
し
つ
つ
）
、
万
葉
集
、
古
今
集
、
拾
遺
集
の
例
を
あ
げ
て

詳
し
く
述
べ
て
い
る
こ
と
を
概
括
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
②
で

「
俊
頼
か

伝
」
と
い
う
の
は
、
（
工
）
の
記
述
が
念
頭
に
あ

っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
ま
た

「所
詮
両
説
欺
　
難
決
定

一
方
事
欺
」
と
す
る
の
は
、
（ク
）
の
記

述
を
受
け
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
③
は
、
（ウ
）
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
簡
略
に
記
し

て
い
る
。

次
に
あ
げ
る
④
～
⑥
は
、
歌
病
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
ｃ

④
同
心
病
に
関
す
る
記
述
の
割
注
に

「俊
成
古
来
風
外
国
　
一人
病
中
是
ぞ
可
去

其
残
は
さ
り
あ
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
、
古
来
風
外
抄
上
の

「あ
る
い
は
八
病
を
た
て
た
り
（）
…
…
こ
の
な

か
に
は
じ
め
の
同
心
の
病
ぞ
む
ね
と
さ
る
べ
き
事
と
み
え
た
る
（〕
の
こ
り
は
さ

り
あ
ふ
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
事
な
り
」
を
簡
略
に
し
た
も
の
で
あ
る
（）

⑤

「
此
外
故
人
禁
来
事
宍
伝
伏
見
院
筆
本

「此
外
来
事
」
と
す
る
の
は
不
可
）

の
条
で

「毎
句
上
同
字
あ
る
也
」
と
し
て
例
に
あ
げ
る

「な
み
だ
が
は
い
か
な

る
み
づ
か
な
が
る
ら
ん
な
ど
わ
が
こ
ひ
を
け
つ
人
の
な
き
災
亭
子
院
歌
合

・
恋

一
番
左
勝

・
興
風
）
の
頭
注
に
、
「住
吉
腎
合
　
此
病
俊
成
難
之
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
、
住
吉
社
歌
合

・
旅
宿
時
雨

ｏ
七
番
右
持

「
し
ば
の
と
を
た
た
く
あ

ら
し
の
お
と
に
ま
た
し
ぐ
れ
う
ち
そ
ふ
た
び
の
よ
は
か
な
Ｌ
藤
原
憲
盛
）
に
対

す
る
判
詞

「
し
ば
の
と
し
ぐ
れ
と
お
け
る
は
じ
め
の
も
じ
い
か
が
と
み
ゆ
」
を

指
す
と
思
わ
れ
る
。

⑥
歌
病
に
関
す
る
記
述
中
に
、
「俊
成
日
、
凡
万
葉
已
下
可
は
同
事
を
二
句
比

詠
而
あ
さ
か
や
ま
あ
さ
く
（底
本

「
ゝ
」
を
国
会
本
他
に
よ
り

「く
」
に
よ
り

訂
正
す
る
）
は
と
い
ひ
、
み
や
ま
に
は
み
や
こ
は
の
べ
と
い
へ
る
を
、
非
病
之

由
に
陳
成
事
、
古
人
所
為
な
れ
ど
も
尤
無
由
。
彼
を
ば
唯
病
沙
汰
な
く
よ
め
る

可
云
々
災
底
本
は

「俊
成
曰
」
ナ
シ
、
国
会
本
他
で
補
う
）と
あ
る
。

こ
れ
は
、
次
に
あ
げ
る
古
来
風
外
抄
の
記
述
の
要
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ

フ

０

。

「
そ
の
な
か
に
む
か
し
の
耳
に
お
な
じ
こ
と
ふ
た

ゝ
び
か

へ
し
て
よ
め
る
事

を
、
き
ん
た
う

の
卿
と
し
よ
り

の
朝
臣
な
ど
さ

へ
い
か
に
お
も
ひ
申
た
る
事

に
か
、
な
に
は
づ
の
う
た
を
さ

へ
こ
の
は
な
は
む
め
の
花
な
り
。

い
ま
は
春
ベ

と
さ
く
や
こ
の
は
な
と

い
ふ
は
よ
ろ
づ
の
は
な

ゝ
れ
ば
や
ま
ゐ
に
あ
ら
ず
と

い

ひ
、
あ
さ
か
や
ま
の
う
た
も

ハ
ジ
メ
ノ
山
の
な
は
に
ご
り
て
い
ふ
べ
し
、
あ
さ

く
は
と

い
へ
る
は
山
の
井
の
あ
さ
き
こ

ゝ
ろ
な
り
、
又
み
や
ま
に
は
ま

つ
の
ゆ

き
だ
に
き
え
な
く
に
と

い
へ
る
う
た
も
、
は
じ
め
は
お
く
や
ま
を

い
ふ
、
み
や

こ
は
の
べ
の
と
い
ふ
は
宮
な
り
。
さ
れ
ば
こ
れ
ら
は
や
ま
ゐ
な
ら
ぬ
よ
し
に
申

た
る
こ
そ
い
か
に
さ
は
侍
に
か
。
た
ゞ
む
か
し
の
う
た
は
わ
ざ
と
ふ
た

ゝ
び

い

へ
る
な
り
。
や
ま
ゐ
と

い
ひ
な
る
事
は
と
き
よ
の
あ
ら
た
ま
リ

ヘ
だ

ゝ
り
て
も

の
し
り
た
て
け
る
人
ど
も
の
し
き
を

つ
く
り
な
ど
し
け
る
ほ
ど
に
や
ま
ゐ
ど
も

を
た
て

ゝ
い
ひ
な
や
ま
し
て
け
る
ぞ
と
て
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
。
ふ
る
き
う

た
ど
も
を
さ

へ
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
い
ひ
な
せ
る
事
、
あ
や
し
く
み
え
侍
事
な
り
」

俊
成
は
、
公
任
や
俊
頼
が

「難
波
津
」
の
歌
（古
今

・
仮
名
序
）
や

「浅
香
山
」

の
歌

（万
葉

・
巻
十
六

・
三
八
〇
七
）
、
「
み
や
ま
に
は
」
の
歌
（古
今

・
春
上

・

一
九
）
を
歌
病
で
は
な

い
と
す
る
も
の
の
、
歌
病
意
識
が
な

い
時
代
の
古
歌
に



歌
病
の
概
念
を
当
て
て
考
え
る
こ
と
の
不
当
な
こ
と
を
述
べ
、
順
徳
院
も
俊
成

説
を

「誠
上
古
如
然
欺
」
と
し
て
、
そ
の
妥
当
性
を
認
め
て
い
る
（注
三
）
。

次
に
あ
げ
る
⑦
～
⑩
は
、
歌
合
に
お
け
る
禁
止
事
項
に
関
す
る
記
述
中
に
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑦
句
並
び
に
関
し
て
「俊
成
日
、
歌
合
に
は
同
字
四
有
な
ど
古
は
咎
た
り
と
有
。

の

ゝ
字
四
有
は
咎
と
不
聞
員
底
本
に
こ
の
部
分
が
な
い
た
め
、
国
会
本
そ
の
他

の
本
文
に
よ
る
）
と
あ
る
。

こ
れ
は
、
住
吉
社
歌
合

・
旅
宿
時
雨

。
十
八
番
左
持

「
な
に
は
が
た
あ
し
の

ま
ろ
や
の
た
び
ね
に
は
じ
ぐ
れ
は
の
き
の
し
づ
く
に
ぞ
じ
る
Ｌ
平
経
盛
）
に
対

す
る
判
詞

「う
た
あ
は
せ
に
は
お
な
じ
も
じ
よ
つ
あ
り
な
ど
、
ふ
る
く
は
と
が

め
た
る
を
り
も
あ
れ
ど
、
の
の
字
よ

つ
あ
る
は
、
こ
と
に
と
が
と
き
こ
え
ず
」

を
言
う
。

③
歌
合
難
の
例
に

「
て
る
月
の
を
の
が
光
と

い
へ
る
を
、
を
の
が
を
俊
成
難
之

誠
無
詮
詞
也
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
、
住
吉
社
歌
合

ｏ
社
頭
月

・
十
八
番
左
持

「
て
る
月
も
お
の
が
ひ
か

り
や
た
む
く
ら
む
し
ら
ゆ
ふ
か
く
る
す
み
よ
し
の
ま

つ
安
藤
原
伊
綱
）
に
対
す

る
判
詞

「
お
の
が
の
こ
と
ば
こ
と
に
あ
る
べ
し
と
も
や
お
ぼ
え
ざ
ら
む
」
を
指

し
た
も
の
で
あ
り
、
順
徳
院
も

「誠
無
詮
詞
也
」
と
賛
意
を
表
し
て
い
る
。

⑨

「岸
樹
病
　
猶
可
去
欺
」
と
し
て

「左
大
将
尋
合
　
後
一口継

　
俊
成
判
。
そ

で
の
ゆ
き
そ
ら
と
よ
め
る
馴
難
。
ハ疋
家
可
　
定
兼
日
令
見
歎
。
非
深
咎
欺
」
と

す
る
。

こ
れ
は
、
六
百
番
歌
合

・
春

・
七
番

・
志
賀
山
越

・
左

「袖
の
ゆ
き
そ
ら
ふ

く
か
ぜ
も
ひ
と

つ
に
て
は
な
に
に
ほ

へ
る
志
が
の
山
ご
え
宍
藤
原
定
家
）
に
対

し
て
右
方
が

「句
な
ら
び
の
そ
の
字
、
み
み
に
た
ち
て
き
こ
ゆ
」
と
難
じ
た
が
、

判
詞
で
は
そ
の
こ
と
を
咎
め
ず
勝
ち
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
息
子
の

定
家
詠
を
父
俊
成
は
歌
合
以
前
に
見
知

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
し
、
大
し
た
難

で
は
な
い
と
俊
成
が
考
え
て
い
た
と
推
測
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
定
家

が
父
俊
成
に
和
歌
の
添
削
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
が
存
在
す
る
（注

四
）
。

⑩
後
人
に
よ
る
注
記
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
書
陵
部
本
に
は

「
同
事

の
詞
か
は

り
た
る
は
尤
可
為
病
」
の
例
と
し
て
割
注
で

「
け
り
と
け
る
と
は
俊
成
難
之
」

と
あ
る
。

こ
れ
も
、
住
吉
社
歌
合

。
社
頭
月

・
十

一
番

・
左
持

「す
み
よ
し
の
か
み
さ

び
に
け
る
た
ま
が
き
を
み
が
く
は
月
の
ひ
か
り
な
り
け
り
矢
女
御
家
兵
衛
督
）

に
対
す
る
判
詞

「左
又
、
け
る
け
り
と

い
へ
り
、
よ
り
て
持
と
す
」
を
言
う
。

以
上
、
①
～
⑩
は
俊
成
説
の
紹
介
で
あ
り
、
順
徳
院
は
お
お
む
ね
賛
意
を
表

し
て
い
る
。

〇
学
書
の
条
に
は
、
「
五
家
髄
脳
」
と
し
て
新
撰
髄
脳
、
能
因
吾
枕
、
俊
頼
無

名
抄
、
綺
語
抄
、
奥
義
抄
を
あ
げ
た
の
ち
に
「
近
範
兼
童
蒙
抄
、
江
帥
、
初
学
、

一
字
、
俊
成
古
来
風
外
、
皆
以
明
鏡
也
」
と
し
て
、
指
針
と
な
る
べ
き
歌
学
書

に
古
来
風
外
抄
も
加
え
て
、
高

い
評
価
を
し
て
い
る
。
実
際
、
八
雲
御
抄
に
は
、

住
吉
社
歌
合
判
詞
と
と
も
に
古
来
風
林
抄
か
ら
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。



〓
一　
巻
二
作
法
部
に
つ
い
て

こ
の
巻
で
は
、
次
に
あ
げ
る
⑫
～
④
の
十
箇
所
に
、
俊
成
の
名
前
が
見
え

ＺＯ
。

⑫
社
頭
歌
合
に
つ
い
て

「於
諸
社
可
合
者
勧
進
人
書
番
之
。
判
ハ
或
任
神
慮
或

又
有
判
」
の
割
注
に

「嘉
応
住
吉
俊
成
判
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
、
俊
成
が
住
吉
社
歌
合
の
判
者
を
つ
と
め
た
事
実
を
述
べ
た
に
す
ぎ

な
い
が
、
前
節
で
も
あ
げ
た
よ
う
に
、
順
徳
院
は
住
吉
社
歌
合
の
判
詞
か
ら
多

く
引
用
し
て
お
り
、
こ
の
歌
合
を
重
要
視
し
て
い
る
。

⑬
判
者
に
つ
い
て

「近
比
俊
成
入
道
相
継
定
家
傍
若
無
人
、
尤
専

一
也
」
と
あ

り
、
八
雲
御
抄
執
筆
当
時
に
お
け
る
、
俊
成
、
定
家
父
子
の
独
走
ぶ
り
が
皮
肉

め
い
た
日
吻
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は
、
御
子
左
家
が
歌
道
家
と
し

て
確
立
し
、
も
は
や
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
ほ
ど
の
圧
倒
的
優
位
に
あ

っ
た
状

況
が
解
る
。

⑭

「可
然
所
々
殊
可
合
」
の
判
者
に
つ
い
て

「奈
良
花
林
院
、
山
無
動
寺
、
広

田
、
住
吉
等
吾
合
、
択
当
世
吾
仙
。
俊
頼
、
基
俊
、
俊
成
等
也
」
と
し
て
、
俊

成
が
広
田
社
お
よ
び
住
吉
社
歌
合
の
判
者
を
つ
と
め
た
事
実
を
述
べ
る
が
、
俊

頼
、
基
俊
と
並
ん
で
歌
仙
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
歌
人
俊
成

へ
の
高
い
評
価

が
窺
え
る
。

⑮

「屏
風
障
子
等
腎
」
の
作
者
に
言
及
し
て

「建
久
宜
秋
門
院
入
内
、
俊
成
又

入
道
後
詠
之
。
吉
事
な
れ
ど
遁
世
人
或
詠
之
也
。
可
在
時
儀
。
但
少
々
毒
人
な

ど
不
可
召
欺
」
と
す
る
。
俊
成
が
出
家
後
に
建
久
元
年
２

一
九
〇
）女
御
入
内

御
屏
風
和
歌
の
作
者
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
り
、　
一
般
に
は
、
慶

事
に
出
家
者
が
作
者
に
な
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
が
、
そ
れ
相
応
の
歌
人
を
採
用

す
る
と
い
う
建
前
か
ら
、
出
家
者
で
あ

っ
た
俊
成
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
容

認
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
時
作
者
と
な
っ
た
の
は
、
入
内
し
た

任
子
の
父
太
政
大
臣
兼
実
、
兄
の
権
大
納
言
良
経
、
左
大
臣
実
定
、
右
大
臣
実

房
、
季
経
、
隆
信
、
定
家
で
あ
り
、
出
家
者
は
俊
成
ひ
と
り
で
あ

っ
た
。
長
秋

詠
藻
、
俊
成
家
集
に
は
こ
の
時
の
詠
歌
が
掲
載
さ
れ
て
、
詞
書
に
は

「遁
世
の

身
な
り
と
も
な
お
詠
み
て
奉
る
べ
き
よ
し
」
云
々
と
あ
る
。
単
な
る
謙
辞
と
解

す
る
よ
り
、
俊
成
自
身
も
例
外
的
な
こ
と
と
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

田
ぃ
つ
。

⑩
大
嘗
会
和
歌
の
作
者
を
列
挙
す
る
な
か
に
「仁
安
　
依心
俊
成
」
と
あ
る
の
は
、

六
条
天
皇
の
即
位
に
際
し
、
仁
安
元
年
■

一
六
六
）大
嘗
会
悠
紀
方
歌
の
作
者

と
な

っ
た
事
実
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
詠
歌
二
十
八
首
は
、
長
秋

詠
藻
に
収
録
さ
れ
、
詞
書
に
は

「
さ
き
ざ
き
常
は
儒
者
な
ど
こ
そ
つ
か
ふ
ま
つ

る
を
い
か
が
と
辞
し
申
す
を
」
と
あ
り
、
儒
者
に
あ
ら
ず
と
し
て
最
初
は
作
者

と
な
る
こ
と
を
断

っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

⑫
同
じ
く
大
嘗
会
和
歌
の
作
者
に
つ
い
て

「
一
人
ハ
必
儒
者
　
一
人
は
只
腎
人

也
。
・…

由
ハ■
人
ハ
顕
輔
、
清
輔
、
俊
成
、
有
家
等
人
也
。
凡
中
納
言
己
下
也
。

未
及
大
納
言
已
上
」
と
あ
り
、
歌
人
の
作
者
に
そ
の
名
を
列
ね
て
い
る
。

⑬

歴

代

の
勅

撰

集

を

列

挙

し

て

「
千

載

　

文
治
、
依
後
白
川
院
仰
、
入
道
俊
成
卿
撰
之
。

遁
世
者
撰
之
。
准
喜
撰
和
寄
式
」

と

す

る

。

順
徳
院
が
出
家
者
の
撰
者
の
先
例
と
し
て
喜
撰
和
毒
式
ま
で
持
ち
出
し
て
い

る
の
は
、
俊
成
が
出
家
後
に
千
載
集
の
撰
者
と
な
っ
た
こ
と
を
異
例
と
感
じ
て

い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
俊
成
自
身
も
、
古
来
風
外
抄
で

「故
後
白
川

院
の
お
ほ
せ
ご
と
に
て
、
お
い
ほ
う
し
撰
集
の
や
う
な
る
も
の
つ
か
う
ま
つ
り



て
た
て
ま
つ
り
侍
り
し
、
千
載
集
と
申
す
」
と
述
べ
、
謙
辞
め
い
た
書
き
方
を

し
て
い
る
の
も
同
じ
理
由
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑩
勅
撰
集
の
序
者
を
列
挙
し
て

「千
載
　
仮
名

俊
成
」
と
す
る
の
は
、
俊
成
が

千
載
集
の
仮
名
序
を
認
め
た
事
実
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

⑩
後
撰
集
の
人
名
の
表
記
の
仕
方
に
つ
い
て

「題
不
知
よ
み
人
も
と
か
け
り
。

人
名
或
童
名
異
名
等
也
。
但
俊
成
説
何
も
如
古
今
。
強
不
可
替
云
々
」
と
述
べ

Ｚθ
。こ

こ
に
言
う
俊
成
説
と
は
、
次
に
あ
げ
る
古
来
風
外
抄
の
記
述
を
要
約
し
た

も
の
で
あ
る
。

「後
撰
に
は
題
し
ら
ず
よ
み
人
も
と
か
き
、
拾
遺
に
は
だ

い
よ
み
人
し
ら
ず

と
か
く
な
り
と
、
ち
か
き
世
の
故
人
な
ど
申
と
き

ゝ
て
、
そ
の
か
み
は
さ
や
う

に
も
か
き
侍
り
し
を
、
な
を
ふ
る
き
本
ど
も
た
づ
ね
み
は
べ
り
し
か
ば
、
さ
ま

ハ
ヽ
に
か
き
た
る
さ
ま
、
た
ゞ
を
ん
な

ゝ
ど
の
か
き
う

つ
す
ほ
ど
に
、
さ
や
う

な
る
事
を
人
の
申

い
で
た
る
に
こ
そ
と
み
え
侍
れ
ば
、
故
後
白
川
院
の
三
代
集

か
き
て
ま

い
ら
せ
よ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
と
き
、
後
撰
を
も
拾
遺
抄
を
も
み
な
古

今

の
お
な
じ
事
に
か
き
て
た
て
ま

つ
り
侍
に
し
な
り
」

俊
成
は
、
作
者
表
記
や
題
し
ら
ず

の
書
き
方
は
諸
本
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
書
写
段
階
で
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
古
今
集
の
書
き
方
に
従
う
べ

き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

④
勅
撰
集
に
お
け
る
親
王
の
表
記
に
つ
い
て

「
代
々
集
雖
不
同
於
親
王

ハ
顕
名

例
也
。
如
俊
頼
俊
成
撰
者
当
時
院
御
弟
御
子
な
ど
抑

翁
仰
」
に
通
じ
る
か
）
テ

書
名
尤
有
恐
欺
。
傷
書
注
非
正
説
事
欺
」
と
述
べ
る
。

千
載
集

の
伝
本
に
は
、
鳥
羽
天
皇
皇
子
を

「
仁
和
寺
後
入
道
法
親
王
」
、
後

白
河
天
皇
皇
子
を

「仁
和
寺
法
親
王
」
な
ど
実
名
を
書
か
な
い
も
の
や
、
「仁

和
寺
後
入
道
法
親
王
覚
性
」
「仁
和
寺
法
親
王
守
覚
」
の
よ
う
に
注
記
す
る
も
の

が
あ
る
（注
五
）
。
こ
の
よ
う
な
表
記
の
仕
方
に
つ
い
て
、
俊
成
の
下
命
者
で
あ

る
（後
白
河
）院
に
対
す
る
遠
慮
に
よ
る
も
の
と
順
徳
院
は
憶
測
し
て
い
る
。

四
　
巻
三
枝
葉
部
に
つ
い
て

歌
語
の
解
説
が
中
心
と
な
る
こ
の
巻
で
は
、
俊
成
の
説
や
歌
の
例
が
九
例
あ

Ｚ
Ｏ

。

⑫
嵐
の
項
に

「寂
蓮
が
す
み
よ
し
の
浦
の
松
に
あ
ら
し
を
よ
め
る
を
ば
、
俊
成

こ
れ
を
難
ず
。
う
べ
山
風
を
本
に
ひ
け
り
」
と
す
る
。

こ
れ
は
、
住
吉
社
歌
合

・
社
頭
月

・
十
七
番

・
右
持

「あ
ら
し
ふ
く
ま

つ
の

こ
ず
ゑ
に
き
り
は
れ
て
か
み
も
こ
こ
ろ
や
す
み
の
え

の
月
員
藤
原
定
長
）
の
判

詞
中
に
、
「
あ
ら
し
ふ
く
と
お
け
る
、
は
ま
ま

つ
な
ど
に
は
あ
ら
し
と
は
い
ふ

べ
か
ら
ず
、
む
べ
や
ま
か
ぜ
を
あ
ら
し
と

い
ふ
ら
む
と

い
ふ
う
た
に
て
し
る
べ

き
こ
と
な
り
」
を
言

っ
た
も
の
で
あ
り
、
順
徳
院
も

「
ま
こ
と
に
い
は
れ
あ
り
」

と
賛
同
し
て
い
る
。

④
雨
の
項
に

「頼
政
が
よ
こ
し
ぐ
れ
と
よ
み
て
俊
成
に
被
難
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
、
住
吉
社
歌
合

・
旅
宿
時
雨

・
廿
四
番

・
右
負

「
た
び
の
い
ほ
は
あ

ら
し
に
た
ぐ
ふ
よ
こ
し
ぐ
れ
し
ば
の
か
こ
ひ
に
と
ま
ら
ざ
り
け
り
員
源
頼
政
）

の
判
詞
で
、
「
よ
こ
し
ぐ
れ
さ
は
あ
る
こ
と
な
が
ら
、
優
に
し
も
き
こ
え
ず
や

あ
ら
む
」
と
咎
め
た
こ
と
を
言
う
。

②
霞
の
項
に

「
万
に
、
ほ
の
う

へ
き
り
あ
ひ
と

い
へ
り
。
夏
も

い
つ
も
風
し
づ

か
な
る
あ
し
た
に
よ
む
べ
し
と
俊
成

い
へ
り
」
と
あ
る
。



こ
れ
は
、
古
来
風
外
抄
の

「あ
き
の
た
の
ほ
の
う
へ
に
き
り
あ
ひ
あ
さ
が
す

み
い
づ

へ
の
か
た
に
わ
が
こ
ひ
や
ま
ん
宍
万
葉

・
巻
二

・
八
八
）
の
評
に

「
か

す
み
は
か
く
あ
き
の
う
た
に
も
よ
み
て
侍
な
り
。
ま
こ
と
に
も
夏
も
ふ
ゆ
も
風

ふ
か
ず
し
づ
か
な
る
あ
さ
け
に
は
、
山
き
は
に
す
み
わ
た
り
て
侍
も
の
な
り
」

と
あ
る
記
述
を
簡
略
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑮
夜
の
項
に

「千
載
集
に
源
仲
正
が
可
、
は
か
な
く
も
わ
が
よ
の
ふ
け
を
し
ら

ず
し
て
い
さ
よ
ふ
月
を
ま
ち
わ
た
る
か
な
と
い
ふ
は
、
影
は
い
さ
よ
ひ
の
月
と

い
へ
り
。
十
六
日
の
月
な
ら
ば
我
よ
の
ふ
け
と
よ
む
べ
か
ら
ず
。
尤
不
審
っ
凡

不
可
限
十
六
日
歎
。
仲
正
雖
非
指
南
俊
成
所
撰
也
」
と
述
べ
る
。

こ
れ
は
、
十
六
夜
が
十
六
日
限
り
か
否
か
を
論
じ
て
い
る
箇
所
で
、
千
載
集

に
入
集
す
る
仲
正
歌
（雑
上

。
九
九
七
）
が

「
い
さ
よ
ふ
」
と
言
い
な
が
ら

「
ふ

け
」
と
詠
ん
で
い
る
矛
盾
を
指
摘
し
、
た
と
え
作
者
仲
正
が
知
ら
な
く
て
も
撰

者
俊
成
の
目
を
通
し
て
い
る
の
だ
か
ら
不
審
で
あ
る
と
、
俊
成
の
見
識
を
疑
問

視
し
て
い
る
。
な
お
詞
書
に
は

「
い
ざ
よ
ひ
の
月
の
心
を
よ
め
る
」
と
あ
る
。

④
寺
の
項
に

「
ふ
も
と
　
俊
成
」
と
あ
る
の
は
、
玉
葉

・
秋
下

・
七

一
八

「又

た
ぐ
ひ
嵐
の
山
の
ふ
も
と
で
ら
す
ぎ
の
い
ほ
り
に
あ
り
あ
け
の
月
災
初
出
は
建

仁
元
年
八
月
十
五
夜
撰
歌
合
）
や
風
雅

・
秋
中

・
五
三
六

「を
ぐ
ら
山
ふ
も
と

の
て
ら
の
入
あ
ひ
に
あ
ら
ぬ
ね
な
が
ら
ま
が
ふ
か
り
が
ね
災
初
出
は
建
仁
元
年

七
月
二
十
七
日
和
歌
所
事
始
当
座
歌
会
）
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

②
極
楽
の
項
に

「
み
だ
の
み
国
　
俊
成
」
と
あ
る
の
は
、
新
古
今

・
釈
教

。
一

九
六
七

「
い
ま
ぞ
こ
れ
入
日
を
み
て
も
思
ひ
こ
し
弥
陀
の
み
く
に
の
ゆ
ふ
ぐ
れ

の
空
災
初
出
は
極
楽
六
時
讃
歌
）を
言
う
。

④
菊
の
項
に

「抑
そ
が
菊
は

一
詠
承
和
菊
黄
き
く
也
。
俊
成
は
そ
が
ひ
な
ど
い

ふ
や
う
な
り
。
更
非
承
和
菊
云
々
。
両
説
也
。
末
生
難
定
之
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
、
古
来
風
外
抄
が
万
葉
集

・
巻
十
四

・
三
三
九

一
番
歌
の
評
で

「
そ

が
ひ
」
に
つ
い
て
述
べ
た
の
ち
に
、
「
か
の
み
ゆ
る
き
し
べ
に
た
て
る
そ
が
ぎ

く
の
し
げ
み
さ
え
だ
の
い
ろ
の
て
こ
ら
さ
宍
拾
遺

・
雑
秋

・
一
一
二
〇

・
よ
み

入
し
ら
ず
）
を
あ
げ
、
「
む
か
ひ
の
き
し
に
そ
が
ひ
に
み
ゆ
る
と
よ
め
る
に
や
。

承
和
の
み
か
ど
の
き
な
る
い
ろ
を
こ
の
み
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
き
菊
を
そ
わ
ぎ
く

と
い
ふ
な
り
と
申
事
は
い
つ
よ
り
い
ふ
事
に
か
お
ぼ
つ
か
な
く
」
と
す
る
の

を
踏
ま
え
、
順
徳
院
自
身
も
結
論
を
保
留
し
て
い
る
。
言
語
部
の
由
緒
言
、
料

簡
言
に
お
い
て
も
、
再
説
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
承
和
菊
説
に
傾
斜
し
て
い
る

（⑭
、
⑦
参
照
）。

⑩

枕

の

項

に

「
た

び

　

住
士
口
尋
△
口
俊
成
押

詠
之

先
例
不
一詠
可
欺
」

と

あ

る

（
諸

本

で

注

記
の
位
置
が
異
な
り
、
本
文
上
の
問
題
が
あ
る
）
。

こ
れ
は
、
住
吉
社
歌
合

・
旅
宿
時
雨

・
十
四
番

・
右
勝

「
す
み
よ
し
の
ま

つ

が
し
た
ね
の
た
び
ま
く
ら
し
ぐ
れ
も
か
ぜ
に
き
き
ま
が

へ
つ
つ
安
藤
原
隆
信
）

の
判
詞
中
に

「
た
び
ま
く
ら
ぞ
い
か
に
ぞ
き
こ
ゆ
れ
ど
、
詩
に
も
旅
枕
と
は
つ

く
れ
ば
の
の
字
な
く
と
も

い
か
が
せ
む
」
と
あ
り
、
「旅
の
枕
」
で
な
く

「旅
枕
」

と
詠
ん
で
も
よ
い
と
俊
成
が
初
め
て
判
断
を
下
し
た
と
解
し
た
も
の
か
。

⑩
神
部
の
項
に

「す
み
よ
し
の
か
た
そ
ぎ
ゆ
き
あ
は
ぬ
と
よ
め
る
事
は
俊
成
諌

之
。
ま
こ
と
に
本
説
、
い
ま
は
不
吉
事
欺
。
ち
ぎ
と

い
ふ
こ
と
を
基
俊
ゆ
る
さ

ず
と

い
へ
り
」
と
あ
る
。

か
た
そ
ぎ
に
つ
い
て
は
、
住
吉
社
歌
合

・
社
頭
月

・
十
八
番

・
右
持

「
か
た

そ
ぎ
の
ゆ
き
あ
は
ぬ
ま
よ
り
も
る
月
は
し
も
に
し
も
を
や
お
き
か
さ
ぬ
ら
む
」

（藤
原
季
定
）
の
判
詞
中
に

「
か
た
そ
ぎ
の
ゆ
き
あ
は
ぬ
こ
と
は
、
い
ま
は
し
ひ



て
よ
む
べ
か
ら
ざ
る
よ
し
こ
こ
ろ
に
お
も
ふ
た
ま
ふ
る
と
こ
ろ
あ
り
」
と
あ
る

こ
と
を
指
す
。
ち
ぎ
に
つ
い
て
は
、
同
歌
合

・
社
頭
月

・
十
四
番

・
左
持

「
ゆ

き
も
あ
は
ぬ
ち
ぎ

の
か
た
そ
ぎ
も
る
月
を
し
も
と
や
か
み
の
お
も
ひ
ま
す
ら

む
宍
平
経
正
）
の
判
詞
中
に

「左
、
す
が
た
は
優
に
み
ゆ
る
を
ち
ぎ
と

い
へ
る

こ
と
、
あ
る
と
こ
ろ
の
う
た
あ
は
せ
に
、
基
俊
の
き
み
と

い
ひ
し
判
者
に
て
、

ゆ
る
さ
ず
ぞ
い
ひ
て
侍
り
し
」
と
あ
る
こ
と
を
指
す
。

五
　
巻
四
言
語
部
に
つ
い
て

歌
学
書
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
難
語
や
難
解
歌
な
ど
の
解
説
を
す
る

こ
の
巻
で
は
、
七
例
あ
る
。

⑪
世
俗
言
の

「
さ
ぶ
」
に

「左
大
将
　
後
一示
極
　
腎
合
に
も
俊
成
褒
美
詞
、
さ

び
て
こ
そ
と
云
り
。
此
詞
定
家
日
、
銀
刀
を
こ
そ
さ
ぶ
と
は
い
へ
尤
無
其
謂
。

之
誠
言
非
欺
。
但
先
例
非
無
欺
。
其
上
住
吉
耳
詞
俊
成
日
、
左
其
す
が
た
こ
と

ば

い
ひ
し
り
て
さ
び
て
こ
そ
み
え
侍
れ
云
々
」
と
あ
る
。

六
百
番
歌
合
判
詞
に
は

「
さ
ぶ
」
や

「
さ
び
た
り
」
は
四
例
あ
る
が
、
こ
の

部
分
に
該
当
す
る
の
は
春

・
廿

一
番

ｏ
蛙

ｏ
左
勝

「
ほ
の
か
な
る
か
す
み
の
す

ゑ
の
あ
ら
を
だ
に
か
は
づ
も
は
る
の
く
れ
う
ら
む
な
り
宍
藤
原
定
家
）
の
判
詞

中
に

「
か
す
み
の
す
ゑ
の
あ
ら
を
だ
に
は
、
歌
の
す
が
た
さ
び
て
こ
そ
は
見
え

侍
れ
」
と
あ
る
こ
と
を
言
う
。
ま
た
住
吉
歌
合
云
々
と
あ
る
の
は
、
同
歌
合

・

社
頭
月

・
八
番

・
左
勝

「す
み
よ
し
の
ま

つ
ふ
く
か
ぜ
の
お
と
さ
え
て
う
ら
さ

び
し
く
も
す
め
る
月
か
な
Ｌ
平
経
盛
）
へ
の
判
詞

「左
歌
、
す
が
た
こ
と
ば

い

ひ
し
り
て
、
さ
び
て
こ
そ
み
え
侍
れ
」
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
定

家
説
に
つ
い
て
は
、
未
詳
で
あ
る
。

⑫
由
緒
言
に

「
か
は
や
し
ろ
　
夏
神
楽
也
。
俊
成
説
有
。
瀧
川
上
に
て
す
と
い
へ
り
。
夏
川

上
に
て
す
る
也
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
古
来
風
外
抄
が

「あ
き
の
ほ
を
し
の
に
を
し
な
み
お
く
つ
ゆ
の
け
か

も
し
な
ま
し
こ
ひ
つ
ゝ
あ
ら
ず
は
安
万
葉

・
巻
十

ｏ
三
二
五
六
）
に
関
連
し
て
、

六
百
番
歌
合
で
の
顕
昭
と
の
難
陳
に
及
び
貫
之
集
の
歌
を
証
歌
に
あ
げ

「
か
の

御
屏
風
の
ゑ
に
か
は
や
し
ろ
に
て
か
ぐ
ら
し
た
る
あ
り
さ
ま
か
き
た
り
け
ん

を
、
か
は
や
し
ろ
の
あ
り
さ
ま
ば
か
り
を
よ
み
て
侍
り
け
る
な
る
べ
し
…
…

夏
、
た
き
お
ち
た
る
と
こ
ろ
に
て
、
夏
か
ぐ
ら
し
た
る
を
、
そ
の
あ
り
さ
ま
を

か
く
よ
め
る
な
る
べ
し
」
と
、
夏
に
川
上
な
ど
で
神
楽
を
行
う
際
に
用
い
る
と

す
る
俊
成
説
を
言
う
（注
六
）
。

（０
由
緒
一言
に

「
み
や
こ
の
て
ぶ
り
　
公
実
卿
詠
考
り
俊
成
抄
日
、
み
や
こ
？
か
る
ま
ひ
と

云
り
っ
委
Ｉ
等
安
底
本
は

「
う
る
ひ
」
と
す
る
が
幽
斎
本
に
よ

っ
て

「
ふ
る
ま
ひ
」

と
訂
正
す
る
）
と
あ
る
ｃ

こ
れ
は
、
古
来
風
外
抄
の

「あ
ま
ざ
か
る
ひ
な
に
い
つ
と
せ
す
ま
ひ
つ
ゝ
み

や
こ
の
て
ぶ
り
わ
す
ら
れ
に
け
り
矢
万
葉

・
巻
五

・
八
八
〇
）
の
評
に

「
こ
の

み
や
こ
の
て
ぶ
り
は
、
み
や
こ
の
ふ
る
ま
ひ
と
い
ふ
事
な
り
と
ぞ
申
」
と
あ
る

こ
と
を
言
う
。

⑭
由
緒
言
の

「
ひ
た
ち
お
び
」
の
上
余
白
に

「
そ
が
ひ
に
み
ゆ
る
　
俊
成
日
、

を
ひ
す
が
ひ
な
ど
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
り
。
そ
が
ぎ
く
も
お
な
じ
心
と
い
へ
り
Ｌ
底

本
は
じ
め
諸
本

「俊
頼
」
と
す
る
が
、
誤
り
と
解
し
て
訂
正
し
た
）と
あ
る
。

こ
れ
は
、
古
来
風
外
抄
の
俊
成
説

「む
か
ひ
の
き
し
に
そ
が
ひ
に
み
ゆ
る
と

よ
め
る
に
や
」
を
言
う
。
な
お
、
国
会
本
な
ど
は

「
ひ
た
ち
お
び
」
の
次
に
本

文
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
が
菊
は
、
枝
葉
部

・
菊
の
項
に
前
出
（④
参
照
）。



⑮
由
緒
言
の

「
よ
る
べ
の
水
」
の
条
に

「嘉
応
住
吉
寄
合
と
て
、
人
々
多
よ
め

る
に
、
社
頭
月
の
心
を
、
清
輔
、
月
か
げ
は
さ
え
に
け
ら
し
な
神
が
き
や
よ
る

べ
の
水
に
つ
ら

ゝ
ゐ
る
ま
で
と
よ
め
る
を
、
俊
成
判
云
、
よ
る
べ
の
み
づ
と
い

ふ
事
は
、
源
氏
物
語
に
ぞ
賀
茂
の
ま
つ
り
の
日
の
腎
に
、
さ
も
こ
そ
は
よ
る
べ

の
み
づ
に
み
く
さ
ゐ
め
と
よ
め
る
み
給
し
。
さ
ら
で
は
ふ
る
き
耳
に
も
え
み
を

よ
び
侍
ら
ず
。
こ
の
み
づ
お
ろ
ゝ
ゝ
承
に
、
た
と

へ
ば
い
づ
れ
の
社
に
も
侍
ら

め
ど
、
ま
づ
当
社
御
前
月
に
は
、
海
の
面
こ
ほ
り
を
み
が
き
、
浜
の
沙
ち
を
し

け
ら
ん
を
ば
を
き
て
、
よ
る
べ
の
み
づ
ば
か
り
に
む
か
ひ
て
、
月
は
さ
え
に
け

ら
し
な
と
お
も
は
ん
こ
と
や
い
か
ゞ
と
い
へ
り
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
、
住
吉
社
歌
合

・
社
頭
月

・
四
番
左
勝

「月
か
げ
は
さ
え
に
け
ら
し

な
か
み
が
き
や
よ
る
べ
の
み
づ
に
つ
ら
ら
ゐ
る
ま
で
災
藤
原
清
輔
）
の
判
詞
の

忠
実
な
引
用
で
あ
る
。
八
雲
御
抄
と
異
同
の
あ
る
箇
所
に
傍
線
を
施
し
て
お
く
。

「
よ
る
べ
の
み
づ
と
い
ふ
こ
と
は
、
源
氏
の
も
の
が
た
り
に
ぞ
賀
茂
の
ま
つ
り

の
日
の
う
た
に
、
さ
も
こ
そ
は
よ
リ
ベ
の
み
づ
も
見
え
ざ
ら
め
と
よ
め
る
み
た

ま
へ
し
。
さ
ら
で
は
ふ
る
き
う
た
に
も
み
お
よ
び
侍
ら
ず
。
こ
の
み
づ
お
ろ
お

ろ
う
け
た
ま
は
る
に
、
た
と
へ
ば
い
づ
れ
の
や
し
ろ
に
も
は
べ
ら
め
ど
、
ま
づ

当
社
の
お
ま
へ
の
月
に
は
、
う
み
の
お
も
て
こ
ほ
り
を
み
が
き
、
は
ま
の
ま
さ

ご
た
ま
を
し
け
ら
む
を
ば
お
き
て
、
よ
リ
ベ
の
み
づ
ば
か
り
に
む
か
ひ
て
、
月

は
さ
え
に
け
ら
し
な
と
お
も
は
む
こ
と
や
い
か
が
」

歌
詞

「見
え
ざ
ら
め
」
の
異
同
は
大
き
い
が
、
要
は
テ
キ
ス
ト
の
問
題
で
あ

り
、
引
用
で
あ
る
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
夫
木
抄
に
は
こ
の
時
の

清
輔
の
反
駁
が
逸
文
と
し
て
伝
わ
る
（注
七
）
。

⑩
料
簡
言
の

「
は
つ
は
る
の
は
つ
ね
の
け
ふ
の
た
ま
は

ゝ
き
て
に
と
る
か
ら
に

ゆ
ら
ぐ
た
ま
の
を
失
万
葉

・
巻
二
十

ｏ
四
四
九
三
）
の
頭
注
に

「能
因
以
此
可

称
上
人
詠
腎
。
余
事
也
。
俊
成
も
い
へ
り
。
只
彼
上
人
は
古
毒
を
い
へ
る
也
。

如
伊
せ
物
語
、
如
此
事
多
。
彼
上
人
は
わ
れ
を
い
ざ
な
へ
の
腎
欺
。
同
然
な
れ

ば
も
し
思
度
欺
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
、
古
来
風
外
抄
が
、
こ
の
万
葉
歌
に
つ
い
て

「な
か
た
ヽ
さ
や
う
の

ひ
じ
り
な
ど
の
こ
の
ふ
る
き
う
た
を
し
り
て
ゝ
に
と
る
か
ら
に
と
い
は
ん
れ
う

に
お
も
ひ
い
で
ヽ
い
ひ
い
で
た
ら
ん
は
、
た
ま
ば

ヽ
き
も
い
ま
す
こ
し
を
か
し

く
も
や
あ
る
べ
か
ら
ん
」
と
し
て
、
志
賀
寺
上
人
が
古
歌
を
言
い
掛
け
た
と
述

べ
て
い
る
こ
と
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
古
来
風
林
抄
で
は
こ
の
直
前
に
、
俊

頼
髄
脳
か
ら
引
用
し
た
説
話
を

「能
因
法
師
の
帥
の
大
納
言
経
信
卿
に
語
り
け

る
と
て
申
た
る
は
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は

「
て
に
と
る
か
ら

に
」
の
歌
を
上
人
が
詠
み
出
し
た
と
し
て
い
る
。
俊
成
は
上
人
の
新
詠
と
す
る

こ
と
を
疑
問
視
し
て
、
伊
勢
物
語
に
万
葉
歌
が
使
わ
れ
て
い
る
例
な
ど
を
あ
げ

て
、
古
歌
の
利
用
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
雲
御
抄
の

能
因
云
々
、
伊
勢
物
語
云
々
は
、
古
来
風
外
抄
に
拠

っ
た
も
の
で
あ
り
、
順
徳

院
も
俊
成
と
同
意
見
で
あ
る
。

⑦
料
簡
言
に
は

「
か
の
み
ゆ
る
い
け
辺
に
た
て
る
そ
が
ぎ
く
の
し
が
み
さ
え
だ

の
い
ろ
の
て
こ
ら
さ
Ｌ
拾
遺

・
雑
秋

ｏ
一
一
二
〇

・
よ
み
人
し
ら
ず
）を
あ
げ
、

そ
の
解
釈
中
に

「俊
成
は
　
そ
が
ひ
な
ど
い
ふ
心
と
云
々
」
と
す
る
。

古
来
風
外
抄
が

「
つ
く
ば
ね
の
そ
が
ひ
に
見
ゆ
る
葦
穂
山
あ
し
か
る
と
が
も

さ
ね
み
え
な
く
に
災
万
葉

・
巻
十
四

・
三
三
九

一
）
に
関
連
し
て
こ
の
拾
遺
集

歌
（第
二
句

「き
し
べ
に
た
て
る
」
と
す
る
）
を
あ
げ
、
「む
か
ひ
の
き
し
に
そ

が
ひ
に
み
ゆ
る
と
よ
め
る
に
や
」
と
す
る
。
俊
成
説
に
つ
い
て
は
、
④
、
⑭
に



も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
順
徳
院
は
④
で
は
結
論
を
出
し
て
い
な
い
が
、
こ

こ
で
は
承
和
菊
説
を
採
り
、
黄
菊
か

一
本
菊
か
は
不
分
明
と
す
る
。

エハ
　
巻
五
名
所
部
に
つ
い
て

和
歌
に
よ
ま
れ
た
地
名
を
列
挙
し
て
い
る
こ
の
巻
で
は
八
例
を
数
え
る
が
、

そ
の
う
ち
新
古
今
集
か
ら
の
用
例
が
六
例
と
も

っ
と
も
多
い
。

⑬
山
の
項
に
、
「あ
ま
の
か
こ
　
み
ね
の
ま
さ
か
き
、
俊
成
寄
」
と
あ
る
の
は
、
新
古

今

・
冬

・
六
七
七

「雪
ふ
れ
ば
峰
の
ま
さ
か
き
う
づ
も
れ
て
月
に
み
が
け
る
あ

ま
の
か
ぐ
山
災
初
出
は
御
室
五
十
首
）を
指
す
。

⑩
山
の
項
に

「あ
さ
か
　
俊
成
は
、
か
げ
さ
へ
み
ゆ
る
山
の
井
り
あ
あ
さ
か
山
な
り
。
に

ご
り
て
い
ふ
べ
き
な
り
」
と
あ
る
。

古
来
風
外
抄
の
万
葉
集
の
あ
さ
か
山
の
歌
の
よ
う
な
古
歌
に
は
、
歌
病
を
あ

て
は
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
言
説
の

一
部

「あ
さ
か
や
ま
の
う
た
も
ハ
ジ

メ
ノ
山
の
な
は
に
ご
り
て
い
ふ
べ
し
」
を
言
う
（⑥
参
照
）
。

⑩
山
の
項
に

「
ふ
し
み
　
新
古

俊
成
」
と
あ
る
の
は
、
新
古
今

・
秋
上

・
二
九

一
「
ふ
し
み
山
松
の
か
げ
よ
り
み
わ
た
せ
ば
あ
く
る
田
の
も
に
秋
風
ぞ
ふ
く
」

（初
出
は
正
治
初
度
百
首
）を
指
す
。

④
原
の
項
に

「
し
の
　
俊
成
」
と
あ
る
の
は
、
新
古
今

・
覇
旅

・
九
七
六

「世

中
は
う
き
ふ
し
し
げ
し
し
の
は
ら
や
た
び
に
し
あ
れ
ば
い
も
ゆ
め
に
み
ゆ
災
初

出
は
述
懐
百
首
）
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
篠
原
は
近
江
の
歌
枕
と
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
り
、
加
賀
と
す
る
の
は
不
審
で
あ
る
。
歌
中
の

「妹
」
を
美
福
門

院
加
賀
と
解
し
た
こ
と
に
基
づ
く
誤
解
に
よ
る
か
。

⑫
田
の
項
に

「
さ
か
た
　
新
古
今

俊
成
」
と
あ
る
の
は
、
新
古
今

・
賀

・
七
五

三

「あ
ふ
み
の
や
坂
田
の
い
ね
を
か
け
つ
み
て
道
あ
る
御
世
の
は
じ
め
に
ぞ
つ

く
災
初
出
は
仁
安
元
年
大
嘗
会
悠
紀
方
歌
）
を
指
す
。

④
市
の
項
に

「
し
か
ま
の
　
千

俊
成
」
と
あ
る
の
は
、
千
載

・
恋
四

・
八
五

七

「恋
を
の
み
し
か
ま
の
い
ち
に
た
つ
民
の
た
え
ぬ
お
も
ひ
に
み
を
や
か
へ
て

ん
災
初
出
は
久
安
百
首
）を
指
す
。

⑭
里
の
項
に

「
か
た
の
ゝ
　
俊
成
」
と
あ
る
の
は
、
新
古
今

・
恋
二

・
一
一
一

〇

「あ
ふ
こ
と
は
か
た
の
の
さ
と
の
さ
さ
の
い
ほ
し
の
に
つ
ゆ
ち
る
よ
は
の
と

こ
か
な
矢
初
出
は
千
五
百
番
歌
合
）を
指
す
か
。

⑮
浦
の
項
に

「
い
ち
し
の
　
俊
成
書
」
と
あ
る
の
は
、
新
古
今

・
雑
中

・
一
六

一
二

「今
日
と
て
や
儀
な
つ
む
ら
む
伊
勢
島
や
い
ち
し
の
浦
の
あ
ま
の
を
と
め

ご
災
初
出
は
五
社
百
首
）を
指
す
か
。

七
　
巻
六
用
意
部

歴
代
の
勅
撰
集
に
言
及
し
各
集
の
代
表
的
歌
人
に
つ
い
て
評
を
加
え
、
和
歌

の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
の
巻
で
は
、
俊
成
の
和
歌
観
が
大
き

く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑩
万
葉
集
に
関
連
す
る
箇
所
に

「抑
か
の
万
葉
集
は
や
す
き
こ
と
を
か
く
し
て

か
た
き
こ
と
を
あ
ら
は
せ
り
と
通
俊
後
拾
遺
の
序
に
い
へ
り
。
た
ヾ
し
俊
成
こ

れ
を
な
ん
ず
。
ゆ
へ
あ
る
べ
き
に
や
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
、
古
来
風
然
抄
に

「さ
て
こ
の
万
葉
集
を
ば
後
拾
遺
の
序
に
申
た
る

は
、
こ
の
し
ふ
の
こ
ろ
は
や
す
き
こ
と
を
ば
か
く
し
、
か
た
き
事
を
あ
ら
は
せ

り
、
よ
り
て
ま
ど
へ
る
も
の
お
ほ
し
と
ぞ
か
き
た
る
を
い
と
さ
に
は
あ
ら
ぬ
に

や
と
お
ぼ
え
侍
な
り
」
と
あ
る
箇
所
か
ら
の
部
分
的
引
用
で
あ
り
、
順
徳
院
も



「
ゆ
へ
あ
る
べ
き
に
や
」
と
俊
成
に
賛
同
す
る
。

〇
和
歌
の
本
質
に
関
し
て

「俊
成
が

ゝ
け
る
も
の
に
い
は
く

『大
か
た
再
は
か

な
ら
ず
し
も
お
か
し
き
ふ
し
を

い
ひ
、
こ
と
の
り
を

い
ひ
き
ら
ん
と
せ
ざ
れ
ど

も
、
本
自
詠
可
と

い
ひ
て
た
ゞ
よ
み
あ
げ
た
る
に
も
う
ち
な
が
め
た
る
に
も
な

に
と
な
く
え
ん
に
も

い
う
に
も
き
こ
ゆ
る
事
の
あ
る
な
る
べ
し
。
よ
き
可
に
な

り
ぬ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
ば
す
が
た
の
ほ
か
に
け
い
き
の
そ
ひ
た
る
や
う
な
る
こ

と
の
あ
る
に
や
。
た
と

へ
ば
春
の
は
な
の
あ
た
り
に
霞
の
た
な
び
き
、
秋
の
月

の
ま

へ
に
し
か
の
こ
ゑ
を
き

ゝ
、
か
き
ね
の
梅
に
は
る
の
風
の
に
ほ
ひ
、
み
ね

の
紅
葉
に
し
ぐ
れ
の
う
ち
そ

ゝ
き
な
ど
す
る
や
う
な
る
こ
と
の
う
か
び
て
そ

ヘ

る
な
り
。

つ
ね
に
申
や
う
に
侍
れ
ど
、
か
の
月
や
あ
ら
ぬ
は
る
や
む
か
し
の
と

い
ひ
、
む
す
ぶ
て
の
し
づ
く
に

ゝ
ご
る
な
ど

い
へ
る
也
。
な
に
と
な
く
め
で
た

く
き
こ
ゆ
る
也
。
か
や
う
な
る
す
が
た
詞
に
よ
み
に
せ
ん
と
お
も

へ
る
可
は
、

ち
か
き
よ
に
は
あ
り
が
た
き
こ
と
な
る
を
、
こ
の
ほ
ど
見
侍
る
御
百
首
ど
も
な

ど
こ
そ
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
き
こ
と

ヽ
は
見
え
侍
れ
。
す
べ
て
こ
の
み
ち
は
い

み
じ
く

い
は
ん
と
思
、
ふ
る
き
も
の
を
も
み
つ
く
さ
ん
と
す
る
に
も
さ
ら
に
よ

ら
ざ
る
べ
し
。
か
つ
は
た
ゞ
ぜ
ん
せ
の
契
な
る
べ
し
。
す
べ
て
詩
再
の
み
ち
も

大
聖
文
殊
の
御
智
恵
よ
り
お
こ
れ
る
こ
と
な
り
』
と

い
へ
り
」
と
述
べ
る
。

こ
れ
は
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
、
慈
鎮
和
尚
自
歌
合

・
十
禅
師
跛
か
ら
の
ほ

ぼ
忠
実
な
引
用
で
あ
る
（異
同
部
分
に
は
、
傍
線
を
施
し
た
）
。

「
お
ほ
か
た
は
、
歌
は
か
な
ら
ず
し
も
か
し
き
ふ
し
を

い
ひ
事

の
理
を

い
ひ

き
ら
ん
と
せ
ざ
れ
ど
も
、
本
自
詠
歌
と

い
ひ
て
た
だ
よ
み
あ
げ
た
る
に
も
う
ち

な
が
め
た
る
に
も
な
に
と
な
く
え
ん
に
も
幽
玄
に
も
き
こ
ゆ
る
事
有
る
な
る
べ

し
。
よ
き
歌
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
ば
姿
の
ほ
か
に
景
気
の
そ
ひ
た
る
や

う
な
る
事

の
有
る
に
や
。
た
と

へ
ば
春
花
の
あ
た
り
に
か
す
み
の
た
な
び
き
、

秋
月
の
前
に
鹿
の
こ
ゑ
を
き
き
、
か
き
ね
の
む
め
に
春
の
風
の
に
ほ
ひ
、
嶺
の

紅
葉
に
し
ぐ
れ
の
う
ち
そ
そ
き
な
ど
す
る
や
う
な
る
事
の
う
か
び
て
そ

へ
る
な

り
。

つ
ね
に
申
す
や
う
に
は
侍
れ
ど
、
か
の
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
と

い

ひ
、
む
す
ぶ
て
の
し
づ
く
に
な
ど

い
へ
る
な
り
。
な
に
と
な
く
め
で
た
く
き
こ

ゆ
る
な
り
。
か
や
う
な
る
姿
詞
に
よ
み
に
せ
ん
と
お
も

へ
る
う
た
は
、
ち
か
き

世
に
は
有
り
が
た
き
事
な
る
を
、
こ
の
ち
か
き
と
し
よ
り
此
か
た
み
え
侍
る
お

ほ
む
百
首
ど
も
か
つ
は
こ
の
御
歌
合
な
ど
ぞ
、
ま
こ
と
に
有
り
が
た
き
こ
と
と

は
見
え
侍
れ
。
す
べ
て
此
道
は
い
み
じ
く

い
は
ん
と
思
ひ
、
ふ
る
き
物
を
も
み

つ
く
さ
む
な
ど
す
る
に
も
さ
ら
に
よ
ら
ざ
る
べ
し
。
か
つ
は
た
だ
さ
き
の
世
の

契
な
る
べ
し
、
す
べ
て
詩
歌
の
道
も
大
聖
文
殊
の
お
ほ
む
智
恵
よ
り
お
こ
れ
る

事
な
れ
ば
」
と
あ
る
（小
異
は
あ
る
が
、
引
用
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な

い
ヽ

続
け
て
俊
成
は

「文
殊
の
御
垂
跡
も
こ
の
側
に
は
あ
と
を
た
れ
、
社
壇
を
な
ら

べ
て
お
は
し
ま
せ
ば
こ
の
御
歌
合
を
ば

い
づ
れ
に
も

い
か
ば
か
り
も
て
あ
そ
び

お
ほ
む
納
受
侍
ら
ん
ず
ら
ん
、
当
来
普
見
如
来
も
光
を
和
ら
げ
て
あ
ま
ね
く
み

そ
な
は
す
ら
ん
と
ぞ
お
ぼ
え
侍
る
」
と
し
て

一
文
を
結
ん
で
い
る
。

俊
成
の
和
歌
観
の
到
達
点
を
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
箇
所
で

あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
様

の
言
説
は
、
こ
れ
よ
り
先
に
古
来
風
外
抄
、
民
部
卿
家

歌
合
に
も
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
順
徳
院
が
古
来
風
外
抄
で
は
な
く
十

禅
師
跛
文
か
ら
引
用
し
て
い
る
の
は
、
俊
成
歌
学
の
深
化
を
認
め
て
い
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
憶
測
さ
れ
る
。
順
徳
院
自
身
は
、
以
下
に

「
ま
こ
と
に
た
ゞ
む



ね
の
う
ち
を

い
で
ざ
る
風
情
人
の
を
し

へ
に
よ
る
べ
か
ら
ず
。　
一
切
の
芸
は
よ

き
師
匠
に
あ
ひ
て
ま
な
ぶ
に
む
な
し
き
こ
と
な
し
。
こ
の
腎
の
道
に
を
き
て
は

た
ゞ
心
の
い
た
る
と

い
た
い
ざ
る
と
也
」
と

「心
」
を
強
調
す
る
考
え
を
述
べ

て
い
て
、
「
前
世
の
契
り
」
と
す
る
俊
成
と
は
微
妙
な
違

い
を
見
せ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
俊
成
説
は
、
順
徳
院
が
歌
論
を
展
開
す
る
際
の
序
論
の
役
割
り
を
担

わ
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
院
の
考
え
に
も

っ
と
も
近

い
も
の
と
し
て
俊
成

説
が
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
と
も
思
わ
れ
る
（注
八
）
。

⑬

「法
性
寺
入
道
こ
の
み
ち
こ
の
み
、
崇
徳
院
の
す
ゑ
つ
か
た
よ
り
や
う
／
＼

又
腎
の
こ
と
さ
た
あ
り
て
、
久
安
に
百
首
耳
な
ど
あ
り
し
よ
り
、
俊
成
清
輔
西

行
法
師
な
ど
い
ふ
も
の
、
こ
の
み
ち
に
た

へ
な
る
が
ゆ
へ
に
い
ま
は
又
ひ
ろ
ま

れ
る
な
り
」
と
あ
る
。

新
古
今
集
に
繋
が
る
和
歌
の
隆
盛
が
、
久
安
百
首
頃
か
ら
始
ま
り
、
当
時
を

代
表
す
る
歌
人
と
し
て
、
俊
成
が
、
清
輔
、
西
行
と
と
も
に
あ
げ
ら
れ
て
い

て
、
順
徳
院
の
見
解
が
窺
え
る
箇
所
で
あ
る
。

父
帝
の
後
鳥
羽
院
御
回
伝
に
は

「近
き
世
の
上
手
」
と
し
て

「俊
頼
が
の
ち

に
は
釈
阿
、
西
行
也
。
す
が
た
殊
に
あ
ら
ぬ
体
也
。
釈
阿
は
や
さ
し
く
艶
に
、

心
も
深
く
あ
は
れ
な
る
所
も
あ
り
き
。
殊
に
愚
意
に
庶
幾
す
る
す
が
た
也
。
西

行
は
お
も
し
ろ
く
し
て
、
し
か
も
心
も
殊
に
深
く
、
あ
り
が
た
く

い
で
き
が
た

き
か
た
も
共
に
あ
ひ
か
ね
て
み
ゆ
。
生
得
の
歌
人
と
覚
ゆ
。
お
ぼ
ろ
け
の
人
、

ま
ね
び
な
ど
す
べ
き
歌
に
あ
ら
ず
。
不
可
説
言
語
の
上
手
也
。
清
輔
、
さ
せ
る

事
な
け
れ
ど
も
、
さ
す
が
に
ふ
る
め
か
し
き
事
、
時
々
見
ゆ
」
と
、
三
歌
人
を

あ
げ
て
い
る
こ
と
と

一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
、
清
輔
に
対
す
る
評

価
が
異
な
る
の
は
、
久
安
百
首
の
作
者
と

い
う
文
脈
上
の
制
約
の
た
め
で
も
あ

ろ
う
が
、
後
鳥
羽
院
が
実
作
中
心
の
評
価
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
順
徳
院
は
歌

学
書
も
含
め
た
評
価
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

④

「俊
頼
い
俊
成

い
づ
れ
に
も
わ
た
り
て
侍
れ
ば
、
そ
の
や
う
を
ま
な
び
侍
ら

ん
こ
そ
い
た
く
題
そ
る
ま
じ
く
は
侍
れ
。
さ
れ
ば
た
れ
か
は
こ
れ
を
ま
な
ば
ざ

る
」
と
あ
る
ｃ

こ
れ
は

「
た
ゞ
経
信
ち
か
く
は
西
行
が
あ
と
を
ま
な
ぶ
べ
し
。
そ
の
や
う
は

べ
ち

の
こ
と
に
あ
ら
ず
ｃ
た
ヾ
こ
と
ば
を
か
ざ
ら
ず
し
て
ふ
つ
ふ
つ
と

い
ひ

た
る
が
よ
き
な
り
′、）
但
こ
れ
ら
は
こ
の
み
ち
の
か
ん
の
う
に
て
、
い
ひ
い
で
た

る
や
う
を

い
ま
の
よ
の
人
あ
し
ざ
ま
に
と
り
な
し
て
、　
〓
疋
平
懐
に
か
た
は
ら

い
た
き
こ
と
あ
り
ぬ
べ
し
」
に
続
く
箇
所
で
あ
る
。
経
信
、
西
行
の
和
歌
は
言

葉
を
飾
ら
な
い
歌
で
あ
る
が
天
性
の
才
能
が
あ

っ
て
詠
む
こ
と
が
で
き
る
も
の

な
の
で
、
今
の
普
通
の
人
が
詠
む
と
平
懐
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
と
述
べ
、
俊

頼
、
俊
成
の
歌
風
は
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
る
の
で
、
も

っ
ぱ
ら
手
本
と
す
べ
き

と
言
う
の
で
あ
る
。
俊
頼
歌
の
多
様
性

へ
の
発
言
は
、
後
鳥
羽
院
御
回
伝
が
「
俊

頼
、
堪
能
の
者
也
。
歌
の
姿
、
二
様
に
よ
め
り
Ｆ
つ
る
は
し
く
や
さ
し
き
様
も
、

殊
に
多
く
み
ゆ
。
又
、
も
み
／
ヽ
と
、
人
は
え
よ
み
お
ほ
せ
ぬ
や
う
な
る
姿
も

あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
俊
成
歌
に
つ
い
て

は
、
前
項
④
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
手
本
と
す
べ
き
詠
み
様
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
通
じ
る
見
解
で
あ
る
。

⑩

「公
任
卿
は
寛
和
の
こ
ろ
よ
り
天
下
無
双
の
耳
人
と
て
、
す
で
に
二
百
余
歳

を

へ
た
り
。
在
世
の
と
き

い
ふ
に
を
よ
ば
ず
、
経
信
俊
頼
己
下
ち
か
く
も
俊
成

が
存
生
ま
で
は
そ
ら
の
月
日
の
ご
と
く
あ
ふ
ぐ
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
後
世
に
お
け
る
公
任

へ
の
尊
崇
ぶ
り
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
が
、
時



代
を
代
表
す
る
歌
人
と
し
て
経
信
俊
頼
を
引
き
合
い
に
出
す
と
と
も
に
、
俊
成

の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
俊
成
評
価
の
高
さ
が
窺
え
る
。

八
　
む
す
び

八
雲
御
抄
に
見
ら
れ
る
俊
成
関
連
記
事
を
す
べ
て
あ
げ
た
が
、
俊
成
説
の
出

典
と
し
て
は
、
古
来
風
外
抄
と
住
吉
社
歌
合
判
詞
に
よ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
。
そ
の
他
で
は
、
六
百
番
歌
合
に
言
及
し
た
も
の
が
二
例
あ
る
が
、
い
づ

れ
も
定
家
歌
に
対
す
る
俊
成
判
と
い
う
特
殊
な
場
合
で
あ

っ
た
。

俊
成
は
四
十

一
度
に
及
ぶ
加
判
を
行

っ
て
い
る
が
（注
九
）
、
八
雲
御
抄
が

住
吉
社
歌
合
に
ほ
ぼ
限
定
し
て
採
用
し
て
い
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
八
雲
御
抄
が
最
も
多
く
の
歌
合
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
正
義
部
の
歌
合

子
細
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
歌
合
で
難
と
さ
れ
た
例
が
列
挙
さ
れ
て
い
て
、
そ
の

基
本
部
分
は
袋
草
紙
に
よ
り
な
が
ら
、
袋
草
紙
以
降
の
新
し
い
例
を
順
徳
院
が

独
自
に
補

っ
て
い
る
。
住
吉
社
歌
合
は
、
判
者
俊
成
と
清
輔
と
の
間
で
難
陳
が

交
わ
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
す
る
。
実
際
、
こ
の
歌
合
に
お
け
る
俊
成
の
判
は
、
清
輔
を
意
識
し
た
た

め
か
、
語
句
の
詮
議
に
筆
を
費
や
し
て
い
て
、
俊
成
判
の
特
徴
で
あ
る
鑑
賞
的

傾
向
よ
り
も
街
学
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
六
百
番
歌
合
は
、
方
人
で
あ

っ
た
顕
昭
と
寂
蓮
と
の
間
で
激
し
い
応

酬
が
あ
り
、
俊
成
判
詞
を
不
服
と
し
て
顕
昭
陳
状
が
も
の
さ
れ
た
歌
合
と
し
て

著
名
で
あ
る
が
、
そ
の
判
詞
が
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ

だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
合
の
あ
と
に
執
筆
さ
れ
た
古
来
風
外
抄
に
は
、
「
か
は
や

し
ろ
」
「
か
ひ
や
」
「
そ
が
ぎ
く
」
な
ど
顕
昭
説
へ
の
厳
し
い
批
判
が
多
く
の
紙

面
を
割

い
て
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
六
百
番
歌
合
で
の
主
要
な
難
陳
に
関
す
る
俊

成
の
結
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
難
陳
と

い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
あ

え
て
六
百
番
歌
合
の
判
詞
を
引
用
す
る
ま
で
も
な
か

っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
住
吉
社
歌
合
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
主
な
理
由
は
、
論

難

へ
の
関
心
に
発
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

八
雲
御
抄
が
歌
論
を
展
開
す
る
に
当
た

っ
て
、
俊
成
の
見
解
を
重
視
す
る
の

は
、
俊
成
を
大

い
に
認
め
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
俊

成
が
千
載
集
の
単
独
撰
者
で
あ
り
、
大
嘗
会
和
歌
や
女
御
入
内
屏
風
和
歌
の
作

者
で
も
あ
り
、
当
代
髄

一
の
歌
道
家
の
重
鎮
で
あ
る
と

い
う
事
実
に
拠

っ
た
だ

け
で
は
な
く
、
俊
成
の
歌
を
庶
幾
す
る
と
称
揚
し
て
い
る
後
鳥
羽
院
の
影
響
も

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
「
俊
成
」

の
名
前
が
見
え
て
い
る
箇
所
に
限

つ
て
、
雑
駁
な
考
察
を

試
み
た
に
過
ぎ
な
い
。
今
後
は
顕
在
化
し
て
い
な
い
箇
所
に
お
い
て
も
、
俊
成

説
受
容
の
可
能
性
（注
十
）
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は

他
日
に
期
し
た
い
。

（注
一
）俊
成
の
長
歌
短
歌
説
は
定
家
に
受
け
継
が
れ
、
『万
葉
集
長
歌
短
歌
説
』
と
な
っ
た
。

↑Ｉ

こ
歌
論
歌
学
集
成
第
七
巻
所
収

『古
来
風
外
抄
穴
三
弥
井
書
店

。
平
成
十
八
年
刊
）渡
部

泰
明
氏
の
頭
注
（四
八
頁
）お
よ
び
補
注
含
一九
六
頁
）に
、
そ
の
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（注
三
）俊
成
の
歌
病
に
関
す
る
論
文
に
、
田
村
柳
萱

「俊
成
の
歌
病
説
小
考
―
藤
原
俊
成
研

究
ノ
ー
ト
」
が
あ
る
Ｑ
後
鳥
羽
院
と
そ
の
周
辺
』
―
笠
間
書
院

。
平
成
十
年
刊
―
所
収
）。

（注
四
）和
歌
文
学
会

『論
集
　
一謄
原
定
家
穴
笠
間
書
院

・
昭
和
六
十
三
年
刊
）
の

コ
勝
原
定

家
著
作

一
覧
」
三
〇
〇
頁
に
は

「藤
原
定
家
卿
俊
成
卿
加
点
詠
草
買
日
暮
帖
）が
紹
介
さ
れ



て
い
る
（執
筆
担
当
は
兼
築
信
行
氏
）
。
同
書
三
〇

一
頁
に
は
正
治
初
度
百
首
の
草
稿
か
ら
、

同
書
三
〇
五
頁
に
は
御
室
五
十
首
の
草
稿
か
ら
俊
成
の
添
削
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
（同
）
。

（注
五
）
た
と
え
ば
、
松
野
陽

一

『藤
原
俊
成
の
研
究
穴
笠
間
書
院

。
昭
和
四
十
八
年
刊
）
五
八

九
頁
に
は
、
河
野
信

一
記
念
文
化
館
（現
、
河
野
美
術
館
）蔵
八
代
集
本
が

コ
百
叩
法
親
王
」

「仁
和
寺
後
入
道
法
親
王
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
五
四
八
頁
に
は
同
館
蔵
の
別

の

一
本
が

「仁
和
寺
二
品
法
親
王
守
覚
」
「仁
和
寺
後
入
道
法
親
王
覚
性
」
と
な

っ
て
い
る

こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（注
工Ｃ
定
家
は
河
社
を
め
ぐ

っ
て
俊
成
の
説
な
ど
を
記
し
た
『か
は
や
し
ろ
』
を
著
し
て
い
る
。

（注
七
）夫
木
抄

一
二
五
五
七
番
歌
に
は
清
輔
の

「月
か
げ
は
」
の
歌
と
俊
成
の
判
詞
を
あ
げ
、

「作
者
清
輔
朝
臣
云
、
よ
る
べ
の
水
は
い
づ
れ
の
社
に
も
侍
る
に
こ
そ
、
又
歌
に
よ
め
る

事
源
氏
の
み
に
あ
ら
ず
、
和
泉
式
部
が
集
な
ど
は
御
覧
ぜ
ざ
り
け
る
に
や
、
又
月
よ
む
べ

き
所
は
お
ほ
か
れ
ど
風
情
に
随
ひ
て
こ
そ
よ
め
る
か
し
、
を
ば
す
て
山
な
ど
を
と
り
あ
つ

め
て
つ
く
す
べ
し
と
不
存
事
な
り
、
を
ば
す
て
山
た
か
き
名
な
り
と
て
、
月
の
歌
ご
と
に

そ
れ
を
よ
み
て
余
の
山
を
よ
む
ま
じ
き
に
や
と
云
云
」
と
、
清
輔
の
反
論
を
載
せ
て
い
る
。

ま
た
、
同

一
五
四

一
八
番
に
は

「
い
な
む
し
ろ
」
の
歌
を
あ
げ
、
俊
成
の
判
詞
と
清
輔
の

反
駁
を
掲
載
す
る
。

（注
八
）
用
意
部
に
お
け
る
順
徳
院
歌
論
を
、
俊
成
説
の
引
用
と
の
関
連
で
述
べ
て
い
る
の

は
、
田
中
裕

『中
世
文
学
論
研
究
穴
塙
書
房

。
昭
和
四
十
四
年
刊
三

〓
一四
頁
、
藤
平
春

男

『新
古
今
と
そ
の
前
後
寅
笠
間
書
院

。
昭
和
五
十
八
年
刊
Ｙ
≡
一人
頁
な
ど
で
あ
る
。

（注
九
Ｘ
注
五
）
の
松
野
前
掲
書
四
〇
六
～
五

一
一
頁
に
よ
る
。

（注
十
）
た
と
え
ば
作
法
部
の
撰
者
の
項
で

「
万
葉
　
奈
良
天
皇
御
宇
　
橘
諸
兄
左
大
臣
撰
之

付硼
だ

と
す
る
の
は
、
古
来
風
外
抄
に

一
致
し
亀
八
雲
御
抄
の
研
究
燿
椰
本
文
篇

。
研
究

索
引
篇
』
三
九
五
頁
）、
俊
成
説
が
受
容
さ
れ
て
い
る
例
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

今
受
理
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日
）

生
扁


