
要
旨
鎌
倉
時
代
末
期
の
春
日
若
宮
神
主
、
中
臣
祐
臣
の
家
集
「
自
葉
和
歌
集
」
は
当
時
の
南
都
歌
壇
の
動
向
を
窺
わ
せ
る
好
資
料
だ
が
、

現
存
唯
一
の
伝
本
た
る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
は
残
念
な
が
ら
巻
六
・
冬
部
途
中
ま
で
の
残
欠
本
で
あ
る
。
一
方
、
伝
二
条
為
道
筆
の
古
筆
切
の

中
に
西
宮
切
と
呼
ば
れ
て
い
る
未
詳
私
家
集
の
断
簡
（
既
知
分
は
一
葉
の
み
）
が
あ
り
、
従
来
「
自
葉
集
」
の
散
供
部
分
に
該
当
す
る
も
の
で

は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
未
紹
介
の
四
葉
を
加
え
、
あ
ら
た
め
て
西
宮
切
の
内
容
を
検
証
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
右
の
従
来
説
を
補

強
し
得
る
よ
う
な
徴
証
を
多
々
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
従
っ
て
西
宮
切
は
、
確
か
に
「
自
葉
集
」
の
散
供
部
分
と
み
て
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
も
西
宮
切
は
祐
臣
自
筆
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
自
葉
集
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
詞
書
や
注
記
の
分
析
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
同
集
が
二
条
為
世
に
献
上
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た

ら
し
い
な
ど
、
性
格
・
成
立
・
内
容
に
関
し
て
い
く
つ
か
判
明
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
他
内
閣
文
庫
蔵
「
春
日
若
宮
神
主
祐
春
記
」
や
、
千

鳥
家
蔵
「
春
日
若
宮
神
主
祐
臣
記
」
（
の
要
約
文
）
な
ど
の
諸
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
「
新
後
撰
集
」
の
成
立
、
あ
る
い
は
正
和
四
年
の
京

極
為
兼
の
南
都
下
向
な
ど
、
鎌
倉
末
期
和
歌
史
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
浮
上
し
て
も
く
る
の
で
、
併
せ
て
言
及
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

『
自
葉
集
』
と
伝
二
条
為
道
筆
西
宮
切

久
保
木
秀
夫
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）

和
歌
を
能
く
し
た
鎌
倉
時
代
の
春
日
若
宮
神
主
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
春
日
懐
紙
の
詠
者
の
一
人
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
紙
背
に
「
万
葉

集
」
を
書
写
し
た
四
代
目
の
祐
茂
（
祐
定
）
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
続
く
五
代
目
の
祐
賢
（
祐
茂
一
男
）
以
後
も
、
神
主
の
和
歌
活
動
は

依
然
盛
ん
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
祐
賢
は
「
続
拾
遣
集
」
か
ら
『
続
千
載
集
』
ま
で
に
各
一
首
ず
つ
採
ら
れ
て
い
る
勅
撰
歌

人
で
あ
り
、
次
の
六
代
目
祐
春
（
祐
賢
一
男
）
も
「
新
後
撰
集
」
ほ
か
の
六
勅
撰
集
に
十
四
首
入
集
、
の
み
な
ら
ず
彼
の
場
合
は
伝
自
筆

（
１
）

の
詠
草
類
の
断
簡
も
い
く
つ
か
伝
わ
り
、
中
に
は
二
条
為
氏
の
点
と
評
語
と
が
加
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
さ
て
そ
の
祐
春
の

あ
と
に
神
主
に
任
じ
ら
れ
た
の
が
本
稿
で
取
り
上
げ
る
祐
臣
で
、
現
代
に
続
く
千
鳥
家
と
い
う
家
名
の
祖
に
し
て
「
歌
名
最
も
高
」
い
と

（
２
）

言
わ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
生
、
祐
春
の
嫡
男
と
も
、
祐
春
弟
祐
世
の
実
子
で
の
ち
祐
春
の
養
子
に
な
っ
た
と
も

さ
れ
る
が
詳
細
は
不
明
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
「
千
鳥
文
書
二
」
所
収
「
千
鳥
神
主
伝
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
経
歴
は
、

弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
十
月
十
七
日
「
年
五
而
加
元
服
」

同
六
年
（
一
二
八
三
）
十
二
月
廿
三
日
「
叙
従
五
位
下
、
任
木
工
助
、
干
時
九
歳
」

正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
八
月
七
日
「
以
父
祐
春
譲
補
若
宮
神
主
」

同
三
年
（
一
三
一
四
）
二
月
「
叙
従
五
位
上
」

元
徳
二
年
（
一
三
三
○
）
三
月
八
日
「
叙
正
五
位
下
」

の
よ
う
で
、
最
終
的
に
は
正
四
位
下
、
在
職
三
十
年
を
経
て
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）
神
主
を
辞
し
、
同
年
十
二
月
二
十
二
日
に
六
十
八

歳
で
没
、
亡
骸
は
高
円
山
麓
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
。
「
性
廉
貞
居
職
最
端
正
」
で
、
神
に
仕
え
る
傍
ら
に
自
ら
好
ん
で
和
歌
を
詠
み
、
結

果
「
新
後
撰
集
」
（
一
首
）
「
玉
葉
集
」
（
一
首
）
「
続
千
載
集
」
（
三
首
）
「
続
後
拾
遺
集
」
（
一
首
）
「
風
雅
集
」
二
首
）
「
新
千
載
集
」

l ■ ■ ■ ■ ■ ■
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（
一
首
）
「
新
続
古
今
集
」
（
二
首
）
に
そ
れ
ぞ
れ
入
集
を
果
た
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
初
出
の
「
新
後
撰
集
」
で
は
「
読
人
不
知
」
と
さ

れ
名
を
隠
さ
れ
て
、
そ
れ
を
恨
ん
だ
祐
臣
が
、

同
じ
集
（
新
後
撰
集
）
に
名
を
隠
し
て
入
り
侍
る
こ
と
を
思
ひ
て

中
臣
祐
臣

和
歌
の
浦
に
跡
つ
け
な
が
ら
浜
千
鳥
名
に
あ
ら
は
れ
ぬ
音
を
の
み
ぞ
鳴
く
（
「
玉
葉
集
」
巻
十
八
・
雑
五
・
二
四
五
三
）

と
詠
ん
だ
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
聴
い
て
感
じ
入
ら
ぬ
者
は
無
く
、
そ
の
評
判
は
や
が
て
宮
廷
に
ま
で
達
し
て
直
ち
に
「
玉
葉
集
」
に
「
入
集

顕
名
」
、
以
後
祐
臣
は
「
千
鳥
神
主
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
千
烏
家
と
い
う
家
名
の
由
来
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
「
新
後
撰

集
」
で
読
人
不
知
に
さ
れ
た
と
い
う
祐
臣
詠
に
つ
い
て
、
永
島
福
太
郎
氏
は
根
拠
は
不
明
な
が
ら
、

題
不
知
読
人
不
知

花
だ
に
も
惜
し
む
と
は
知
れ
山
桜
風
は
心
の
な
き
世
な
り
と
も
（
巻
二
・
春
下
・
一
二
○
）

（
３
）

と
い
う
一
首
が
そ
れ
に
当
た
る
と
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
「
千
鳥
神
主
伝
』
に
再
び
戻
る
と
、
も
う
ひ
と
つ
興
味
深
い
の
は
「
撰
家
集
号

榊
葉
集
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
信
じ
れ
ば
祐
臣
に
は
「
榊
葉
集
」
な
る
自
撰
家
集
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
作
品
は
残
念
な
が
ら
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
祐
臣
の
家
集
と
し
て
現
在
知
ら
れ
て
い
る
の
は
「
自
葉
和
歌
集
」
ひ
と
つ

だ
が
、
そ
の
』

だ
け
で
あ
る
。

「
自
葉
集
」
は
宮
内
庁
書
陵
部
本
（
五
○
一
’
一
八
○
）
が
現
存
唯
一
の
伝
本
で
、
都
合
二
百
三
十
九
首
を
収
め
る
。
そ
の
巻
頭
に
は
、

自
葉
和
歌
集
巻
第
一

春
歌
上

春
立
つ
心
を
よ
め
る

中
臣
祐
臣

－44－



｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）

さ
て
こ
の
「
自
葉
集
」
で
特
徴
的
な
の
は
、
所
収
歌
の
多
く
に
「
、
」
と
い
う
合
点
と
、
「
御
点
」
「
隆
博
卿
合
点
」
「
円
光
院
殿
御
点
」

「
一
条
法
印
御
房
御
点
」
「
故
左
中
将
殿
御
点
」
「
入
庭
林
」
と
い
っ
た
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
す
で

に
井
上
宗
雄
氏
が
、
「
御
点
」
は
二
条
為
世
の
そ
れ
か
、
．
条
法
印
」
は
定
為
、
「
円
光
院
殿
」
は
鷹
司
基
忠
と
し
た
上
で
「
こ
れ
は
自

（
５
）

詠
を
京
の
有
力
歌
人
に
送
っ
て
批
点
を
求
め
、
そ
れ
を
書
き
入
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
」
と
論
じ
て
い
る
。
特
に
「
御
点
」
を
為
世
の

も
の
と
す
る
と
い
う
見
解
は
、
こ
の
顔
ぶ
れ
か
ら
し
て
も
最
も
蓋
然
性
が
高
そ
う
な
の
で
、
ま
ず
は
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
井
上
氏

が
触
れ
て
い
な
い
「
故
左
中
将
殿
御
点
」
と
い
う
の
は
、
為
世
嫡
男
で
早
逝
し
た
二
条
為
道
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
４
）

と
説
い
て
い
る
。

天
の
戸
を
い
づ
る
ひ
か
げ
も
春
日
山
春
と
や
今
朝
は
の
ど
け
か
る
ら
ん
（
ご

と
あ
り
、
以
下
巻
二
か
ら
巻
六
ま
で
春
歌
下
・
夏
歌
・
秋
歌
上
・
秋
歌
下
・
冬
歌
と
続
い
て
い
く
。
各
巻
と
も
最
初
に
「
中
臣
祐
臣
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
祐
臣
の
い
わ
ば
署
名
で
あ
る
と
お
ぼ
し
き
点
、
及
び
詞
書
の
ほ
と
ん
ど
に
直
接
体
験
の
過
去
の
助
動
詞
「
き
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、
ま
ず
は
自
撰
家
集
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
「
自
葉
集
」
の
最
末
尾
は
、

永
仁
三
年
に
千
首
歌
よ
み
侍
り
し
に
、
時
雨
洩
袖

御
点
涙
だ
に
お
き
ど
こ
ろ
な
き
我
が
袖
に
露
を
か
さ
ね
て
も
る
時
雨
か
な
（
巻
六
・
冬
．
二
三
九
）

同
五
年
に
百
首
歌
よ
み
侍
り
し
に
（
以
下
欠
）

の
よ
う
に
冬
部
の
途
中
で
途
切
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
自
葉
集
』
は
残
欠
本
と
み
ら
れ
る
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
同
集
を
初
め

て
翻
刻
紹
介
し
た
「
桂
宮
本
叢
書
」
解
題
は
「
も
と
四
季
・
恋
・
雑
の
一
○
巻
仕
立
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
し
つ
つ
、

現
存
本
は
第
四
○
丁
紙
裏
一
杯
に
ま
で
書
写
さ
れ
、
次
に
白
紙
二
葉
を
残
し
て
あ
る
所
か
ら
推
量
し
て
も
、
現
存
本
の
落
丁
散
供
で

は
な
く
、
す
で
に
親
本
か
ら
の
脱
落
で
あ
っ
た
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。
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物
館
蔵
手
鑑

（
断
簡
Ａ
）

と
こ
ろ
で
二
条
為
道
を
伝
称
筆
者
と
す
る
古
筆
切
の
中
に
、
西
宮
切
と
呼
ば
れ
る
未
詳
私
家
集
の
断
簡
が
あ
る
。
「
新
撰
増
補
古
筆
名

葉
集
」
為
道
の
項
に
「
西
宮
切
六
半
寄
二
行
書
自
詠
家
集
歎
未
詳
」
と
あ
る
の
が
そ
う
で
、
従
来
知
ら
れ
て
い
る
の
は
京
都
国
立
博

物
館
蔵
手
鑑
「
藻
塩
草
」
所
収
の
、

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
あ
と
で
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
が
、
「
と
に
か
く
熱
心
な
歌
人
で
あ
っ
た
」
祐
臣
ひ

い
て
は
南
都
歌
壇
の
和
歌
活
動
の
実
際
を
、
こ
の
「
自
葉
集
」
か
ら
は
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
、
そ
れ
だ
け
に
孤
本
た
る
書
陵
部

本
が
、
巻
六
ま
で
し
か
伝
え
て
い
な
い
と
い
う
点
が
、
何
と
言
っ
て
も
惜
し
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
自
葉
集
」
の
内
容
に
関
し
て
も
井
上
氏
は
、

正
応
六
年
祐
臣
十
九
歳
の
詠
歌
が
既
に
見
え
、
こ
の
年
以
降
、
一
々
掲
げ
る
の
は
煩
わ
し
い
ほ
ど
五
十
首
・
百
首
・
歌
合
そ
の
他
を

行
っ
て
詠
歌
し
て
い
る
。
永
仁
二
年
に
は
千
首
歌
を
詠
じ
て
い
る
。
若
年
で
あ
る
か
ら
そ
の
多
く
は
習
作
的
な
独
詠
も
多
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
が
、
二
年
三
月
に
は
人
々
が
集
ま
っ
て
祐
春
家
千
首
を
行
な
う
な
ど
、
千
鳥
家
歌
人
グ
ル
ー
プ
の
存
在
は
明
ら
か
に
認
め

を
の
つ
か
ら
し
た
に
こ
国
ろ
そ
と
け
そ
む
る

こ
ほ
り
の
ひ
ま
の
に
ほ
の
か
よ
ひ
ち
（
１
）

ら
れ
る
。永

仁
三
年
に
千
首
野
よ
み
侍
し
に

忍
逢
恋

q■■■■■
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を
の
つ
か
ら
ま
と
ろ
ま
て
み
る
あ
ふ
こ
と
も

な
を
ゆ
め
な
れ
や
う
つ
砥
と
も
な
き
（
２
）

※
便
宜
上
、
通
し
番
号
を
歌
の
末
尾
に
付
す
。
以
下
同
じ
。

と
い
う
一
葉
の
み
で
あ
る
。
縦
十
六
・
八
セ
ン
チ
、
横
十
四
・
一
セ
ン
チ
の
も
と
六
半
本
で
、
料
紙
は
斐
楮
交
漉
紙
、
書
写
年
代
は
鎌
倉

時
代
の
末
期
で
あ
ろ
う
。
記
載
の
二
首
は
他
文
献
に
は
見
出
せ
ず
、
そ
の
た
め
「
国
宝
手
鑑
藻
塩
草
」
解
説
で
は
「
何
集
の
断
簡
か
な
お

（
６
）

明
ら
か
に
し
難
い
」
と
さ
れ
、
同
書
に
基
づ
い
た
久
保
田
淳
氏
も
、

こ
れ
は
や
は
り
誰
か
の
家
集
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
誰
の
集
か
、
為
道
の
集
と
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
全
く
見
当
が
つ
か
な
い
。

（
マ
マ
）

永
仁
六
年
の
「
右
近
権
中
将
殿
」
も
何
人
も
い
そ
う
で
、
決
め
か
ね
る
。

と
し
た
上
で
「
正
体
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
詞
書
は
永
仁
年
間
の
和
歌
史
的
事
実
を
物
語
っ
て
い
て
貴
重
で
あ
る
」
と
述
べ
る

（
７
）

に
留
ま
っ
た
。
ま
た
そ
の
後
の
「
古
筆
手
鑑
大
成
」
解
説
で
は
、
前
掲
「
古
筆
名
葉
集
」
の
「
自
詠
家
集
歎
」
と
い
う
注
記
が
重
視
さ
れ

て
、

も
し
推
測
の
よ
う
に
「
自
詠
家
集
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
為
道
の
家
集
は
伝
存
し
て
い
な
い
だ
け
に
、
大
変
興
味
深
い
、
貴
重
な
切

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
略
、
為
道
は
）
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
、
二
九
歳
の
若
さ
で
没
し
た
。
切
の
詞
書
に
、
「
永
仁
三
年
（
一

二
九
五
）
」
「
同
六
年
」
な
ど
の
年
時
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
没
年
と
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
為
道
自
身
の
筆
で
あ
る
か
ど
う
か

は
別
と
し
て
、
為
道
の
家
集
で
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

野
合
に
逢
恋

同
六
年
に
左
近
権
中
将
殿
す
画
め
さ
せ

お
は
し
ま
し
侍
し
春
日
社
十
五
番
の
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そ
の
よ
う
な
中
、
こ
の
西
宮
切
が
実
は
「
自
葉
集
」
の
散
供
部
分
で
は
な
い
か
と
説
い
た
の
は
、
ま
た
も
井
上
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
断

簡
Ａ
の
う
ち
１
の
歌
の
「
永
仁
三
年
に
千
首
寄
よ
み
侍
し
に
忍
逢
恋
」
と
い
う
訶
書
に
注
目
し
て
、
「
こ
れ
は
自
葉
集
と
形
式
が
よ
く
似

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
い
ま
散
逸
し
て
い
る
恋
部
か
こ
と
し
、
か
つ
永
仁
六
年
の
詠
で
あ
る
２
の
歌
に
つ
い
て
も
「
自
葉
集
で

あ
る
こ
と
を
妨
げ
」
ず
、
そ
の
詞
書
に
見
ら
れ
る
「
左
権
中
将
こ
そ
伝
承
筆
者
の
為
道
で
は
な
い
か
」
と
論
じ
た
。
「
自
葉
集
と
形
式
が

よ
く
似
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
同
集
の
例
え
ば
、

永
仁
三
年
千
首
歌
よ
み
侍
り
し
に
、
海
霞

う
づ
も
れ
ぬ
音
こ
そ
残
れ
な
ど
の
海
や
霞
の
し
た
の
沖
つ
白
浪
（
巻
一
・
春
上
・
一
九
）

な
ど
と
の
一
致
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
言
わ
れ
て
み
れ
ば
確
か
に
そ
う
で
、
そ
の
点
こ
の
井
上
氏
の
説
は
極
め
て
魅
力
的
な
意
見
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
結
局
既
知
の
西
宮
切
が
断
簡
Ａ
の
一
葉
の
み
し
か
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
以
上
の
論
の
展

開
は
望
み
得
な
い
の
が
従
来
の
状
況
だ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
稿
者
は
近
年
、
西
宮
切
の
ツ
レ
と
み
ら
れ
る
断
簡
を
ほ
か
に
数
葉
見
出
し
て
お
り
、
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
に

よ
っ
て
井
上
氏
の
説
の
蓋
然
性
を
よ
り
高
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
の
で
、
以
下
に
詳
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
ツ
レ
と
い
う
の
は
す
な

わ
ち
、
青
蓮
院
旧
蔵
手
鑑
「
も
し
の
関
」
所
収
の
、

（
８
）

と
い
う
推
定
が
明
示
さ
れ
も
し
た
。

わ
ち
、
青
蓮
吟

（
断
簡
Ｂ
）

行
す
ゑ
を
た
れ
に
と
は
ま
し
斑
の
ふ
山

恋 永
仁
二
年
に
名
所
百
首
よ
み
侍
し
に
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み
せ
は
や
な
人
に
し
ら
れ
て
白
な
み
の

よ
る
ｊ
＼
さ
わ
く
袖
の
み
な
と
を
（
４
）

し
ら
れ
し
な
袖
の
み
な
と
に
よ
る
浪
の

御
点

う
へ
に
は
さ
わ
く
こ
、
ろ
な
ら
ね
は
（
５
）

永
仁
元
年
に
百
首
奇
よ
み
侍
し
に

と
い
う
一
葉
と
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
バ
イ
ネ
キ
稀
襯
書
図
書
館
蔵
手
鑑
所
収
の
、

一
す
ち
に
う
き
を
わ
か
身
の
と
か
そ
と
は

お
も
ひ
な
せ
と
も
人
も
う
ら
め
し
（
７
）

あ
ら
ま
し
に
お
も
ひ
す
つ
る
は
や
す
け
れ
と

御
点

け
に
そ
む
か
れ
ぬ
よ
を
な
け
く
か
な
（
８
）

ゆ
く
す
ゑ
を
た
の
む
こ
、
ろ
の
あ
れ
は
こ
そ

う
き
に
い
の
ち
を
猶
を
し
む
ら
め
（
９
）

（
断
簡
Ｃ
）

し
る
し
な
く
は
い
か
樋
は
せ
ん
と
お
も
ひ
し
に

い
の
り
し
ま
、
と
き
く
そ
う
れ
し
き
（
６
）

人
は
こ
、
ろ
を
勘
く
の
か
よ
ひ
ち
（
３
）

述
懐
寄
中
に

忍
恋
の
心
を
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永
仁
二
年
名
所
百
首
に
、
秋

い
な
み
の
の
あ
さ
ぢ
色
づ
く
秋
風
に
ゆ
ふ
べ
を
さ
む
み
う
づ
ら
鳴
く
な
り
（
巻
五
・
秋
下
・
一
三
三
）

と
い
う
詞
書
を
持
つ
歌
が
あ
る
。
ま
た
５
の
次
に
見
ら
れ
る
訶
書
「
永
仁
元
年
に
百
首
寄
よ
み
侍
し
に
」
も
、
『
自
葉
集
」
の
、

永
仁
元
年
百
首
歌
よ
み
侍
り
し
中
に
、
名
所
郭
公

郭
公
な
ご
り
も
と
は
ず
鳴
き
す
て
て
い
づ
ち
い
く
た
の
も
り
の
下
か
げ
（
巻
三
・
夏
・
二
三

永
仁
元
年
百
首
歌
よ
み
侍
り
し
に

さ
び
し
さ
の
今
よ
り
つ
ら
き
秋
も
が
な
い
か
が
た
も
と
の
露
は
ま
さ
る
と
（
巻
四
・
秋
上
・
一
五
九
）

永
仁
元
年
百
首
歌
よ
み
侍
り
し
に
、
同
じ
心
（
女
郎
花
）
を

さ
て
３
か
ら
９
ま
で
の
都
合
七
首
は
、
断
簡
Ａ
同
様
に
他
文
献
に
は
検
し
得
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
記
載
を
調
べ
て
み
る
と
、
や
は

り
断
簡
Ａ
と
同
様
に
、
『
自
葉
集
」
と
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
順
に
確
認
し
て
い
く
と
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
は

５
と
８
と
に
「
御
点
」
と
い
う
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
前
述
し
た
「
自
葉
集
」
の
そ
れ
（
為
世
の
も
の
と
み
ら
れ
る
と

い
う
）
と
、
ま
さ
に
同
一
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
次
に
３
の
詞
書
「
永
仁
二
年
に
名
所
百
首
よ
み
侍
し
に
恋
」
だ
が
、
「
自
葉
集
」
に
は

永
仁
二
年
古
今
奇
こ
と
に
一
首
の
寄

と
い
う
一
葉
と
で
あ
る
。
断
簡
Ｂ
は
寸
法
等
未
詳
、
「
二
条
家
為
道
卿
」
と
い
う
極
札
を
持
つ
。
断
簡
Ｃ
は
縦
十
七
・
○
セ
ン
チ
、
十

五
・
五
セ
ン
チ
。
料
紙
は
お
そ
ら
く
斐
楮
交
漉
紙
。
極
札
に
は
「
二
條
家
為
定
卿
し
る
し
な
く
（
朝
倉
茂
入
の
極
印
あ
り
）
」
と
あ
っ
て
為
道
で

は
な
い
も
の
の
、
断
簡
Ａ
・
Ｂ
と
同
筆
同
体
裁
た
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
な
の
で
、
西
宮
切
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
思

５
と
８
と
に
一
御
』

い
う
）
と
、
ま
さ
』

そ
れ
と
酷
似
し
た
、

わ
れ
る
。
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永
仁
二
年
に
古
今
歌
ご
と
に
一
首
の
歌
よ
み
侍
り
し
中
に

つ
ら
し
と
は
花
も
う
き
よ
を
い
と
へ
ば
や
さ
て
あ
り
は
て
ぬ
色
に
咲
く
ら
む
（
巻
二
・
春
下
．
五
三
）

永
仁
二
年
に
古
今
の
歌
ご
と
に
一
首
の
歌
よ
み
侍
り
し
中
に
、
夏
歌

か
ぜ
そ
よ
ぐ
み
れ
の
さ
さ
や
に
か
げ
も
り
て
ね
ざ
め
す
ず
し
き
夏
の
よ
の
月
（
巻
三
・
夏
・
一
三
八
）

風
か
よ
ふ
山
下
み
づ
の
岩
ま
く
ら
よ
せ
く
る
浪
の
お
と
ぞ
す
ず
し
き
（
同
一
三
九
）

永
仁
二
年
に
古
今
歌
ご
と
に
一
首
歌
よ
み
侍
り
し
に
、
す
す
き
を

も
の
お
も
ふ
快
は
お
な
じ
花
す
す
き
わ
が
身
を
よ
そ
に
露
や
お
く
ら
む
（
巻
四
・
秋
上
・
一
六
九
）

永
仁
二
年
に
古
今
歌
ご
と
に
一
首
の
歌
よ
み
侍
り
し
に
、
虫

風
さ
む
き
を
の
の
浅
茅
の
き
り
ぎ
り
す
霜
よ
り
さ
き
に
こ
ゑ
よ
わ
り
つ
つ
（
巻
五
・
秋
下
．
二
一
九
）

と
い
う
訶
書
の
前
半
部
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
断
簡
Ｂ
・
Ｃ
と
「
自
葉
集
」
と
に
は
、
お
そ
ら
く
は
同
一
の
折
と
み
ら
れ
る

詠
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
例
え
ば
一
首
だ
け
と
か
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
西
宮
切
は
祐
臣
と
と
も
に
そ
の
詠

に
臨
ん
だ
別
人
の
家
集
だ
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
も
生
じ
て
こ
よ
う
が
、
一
致
す
る
の
が
断
簡
Ｂ
・
Ｃ
で
三
例
、
ま
た
断
簡
Ａ
に
関
す
る

井
上
氏
の
指
摘
一
例
の
、
合
計
四
例
も
存
す
る
と
な
る
と
、
も
は
や
そ
う
と
も
判
断
し
に
く
い
。
す
な
わ
ち
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
四
例
に

つ
い
て
は
、
「
自
葉
集
』
所
収
歌
と
一
連
の
祐
臣
自
身
の
詠
と
す
べ
き
で
あ
り
、
加
え
て
西
宮
切
が
私
家
集
の
断
簡
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
、

及
び
「
御
点
」
と
い
う
注
記
を
有
す
る
こ
と
を
も
考
え
併
せ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
西
宮
切
は
井
上
氏
の
推
定
ど
お
り
、
「
自
葉
集
」
の
散

書
も
、
「
自
葉
集
」
の
、

く
れ
か
か
る
い
り
ひ
の
を
か
の
女
郎
花
露
も
あ
ら
は
に
色
を
そ
へ
つ
つ
（
同
一
七
一
）

と
い
う
三
首
の
そ
れ
と
合
致
す
る
。
さ
ら
に
９
の
次
の
「
永
仁
二
年
古
今
奇
こ
と
に
一
首
の
吾
」
と
い
う
途
中
ま
で
し
か
知
ら
れ
な
い
詞
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供
部
分
で
あ
る
と
み
る
の
が
適
切
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
以
上
の
私
案
を
本
稿
に
先
立
ち
、
小
林
強
氏
に
口
頭
に
て
お
伝
え
し
た
と
こ
ろ
、
後
日
こ
れ
も
西
宮
切
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、

高
城
弘
一
氏
蔵
手
鑑
『
筆
宝
帖
」
所
収
の
次
の
一
葉
を
お
示
し
下
さ
っ
た
。

縦
十
六
・
八
セ
ン
チ
、
横
十
五
・
四
セ
ン
チ
。
極
札
に
は
「
京
極
黄
門
定
家
卿
鋤
垂
饒
え
て
（
琴
山
ご
と
あ
る
も
の
の
、
そ
の
筆
蹟
・
体

裁
が
断
簡
Ａ
～
Ｃ
と
一
致
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
皿
に
「
御
点
」
と
い
う
注
記
が
見
ら
れ
る
点
、
確
か
に
こ
れ
は
西
宮
切
だ
と
認
め
ら
れ

よ
う
。
う
ち
六
行
目
（
岨
の
詞
書
）
の
上
部
に
は
四
文
字
分
、
八
行
目
の
次
に
は
二
行
分
の
空
白
が
存
す
る
が
、
小
林
氏
に
よ
れ
ば
当
該

部
分
は
擦
り
消
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
は
「
定
家
」
と
い
う
伝
称
と
抵
触
す
る
た
め
の
所
為
だ
ろ
う
と
い
う
。
詠
歌
年
次

な
ど
に
関
わ
る
情
報
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
ま
こ
と
に
残
念
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
で
も
残
存
数
の
少
な
い
西
宮
切
の
一

吹
ま
よ
ふ
山
か
せ
さ
む
き
雲
ま
よ
り

御
点

ひ
か
け
は
み
え
て
ふ
る
あ
ら
れ
か
な
（
Ⅱ
）

（
四
文
字
分
空
白
）
百
首
奇
よ
み
侍
し
に
霞

冬
さ
む
み
こ
ほ
り
て
よ
と
む
た
き
つ
せ
に

な
を
た
ま
ち
る
や
あ
ら
れ
な
る
ら
ん
（
皿
）

（
断
簡
Ｄ
）

か
せ
さ
え
て
け
さ
は
し
く
れ
の
た
え
ノ
ー
に

わ
か
る
猫
雲
に
あ
ら
れ
ふ
る
也
（
Ⅲ
）

（
二
行
分
空
白
）

霞
を
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葉
と
し
て
極
め
て
貴
重
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ご
教
示
下
さ
っ
た
小
林
氏
、
及
び
引
用
・
図
版
掲
載
を
ご
許
可
下
さ
っ
た
高
城

ま
た
「
当
一

歌
切
流
れ
｝

（
断
簡
Ｅ
）

氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

こ
き
い
て
し
け
さ
は
の
さ
か
の
□
□
□
□
□
そ

み
し
ま
に
ち
か
く
ゆ
ふ
浪
そ
た
つ
（
喝
）

図
版
は
小
さ
く
不
鮮
明
で
、
筆
蹟
な
ど
の
特
徴
は
明
確
に
は
把
握
し
が
た
い
。
し
か
し
Ｍ
の
「
同
年
に
後
撰
寄
一
句
を
題
に
さ
く
り
て

人
々
奇
よ
み
侍
し
に
ゆ
く
も
か
へ
る
も
」
と
い
う
訶
書
は
、
「
自
葉
集
」
の
、

正
安
元
年
後
撰
歌
一
句
を
題
に
さ
ぐ
り
て
歌
よ
み
侍
り
し
に
、
山
は
雪
ふ
る

春
き
て
も
山
は
雪
ふ
る
春
日
野
に
こ
ろ
も
手
さ
え
て
わ
か
な
つ
み
つ
つ
（
巻
一
・
春
上
・
一
二

な
か
れ
江
の
あ
し
ま
か
く
れ
に
舟
と
め
て

を
の
漣
み
な
と
に
日
を
す
こ
す
な
り
（
過
）

同
年
に
後
撰
寄
一
句
を
題
に
さ
く
り

て
人
々
寄
よ
み
侍
し
に
ゆ
く
も
か
へ
る
も

あ
ま
を
ふ
れ
ゆ
く
も
か
へ
る
も
大
□
□
の

た
□
□
□
ま
て
は
か
よ
ふ
も
の
か
は
（
Ｍ
）

「
当
市
東
区
某
大
家
所
蔵
品
売
立
目
録
』
（
大
正
十
四
年
一
月
二
十
二
日
名
古
屋
美
術
倶
楽
部
）
な
る
売
立
目
録
に
は
、
「
定
家

流
れ
江
の
光
廣
卿
箱
」
と
し
て
次
の
一
葉
（
軸
装
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

旅
の
心
を
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と
い
う
一
首
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
一
連
の
詠
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
や
は
り
断
簡
Ａ
～
Ｃ
と
同
じ
理
由

で
、
こ
の
一
葉
も
西
宮
切
と
認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
従
っ
て
「
同
年
に
」
と
あ
る
だ
け
の
旧
・
Ｍ
の
詠
歌
年
次
は
、
右
の

一
首
と
同
じ
正
安
元
年
二
二
九
九
）
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

以
上
、
新
出
の
西
宮
切
四
葉
を
紹
介
・
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
少
々
視
点
を
変
え
て
、
「
自
葉
集
」
現
存
唯
一
の
伝
本
た
る
書
陵

部
本
の
書
誌
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
書
陵
部
本
は
列
帖
装
一
帖
で
縦
十
七
・
五
セ
ン
チ
、
横
十
七
・
八
セ
ン
チ
の
枡
形
本
、
料
紙
は
色

変
わ
り
の
斐
紙
、
紙
数
は
全
四
十
二
丁
、
う
ち
墨
付
き
が
四
十
丁
。
外
題
は
左
上
方
部
に
打
ち
付
け
書
き
で
「
自
葉
和
歌
集
」
、
見
返
し

題
「
中
臣
祐
臣
詠
呉
内
題
「
自
葉
和
歌
集
」
。
書
写
年
代
は
江
戸
前
期
頃
で
、
「
桂
宮
本
叢
書
」
解
題
に
よ
れ
ば
外
題
は
霊
元
天
皇
辰
筆

の
由
で
あ
る
。
本
稿
の
最
後
に
は
そ
の
適
当
な
部
分
の
図
版
を
載
せ
て
お
い
た
が
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

一
面
ご
と
の
書
式
が
西
宮
切
と
酷
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
偶
然
の
一
致
な
ど
で
は
な
さ
そ
う
で
、
要
す
る

に
伝
為
道
筆
の
「
自
葉
集
」
の
残
欠
本
（
す
な
わ
ち
西
宮
切
の
ツ
レ
）
が
書
陵
部
本
の
親
本
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
書
陵
部
本
は

そ
の
残
欠
本
の
書
式
に
則
る
形
で
書
写
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
残
欠
本
が
、
伝
為
道
筆
本
そ
の
も
の
か
、
そ
れ
と
も

そ
の
忠
実
な
模
本
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
仮
に
前
者
だ
っ
た
と
す
る
と
、
伝
為
道
筆
の
残
欠
本
は

少
な
く
と
も
江
戸
前
期
頃
ま
で
は
確
実
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ら
ば
あ
る
い
は
今
日
に
お
い
て
も
、
ど
こ
か
で
ひ
っ
そ
り

と
眠
っ
て
い
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
、
あ
る
日
突
然
そ
の
残
欠
本
が
、
我
々
の
前
に
姿
を
現
す
の
で
は
な
い
か
と
想
像

（
９
）

し
た
り
も
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
断
簡
五
葉
を
含
め
る
形
で
、
あ
ら
た
め
て
「
自
葉
集
』
の
内
容
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
ま
ず
為
す

■■■■■■■
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べ
き
こ
と
は
、
五
葉
の
断
簡
が
一
体
「
自
葉
集
』
の
ど
の
部
立
に
当
て
は
ま
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
特
定
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
。
そ

こ
で
断
簡
Ａ
か
ら
Ｅ
ま
で
の
内
容
を
確
認
し
て
い
く
と
、
ま
ず
断
簡
Ａ
は
井
上
氏
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
恋
部
だ
ろ
う
。
ま
た
断
簡
Ｂ

も
、
そ
の
詞
書
と
歌
内
容
か
ら
恋
部
と
み
ら
れ
る
。
一
方
断
簡
Ｃ
は
、
７
の
訶
書
に
「
述
懐
歌
の
中
に
」
と
あ
り
、
記
載
の
四
首
も
確
か

に
述
懐
的
な
要
素
を
色
濃
く
含
ん
で
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
は
雑
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
自
葉
集
」
の
部
立
に
つ
い
て
は
、
先
程

も
触
れ
た
よ
う
に
「
桂
宮
本
叢
書
」
で
四
季
・
恋
・
雑
の
十
巻
仕
立
か
と
い
う
推
定
が
為
さ
れ
て
い
た
が
、
以
上
の
断
簡
Ａ
か
ら
Ｃ
の
三

葉
に
よ
っ
て
、
確
か
に
恋
部
と
雑
部
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
断
簡
Ｄ
で
あ
る
が
、

「
霞
」
と
い
う
題
が
二
箇
所
に
見
え
、
加
え
て
記
載
の
三
首
と
も
冬
の
歌
な
の
で
、
こ
れ
は
現
存
本
の
巻
六
・
冬
部
の
散
供
部
分
と
み
て

よ
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
断
簡
Ｅ
で
、
旧
の
訶
書
に
「
旅
の
心
を
」
と
あ
り
、
ま
た
三
首
い
ず
れ
も
旅
の
歌
で
あ
る
と
い
う
点
、
ど
う
も
嬬

旅
部
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
内
容
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
『
自
葉
集
』
に
は
四
季
・
恋
・
雑
の
み
な
ら
ず
、
霜
旅
部
も
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
た
だ
旅
の
歌
は
大
き
く
括
ら
れ
て
雑
部
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
や
は
り
こ
の
断

簡
Ｅ
も
雑
部
と
み
な
し
た
方
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
以
上
の
認
定
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ま
ず
『
自
葉
集
」
の
訶
書
に
見
ら
れ
る
各
種
の
詠
作
・
催
し
な
ど
を
詠
歌
年
次
別
に
整
理
し

て
み
た
い
が
、
そ
の
前
に
も
う
ひ
と
つ
だ
け
、
基
本
的
な
確
認
ご
と
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
『
自
葉
集
」
に
お
い
て
、

と
あ
る
歌
の
詞
書
が
そ
の
次
以
降
の
歌
に
ま
で
か
か
る
場
合
が
あ
る
か
な
い
か
に
つ
い
て
だ
が
、
例
え
ば
、

永
仁
五
年
名
所
百
首
歌
よ
み
侍
し
に

う
ち
な
び
く
煙
の
末
も
寂
し
き
は
秋
の
ゆ
ふ
く
の
塩
竃
の
浦
（
巻
四
・
秋
上
・
一
六
三

塩
く
ま
で
干
す
と
も
袖
の
い
か
な
ら
ん
磯
問
の
浦
の
秋
の
夕
暮
（
同
一
六
三
）

な
ど
で
は
、
一
首
目
（
塩
竃
の
浦
）
の
み
な
ら
ず
二
首
目
（
磯
問
の
浦
）
に
も
名
所
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
い
ず
れ
も
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す
み
な
れ
し
も
と
の
あ
る
じ
は
月
な
れ
や
露
も
て
結
ぶ
野
辺
の
仮
庵
（
同
二
○
二

の
よ
う
な
場
合
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
は
一
首
目
の
「
嘉
元
三
年
八
月
十
五
夜
に
三
首
歌
講
じ
侍
り
し
に
」
が
、
「
野
亭
月
」
と
い
う
詞
書

を
持
つ
二
首
目
に
ま
で
か
か
る
か
否
か
（
つ
ま
り
「
野
亭
月
」
題
も
同
三
首
歌
中
の
も
の
な
の
か
）
が
問
題
と
な
り
、
い
ず
れ
の
よ
う
に

も
受
け
取
れ
る
の
で
実
に
厄
介
で
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
「
自
葉
集
」
に
は
ま
た
、

永
仁
三
年
に
千
首
歌
詠
み
侍
り
し
に
、
海
辺
七
夕
と
い
ふ
こ
と
を

逢
ふ
こ
と
の
ま
た
も
渚
に
う
き
て
よ
る
み
る
め
も
秋
の
こ
よ
ひ
ば
か
り
ぞ
（
巻
四
・
秋
上
・
一
四
九
）

同
じ
き
千
首
歌
中
に
、
七
夕

吹
き
か
は
る
風
の
音
よ
り
袖
ぬ
れ
て
め
に
み
ぬ
秋
を
し
る
涙
か
な
（
同
一
五
○
）

と
い
っ
た
例
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
二
首
目
の
詞
書
「
同
じ
き
千
首
歌
中
に
」
か
ら
は
、
並
ん
だ
数
首
が
同
じ
催
し
の
詠
で
あ
り
、
歌
題
だ

け
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
う
で
あ
る
旨
を
明
記
す
る
と
い
う
「
自
葉
集
」
の
編
纂
態
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

従
っ
て
先
の
三
首
歌
な
ど
の
よ
う
に
特
に
断
り
が
な
い
場
合
は
、
一
首
目
と
そ
れ
以
降
と
は
切
り
離
し
て
考
え
る
の
が
穏
当
と
い
う
こ
と

「
永
仁
五
年
名
所
百
首
歌
」
だ
つ

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
、

に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
判
断
に
基
づ
き
つ
つ
「
自
葉
集
」
の
訶
書
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
と
な
る
。

嘉
元
三
年
八
月
十
五
夜
に
三
首
歌
講
じ
侍
り
し
に
、
月
前
風

な
が
む
れ
ば
あ
た
り
に
か
か
る
雲
も
な
し
月
の
よ
そ
ま
で
は
ら
ふ
嵐
に
（
巻
五
・
秋
下
．
二
○
○
）

野
亭
月

だ
っ
た
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
二
首
目
に
訶
書
が
な
い
場
合
は
、
一
首
目
の
そ
れ
が
及
ぶ
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正
応
六
年
Ⅱ
永
仁
元
年
（
’
’
一
九
三
、
八
月
五
日
に
改
元
）
祐
臣
十
九
歳

㈹
「
（
正
応
六
年
）
宝
治
二
年
後
嵯
峨
院
御
百
首
題
に
て
歌
よ
み
侍
し
に
」
…
九
（
題
「
若
菜
」
）

③
「
（
正
応
六
年
）
百
首
歌
よ
み
侍
り
し
に
」
…
五
二
（
題
「
花
」
、
御
点
）
・
二
三
○
（
題
「
暮
秋
」
）

側
「
（
正
応
六
年
）
堀
河
院
御
題
に
て
歌
よ
み
侍
し
に
」
…
一
五
四
（
「
萩
」
）

い
「
（
永
仁
元
年
）
百
首
歌
よ
み
侍
し
中
に
」
…
二
二
（
題
「
名
所
郭
公
」
、
御
点
）
・
断
簡
Ｂ
５
の
次

永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
二
十
歳

⑤
「
三
月
、
父
中
臣
祐
春
連
家
に
て
題
を
探
り
て
人
々
千
首
歌
よ
み
侍
し
に
」
…
四
四
（
題
「
花
下
忘
帰
」
、
御
点
）

「
人
伝
郭
公
」
、
合
点
・
御
点
）

側
「
古
今
の
歌
ご
と
に
一
首
の
歌
よ
み
侍
し
中
に
」
：
．
五
三
（
御
点
）
・
八
三
（
題
「
春
歌
」
、
隆
博
卿
合
点
）

「
夏
歌
」
）
・
一
三
九
（
題
「
夏
歌
」
、
御
点
）
・
一
六
九
（
題
「
薄
」
）
・
二
一
九
（
題
「
虫
」
、
隆
博
卿
合
点
）

側
「
名
所
百
首
に
」
…
一
三
三
（
題
「
秋
」
、
御
点
）
・
断
簡
Ｂ
３
（
題
「
恋
」
）

永
仁
三
年
（
一
二
九
五
）
二
十
一
歳

側
「
千
首
歌
よ
み
侍
し
に
」
…
一
九
（
題
「
海
霞
」
、
隆
博
卿
合
点
）
・
二
○
（
題
「
梅
移
水
」
）
・
二
四
（
題
「
花
」
）
・
三
九

（
題
「
花
」
）
・
四
五
（
題
「
古
木
花
」
）
・
五
八
・
一
四
九
（
題
「
海
辺
七
夕
」
）
・
一
五
○
（
題
「
七
夕
」
）
・
二
三
九
（
題

「
時
雨
洩
袖
」
）
・
断
簡
Ａ
１
（
題
「
忍
逢
恋
」
）

例
「
百
首
歌
よ
み
侍
し
に
」
…
八
二
（
御
点
・
一
条
法
印
御
房
御
合
点
）
・
一
五
五
（
御
点
）
・
二
○
二
（
題
「
月
」
、
一
条
法
印

御
房
御
点
）

の
次

八

・
九
七
（
題

断
簡
Ｃ
９

へ

題
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⑩
「
百
首
歌
よ
み
侍
し
に
」
…
六
○

永
仁
四
年
（
’
二
九
六
）
二
十
二
歳

⑪
「
八
月
の
頃
、
月
歌
百
首
よ
み
侍
し
中
に
」
…
一
九
三

永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
一
一
十
三
歳

⑫
「
閏
十
月
、
名
所
百
首
よ
み
侍
し
に
」
．
：
四
八
・
二
四
（
題
「
郭
公
」
）
・
一
三
五
（
題
「
夕
立
」
）
・
一
四
五
・
一
六
二
・
一

六
三
・
一
八
八
（
題
「
月
」
、
御
点
）

⑬
「
百
首
歌
よ
み
侍
し
中
に
」
・
・
・
三
・
一
五
（
題
「
鶯
」
）
・
七
九
（
故
左
中
将
殿
御
点
）
・
一
○
五
・
一
二
三
（
題
「
五
月

雨
」
）
・
一
四
○
（
故
左
中
将
殿
御
点
）
・
一
四
四
（
題
「
夏
」
）
・
一
九
二
・
二
○
九
（
題
「
月
」
）
・
二
一
○
（
題

永
仁
六
年
（
’
二
九
八
）
二
十
四
歳

⑭
「
三
月
、
当
座
に
三
十
六
番
歌
合
し
侍
し
に
」
…
八
九
（
題
「
卯
花
」
）
・
二
三
二
（
題
「
暮
秋
己

⑮
「
当
座
に
歌
合
し
侍
し
に
」
…
七
三
（
題
「
壗
款
冬
」
）

⑯
「
左
近
権
中
将
殿
す
す
め
さ
せ
お
は
し
ま
し
侍
し
春
日
社
十
五
番
の
歌
合
に
」
…
断
簡
Ａ
２
（
「
逢
恋
」
）

正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
二
十
五
歳

⑰
「
九
月
十
三
夜
に
、
十
首
歌
奉
り
侍
し
中
に
」
…
一
九
八
（
題
「
月
多
秋
友
」
、
御
点
）
・
一
九
九
（
題
「
湖
上
秋
月
」
、
御

点
）
・
二
○
七
（
題
「
古
寺
秋
月
」
）
・
二
三
（
題
「
河
月
似
水
」
）

⑱
「
後
撰
歌
一
句
を
題
に
探
り
て
歌
よ
み
侍
し
に
」
…
二
（
題
「
山
は
雪
降
る
」
）
・
断
簡
Ｅ
ｕ
（
題
「
ゆ
く
も
か
へ
る
も
」
）

⑲
「
六
帖
題
に
て
歌
よ
み
侍
し
に
」
…
二
一
・
六
一
・
九
○
・
一
七
三
（
題
「
刈
萱
」
）

「
月
」
）
・
二
三
九
の
次
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正
安
四
年
（
’
三
○
二
）
二
十
八
歳

⑩
「
庚
申
会
に
」
…
二
三
一
（
題
「
秋
の
暮
」
）

嘉
元
元
年
（
一
三
○
三
）
二
十
九
歳

⑳
「
二
月
の
廿
日
あ
ま
り
に
、
社
頭
の
御
た
ひ
た
ひ
し
侍
し
に
花
の
散
り
侍
し
か
ば
」
…
六
六

㈱
「
仙
洞
御
百
首
題
を
も
ち
て
歌
よ
み
侍
し
に
」
…
八
（
題
「
山
霞
」
）
・
三
二
（
題
「
花
」
）
・
五
四
（
題
「
花
」
）
・
九
一
（
題

「
郭
公
」
）
・
二
五
（
題
「
臓
橘
」
）
・
一
二
九
（
題
「
蛍
」
）
・
一
四
一
（
題
「
納
涼
」
）
・
一
六
四
（
題
「
秋
夕
」
、
円
光
院

殿
御
点
）
・
一
七
九
（
題
「
霧
」
）
・
一
八
○
（
題
「
霧
」
、
御
点
）
・
一
八
四
（
題
「
月
」
）

嘉
元
二
年
（
一
三
○
四
）
三
十
歳

㈱
「
正
月
、
庚
申
会
に
」
…
一
六
（
題
「
山
霞
」
）

例
「
三
月
の
頃
、
花
百
首
よ
み
侍
し
中
に
」
…
二
五
・
二
六
・
二
九
・
三
○
（
円
光
院
殿
御
点
）
・
三
一
・
四
○
・
四
一
・
五
九
・

六
七
（
御
点
）
・
六
八
・
六
九
・
七
八

四
「
卯
月
の
頃
、
都
に
て
よ
み
侍
し
」
…
九
六

㈱
「
百
首
歌
よ
み
侍
し
に
」
…
八
七
（
題
「
残
花
」
）

嘉
元
三
年
（
一
三
○
五
）
三
十
一
歳

⑰
「
卯
月
廿
日
朝
、
大
中
臣
泰
方
と
も
の
申
侍
し
に
、
郭
公
の
鳴
き
侍
し
を
互
ひ
に
初
め
て
聞
き
侍
よ
し
申
侍
て
」
…
九
九
（
御
点
）

鯛
「
五
月
、
庚
申
会
に
」
…
二
三
（
題
「
聞
郭
公
」
）
・
二
七
（
題
「
河
五
月
雨
」
）

⑲
「
八
月
十
五
夜
に
、
三
首
歌
講
じ
侍
し
に
」
…
二
○
○
（
題
「
月
前
風
」
）

例
「
九
月
、
庚
申
会
に
」
…
二
二
二
（
題
「
檮
衣
」
）
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㈱
「
六

例
「
よ

年
次
未
詳

㈱
「
東
北
院
に
て
残
花
色
稀
と
い
ふ
こ
と
を
講
ぜ
ら
れ
侍
し
に
」
…
八
八

㈱
「
法
橋
宗
円
す
す
め
侍
し
東
大
寺
八
幡
宮
歌
合
に
」
…
一
四
（
題
「
朝
鶯
」
、
御
点
）

㈱
「
法
橋
重
挙
す
す
め
侍
し
唯
識
論
の
裏
の
歌
の
中
に
」
…
三
三
（
題
「
深
山
花
」
）
・
九
四
（
題
「
里
郭
公
」
）

㈱
「
父
中
臣
祐
春
連
、
新
後
撰
集
に
入
侍
て
の
ち
、
家
に
人
々
集
ま
り
て
花
契
暹
年
と
い
ふ
こ
と
を
講
じ
侍
し
に
」
．
：
三
八

例
「
題
を
探
り
て
歌
よ
み
侍
し
に
」
…
四
七
（
題
「
暁
花
」
）
・
二
二
四
（
題
「
菊
」
）

㈱
「
三
蔵
院
僧
正
範
憲
す
す
め
侍
し
布
留
社
三
十
六
首
歌
中
に
」
…
七
二
（
御
点
）
・
一
○
一
（
題
「
郭
公
」
、
御
点
）

㈹
「
鷹
司
の
太
政
大
臣
の
春
日
社
歌
合
に
」
…
七
六
（
題
「
藤
」
）
・
一
○
六
（
題
「
郭
公
」
、
入
庭
林
）

側
「
弘
長
元
年
の
御
百
首
題
に
て
歌
よ
み
侍
し
に
」
…
八
五
（
題
「
三
月
尽
」
、
御
点
）
・
二
二
（
題
「
五
月
雨
」
、
合
点
）
・
一

四
八
（
題
「
七
夕
」
）
・
一
五
三
（
題
「
萩
」
、
御
点
）
・
一
六
五
（
題
「
秋
夕
」
）
・
二
二
九
（
題
「
紅
葉
」
）
・
二
三
五
（
題

例例

「
名
所
百
首
よ
み
侍
し
に
」
…
七
（
題
「
残
雪
」
）
・
四
二
・
七
○
（
題
「
春
月
」
）
・
七
七
（
題
「
藤
」
）
・
一
○
七
（
題
「
杜

郭
公
」
）
・
一
○
八
（
題
「
杜
郭
公
」
）
・
一
六
一
・
一
七
七
（
題
「
雁
」
）
・
一
九
○
（
題
「
月
」
）
・
一
九
一
（
題
「
月
」
）

「
持
明
院
殿
三
十
首
題
御
会
題
に
て
歌
よ
み
侍
し
に
」
…
一
三
（
題
「
早
春
鶯
」
）
・
二
二
（
題
「
庭
春
雨
」
）
・
一
○
○
（
題

「
聞
郭
公
」
）
・
一
二
○
（
題
「
五
月
雨
久
」
）
・
一
三
○
（
題
「
水
辺
蛍
」
、
御
点
）
・
一
四
二
（
題
「
樹
陰
納
涼
」
、
御

点
）
・
一
七
二
（
題
「
草
花
露
」
）
・
一
九
七
（
題
「
深
夜
月
」
）

「
六
ヶ
名
所
に
て
百
首
の
歌
よ
み
侍
し
中
に
」
…
八
四
（
題
）
「
山
」
）
・
九
二
（
題
「
杜
」
）

「
よ
み
侍
し
名
所
百
首
に
」
…
二
一
二
（
題
「
月
」
）

四
八
余

「
初
冬
」
）
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㈱
「
秋
た
つ
日
よ
み
侍
し
」
…
一
四
六
（
御
点
）

㈱
「
八
月
十
五
夜
に
人
々
題
を
探
り
て
歌
よ
み
侍
し
に
」
…
一
八
五
（
題
「
浦
月
」
）

㈱
「
東
北
院
に
て
月
前
露
と
い
ふ
こ
と
を
講
ぜ
ら
れ
侍
し
に
」
…
一
二
四
（
御
点
）

㈹
「
庭
の
紅
葉
を
折
り
て
人
に
つ
か
は
す
と
て
」
…
二
二
五

す
で
に
井
上
氏
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
「
自
葉
集
」
に
は
正
応
六
年
（
一
二
九
三
）
の
祐
臣
十
九
歳
か
ら
、
嘉
元
三
年
（
一
三
○
五
）

の
三
十
歳
ま
で
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
一
覧
か
ら
ま
ず
わ
か
る
。
そ
の
約
十
年
間
と
い
う
時
期
は
ま
だ
祐
臣
が

父
祐
春
か
ら
神
主
職
を
譲
ら
れ
る
以
前
で
あ
り
、
そ
の
た
め
比
較
的
時
間
に
余
裕
が
あ
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
に
し
て
も
毎
年
毎
年
熱
心
に
詠
作
に
励
ん
で
お
り
、
若
年
の
頃
か
ら
相
当
和
歌
に
打
ち
込
ん
で
い
た
ら
し
い
様
子
が
知
ら
れ
る
。
で

は
こ
れ
ら
の
催
し
の
中
で
興
味
深
く
思
わ
れ
る
も
の
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
い
く
と
、
例
え
ば
い
に
「
宝
治
二
年
後
嵯
峨
院
御
百
首
題
に

て
歌
よ
み
侍
し
に
」
と
あ
り
、
ま
た
側
に
「
古
今
の
歌
ご
と
に
一
首
の
歌
よ
み
侍
り
し
中
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
祐
臣
は
既
存
の
作
品
の

歌
題
な
り
所
収
歌
な
り
に
基
づ
く
形
で
の
詠
作
を
実
に
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
。
ほ
か
に
依
拠
し
た
作
品
と
し
て
は
側
の
「
堀
河
百
首
」
、

⑱
の
「
後
撰
集
」
、
剛
の
い
わ
ゆ
る
「
嘉
元
元
年
伏
見
院
三
十
首
歌
」
、
い
の
『
弘
長
百
首
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
特

に
注
目
さ
れ
る
の
が
四
の
「
嘉
元
元
年
仙
洞
御
百
首
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
新
後
撰
集
」
撰
進
の
た
め
に
召
さ
れ
た
い

わ
ゆ
る
嘉
元
百
首
の
こ
と
を
指
す
。
井
上
氏
は
嘉
元
百
首
の
詠
進
の
時
期
を
、
乾
元
元
年
（
一
三
○
二
）
の
冬
か
ら
翌
嘉
元
元
年
の
秋
ま

で
だ
っ
た
か
と
推
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
百
首
題
を
祐
臣
は
、

嘉
元
元
年
に
仙
洞
の
御
百
首
題
に
て
歌
よ
み
侍
り
し
に
、
花

お
の
づ
か
ら
我
と
散
る
と
て
山
桜
残
ら
ば
さ
そ
へ
春
の
山
風
（
巻
二
・
春
下
．
五
四
）

と
い
う
詞
書
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
す
で
に
嘉
元
元
年
の
う
ち
に
詠
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
は
祐
臣
が
、
普

-61-



条
の
、

段
か
ら
ど
れ
だ
け
中
央
歌
壇
の
情
勢
に
気
を
配
り
敏
感
に
反
応
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
実
に
よ
く
窺
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
嘉
元
三
年
（
一
三
○
五
）
の
四
「
八
月
十
五
夜
に
、
三
首
歌
講
じ
侍
し
に
」
と
い
う
詞
書
だ
が
、
内
閣
文
庫
蔵
「
春
日
若
宮
神
主

祐
春
記
」
（
つ
ま
り
祐
臣
の
父
祐
春
の
日
記
）
の
同
年
八
月
十
五
日
条
に
は
、

八
月
十
五
夜
、
此
亭
一
会
在
之
、
三
首
題
、

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
そ
の
歌
会
の
催
行
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
嘉
元
三
年
の
記
事
を
有
す
る
「
祐
春
記
」
は
、
外
題
に
は

「
祐
枩
記
」
と
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
人
物
は
神
主
中
に
見
当
た
ら
ず
、
加
え
て
嘉
元
三
年
時
の
春
日
若
宮
神
主
は
祐
春
な
の
で
、
お
そ

ら
く
「
枩
」
は
「
春
」
の
誤
り
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
内
閣
文
庫
に
は
こ
れ
と
は
別
に
「
祐
春
記
』
六
冊
が
蔵
さ
れ
、
「
永
仁
四
年
四
季
」

「
正
安
三
年
四
季
」
「
正
安
四
年
自
正
月
至
十
二
月
延
慶
二
年
十
二
月
」
「
応
長
二
年
自
正
月
至
八
月
」
「
正
和
二
年
春
夏
七
八
月
」
「
徳

治
二
年
四
季
」
と
い
う
各
年
次
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
祐
春
記
」
は
井
上
氏
も
、

玉
葉
の
奏
覧
月
日
は
過
去
に
諸
説
が
あ
っ
た
が
、
増
鏡
に
三
月
廿
八
日
と
あ
る
事
、
祐
春
記
四
月
二
日
の
条
に
「
去
月
廿
八
日
勅
撰

奏
覧
之
間
風
聞
南
都
」
（
以
下
欠
文
）
と
あ
り
、
三
月
二
十
八
日
が
正
し
い
事
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

な
ど
の
よ
う
に
数
度
に
わ
た
っ
て
活
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
た
び
稿
者
も
あ
ら
た
め
て
、
小
川
剛
生
氏
の
ご
助
力
を
得
な
が
ら
読
み
進
め

て
み
た
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
記
事
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
例
え
ば
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
八
月
条
の
、

十
八
日
、
天
晴
、
現
葉
集
上
一
巻
舜
尭
房
二
借
了
、

十
九
日
、
雨
降
、
自
舜
尭
房
許
現
葉
一
巻
返
之
テ
又
二
巻
借
遣
了
、

（
岨
）

と
い
う
二
条
は
、
散
供
し
た
二
条
為
氏
撰
「
現
葉
集
」
の
流
布
状
況
の
一
端
を
示
す
も
の
、
ま
た
応
長
二
年
（
二
三
二
）
三
月
十
一
日

今
月
五
日
、
三
蔵
院
僧
正
房
範
憲
可
来
由
被
示
間
、
罷
向
之
処
、
房
中
輩
夜
前
当
座
奇
合
有
之
、
価
予
判
之
処
、
御
盧
之
判
所
望
之
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由
申
之
と
て
其
衆
五
六
輩
出
テ
、
彼
等
前
ニ
テ
可
付
勝
負
之
由
被
示
之
間
、
以
爪
鮎
注
付
、

と
い
う
一
条
は
、
祐
春
が
歌
合
の
判
者
を
も
務
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
ら
の
中
に

は
、
「
自
葉
集
」
を
読
解
し
て
い
く
際
に
役
立
ち
そ
う
な
記
事
も
少
な
か
ら
ず
見
出
せ
た
。
そ
こ
で
前
掲
一
覧
の
中
か
ら
、
こ
の
『
祐
春

記
」
と
関
連
を
持
つ
と
お
ぼ
し
い
訶
書
を
ま
と
め
て
取
り
上
げ
て
し
ま
う
と
、
ま
ず
鯛
の
嘉
元
三
年
五
月
に
「
聞
郭
公
」
「
河
五
月
雨
」

の
二
題
を
詠
ん
だ
と
い
う
庚
申
会
だ
が
、
こ
れ
は
「
祐
春
記
」
同
年
五
月
十
五
日
条
の
、

雨
降
、
今
日
庚
申
会
奉
之
、
頭
人
権
預
福
寿
大
夫
、
題
二
首
、
聞
郭
公
・
五
月
雨
、
述
懐
等
也
、

と
い
う
記
事
と
ほ
ぼ
一
致
し
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
折
の
詠
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
㈱
の
「
東
北
院
に
て
残
花
色
稀
と
い
ふ
こ
と

を
講
ぜ
ら
れ
侍
り
し
に
」
と
い
う
詞
書
、
及
び
㈱
の
「
東
北
院
に
て
月
前
露
と
い
ふ
こ
と
を
講
ぜ
ら
れ
侍
り
し
に
」
と
い
う
詞
書
だ
が
、

「
祐
春
記
」
正
安
四
年
（
一
三
○
二
）
八
月
三
日
条
に
は
、

東
北
院
得
業
御
房
覚
円
御
参
籠
、
御
座
所
へ
参
了
、
種
々
雑
談
在
之
、
吾
物
語
在
之
、

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の
覚
円
と
い
う
の
は
、
西
園
寺
実
兼
男
で
興
福
寺
東
北
院
の
大
僧
正
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
京
極
派
歌

（
Ⅱ
）

人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
岩
佐
美
代
子
氏
も
こ
れ
ま
で
に
た
び
た
び
言
及
し
て
い
る
が
、
と
も
あ
れ
右
の
記
事
か
ら
は
、
覚
円
と
若

宮
神
主
と
の
間
に
和
歌
を
介
し
て
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
方
問
題
の
㈹
㈲
に
は
「
講
ぜ
ら
れ
侍
り
し
に
」
と
あ
り
、
尊

敬
の
助
動
詞
「
ら
る
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
東
北
院
で
歌
題
を
講
じ
た
の
は
祐
臣
本
人
で
は
な
く
、
祐
臣
が
敬
う
べ
き
立
場

に
い
る
、
と
あ
る
人
物
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
覚
円
で
あ
る
と
み
て
ま
ず
間
違
い

な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
㈹
㈱
に
見
え
る
催
し
は
、
覚
円
の
南
都
に
お
け
る
和
歌
事
績
の
ひ
と
つ
と
し
て
今
後
扱
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
そ

う
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
例
の
「
父
中
臣
祐
春
連
、
新
後
撰
集
に
入
り
侍
り
て
の
ち
、
家
に
人
々
集
ま
り
て
花
契
假
年
と
い

ふ
こ
と
を
講
じ
侍
り
し
に
」
に
つ
い
て
。
『
新
後
撰
集
」
の
祐
春
の
歌
は
、
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冬
歌
の
中
に
中
臣
祐
春

か
れ
行
く
も
草
葉
に
か
ぎ
る
冬
な
ら
ば
人
目
ば
か
り
は
猶
や
待
た
ま
し
（
巻
六
・
冬
．
四
六
五
）

（
恋
歌
中
に
）
中
臣
祐
春

い
と
は
る
る
憂
き
身
の
ほ
ど
を
し
の
ば
ず
は
つ
ら
き
た
ぐ
ひ
も
人
に
と
は
ま
し
（
巻
十
六
・
恋
六
・
二
八
三
）

（
題
不
知
）
中
臣
祐
春

散
り
や
す
き
花
の
心
を
知
れ
ば
こ
そ
嵐
も
あ
だ
に
誘
ひ
そ
め
け
ん
（
巻
十
七
・
雑
上
・
一
二
五
七
）

と
い
う
三
首
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
入
集
を
祝
し
て
歌
会
を
催
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
訶
書
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
記
事
は
残

念
な
が
ら
「
祐
春
記
」
に
は
見
出
せ
な
い
が
、
し
か
し
嘉
元
三
年
三
月
二
十
四
日
条
に
は
、

神
宮
預
・
権
預
・
木
工
助
合
力
シ
テ
勅
撰
悦
事
構
之
、
奇
人
等
来
此
亭
了
、
三
首
題
、
款
冬
・
暮
春
・
遇
恋
等
也
、

の
よ
う
に
あ
る
。
同
年
の
時
点
で
は
ま
だ
「
玉
葉
集
」
は
成
立
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
に
言
う
「
勅
撰
」
と
は
問
題
の
『
新
後
撰
集
」

を
指
し
て
お
り
、
右
の
記
事
で
は
そ
の
「
新
後
撰
集
」
へ
の
入
集
を
悦
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
よ
っ
て
㈱
も
、
お
そ
ら
く
は
こ
れ

に
近
い
時
期
、
嘉
元
三
年
の
春
頃
に
催
さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
㈱
の
そ
の
歌
が
、

父
中
臣
祐
春
連
、
新
後
撰
集
に
入
り
侍
り
て
の
ち
、
家
に
人
々
集
ま
り
て
花
假
年
を
契
る
と
い
ふ
こ
と
を
講
じ
侍
り
し
に

折
を
し
り
時
を
忘
れ
て
年
ふ
る
は
春
と
花
と
の
契
な
り
け
り
（
巻
一
・
春
上
・
三
八
）

の
よ
う
に
春
の
歌
で
あ
り
、
『
自
葉
集
」
で
も
春
部
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
春
頃
と
い
う
季
節
と
は
よ
く
合
致
す
る
と
言
え
る
だ

（
吃
）

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
「
新
後
撰
集
」
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
九
州
大
学
図
書
館
細
川
文
庫
蔵
「
代
々
勅
撰
部
立
」
に
は
、
ま
ず
正
安
三
年

（
一
三
○
二
十
一
月
に
後
宇
多
院
か
ら
為
世
へ
撰
集
下
命
が
あ
り
、
そ
の
二
年
後
の
嘉
元
元
年
（
一
三
○
三
）
十
二
月
十
九
日
に
奏
覧

さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
問
題
な
の
は
、
こ
の
よ
う
に
奏
覧
が
嘉
元
元
年
十
二
月
だ
っ
た
と
す
る
と
、
嘉
元
三
年
春
頃
開
催
の
祐
春
の
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入
集
を
悦
ぶ
歌
会
と
の
間
に
、
一
年
以
上
も
の
ブ
ラ
ン
ク
が
生
じ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
ず
、

保
留
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
小
川
剛
生
氏
か
ら
口
頭
に
て
、
奏
覧
と
言
っ
て
も
二
十
巻
す
べ
て
が
完
成
し
て
い
た

と
は
限
ら
ず
、
十
三
代
集
で
た
ま
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
時
点
で
は
例
え
ば
ま
だ
四
季
部
だ
け
だ
っ
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
、

つ
ま
り
奏
覧
後
も
撰
集
作
業
は
続
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
後
返
納
さ
れ
て
世
間
に
流
布
し
始
め
た
の
が
「
祐
春
記
」
に
言
う
嘉
元
三
年
春

頃
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
そ
う
す
る
と
「
祐
春
記
」
の
こ
の
記
事
は
、
そ
れ
こ
そ
「
新
後
撰
集
」
の

返
納
と
流
布
の
具
体
的
な
時
期
を
知
ら
せ
る
貴
重
な
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
問
題
で
さ
ら
な
る
考
証
を
要

す
る
の
で
、
今
は
指
摘
に
留
め
て
お
き
た
い
。

以
上
『
自
葉
集
」
の
い
く
つ
か
の
詞
書
と
、
そ
れ
ら
か
ら
垣
間
見
ら
れ
る
和
歌
史
的
事
実
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
き
た
。
続

い
て
今
度
は
「
自
葉
集
』
に
存
す
る
合
点
注
記
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
す
で
に
簡
単
に
触
れ
た
よ
う
に
、
『
自
葉
集
」
所
収
歌
の
中
に

は
「
、
」
「
御
点
」
な
ど
の
合
点
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

Ａ
「
、
」
（
合
点
、
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
不
明
）
…
八
二
・
九
三
・
九
七
・
一
○
二
・
一
二
一
・
一
三
四
・
一
八
九

Ｂ
「
御
点
」
（
お
そ
ら
く
二
条
為
世
）
…
二
・
一
二
・
一
四
・
一
八
・
二
七
・
二
八
・
三
四
・
四
三
・
四
四
・
五
○
・
五
一
～
五

三
・
五
六
・
五
七
・
六
一
・
六
三
・
六
七
・
七
二
・
七
四
・
八
○
・
八
一
・
八
二
・
八
五
・
九
三
・
九
五
・
九
七
・
九
九
・
一

○
一
・
一
○
二
・
一
二
一
・
一
三
○
・
一
三
四
・
一
三
六
・
一
三
九
・
一
四
二
・
一
四
六
・
一
四
七
・
一
五
三
・
一
五
五
・
一

八
○
・
一
八
二
・
一
八
八
・
一
八
九
・
一
九
八
・
一
九
九
・
二
○
四
・
一
二
四
・
二
二
三
・
一
三
七
・
二
三
四
・
断
簡
Ｂ
５
．

断
簡
Ｃ
８
・
断
簡
Ｄ
Ⅱ

四

－65－



と
い
う
七
種
類
だ
が
、
こ
れ
ら
は
先
に
紹
介
し
た
井
上
氏
の
説
の
と
お
り
、
祐
臣
が
「
自
詠
を
京
の
有
力
歌
人
に
送
っ
て
批
点
を
求
め
、

そ
れ
を
書
き
入
れ
た
も
の
」
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
詳
し
く
言
う
と
、
お
そ
ら
く
祐
臣
は
頻
繁
に
歌
を
詠
ん
で
は
彼
ら
在
京
の

歌
人
達
に
詠
草
を
送
り
、
そ
う
し
て
加
点
さ
れ
た
詠
草
を
用
い
て
今
度
は
「
自
葉
集
」
を
編
纂
し
、
そ
の
際
に
評
価
を
受
け
た
歌
に
つ
い

て
は
明
示
し
よ
う
と
い
う
意
図
で
、
「
御
点
」
「
隆
博
卿
合
点
」
な
ど
と
注
記
を
加
え
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
「
自
葉
集
」
内
容

上
の
年
次
的
な
下
限
（
判
明
す
る
範
囲
で
は
嘉
元
三
年
、
前
述
）
と
、
注
記
が
付
さ
れ
得
た
時
期
（
正
和
二
年
以
降
、
後
述
）
と
に
は
八

年
ほ
ど
間
が
あ
る
の
で
、
注
記
は
「
自
葉
集
」
編
纂
後
し
ば
ら
く
を
経
て
か
ら
加
え
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ

ら
の
注
記
（
合
点
は
と
も
か
く
）
は
お
そ
ら
く
は
祐
臣
自
身
が
付
し
た
も
の
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
は
そ
の
よ
う
な
前

提
で
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

そ
う
す
る
と
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
Ｄ
の
「
円
光
院
殿
御
点
」
で
あ
る
。
基
忠
が
「
円
光
院
殿
」
と
呼
ば
れ
得
る
の
は
亮
年
の
正
和

二
年
（
一
三
一
三
）
七
月
七
日
（
「
公
卿
補
任
」
）
以
降
で
あ
る
の
で
、
こ
の
注
記
が
記
さ
れ
た
の
は
（
ま
た
そ
れ
が
編
纂
と
同
時
期
な
ら

ば
「
自
葉
集
」
が
成
立
し
た
の
は
）
少
な
く
と
も
そ
れ
よ
り
は
あ
と
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
方
「
自
葉
集
」
に
は
ほ
か
に
、

鷹
司
の
太
政
大
臣
の
春
日
社
歌
合
に
、
藤

夕
日
さ
す
雲
こ
そ
か
か
れ
三
笠
山
同
じ
高
嶺
の
松
の
藤
波
（
巻
二
・
春
下
．
七
六
）

Ｇ
「
入
庭
林
」
…
一
○
六

Ｃ
「
隆
博
卿
合
点
」
（
九
条
隆
博
）
…
一
九
・
八
三
・
一
五
六
・
二
一
九

Ｄ
「
円
光
院
殿
御
点
」
（
鷹
司
基
忠
）
…
三
○
・
五
五
・
一
三
四
・
一
六
四

Ｅ
「
故
左
中
将
殿
御
点
」
（
二
条
為
道
）
…
七
九
・
二
○
・
一
四
○
・
二
○
六

Ｆ
「
一
条
法
印
御
房
御
合
点
」
（
定
為
）
…
八
二
・
二
○
二
・
一
三
○
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鷹
司
の
太
政
大
臣
の
春
日
社
歌
合
に
、
郭
公

入
庭
林
鳴
き
す
つ
る
た
だ
一
声
も
身
に
そ
ひ
て
心
に
過
ぎ
ぬ
郭
公
か
な
（
巻
三
・
夏
．
一
○
六
）

の
よ
う
な
詞
書
が
あ
り
、
こ
こ
に
登
場
す
る
「
鷹
司
の
太
政
大
臣
」
も
基
忠
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
基
忠
主
催
の
春
日
社
歌
合
と
い

う
の
は
ほ
か
に
所
見
が
な
い
よ
う
だ
が
、
仮
に
「
太
政
大
臣
」
と
い
う
官
職
表
記
が
詠
歌
年
次
の
も
の
だ
っ
た
と
す
る
と
、
基
忠
が
太
政

大
臣
と
な
っ
た
の
は
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
四
月
二
十
五
日
の
こ
と
だ
か
ら
（
『
公
卿
補
任
」
）
、
歌
合
の
開
催
は
そ
れ
以
降
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
右
の
二
首
目
に
も
ま
た
注
記
が
付
さ
れ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
前
掲
Ｇ
の
「
入
庭
林
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
こ
の
一
首
が
「
庭
林
」
な
る
も
の
に
入
集
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
だ
ろ
う
。
「
庭
林
」
と
い
う
名
を
持
つ
作
品
は
現
在
伝
わ
っ
て

（
Ｂ
）

い
な
い
が
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
「
私
所
持
和
歌
草
子
目
録
」
「
打
聞
」
の
項
に
は
、

の
よ
う
に
「
庭
林
集
」
と
い
う
私
撰
集
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
福
田
秀
一
氏

（
Ｍ
）

に
よ
っ
て
初
め
て
具
体
的
に
紹
介
さ
れ
た
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
池
田
家
文
庫
蔵
「
歌
書
目
録
」
に
は
、

い
な
い
が
、
冷

一
打
聞

（
家
々
撰
集
和
歌
）

庭
林
集

月庭聞
詣林底
集集抄

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ｄ
Ｂ
、
●
●
，

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
、
●
●
◆
Ｄ
●

洞
花
抄

社
壇
抄

松
風
集

十
巻
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鷹
司
太
閤
家
中
二
読
所
寄
之
集
也

と
い
う
大
変
興
味
深
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
有
吉
保
氏
ご
所
蔵
の
未
詳
中
世
私
撰
集
残
簡
で
あ

（
喝
）

る
。
有
吉
氏
に
よ
る
と
成
立
は
鎌
倉
時
代
末
期
頃
で
、
基
忠
周
辺
で
編
ま
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
今
結
論
だ
け
述

べ
て
お
く
と
、
こ
の
残
簡
こ
そ
が
問
題
の
「
庭
林
集
」
で
あ
る
可
能
性
が
か
な
り
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
頃
有
吉
氏
の
格
別
の
ご
厚

意
に
よ
り
、
こ
の
残
簡
を
実
地
に
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
別
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

さ
て
、
次
に
注
目
す
べ
き
は
Ｂ
の
為
世
の
「
御
点
」
で
あ
る
。
「
自
葉
集
」
で
は
計
五
十
四
首
も
の
歌
に
「
御
点
」
が
付
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
数
の
多
さ
か
ら
は
、
祐
臣
が
実
に
頻
繁
に
為
世
の
加
点
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
祐
臣
は
為
世
の
門
弟
の
よ
う

な
立
場
に
い
た
の
だ
ろ
う
。
本
稿
の
冒
頭
で
祐
春
筆
・
為
氏
加
点
の
詠
草
断
簡
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
祐
臣
も
そ
の
よ
う
な

父
に
倣
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
形
で
為
世
の
指
導
を
仰
い
で
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
で
は
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
場
で
詠
ま
れ
た
歌
に

「
御
点
」
が
付
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
掲
げ
た
詠
作
・
催
し
等
一
覧
に
併
せ
て
示
し
て
お
い
た
の
で
、

そ
ち
ら
を
ご
参
照
願
い
た
い
。
今
は
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
の
⑰
「
九
月
十
三
夜
に
、
十
首
歌
奉
り
侍
し
中
に
」

と
い
う
一
例
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
時
の
歌
は
「
自
葉
集
」
に
は
、

御
点
滋
賀
の
浦
や
秋
は
み
ぎ
は
の
外
ま
で
も
さ
ざ
浪
よ
せ
て
こ
ほ
る
月
影
（
同
．
一
九
九
）

正
安
元
年
九
月
十
三
夜
に
、
十
首
歌
奉
り
侍
り
し
中
に
、
古
寺
秋
月

正
安
元
年
九
月
十
三
夜
に
、
十
首
歌
奉
り
侍
り
し
中
に
、
月
多
秋
友
と
い
ふ
こ
と
を

御
点
秋
を
経
て
な
れ
ぬ
る
月
の
影
の
み
ぞ
心
か
は
ら
ぬ
友
と
な
り
け
る
（
巻
五
・
秋
下
．
一
九
八
）

同
十
首
に
、
湖
上
秋
月
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月
な
ら
で
誰
に
と
は
ま
し
と
ぶ
烏
の
あ
す
か
の
寺
の
よ
よ
の
昔
を
（
同
．
二
○
七
）

（
マ
マ
）

正
安
元
年
十
三
夜
十
首
歌
奉
り
侍
り
し
中
に
、
河
月
似
氷

山
河
の
岩
間
の
月
の
う
す
氷
む
す
ぶ
と
み
れ
ば
か
げ
ぞ
な
が
る
る
（
同
・
二
一
こ

の
よ
う
に
四
首
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
う
ち
最
初
の
二
首
が
「
御
点
」
を
有
す
る
。
詞
書
自
体
は
や
や
不
明
瞭
で
、
「
十
首
歌
奉
り
侍
り

し
に
」
と
あ
り
な
が
ら
誰
に
奉
っ
た
の
か
と
い
う
点
が
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
御
点
」
の
存
在
に
よ
っ

て
、
十
首
歌
を
為
世
が
披
見
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
従
っ
て
「
奉
り
侍
り
し
」
と
い
う
の
は
、
祐
臣
が
為
世
に
直
接
献
上
し
た

こ
と
を
示
す
も
の
、
と
考
え
る
の
が
ま
ず
は
穏
当
な
よ
う
で
あ
る
。
な
お
そ
の
「
奉
り
侍
り
し
」
の
「
奉
る
」
と
い
う
謙
譲
語
は
、
も
ち

ろ
ん
為
世
に
対
す
る
敬
意
の
表
明
と
み
ら
れ
る
が
、
訶
書
中
で
こ
の
よ
う
な
、
他
の
登
場
人
物
に
対
す
る
待
遇
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、

「
自
葉
集
」
で
は
ほ
か
に
二
例
だ
け
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は
、
先
程
も
取
り
上
げ
た
東
北
院
の
覚
円
に
対
す
る

「
講
ぜ
ら
れ
侍
り
し
」
の
「
ら
る
」
と
い
う
例
、
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
が
西
宮
切
の
断
簡
Ａ
に
見
ら
れ
る
、

同
（
永
仁
）
六
年
に
左
近
権
中
将
殿
す
す
め
さ
せ
お
は
し
ま
し
侍
し
春
日
社
十
五
番
の
吾
合
に
、
逢
恋

を
の
つ
か
ら
ま
と
ろ
ま
で
み
る
逢
ふ
こ
と
も
な
を
夢
な
れ
や
う
つ
っ
と
も
な
き
（
２
）

の
「
す
す
め
さ
せ
お
は
し
ま
し
」
と
い
う
例
で
あ
る
。
こ
の
詞
書
の
「
左
近
権
中
将
殿
」
に
つ
い
て
は
井
上
氏
に
よ
っ
て
、
為
世
嫡
男
の

為
道
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
為
道
が
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
当
時
に
そ
う
呼
ば
れ
得
た
こ
と
は
確
か
に
諸
資
料
か

（
肥
）

ら
類
推
で
き
る
の
で
、
ま
ず
は
従
う
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
こ
の
訶
書
で
は
、
「
す
す
め
さ
せ
お
は
し
ま
し
‐
一
と
い
う
尊
敬
語
が

為
道
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
す
す
め
さ
せ
お
は
し
ま
し
」
と
い
う
の
は
、
覚
円
の
「
講
ぜ
ら
れ
」

と
い
う
例
に
較
べ
て
敬
意
の
程
度
が
非
常
に
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
と
、
前
掲
の
「
正
安
元
年
九
月
十
三
夜
十
首
歌
」
の
訶

書
で
為
世
に
対
し
「
奉
る
」
と
あ
っ
た
例
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
「
自
葉
集
」
で
は
為
世
と
為
道
、
す
な
わ
ち
二
条
家
に
格
別
の
敬
意
が
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払
わ
れ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
「
自
葉
集
』
が
祐
臣
の
自
撰
家
集
と
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
本

稿
の
最
初
で
確
認
を
済
ま
せ
た
が
、
ま
た
詞
書
に
お
い
て
「
侍
り
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
の
み
な
ら
ず
十
巻
仕
立
て
と
さ
れ
部
立

が
設
け
ら
れ
、
と
い
う
ふ
う
に
、
か
な
り
整
然
と
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
「
自
葉
集
」
が
草
稿
や
手
控
え
の
類
で
は
な
く
、
第

三
者
に
見
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
、
対
外
的
な
目
的
の
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
で
は
そ
の
第
三
者
と
は

具
体
的
に
誰
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
も
ち
ろ
ん
い
ろ
い
ろ
と
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
前
述
の
よ
う
な
二
条
家
に
対
す
る

待
遇
表
現
か
ら
推
し
て
、
や
は
り
最
も
有
力
な
候
補
は
二
条
家
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
中
で
も
為
世
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
あ
く

ま
で
可
能
性
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
ず
、
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
例
え
ば
「
自
葉

集
』
の
次
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
、
そ
れ
な
り
に
納
得
の
い
く
答
え
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
ｐ

そ
れ
は
先
程
の
「
正
安
元
年
九
月
十
三
夜
十
首
歌
」
に
関
す
る
こ
と
だ
が
、
「
自
葉
集
』
で
は
基
本
的
に
祐
臣
以
外
の
人
物
が
登
場
す

る
際
は
、

法
橋
宗
円
す
す
め
侍
り
し
東
大
寺
八
幡
宮
歌
合
に
、
朝
鶯

春
風
の
し
る
べ
は
遅
き
谷
の
戸
に
今
朝
は
心
と
鶯
ぞ
鳴
く
（
巻
一
・
春
上
・
一
四
）

法
橋
重
挙
す
す
め
侍
り
し
唯
識
論
の
裏
の
歌
の
中
に
、
深
山
花

か
へ
り
み
る
外
山
も
花
の
盛
り
に
て
な
ほ
ゆ
き
や
ら
い
み
吉
野
の
奥
（
同
三
三
）

三
蔵
院
僧
正
範
憲
す
す
め
侍
り
し
布
留
社
三
十
六
首
歌
中
に

お
ほ
か
た
の
か
げ
や
は
か
は
る
春
く
れ
ば
月
の
名
立
て
に
か
す
む
空
か
な
（
巻
二
・
春
下
．
七
三
）

東
北
院
に
て
、
残
花
色
稀
と
い
ふ
こ
と
を
講
ぜ
ら
れ
侍
り
し
に

お
ほ
か
た
の
山
は
青
葉
の
色
な
が
ら
そ
れ
か
と
残
る
花
の
白
雲
（
巻
三
・
夏
．
八
八
）
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永
仁
二
年
三
月
の
頃
、
父
中
臣
祐
春
連
家
に
て
、
題
を
探
り
て
人
人
千
首
歌
よ
み
侍
り
し
に
、
人
伝
郭
公
と
い
ふ
こ
と
を

人
づ
て
に
鳴
く
と
は
知
り
ぬ
郭
公
我
が
身
に
聞
か
ぬ
初
音
な
れ
ど
も
（
同
九
七
）

の
よ
う
に
そ
の
名
前
や
総
称
、
も
し
く
は
特
定
で
き
る
だ
け
の
情
報
を
必
ず
訶
害
中
に
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
正
安
元
年
九
月
十
三

夜
十
首
歌
」
の
場
合
だ
け
は
異
な
っ
て
、
誰
に
こ
の
十
首
歌
を
奉
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
訶
書
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
為
世
で
あ
ろ

う
と
い
う
推
測
は
、
た
ま
た
ま
「
御
点
」
が
存
し
て
い
た
か
ら
で
き
た
の
で
あ
り
、
訶
書
の
記
述
だ
け
か
ら
そ
う
と
判
断
す
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
正
安
元
年
九
月
十
三
夜
十
首
歌
」
の
訶
書
は
、
為
世
と
い
う
登
場
人
物
に
関
す
る
手
掛

か
り
が
何
も
記
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
、
『
自
葉
集
』
で
は
例
外
的
な
書
か
れ
方
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
れ
に
限
っ
て

そ
う
な
の
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
「
自
葉
集
」
そ
の
も
の
が
、
為
世
に
献
上
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
為
世
が
目
を
通
す
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
為
世
の
名
前
を
あ
ら
た
め
て
記
し
た
り
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
、

記
さ
な
く
て
も
十
分
通
じ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
「
御
点
」
と
い
う
注
記
に

つ
い
て
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
ほ
か
の
注
記
が
「
隆
博
卿
合
点
」
「
円
光
院
殿
御
点
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
中
で
、
「
御
点
」
に
だ
け
は
為

世
の
名
が
冠
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
も
こ
の
「
自
葉
集
」
が
ほ
か
な
ら
ぬ
為
世
相
手
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
ほ
ぼ

こ
の
よ
う
に
「
自
葉
集
」
は
、
お
そ
ら
く
は
為
世
に
献
上
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
仮
定
し
て
み
た
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
う

少
し
だ
け
論
を
進
め
る
と
、
前
述
の
と
お
り
「
自
葉
集
』
へ
の
注
記
の
付
加
（
あ
る
い
は
同
集
の
成
立
そ
の
も
の
）
が
正
和
二
年
以
降
と

い
う
点
は
注
意
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
と
言
う
の
は
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
五
年
後
の
文
保
二
年
（
二
三
八
）
十
月
に
、
「
続
千
載
集
」
撰

進
の
命
が
後
宇
多
院
か
ら
下
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
に
撰
者
の
為
世
が
、
歌
人
で
あ
る
か
否
か
、
堪
能
で
あ
る
か
否
か
に
関

わ
ら
ず
、
広
く
人
々
に
詠
草
を
募
っ
た
と
い
う
「
井
蛙
抄
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
や
は
り
想
像
さ

説
明
が
つ
き
そ
う
で
あ
る
。

-71-



父
中
臣
祐
春
連
、
新
後
撰
集
に
入
り
侍
り
て
の
ち
、
家
に
て
人
人
あ
つ
ま
り
て
、
花
契
邇
年
と
い
ふ
こ
と
を
講
じ
侍
り
し
に

折
を
知
り
時
を
忘
れ
て
年
ふ
る
は
春
と
花
と
の
契
な
り
け
り
（
巻
一
・
春
上
・
三
八
）

と
い
っ
た
歌
の
存
在
も
、
『
新
後
撰
集
」
の
撰
者
で
も
あ
っ
た
為
世
へ
の
配
慮
だ
ろ
う
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も

そ
う
し
た
見
方
に
す
べ
て
の
要
素
が
当
て
は
ま
る
わ
け
で
も
な
く
て
、
例
え
ば
祐
臣
の
歌
は
「
続
千
載
集
」
に
、

題
不
知
中
臣
祐
臣

知
ら
れ
じ
な
袖
の
み
な
と
に
よ
る
波
の
上
に
は
さ
わ
ぐ
心
な
ら
ね
ば
（
巻
十
一
・
恋
一
・
一
○
九
三

（
題
不
知
）
中
臣
祐
臣

過
ぎ
や
す
き
時
雨
を
風
に
先
だ
て
て
雲
の
跡
行
く
冬
の
夜
の
月
（
巻
十
六
・
雑
上
・
一
七
八
四
）

題
不
知
中
臣
祐
臣

世
々
経
ぬ
る
跡
と
は
人
に
知
ら
る
と
も
身
に
し
の
ば
れ
ん
言
の
葉
ぞ
な
き
（
巻
十
七
・
雑
中
・
一
八
九
四
）

の
よ
う
に
三
首
入
集
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
「
自
葉
集
」
所
収
歌
と
一
致
す
る
も
の
は
一
首
も
な
い
。
こ
の
場
合
、
一
首
目
は
恋
の
歌
、

二
首
目
は
雑
あ
る
い
は
冬
の
歌
、
三
首
目
は
雑
の
歌
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
「
自
葉
集
』
の
散
侠
部
分
に
か
つ
て
は
存
し
て
い
た
も
の

か
、
と
憶
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
し
か
し
な
い
も
の
を
根
拠
に
し
て
も
説
得
力
は
得
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
う
み
る
こ
と
は
控
え
た
い
。

ま
た
例
え
ば
祐
臣
の
歌
は
「
続
現
葉
集
』
に
も
、

葉
集
」
に
お
け
る
、

れ
る
の
は
、
そ
の
時
の
為
世
の
求
め
に
応
じ
た
人
々
の
中
に
祐
臣
が
い
て
、
結
果
献
上
さ
れ
た
の
が
、
す
な
わ
ち
こ
の
「
自
葉
集
」
だ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
場
合
、
例
え
ば
「
御
点
」
や
「
入
庭
林
」
と
い
っ
た
注
記
の

類
は
、
自
ら
の
実
績
を
示
し
て
、
勅
撰
作
者
た
り
得
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
理
解
で
き
る
し
、
ま
た
例
え
ば
「
自
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さ
て
、
そ
の
ほ
か
の
注
記
の
中
で
も
う
ひ
と
つ
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
Ｄ
の
為
道
の
「
故
左
中
将
殿
御
点
」
で
あ
る
。
為
道
が
没
し

た
の
は
永
仁
七
年
（
一
二
九
九
）
五
月
五
日
な
の
で
（
「
尊
卑
分
脈
」
）
、
そ
れ
以
降
の
内
容
を
含
む
「
自
葉
集
』
の
注
記
で
「
故
左
中
将

殿
」
と
さ
れ
る
こ
と
自
体
に
不
審
は
特
に
な
い
。
た
だ
そ
の
よ
う
に
成
立
以
前
に
亡
く
な
っ
て
い
る
為
道
で
あ
る
か
ら
、
当
然
な
が
ら

「
自
葉
集
』
を
目
に
す
る
こ
と
も
書
き
写
す
こ
と
も
で
き
た
は
ず
が
な
く
、
つ
ま
り
伝
為
道
筆
の
西
宮
切
は
、
実
の
と
こ
ろ
為
道
筆
で
は

あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
一
体
誰
の
筆
蹟
か
と
い
う
と
、
鎌
倉
末
期
頃
と
い
う
そ
の
書
写
年
代
か
ら
し
て
、
ま

ず
最
初
に
疑
う
べ
き
は
や
は
り
祐
臣
そ
の
人
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
現
在
の
と
こ
ろ
、
祐
臣
の
確
実
な
仮
名
資
料
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
検
討
と
い
う
の
は
残
念
な
が
ら
為
し
得
な
い
。
し
か
し
祐
臣
を
伝
称
筆
者
と
す
る
古
筆
切
は
数
種
類
伝
わ
っ
て
お

な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
の
ほ
か
（

（
題
不
知
）
中
臣
祐
臣

秋
の
夜
は
我
よ
り
ほ
か
も
飛
ぶ
火
野
の
野
守
や
い
で
て
月
を
み
る
ら
ん
（
巻
五
・
秋
下
．
三
四
五
）

若
宮
神
主
に
な
り
て
よ
め
る
中
臣
祐
臣

春
日
山
同
じ
跡
に
と
祈
り
こ
し
道
を
ば
神
も
忘
れ
ざ
り
け
り
（
巻
九
・
神
祇
・
六
八
こ

の
よ
う
に
二
首
入
集
し
て
い
る
が
、
や
は
り
い
ず
れ
も
「
自
葉
集
」
に
は
見
出
せ
な
い
。
こ
の
「
続
現
葉
集
』
は
福
田
秀
一
氏
に
よ
っ
て
、

（
Ⅳ
）

お
そ
ら
く
は
為
世
の
撰
に
し
て
「
続
千
載
集
」
の
撰
外
佳
作
集
的
な
性
格
を
持
つ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
私
撰
集
だ
が
、
特
に
こ
の
う
ち
の

一
首
目
が
秋
の
歌
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
秋
部
の
現
存
し
て
い
る
「
自
葉
集
』
に
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
「
自
葉
集
」
が

「
続
千
載
集
」
の
撰
集
資
料
に
供
さ
れ
た
と
す
る
見
方
に
対
し
て
少
な
か
ら
ず
否
定
的
に
働
く
だ
ろ
う
。
従
っ
て
「
続
千
載
集
」
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
は
、
当
面
は
あ
ま
り
想
定
し
な
い
方
が
無
難
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
可
能
性
が
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
た
と
い
う

わ
け
で
も
な
さ
そ
う
な
の
で
、
あ
え
て
言
及
し
て
み
た
次
第
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
今
後
の
西
宮
切
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
次
第
に
明
確
に
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以
上
「
自
葉
集
」
に
関
す
る
基
礎
的
な
考
察
を
行
い
、
ま
た
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。

最
後
に
と
あ
る
興
味
深
い
資
料
を
も
う
ひ
と
つ
だ
け
紹
介
し
て
本
稿
を
締
め
括
り
た
い
。

正
和
四
年
（
二
二
五
）
四
月
、
京
極
為
兼
は
一
族
側
近
を
引
き
連
れ
て
南
都
に
下
向
、
春
日
社
に
お
い
て
法
華
経
な
ど
を
供
養
し
、

併
せ
て
蹴
鞠
や
和
歌
の
披
講
を
も
行
っ
た
。
そ
の
時
の
為
兼
の
振
る
舞
い
は
豪
著
を
極
め
て
分
を
越
え
て
お
り
、
結
果
権
門
の
反
発
を
招

い
て
同
年
十
二
月
の
失
脚
、
及
び
翌
年
一
月
の
土
佐
配
流
に
繋
が
っ
た
と
さ
れ
る
有
名
な
出
来
事
で
あ
る
が
、
従
来
こ
の
南
都
下
向
を
伝

え
る
資
料
と
し
て
は
、
「
公
衡
公
記
』
と
「
続
史
愚
抄
」
の
ふ
た
つ
が
知
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
早
く
永
島
福
太
郎
氏
は
、

当
日
の
記
事
を
有
す
る
祐
臣
の
日
記
が
千
鳥
家
に
現
存
す
る
こ
と
を
二
度
に
わ
た
っ
て
報
告
し
、
の
み
な
ら
ず
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
も

（
別
）

紹
介
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
文
章
を
次
に
掲
げ
よ
う
。

（
肥
）

り
、
中
に
美
保
神
社
蔵
手
鑑
ほ
か
に
収
め
ら
れ
て
い
る
未
詳
私
撰
集
断
簡
が
あ
る
。
こ
の
私
撰
集
断
簡
の
筆
蹟
は
勢
い
よ
く
一
気
に
書
き

進
め
ら
れ
た
印
象
で
、
一
方
の
西
宮
切
は
非
常
に
丁
寧
に
書
写
さ
れ
た
趣
な
の
で
、
な
か
な
か
比
較
は
難
し
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
一
文

字
一
文
字
の
特
徴
は
か
な
り
通
じ
合
う
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
検
証
は
私
撰
集
断
簡
の
内
容
の
考
察
と
併
せ
て
別

の
機
会
に
行
い
た
い
が
、
仮
に
両
者
が
同
筆
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
私
撰
集
断
簡
と
と
も
に
西
宮
切
に
関
し
て
も
祐
臣
の
筆
蹟
だ
っ
た
と

（
岨
）

い
う
そ
れ
な
り
の
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
ま
た
伝
為
道
筆
と
さ
れ
、
し
か
も
西
宮
切
と
同
筆
と
お
ぼ
し
き
古
筆
切
に
つ

い
て
も
、
実
際
は
祐
臣
筆
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
こ
と
に
も
な
る
。
あ
る
い
は
祐
臣
は
詠
作
の
み
な
ら
ず
、
歌
書
の
書
写
に
も
熱
心
に
取

り
組
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
祐
臣
の
、
否
祐
臣
に
限
ら
ず
歴
代
の
春
日
若
宮
神
主
た
ち
の
書
写
活
動
に
関
し
て
も
、

今
後
あ
ら
た
め
て
注
意
を
向
け
る
べ
き
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
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ま
で
加
つ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

日
記
の
原
文
引
用
が
一
切
な
い
要
約
文
で
、
そ
の
点
極
め
て
残
念
で
あ
る
が
、
し
か
し
歴
代
の
春
日
若
宮
神
主
の
日
記
群
を
長
年
に
わ

た
っ
て
調
査
・
研
究
し
て
い
た
永
島
氏
の
手
に
成
る
も
の
な
の
で
、
ま
ず
大
枠
で
は
信
頼
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
で
は
こ
の

要
約
文
の
一
体
ど
こ
が
興
味
深
い
の
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
為
兼
の
春
日
参
詣
の
宿
願
と
い
う
の
が
、
具
体
的
に
は
蹴
鞠
と
和
歌
と
を
奉

納
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
為
兼
と
並
ん
で
冷
泉
為
相
の
存
在
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
為
相
が
和
歌
披

講
の
読
師
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
本
稿
の
関
心
か
ら
す
る
と
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
当

時
神
主
だ
っ
た
祐
臣
の
代
わ
り
に
詠
ん
だ
叔
父
祐
世
の
奉
納
和
歌
が
、
す
で
に
定
員
に
達
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
不
要
と
さ
れ
た
と
い

春
日
社
家
の
人
々
が
、
二
条
京
極
両
家
に
対
し
、
ど
の
様
な
態
度
に
出
で
た
か
は
未
だ
研
究
し
て
ゐ
な
い
。
祐
春
が
為
世
に
師
事
し
、

知
遇
を
蒙
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
京
極
為
兼
や
冷
泉
為
相
に
対
し
て
も
面
識
は
あ
っ
た
ら
う
が
、
そ
れ
以
上
の
資
料
は
見

当
ら
な
い
。
祐
世
や
祐
臣
も
為
兼
為
相
等
に
面
接
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
指
導
を
ど
の
程
度
に
受
け
た
か
明
か
で
な
い
。
唯
一

つ
、
そ
の
関
係
を
見
る
の
に
、
新
資
料
が
あ
る
の
で
紹
介
し
て
置
く
。
正
和
四
年
四
月
に
京
極
為
兼
冷
泉
為
相
は
、
鞠
歌
奉
納
の
宿

願
を
果
す
為
に
、
賀
茂
社
の
禰
宜
等
を
引
連
れ
て
春
日
社
参
に
下
向
し
た
。
（
鞠
道
に
賀
茂
社
家
が
加
は
っ
た
早
い
例
で
あ
る
）
予

告
に
よ
っ
て
春
日
社
司
等
も
と
も
に
懐
紙
を
奉
納
し
よ
う
と
し
て
準
備
を
し
て
ゐ
た
。
祐
臣
は
折
柄
重
服
に
当
っ
て
ゐ
た
の
で
、
そ

（
マ
マ
）

（
マ
マ
、
既
に
力
）

の
父
祐
世
が
詠
進
す
べ
く
用
意
し
て
ゐ
た
と
こ
ろ
、
当
日
、
跡
に
人
数
が
定
っ
て
居
る
と
い
う
て
春
日
社
司
は
除
外
せ
ら
れ
、
為
相

（
皿
）

が
読
師
と
な
っ
て
披
講
し
た
。
こ
れ
を
祐
世
は
残
念
が
り
、
当
社
の
披
露
に
、
そ
の
祠
官
が
勅
撰
に
も
預
る
輩
が
洩
れ
る
と
い
ふ
こ

と
は
不
便
の
こ
と
だ
と
述
懐
し
て
ゐ
る
。
此
の
時
、
伏
見
法
皇
・
後
伏
見
上
皇
の
御
歌
も
進
め
ら
れ
、
為
兼
の
懐
紙
は
特
に
絶
品
で

あ
っ
た
と
い
は
れ
て
居
る
。
（
正
和
四
年
祐
臣
記
）
こ
れ
を
見
る
と
、

と
し
て
遇
せ
ら
れ
て
ゐ
た
程
度
と
考

る

。
従
っ
て
春
日
社
司
が
、
二
条
京
極
両
派
の
い
づ
れ
か
に
立
っ
て
、
論
争
に

司
謝
明
り
籾
週
家
の
Ⅲ
謝
馴
馴
割
側
１
春
日
社
司
の
如
き
は
単
に
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う
点
で
あ
る
。
「
新
後
撰
集
」
「
玉
葉
集
」
に
各
一
首
ず
つ
入
集
と
い
う
勅
撰
歌
人
で
も
あ
っ
た
祐
世
に
と
っ
て
、
こ
の
一
件
は
大
変
な
屈

辱
だ
っ
た
に
違
い
な
く
、
ま
た
祐
臣
に
し
て
も
、
そ
れ
は
神
主
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
、
や
は

り
相
当
不
快
に
感
じ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
為
兼
が
春
日
大
明
神
に
一
方
な
ら
ぬ
信
仰
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
岩
佐
美
代
子
氏
が
指

（
理
）

摘
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
尊
崇
の
念
は
、
春
日
大
明
神
に
仕
え
る
人
々
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
永
島
氏

も
こ
の
こ
と
か
ら
、
右
の
傍
線
部
の
よ
う
に
「
京
都
の
歌
道
家
の
人
々
か
ら
は
、
春
日
社
司
の
如
き
は
単
に
一
巧
人
と
し
て
遇
せ
ら
れ
て

い
た
程
度
と
考
え
ら
れ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
た
だ
「
京
都
の
歌
道
家
の
人
々
」
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
為
世
を
は
じ
め
と
す
る
二
条
家

の
人
々
は
本
稿
で
み
て
き
た
と
お
り
、
祐
春
・
祐
臣
ら
春
日
若
宮
神
主
と
の
関
わ
り
を
決
し
て
疎
か
に
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち

以
上
の
こ
と
か
ら
は
、
京
極
派
以
外
の
歌
人
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
寄
せ
よ
う
と
し
な
い
為
兼
と
、
包
容
力
の
あ
る
二
条
派
と
い
う
そ
れ

ぞ
れ
の
在
り
方
が
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鎌
倉
末
期
の
和
歌
史
を
考
察
す
る
際
に
、
京

極
派
の
主
要
歌
人
、
二
条
派
の
主
要
歌
人
を
中
心
に
据
え
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
が
、
ま
た
時
に

は
祐
臣
の
よ
う
な
、
他
へ
の
影
響
力
が
あ
ま
り
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
一
歌
人
の
資
料
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
当
時
の
歌
壇

状
況
の
一
側
面
を
垣
間
見
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
春
名
好
重
氏
編

（
２
）
永
島
福
太
郎
氏

（
３
）
注
２
に
同
じ
。

（
４
）
宮
内
庁
書
陵
部

宮
内
庁
書
陵
部
編
「
桂
宮
本
叢
書
私
家
集
八
」
「
自
葉
和
歌
集
」
解
題
（
昭
和
三
十
三
年
三
月
養
徳
社
）
。

春
名
好
重
氏
編
著
『
古
筆
大
辞
典
」
（
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
淡
交
社
）
の
う
ち
「
中
臣
祐
春
詠
草
」
の
項
参
照
。

永
島
福
太
郎
氏
「
奈
良
文
化
の
伝
流
」
（
昭
和
二
十
六
年
二
月
目
黒
書
店
）
。
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（
肥
）
「
古
筆
手
鑑
大
成
第
十
四
巻
手
鑑
（
京
都
・
観
音
寺
蔵
こ
四
九
（
平
成
六
年
八
月
角
川
書
店
）
・
「
同
第
十
五
巻
手
鑑
（
島
根
・
美
保

神
社
蔵
匡
二
四
二
（
平
成
七
年
七
月
角
川
書
店
）
・
「
細
川
家
永
青
文
庫
叢
刊
別
巻
手
鑑
』
二
七
三
（
昭
和
六
十
年
二
月
汲
古
書
院
）
・

久
曽
神
昇
氏
「
私
撰
集
残
簡
集
成
」
五
七
・
五
八
（
平
成
十
一
年
十
一
月
汲
古
書
院
、
た
だ
し
五
八
の
方
は
ツ
レ
か
ど
う
か
存
疑
）
な
ど
。

（
田
）
「
徳
川
黎
明
会
叢
書
古
筆
手
鑑
篇
二
霜
の
ふ
り
葉
」
（
昭
和
六
十
一
年
二
月
思
文
閣
出
版
）
所
収
の
「
千
載
集
」
断
簡
、
ま
た
小
林
強
氏
が

初
め
て
紹
介
・
考
察
し
た
御
所
本
「
和
漢
兼
作
集
」
散
供
部
分
の
断
簡
（
「
中
世
古
筆
切
点
描
ｌ
架
蔵
資
料
の
紹
介
ｌ
」
〈
「
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
」

（
Ⅳ
）
注
岨
に
同
じ
。

（
旧
）
「
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
四
十
巻
中
世
歌
学
集
書
目
集
」
（
平
成
七
年
四
月
朝
日
新
聞
社
）
。

（
Ｍ
）
福
田
秀
一
氏
「
訪
書
報
告
ｌ
岡
山
地
区
の
近
況
」
（
「
和
歌
史
研
究
会
会
報
』
第
二
十
二
号
昭
和
四
一
年
五
月
）
。
な
お
拙
稿
「
岡
山
大
学
附
属
図

書
館
池
田
家
文
庫
蔵
「
歌
書
目
録
」
翻
刻
」
（
「
調
査
研
究
報
告
」
第
二
十
二
号
平
成
十
三
年
九
月
）
で
全
文
翻
刻
を
試
み
た
。

（
焔
）
有
吉
保
氏
「
中
世
散
供
私
撰
集
の
残
葉
紹
介
」
（
「
和
歌
史
研
究
会
会
報
』
第
百
号
平
成
四
年
十
二
月
）
。

（
焔
）
例
え
ば
『
永
仁
元
年
内
裏
御
会
」
の
「
正
四
位
下
行
左
近
衛
権
中
将
臣
中
宮
権
亮
美
濃
権
介
臣
藤
原
朝
臣
為
道
上
」
、
「
尊
卑
文
脈
」
為
道
の
「
左

中
将
（
略
）
永
仁
七
五
五
卒
廿
九
」
な
ど
。

見
ら
れ
、
こ
』

「
中
臣
祐
臣
歌

に
な
ろ
う
か
。

（
岨
）
福
田
秀
意

（
Ⅱ
）
岩
佐
美
代
ラ

（
ｕ
）
「
在
九
州
園

書
刊
行
会
）
。

（
５
）
以
下
井
上
氏
の
説
は
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究
南
北
朝
期
」
（
昭
和
四
十
年
十
一
月
初
版
昭
和
六
十
二
年
五
月
改
訂
新
版
明
治
書
院
）
に
拠
る
。

（
６
）
京
都
国
立
博
物
館
編
「
国
宝
手
鑑
藻
塩
草
」
解
説
（
昭
和
四
十
四
年
五
月
淡
交
社
）
。

（
７
）
久
保
田
淳
氏
「
手
鑑
の
複
製
本
か
ら
」
（
「
和
歌
史
研
究
会
会
報
」
第
六
十
九
号
昭
和
五
十
四
年
二
月
）
。

（
８
）
古
筆
手
鑑
大
成
編
集
委
員
会
編
「
古
筆
手
鑑
大
成
第
四
巻
藻
塩
草
」
解
説
（
昭
和
六
十
年
一
月
角
川
書
店
）
。

（
９
）
な
お
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
の
柳
原
紀
光
編
「
歌
書
類
目
録
」
（
柳
’
八
三
二
中
「
御
集
並
家
集
」
項
に
は
「
中
臣
祐
臣
歌
一
冊
冷
」
と
い
う
記
述
が

見
ら
れ
、
こ
れ
は
「
自
葉
集
」
を
指
す
か
も
し
れ
な
い
（
既
述
の
と
お
り
書
陵
部
本
「
自
葉
集
」
の
見
返
し
題
は
「
中
臣
祐
臣
詠
」
）
。
そ
う
す
る
と

「
中
臣
祐
臣
歌
一
冊
冷
」
の
「
冷
」
は
「
冷
泉
家
文
書
目
六
」
の
略
号
で
あ
る
か
ら
、
と
あ
る
時
点
で
「
自
葉
集
」
は
冷
泉
家
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と

に
な
ろ
う
か
。
そ
の
冷
泉
家
本
が
実
は
問
題
の
伝
為
道
筆
残
欠
本
で
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
今
後
の
出
現
に
さ
ら
な
る
期
待
を
抱
け
る
の
だ
が
。

（
岨
）
福
田
秀
一
氏
「
中
世
私
撰
和
歌
集
の
考
察
ｌ
現
葉
・
残
葉
・
続
現
葉
の
三
集
に
つ
い
て
ｌ
」
（
「
文
学
・
語
学
」
第
十
六
号
昭
和
三
十
五
年
三
月
）
。

（
Ⅱ
）
岩
佐
美
代
子
氏
「
京
極
派
歌
人
の
研
究
」
（
昭
和
四
十
九
年
三
月
笠
間
書
院
）
。

（
ｕ
）
「
在
九
州
国
文
資
料
影
印
叢
書
〔
第
二
期
〕
六
代
々
勅
撰
部
立
神
祇
和
歌
連
歌
新
式
」
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
在
九
州
国
文
資
料
影
印
叢
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【
付
記
】

本
稿
は
、
平
成
十
三
年
度
和
歌
文
学
会
七
月
例
会
（
於
立
教
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
成
稿
ま
で
の
間
に
種
々
ご
教
示

下
さ
っ
た
先
学
諸
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
イ
ェ
ー
ル
大
学
バ
イ
ネ
キ
稀
襯
書
図
書
館
蔵
手
鑑
の
閲
覧
に
際
し
て
は
、
同
大
学
図
書
館
イ
ー
ス

ト
・
ア
ジ
ア
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
部
長
（
当
時
）
の
金
子
英
生
氏
、
同
大
学
教
授
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ケ
イ
メ
ン
ス
氏
、
同
大
学
院
生
の
ク
リ
ス
・
ラ
ッ
ト

ク
リ
フ
氏
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
バ
ス
キ
ン
ド
氏
、
タ
ケ
シ
・
ワ
タ
ナ
ベ
氏
、
同
大
学
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
学
芸
員
の
大
木
貞
子
氏
の
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜

っ
た
。
記
し
て
深
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
な
お
本
稿
は
、
平
成
十
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
（
２
）
「
散
供
歌
集
に
関
す
る
古
筆
資

料
の
調
査
・
研
究
」
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
‐

（
別
）
永
島
福
太
郎
氏
「
春
日
社
家
日
記
」
（
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
高
桐
書
院
）
・
同
氏
「
中
世
文
芸
の
源
流
」
（
昭
和
二
十
三
年
五
月
河
原
書
店
）
。

な
お
以
下
の
引
用
文
は
後
者
に
拠
る
。

（
別
）
「
春
日
社
家
日
記
」
の
方
の
要
約
文
で
は
「
祐
臣
」
と
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
こ
ち
ら
が
是
。

（
躯
）
岩
佐
美
代
子
氏
『
京
極
派
和
歌
の
研
究
」
（
昭
和
六
十
二
年
十
月
笠
間
書
院
）
。

あ
る
。
詳
し
い
考
壱

い
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
十
六
集
平
成
九
年
十
一
月
〉
）
な
ど
。
な
お
後
者
の
新
出
の
ツ
レ
が
「
林
家
旧
蔵
古
筆
手
鑑
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
写
真
帳
）
に
一
葉

あ
る
。
詳
し
い
考
察
は
別
稿
に
譲
る
が
、
こ
の
御
所
本
「
和
漢
兼
作
集
」
と
い
う
の
も
実
は
「
自
葉
集
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
伝
来
の
過
程
を
辿
っ
て
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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『自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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