
要
旨
慈
円
詠
と
西
行
詠
と
の
近
似
性
は
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
字
余
り
と
い
う
観
点
か
ら
作
風
の
類
似
を
指
摘

し
た
の
は
、
本
居
宣
長
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
説
を
検
証
し
、
両
者
の
作
風
の
相
違
点
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
ま
た
、
慈
円
に
傾
倒
し

た
一
人
の
天
台
僧
を
取
り
上
げ
、
そ
の
学
芸
の
一
端
を
考
え
る
。

字
余
り
詠
歌
小
考

齋
藤
真
麻
理
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（
１
）

収
録
歌
数
六
千
首
を
超
え
る
。

「
正
徹
物
語
」
に
は
、
卓
抜
な
歌
人
で
あ
る
慈
円
像
を
象
徴
的
に
表
す
逸
話
と
し
て
、
人
口
に
膳
炎
す
る
伝
承
が
載
る
。

名
月
の
美
し
い
晩
、
奈
良
の
一
乗
院
で
は
力
者
た
ち
が
庭
を
掃
き
な
が
ら
、
「
い
か
に
今
夜
、
慈
円
坊
の
歌
よ
ま
せ
給
ふ
ら
ん
」
と

噂
し
て
い
た
。
こ
れ
を
耳
に
し
た
慈
円
の
兄
弟
、
一
乗
院
門
主
は
、
歌
道
へ
の
愛
着
を
戒
め
よ
う
と
教
訓
状
を
届
け
た
。

Ｈ
夜
風
月
の
た
は
ぶ
れ
を
も
て
あ
そ
ば
せ
給
ひ
候
事
、
且
は
釈
門
の
儀
に
も
背
き
、
還
り
て
凡
俗
の
躰
に
准
ぜ
ら
れ
候
事
、
無
↑

勿
躰
一
候
。
此
室
に
召
仕
候
奴
原
等
、
去
夜
の
月
に
御
身
上
を
沙
汰
仕
り
候
○
ま
し
て
天
下
の
物
い
ひ
、
さ
こ
そ
と
推
量
仕
り
候
へ
・

向
後
は
此
道
を
御
さ
し
を
き
も
候
へ
か
し
と
存
じ
候
。
（
「
正
徹
物
語
」
）

す
る
と
、
「
悦
び
入
り
承
り
候
」
と
慈
円
か
ら
返
書
が
届
い
た
が
、
そ
の
末
尾
に
は
一
首
の
和
歌
が
書
き
添
え
て
あ
っ
た
。

皆
人
に
一
の
く
せ
は
有
る
ぞ
と
よ
こ
れ
を
ば
ゆ
る
せ
敷
島
の
道
（
同
右
）

こ
れ
を
見
た
門
主
は
、
「
沙
汰
の
限
り
」
と
諌
言
を
諦
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

生
涯
、
敷
島
の
道
を
愛
し
て
止
ま
な
か
っ
た
慈
円
で
あ
る
が
、
そ
の
歌
集
「
拾
玉
集
』
の
う
ち
、
最
善
本
と
言
わ
れ
る
青
蓮
院
本
は

慈
円
の
作
風
に
つ
い
て
、
「
後
鳥
羽
院
御
口
伝
」
は
「
大
僧
正
は
お
ほ
や
う
西
行
が
ふ
り
也
」
と
評
し
た
。

大
僧
正
は
、
お
ほ
や
う
西
行
が
ふ
り
な
り
。
す
ぐ
れ
た
る
歌
、
い
づ
れ
の
上
手
に
も
劣
ら
ず
。
む
ね
と
珍
し
き
様
を
好
ま
れ
き
。

く
ち

ま
こ
と
に
も
、
そ
の
ふ
り
に
、
多
く
人
の
口
に
あ
る
歌
あ
り
。
（
中
略
）
さ
れ
ど
も
、
よ
の
つ
ね
に
う
る
は
し
く
詠
み
た
る
中
に
、（

２
）

最
上
の
物
ど
も
は
あ
り
。
（
『
後
烏
羽
院
御
口
伝
芒

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

、
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初
句
も
じ
あ
ま
り
い
と
聞
き
ぐ
る
し
、
此
法
師
の
歌
、
此
病
つ
ね
に
お
ほ
し
、

（
一
の
巻
）

と
評
し
、
ま
た
「
小
ぐ
ら
山
ふ
も
と
の
里
に
木
葉
ち
れ
ば
梢
に
は
る
薗
月
を
見
る
哉
」
に
つ
い
て
、

三
の
句
、
も
じ
あ
ま
り
い
と
聞
ぐ
る
し
、
例
の
此
の
ほ
う
し
の
、
わ
る
き
く
せ
な
り
、

（
二
の
巻
）

と
述
べ
た
。
「
す
っ
と
な
ら
ば
う
き
世
を
出
る
し
る
し
あ
ら
ん
我
に
は
く
も
れ
秋
の
よ
の
月
」
は
「
初
句
も
じ
あ
ま
り
、
例
の
聞
ぐ
る

む
」
を
引
き
、

『
為
兼
卿
和
歌
抄
』
は
、
万
葉
の
世
に
は
心
の
赴
く
ま
ま
に
「
寄
詞
、
た
Ｆ
の
こ
と
葉
と
も
い
は
ず
」
歌
を
詠
じ
た
と
述
べ
、
そ
の

よ
う
に
「
心
を
さ
き
と
し
て
詞
を
ほ
し
き
ま
、
に
す
る
」
歌
人
と
し
て
、
西
行
や
慈
円
の
名
を
挙
げ
る
。

万
葉
の
比
は
心
の
お
こ
る
所
の
ま
、
に
同
事
ふ
た
、
ぴ
い
は
る
：
を
も
は
ず
か
ら
ず
、
褒
晴
も
な
く
、
寄
訶
・
た
ぎ
の
こ
と
葉
と

も
い
は
ず
、
心
の
お
こ
る
に
随
而
ほ
し
き
ま
園
に
云
出
せ
り
。
（
中
略
）
是
に
た
ち
な
ら
ば
ん
と
む
か
へ
る
人
々
の
、
心
を
さ
き
と

し
て
、
詞
を
ほ
し
き
ま
箇
に
す
る
時
、
同
事
を
も
よ
み
、
先
達
の
よ
ま
ぬ
詞
を
も
は
叡
か
る
所
な
く
よ
め
る
事
は
、
入
道
皇
太
宮

大
夫
俊
成
、
京
極
入
道
中
納
言
、
西
行
、
慈
鎮
和
尚
な
ど
ま
で
、
殊
お
ほ
し
。

（
「
為
兼
卿
和
歌
抄
」
）

（
３
）

こ
う
し
た
歌
は
、
歌
で
は
な
く
「
物
語
」
で
あ
る
と
評
さ
れ
た
と
も
い
う
。

し
か
し
、
歌
の
着
想
や
内
面
性
の
近
似
ば
か
り
で
は
な
く
、
全
く
別
の
観
点
か
ら
両
者
の
詠
歌
に
深
い
関
心
を
寄
せ
た
一
人
の
先
人

（
４
）

が
い
る
。
そ
れ
は
本
居
宣
長
で
あ
る
。

『
新
古
今
集
美
濃
の
家
づ
と
」
に
於
い
て
、
宣
長
は
西
行
の
詠
歌
「
岩
間
と
ぢ
し
氷
も
け
さ
は
と
け
そ
め
て
苔
の
下
水
道
も
と
む
ら

一

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

、
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し
」
、
「
風
に
な
び
く
ふ
じ
の
け
ぶ
り
の
空
に
き
え
て
行
へ
も
し
ら
ぬ
我
思
ひ
哉
」
は
「
初
句
三
の
句
、
例
の
も
じ
あ
ま
り
間
ぐ
る
し
」
、

「
い
か
ず
す
べ
き
世
に
あ
ら
ば
や
は
世
を
も
す
て
、
あ
な
う
の
世
や
と
さ
ら
に
思
は
む
」
は
「
初
句
三
の
句
も
じ
あ
ま
り
、
例
の
い
と

聞
ぐ
る
し
」
（
五
の
巻
）
と
、
宣
長
は
徹
底
し
て
西
行
の
字
余
り
詠
を
批
判
す
る
。

さ
ら
に
宣
長
は
、
慈
円
詠
「
霜
さ
ゆ
る
山
田
の
く
ろ
の
む
ら
す
秘
き
か
る
人
な
し
に
残
る
比
か
な
」
を
掲
げ
て
、

此
僧
正
の
歌
、
か
ゞ
る
た
ぐ
ひ
多
し
、
西
行
が
ふ
り
を
ま
ね
ば
れ
た
る
も
の
也
、
（
二
の
巻
）

と
断
じ
た
。
同
じ
く
「
野
べ
の
露
は
色
も
な
く
て
や
こ
ぼ
れ
つ
る
袖
よ
り
過
る
荻
の
う
は
か
ぜ
」
（
四
の
巻
）
、
「
お
の
が
波
に
同
じ
末

葉
ぞ
し
を
れ
ぬ
る
藤
さ
く
田
子
の
う
ら
め
し
の
身
や
」
（
五
の
巻
）
も
そ
れ
ぞ
れ
「
初
句
、
例
の
も
じ
あ
ま
り
聞
ぐ
る
し
」
「
初
句
、
も

じ
あ
ま
り
例
の
間
ぐ
る
し
」
と
難
じ
ら
れ
て
い
る
。

す
べ
て
此
僧
正
の
歌
、
西
行
が
、
心
に
ま
か
せ
て
、
み
だ
り
に
よ
み
ち
ら
し
た
る
ふ
り
を
、
う
ら
や
み
て
よ
ま
れ
た
り
と
見
ゆ
る

が
多
し
、
そ
の
心
し
て
見
べ
き
な
り
、

（
五
の
巻
）

と
い
う
の
が
宣
長
の
主
張
で
あ
っ
た
。

安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
刊
の
『
字
音
仮
字
用
格
」
で
も
、
字
余
り
を
多
く
詠
む
作
者
と
し
て
西
行
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

な
か
ら

又
歌
二
五
モ
ジ
セ
モ
ジ
ノ
句
ヲ
一
モ
ジ
余
シ
テ
六
モ
ジ
八
モ
ジ
ニ
ョ
ム
事
ア
ル
是
レ
必
中
二
右
ノ
あ
い
う
お
ノ
音
ノ
ア
ル
句
二
限

レ
ル
コ
ト
也
、
え
ノ
音
ノ
例
ナ
キ
ハ
イ
カ
ナ
ル
理
ニ
カ
ア
ラ
ム
、
未
し
考
、
古
今
集
ョ
リ
金
葉
詞
花
集
ナ
ド
マ
デ
ハ
此
格
ニ
ハ
ヅ

レ
タ
ル
歌
ハ
見
エ
ズ
、
自
然
ノ
コ
ト
ナ
ル
故
ナ
リ
、
万
葉
以
往
ノ
歌
モ
ョ
ク
見
レ
バ
此
格
也
、
千
載
新
古
今
ノ
コ
ロ
ョ
リ
シ
テ
此

格
ノ
乱
レ
タ
ル
歌
ヲ
リ
ノ
ー
見
ュ
、
西
行
ナ
ド
殊
二
是
ヲ
犯
セ
ル
歌
多
シ
、

（
『
字
音
仮
字
用
格
』
）

西
行
が
字
余
り
を
好
ん
だ
こ
と
は
、
夙
に
鎌
倉
時
代
の
歌
学
書
『
八
雲
御
抄
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

又
た
け
を
高
か
ら
む
ゆ
ゑ
に
、
文
字
を
あ
ま
す
事
こ
の
む
人
お
ほ
し
。
是
も
返
す
か
、
み
ぐ
る
し
き
事
な
り
。
是
は
西
行
な
ど
が
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え
ば
、

い
ひ
た
き
ま
、
に
い
ひ
た
る
を
、
ま
ね
ぴ
て
あ
し
く
と
り
な
す
な
り
。

二
八
雲
御
抄
』
）

け
れ
ど
も
、
両
者
の
類
似
を
「
字
余
り
」
と
い
う
観
点
か
ら
学
問
的
に
解
明
し
た
の
は
、
本
居
宣
長
晩
年
の
著
作
『
玉
あ
ら
れ
』
で

あ
ろ
う
。
本
書
は
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
の
刊
、
そ
の
「
歌
の
部
」
に
、
字
余
り
の
法
則
を
め
ぐ
っ
て
慈
円
の
詠
歌
に
言
及
し
た
指

（
５
）

摘
が
あ
る
。
ま
ず
は
宣
長
の
発
見
し
た
字
余
り
法
則
を
参
照
し
て
お
こ
う
。

五
も
じ
の
句
を
、
六
も
じ
に
よ
み
、
七
も
じ
の
句
を
、
八
も
じ
に
よ
む
こ
と
は
、
其
句
の
な
か
ら
に
、
あ
い
う
お
の
内

の
も
じ
あ
る
時
に
か
ぎ
れ
る
こ
と
な
り
、
た
と
へ
ば
ぺ
身
に
し
劃
れ
ば
、
、
須
磨
の
あ
ま
の
、
花
の
い
ろ
は
、
べ
き
く
や
い
か

に
、
、
い
せ
の
う
み
や
、
、
し
が
の
う
ら
や
、
、
風
の
お
と
は
、
、
い
は
で
お
も
ふ
、
な
ど
の
如
し
、
七
も
じ
の
句
も
、
な
ず
ら

へ
て
知
く
し
、

二
玉
あ
ら
れ
』
歌
の
部
「
も
じ
あ
ま
り
の
句
」
）

宣
長
は
、
字
余
り
の
実
例
に
「
身
に
し
あ
れ
ば
」
「
須
磨
の
あ
ま
の
」
「
花
の
い
ろ
は
」
「
き
く
や
い
か
に
」
等
々
を
挙
げ
、
字
余
り

句
の
う
ち
、
余
っ
た
音
数
と
同
数
の
母
音
「
あ
」
「
い
」
「
う
」
「
お
」
の
い
ず
れ
か
が
句
巾
に
含
ま
れ
て
い
れ
ば
耳
に
障
ら
ず
、
字
余

り
と
見
倣
さ
れ
な
い
と
述
べ
た
。
ま
た
、
古
歌
に
は
「
云
々
と
思
ふ
」
と
続
く
作
例
が
多
い
が
、
こ
れ
も
字
余
り
に
は
な
ら
な
い
、
例

と
い
う
場
合
、
「

い
と
説
明
し
た
。

そ
も
ｌ
～
古
き
歌
に
は
、
五
も
じ
の
句
を
七
も
じ
に
、
、
さ
も
劃
ら
ぱ
劃
れ
と
よ
め
る
さ
へ
こ
れ
か
れ
あ
れ
ど
、
わ
る
か
ら
ぬ
は
、
あ

ま
れ
る
二
も
じ
、
あ
も
じ
な
る
故
ぞ
か
し
、
又
古
今
集
に
、
く
日
ぐ
ら
し
の
鳴
つ
る
な
へ
に
日
は
く
れ
ぬ
句
と
洵
も
ふ
は
山
の
陰

に
ぞ
有
け
る
、
こ
れ
ら
は
、
と
も
じ
下
な
る
句
に
つ
く
故
に
、
四
の
句
も
じ
あ
ま
り
に
て
、
三
の
句
は
然
ら
ず
、
す
べ
て
刊

日
ぐ
ら
し
の
鴫
つ
る
な
へ
に

「
と
」
文
字
は
次
の
第
四
句
に
続
く
と
解
釈
で
き
、
第
四
句
に
は
母
音
「
お
」
が
入
っ
て
い
る
た
め
に
字
余
り
で
は
な

日
は
く
れ
ぬ
と
お
も
ふ
は
山
の
陰
に
ぞ
有
け
る
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云
々
と
思
ふ
、
と
つ
ず
く
所
に
は
此
例
多
し
、
か
や
う
な
る
は
と
も
じ
は
、
次
の
句
へ
つ
く
こ
と
也
、
大
か
た
も
じ
あ
ま
り
は
、

右
の
如
く
、
あ
い
う
お
の
四
つ
の
内
の
も
じ
の
、
な
か
ら
に
あ
る
句
に
あ
ら
ず
は
、
よ
む
ま
じ
き
也
、

亀
玉
あ
ら
れ
』
歌
の
部
「
も
じ
あ
ま
り
の
句
」
）

（
６
）

こ
の
法
則
性
を
無
視
し
た
歌
人
と
し
て
、
宣
長
は
西
行
と
慈
円
と
を
挙
げ
て
い
る
。

大
方
古
今
集
よ
り
こ
な
た
、
此
格
に
は
づ
れ
た
る
歌
は
、
を
さ
ノ
ー
な
き
を
、
新
古
今
集
の
こ
ろ
に
い
た
り
て
、
西
行
慈
円
な
ど
、

こ
れ
を
犯
し
て
、
み
だ
り
に
も
じ
の
あ
ま
れ
る
句
を
お
ほ
く
よ
ま
れ
し
よ
り
、
近
き
世
に
な
り
て
は
、
殊
に
多
し
、
／
（
同
右
）

西
行
と
慈
円
の
類
似
性
は
、
様
々
な
視
点
か
ら
論
及
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
、
字
余
り
と
い
う
観
点
か
ら
両
者
の
近
似
を
看
取
し
、

慈
円
詠
の
音
数
破
格
を
そ
の
作
風
と
し
て
指
摘
し
た
先
人
は
、
宣
長
以
外
に
は
見
出
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

宣
長
の
言
は
、
実
際
に
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
『
拾
玉
集
」
の
最
善
本
と
言
わ
れ
る
青
蓮
院
本
は
歌
数
最
多
の
約
六
千
首
、
こ

れ
を
素
材
に
選
び
、
慈
円
詠
以
外
の
古
歌
・
詠
歌
を
対
象
外
と
し
て
字
余
り
例
の
概
数
を
示
す
な
ら
ば
全
体
で
一
三
四
八
首
あ
る
。
そ

の
う
ち
、
句
の
中
に
母
音
を
含
ま
ず
、
宣
長
の
字
余
り
法
則
に
抵
触
す
る
字
余
り
例
は
六
○
五
首
に
上
っ
た
。
慈
円
の
字
余
り
詠
の
う

ち
、
宣
長
の
い
う
法
則
性
を
無
視
し
た
例
は
川
割
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
定
数
破
壊
は
、
奈
辺
に
起
因
す
る
の
で
あ
る

該
当
句
を
検
討
す
る
と
、
字
余
り
を
引
き
起
こ
し
た
大
き
な
要
因
は
二
点
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
は
、
助
詞
を
明
確
に
示
し
て
省
略
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
非
常
に
叙
述
的
で
あ
る
と
言
い
換
え
て
も
良
い
。
一
文
字
省
略
す
れ
ば

音
数
が
合
う
箇
所
に
、
わ
ざ
わ
ざ
助
詞
を
入
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
初
句
と
第
三
句
に
字
余
り
を
持
つ
例
が
多
い
。

以
下
、
そ
の
一
端
を
挙
げ
て
み
た
い
。
宣
長
の
字
余
り
法
則
に
抵
触
す
る
句
に
の
み
、
傍
線
を
付
し
た
が
、
一
三
七
七
番
や
二
三
五

二
番
の
歌
の
よ
う
に
、
法
則
に
抵
触
し
な
い
字
余
り
句
を
同
時
に
含
む
歌
も
存
在
し
て
い
る
。

う ち
、

か
○j＝
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二
四
五
四
御
判
列
到
到
ｕ
刎
す
た
く
を
見
る
も
あ
は
れ
な
り
朝
露
は
ら
ふ
庭
の
小
は
き
に

続
い
て
、
第
三
句
に
字
余
り
を
有
す
る
例
を
示
す
。

ま
ず
、
初
句
に
字
余
り
を
持
つ
例
で
あ
る
。

晴
天
帰
雁

八
一
二
こ
し
の
山
の
雪
け
の
雲
も
は
れ
の
き
て
み
と
り
を
わ
く
る
か
り
の
諸
こ
ゑ

二
三
二
五
利
閏
捌
州
口
や
と
し
て
見
よ
と
ち
か
ひ
け
る
神
の
光
や
秋
の
よ
の
月

二
二
七
七
む
ね
の
月
を
心
は
か
り
に
み
か
き
き
て
わ
れ
も
光
を
見
ぬ
そ
か
な
し
き

、
ｗ
Ｊ
ｆ
０

一
○
九
○
よ
も
の
か
は
は
よ
と
の
な
か
れ
に
お
ち
あ
ひ
て
ひ
と
つ
わ
た
り
に
成
に
け
る
哉

天
象
十
首

月
日
星
霞
雷
霧
時
雨
雪
雲
風

一
五
二
雪
の
下
を
く
く
る
か
や
や
の
夕
煙
心
ほ
そ
さ
は
猶
そ
む
か
れ
ぬ

日
吉
百
首

一
○
五
三
洲
洲
割
川
剛
く
も
ら
ぬ
こ
と
は
な
ら
ひ
な
り
心
は
れ
て
は
誰
か
み
る
ら
ん

松 草 神
祇

月可
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二
四
七
二
山
里
を
と
ひ
く
る
人
に
洵
刎
別
劉
割
引
刺
い
つ
く
も
花
そ
あ
る
し
な
り
け
る

初
句
や
第
三
句
の
字
余
り
は
、
全
体
の
調
子
を
大
き
く
損
な
う
こ
と
な
く
、
歌
の
響
き
を
荘
重
に
す
る
効
果
が
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

後
述
の
通
り
、
こ
れ
は
西
行
に
も
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

し
か
し
、
慈
円
は
、
第
二
句
と
第
四
句
に
も
字
余
り
を
用
い
る
。
ま
ず
、
第
二
句
の
字
余
り
例
を
挙
げ
て
み
る
。
二
二
七
六
番
は
法

則
に
抵
触
し
な
い
字
余
り
を
も
含
む
歌
で
あ
る
。

冬
二
十
首

二
三
五
二
こ
の
は
お
ち
て
梢
さ
ひ
し
き
忽
列
Ⅱ
剴
劉
む
な
し
く
め
く
る
夕
時
雨
哉

二
二
四
九

一
七
六
二

一
○
四
三
花
す
す
き
夏
の
の
鹿
を
ま
ね
き
と
り
て
わ
か
物
に
す
る
夕
く
れ
の
声

月
五
十
首

一
三
七
七
春
も
秋
も
思
わ
か
れ
ぬ
剖
州
劉
引
川
口
す
む
な
る
人
も
月
は
み
る
ら
む

Ｉ

九
五
五
ゑ
に
か
き
て
い
ざ
も
ろ
こ
し
の
人
に
見
せ
ん
霞
わ
た
れ
る
こ
や
の
ま
つ
原

こ
ひ
し
ぬ
る
よ
は
の
け
ふ
り
の
雲
と
な
ら
は
君
か
や
と
に
や
わ
き
て
し
ぐ
れ
ん

Ｈ
吉
百
首

は
つ
雁
の
雲
に
入
ぬ
る
淵
洲
割
当
剛
す
ゑ
色
ふ
か
き
秋
風
そ
ふ
く

寄
雲
恋

薄山
家

雨
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三
五
九
六

さ
ら
に
は
、

る
例
が
あ
る
。

二
九
○
さ
よ
ふ
け
て
千
鳥
な
く
な
り
と
き
く
ま
ま
に
う
ら
は
の
松
に
風
も
吹
な
り

日
吉
百
首

一
三
七
六
吹
き
は
ら
へ
側
凹
淵
到
到
副
Ⅵ
刎
身
に
を
く
を
家
を
出
に
し
山
お
ろ
し
の
風

雑
三
十
首

二
五
九
六
よ
し
あ
し
を
思
し
る
人
そ
難
波
か
た
と
て
も
か
く
て
も
世
に
有
か
た
き

冬
十
五
首

三
三
三
二
中
々
回
川
引
馴
ｑ
Ｎ
剣
剥
。
刎
村
雲
を
は
こ
ふ
あ
ら
し
に
ぬ
る
る
袖
哉

次
は
第
川
句
の
字
余
り
例
で
あ
る
。

日
吉
百
首

一
三
七
九
は
か
な
し
や
見
し
世
の
人
の
の
こ
り
ゐ
て
珈
罰
削
引
創
馴
あ
ら
は
こ
そ
あ
ら
め

二
八
五
一

冬
十
五
首

‐

二
五
六
八
劃
刈
引
判
例
洲
お
ほ
つ
か
な
や
と
思
ふ
そ
ら
に
ま
き
の
は
わ
く
る
は
っ
時
雨
哉

あ
ふ
夢
も
か
な
は
い
夢
も
う
つ
つ
に
て
刷
刈
渕
引
引
酬
刺
制
な
き
世
な
り
け
り

略
秘
贈
答
和
歌
百
首

も
ろ
と
も
に
鹿
こ
そ
は
な
け
く
れ
の
秋
も
み
ち
ち
る
山
の
み
ね
の
あ
ら
し
に

一
首
の
中
に
二
回
の
字
余
り
を
含
む
歌
も
祷
跨
な
く
詠
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
第
一
句
と
第
三
句
に
字
余
り
が
見
ら
れ

雑
十
首
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二
八
七
五

な
ど
が
あ
り
、

四
二
八
難
波
か
た
え
そ
い
ふ
ま
し
き
川
副
倒
判
酬
召
洲
ｄ
劇
釧
引
倒
川
剛
い
つ
も
見
さ
り
き

以
上
の
歌
群
か
ら
、
慈
円
が
自
由
自
在
に
字
余
り
句
を
駆
使
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
上
に
「
仏
教
語
・
漢
語

の
和
訳
」
と
い
う
要
素
が
加
わ
る
と
、
さ
ら
に
歌
は
説
明
的
に
な
り
、
字
余
り
を
引
き
起
こ
す
。
例
え
ば
、
「
地
獄
」
と
題
す
る
和
歌

二
八
四
二
棚
刎
湖
哨
刎
ひ
と
り
の
こ
れ
る
割
。
耐
副
詞
団
制
う
つ
る
ふ
色
に
な
る
そ
か
な
し
き

厭
離
欣
求
百
首

三
三
八
四
覇
の
訓
洲
別
刷
花
の
都
の
判
刻
。
何
個
た
く
ふ
心
の
な
と
な
か
る
ら
ん

初
句
と
第
二
句
に
字
余
り
を
持
つ
例
は
、

雑
三
十
首

二
二
四
○
と
ひ
し
人
も
く
ひ
な
に
の
こ
す
名
残
哉
あ
と
ふ
か
き
山
の
槙
の
板
戸
に

二
八
五
二

二
五
九
一
物
の
は
ち
を
思
し
る
人
は
と
に
か
く
に
心
と
身
と
そ
世
に
あ
り
か
た
き

初
句
と
第
四
句
と
に
字
余
り
を
詠
ん
だ
歌
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

日
吉
百
首

た
ひ
の
空
に
た
く
ひ
な
き
物
は
よ
は
の
月

階
に
ち
き
る
住
吉
の
神
そ

冬
十
首

江
月

住
吉

雑
十
首

た
の
も
し
き
君
か
千
と
せ
の
た
め
し
と
お
も
へ
は

浪
の
ま
く
ら
に
草
の
枕
に
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三
四
○
○
番
の
歌
に
は
「
雪
の
山
の
烏
」
が
登
場
す
る
。

三
四
○
○
雪
の
山
の
烏
の
よ
そ
に
も
思
ふ
な
よ
む
す
は
て
結
草
の
と
さ
し
を

「
雪
の
山
の
烏
」
と
は
、
天
竺
雪
山
に
住
む
「
寒
苦
烏
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
想
像
上
の
烏
は
巣
を
作
ら
ず
に
暮
ら
し
て
い
る
た
め
、

夜
の
間
は
酷
寒
に
苦
し
み
続
け
る
。
そ
こ
で
、
「
明
日
は
起
き
て
巣
を
作
ろ
う
」
と
鳴
き
通
す
の
で
あ
る
が
、
朝
日
が
昇
る
と
途
端
に

苦
し
み
を
忘
れ
、
巣
作
り
な
ど
し
て
も
無
意
味
だ
と
ば
か
り
に
空
し
く
時
を
過
ご
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
毎
日
繰
り
返
し
、
苦
痛
か
ら

逃
れ
る
こ
と
が
な
い
。
「
寒
苦
鳥
」
は
、
人
間
が
現
世
の
苦
界
に
身
を
置
き
続
け
、
安
ら
か
な
解
脱
の
道
を
求
め
よ
う
と
し
な
い
比
嶮

と
い
う
字
余
り
句
で
表
現
し
た
。

四
一
八
五
わ
し
の
山
の
月
に
か
は
り
て
出
る
日
を
か
そ
ふ
る
程
そ
け
に
は
は
る
け
き

と
い
う
作
が
あ
る
。
「
鷲
の
山
」
と
い
う
和
語
に
和
ら
げ
た
上
に
助
詞
を
補
っ
た
た
め
に
、
字
余
り
と
な
っ
て
い
る
。

続
い
て
、
「
縁
覚
」
を
題
に
詠
ん
だ
歌
を
挙
げ
て
み
る
。

二
九
三
六
ひ
と
り
さ
と
る
み
ち
と
き
ぐ
こ
そ
う
れ
し
け
れ
た
っ
た
の
も
み
ち
み
よ
し
の
の
花

縁
覚
と
は
、
無
仏
の
世
に
出
て
師
も
な
く
独
り
悟
る
者
を
指
し
、
別
に
「
独
覚
」
と
も
称
す
る
。
慈
円
は
こ
れ
を
「
ひ
と
り
さ
と
る
」

で
は
、
業
火
燃
え
る
奈
落
の
有
様
を
取
り
上
げ
て
、

二
九
二
九
つ
ち
の
し
た
に
も
え
て
も
も
ゆ
る
た
け
き
火
を
い
か
な
る
人
の
思
け
つ
ら
む

と
詠
む
の
で
あ
る
が
、
地
獄
と
い
う
「
地
下
世
界
」
は
「
つ
ち
の
し
た
」
と
い
う
和
語
に
和
ら
げ
ら
れ
、
助
詞
「
に
」
が
挿
入
さ
れ
て

次
の
句
へ
と
続
い
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
字
余
り
を
生
む
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
「
霊
鷲
山
」
を
詠
み
込
ん
だ
一
首
に
、

弥
勒
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（
７
）

に
用
い
ら
れ
る
。
数
々
の
釈
教
歌
の
題
に
選
ば
れ
た
脅
え
で
あ
っ
た
。

一
例
を
示
す
な
ら
ば
、
「
雪
山
寒
苦
烏
」
を
題
に
詠
ん
だ
中
納
言
実
守
の
歌
が
あ
る
（
『
宝
物
集
』
）
・

雪
山
寒
苦
烏
中
納
言
実
守

う
の
は
な

（
８
）

雪
に
住
む
烏
と
や
い
は
ん
卯
花
の
陰
に
か
く
る
、
山
ほ
と
と
ぎ
す
（
「
宝
物
集
」
巻
第
二
）

こ
こ
で
は
「
雪
に
住
む
」
と
の
み
あ
っ
て
、
字
余
り
を
引
き
起
こ
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
題
材
を
慈
円
が
詠
ず
る
と
、
「
雪

の
山
の
烏
の
よ
そ
に
も
思
ふ
な
よ
」
の
字
余
り
詠
に
な
る
こ
と
、
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
「
開
仏
知
見
」
を
、

二
六
三
○
世
に
出
て
仏
の
み
ち
を
ひ
ら
く
人
は
も
と
の
心
の
と
お
る
な
り
け
り

と
詠
じ
、
「
北
斗
曼
陀
羅
」
を
素
材
に
、

五
九
川
四
北
の
ほ
し
や
あ
つ
ま
の
た
ひ
に
い
つ
る
人
を
祈
ひ
か
り
は
空
に
み
ゆ
ら
ん

と
詠
ん
だ
ご
と
く
、
そ
の
詠
歌
に
は
字
余
り
例
が
頻
出
す
る
。

慈
円
に
は
仏
教
関
連
の
著
作
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
営
為
は
、
仏
教
概
念
や
そ
の
用
語
を
如
何
に
咀
噌
す
べ
き
か
、
常
に
慈
円
に
自

（
９
）

問
を
促
し
た
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
字
余
り
の
具
体
例
を
若
干
加
え
て
お
く
。

聞
法
述
懐

九
○
一
の
り
の
門
に
こ
こ
ろ
を
い
れ
て
思
哉
た
た
う
き
世
を
は
い
つ
へ
か
り
け
り

無
有
魔
事

二
六
六
一
こ
と
を
さ
ふ
る
物
こ
そ
な
け
れ
さ
て
も
も
し
あ
る
は
さ
な
か
ら
法
の
里
人
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二
九
三
五
制
州
捌
判
Ｈ
到
河
こ
の
世
の
ほ
か
へ
行
と
か
や
又
む
ま
れ
し
と
契
し
る
し
に

下
品
下
尺
恵
近

五
二
九
六
し
も
を
ね
か
ふ
ひ
と
の
心
の
き
よ
け
れ
は
に
こ
ら
て
か
へ
る
沖
つ
し
ら
浪

攪
イ

我
立
杣
之
中
幽
居
諮
之
洞
有
霊
山
院
忍
鶯
峯
跡
欣
彼
恵
心
之
素
懐
呈
此
愚
老
之
丹
鰊
授
恋
慕
於
隻
涙
載
至

孝
於
竹
篇
唯
志
之
所
之
更
忘
人
之
潮
而
巳

六
○
○
五
鷲
の
山
仏
の
み
ち
の
ひ
と
つ
な
る
に
わ
か
思
ふ
人
を
を
し
へ
い
れ
つ
る

ま
た
、
仏
教
語
と
同
じ
く
、
漢
語
の
和
訳
の
場
合
も
音
数
増
加
の
一
因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
慈
円
は
歌
題
「
納
涼
」

を
「
夏
も
な
く
て
」
と
和
ら
げ
て
詠
む
。

一
四
二
四
夏
も
な
く
て
過
ぬ
る
か
と
そ
思
ぬ
る
た
っ
た
か
は
ら
の
柳
か
け
に
は

二
九
一
二
い
ろ
を
ふ
か
く
そ
め
は
て
ぬ
れ
は
た
ち
返
り
心
す
す
し
き
天
の
羽
衣

是
名
持
戒

’

二
六
八
五
ひ
と
つ
法
を
し
は
し
た
も
て
は
十
の
玉
を
け
か
さ
ぬ
人
に
成
に
け
る
哉

一
龍
女
成
仏

へ
本

二
六
九
○
玉
ゆ
ら
に
出
ぬ
と
見
え
し
湖
伽
剴
川
刎
や
か
て
南
に
さ
し
の
ほ
る
哉

唯
毒
自
明
了

二
七
一
六
よ
そ
に
し
ら
ぬ
人
の
け
し
き
は
さ
も
あ
ら
は
あ
れ
ひ
と
り
心
の
月
を
見
る
哉

声
聞

色
界
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四
○
九
九
お
し
み
か
ね
て
庭
の
花
に
も
契
か
な
い
と
は
し
今
は
春
の
や
ま
か
せ

一
方
、
反
復
・
並
列
的
な
言
い
回
し
も
慈
円
の
好
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
漢
詩
的
世
界
か
ら
の
影
響
を
も
受
け
た
慈
円
の
作
風
を

良
く
表
す
特
徴
と
思
わ
れ
、
字
余
り
例
以
外
に
も
頻
出
す
る
。

反
復
・
並
列
表
現
の
字
余
り
詠
は
「
山
家
十
首
」
の
う
ち
の
一
首
、

三
三
七
二
と
し
も
た
け
ぬ
身
の
あ
り
さ
ま
も
な
き
に
成
ぬ
さ
て
山
里
を
よ
そ
に
み
よ
と
や

を
は
じ
め
、
「
置
心
世
事
外
無
憂
亦
無
喜
」
を
和
ら
げ
た
、

同
様
に
、
歌
題
「
歳
暮
」
は
「
と
し
の
く
れ
て
」
と
い
う
和
語
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。

二
○
五
六
剖
川
別
判
馴
刈
矧
わ
か
世
も
ふ
け
ぬ
山
の
は
に
か
く
れ
な
は
て
そ
有
明
の
月

歌
題
に
「
野
亭
深
雪
」
と
あ
る
次
の
一
首
で
は
、
「
深
雪
」
を
「
つ
も
る
雪
の
」
と
表
現
し
て
い
る
。

川
六
七
九
つ
も
る
雪
の
す
こ
し
た
か
き
や
人
の
い
ほ
み
ち
こ
そ
な
け
れ
け
ふ
り
た
に
た
て

或
い
は
「
月
照
山
居
」
を
「
山
に
す
め
と
を
し
へ
し
月
は
」
と
い
う
字
余
り
に
詠
ん
だ
場
合
も
あ
る
。

三
五
二
七
山
に
す
め
と
を
し
へ
し
月
は
な
け
れ
と
も
い
つ
る
も
入
も
わ
れ
に
な
し
つ
つ

以
下
、
歌
題
を
和
語
に
和
ら
げ
た
例
の
一
端
を
示
し
て
お
く
。

花
下
忘
帰
因
美
景

二
二
九
割
列
馴
山
側
霞
の
袖
を
か
た
し
き
て
い
く
か
に
成
ぬ
花
の
下
ふ
し

閑
日
一
思
旧
旧
遊
如
目
前

二
一
七
四
割
洲
列
釧
河
封
副
軒
の
し
の
ふ
に
露
お
ち
て
昔
を
か
へ
す
ゆ
ふ
暮
の
空

惜
花
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二
一
八
六
う
し
つ
ら
し
と
恩
し
こ
と
の
う
せ
行
や
こ
の
世
の
ほ
か
の
心
な
る
ら
ん

の
詠
な
ど
が
該
当
す
る
。
「
常
在
霊
鷲
山
」
を
詠
ん
だ

二
七
○
六
や
み
の
よ
る
も
ひ
る
を
も
わ
か
す
わ
し
の
山
い
つ
も
の
と
か
に
有
明
の
月

は
、
「
常
在
」
を
「
や
み
の
よ
る
も
ひ
る
を
も
わ
か
ず
」
と
い
う
並
列
表
現
で
捉
え
な
お
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
端
的
に
示
す
と
お
り
、

反
復
や
並
列
表
現
は
、
し
ば
し
ば
慈
円
の
字
余
り
詠
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

’

二
五
八
四
月
も
ほ
し
も
さ
や
か
に
て
ら
す
か
ひ
そ
な
き
こ
の
よ
の
人
の
う
は
の
空
こ
と

二
五
七
八
梱
川
開
山
ｄ
花
は
ま
た
み
す
冬
の
け
さ
こ
ほ
れ
る
雪
の
き
え
や
ら
ぬ
哉

口

二
○
四
二
鹿
も
虫
も
暮
て
哀
を
そ
ふ
野
へ
に
萩
こ
そ
よ
る
の
錦
成
け
れ

二
六
○
九
洵
州
劉
謝
引
洲
あ
な
は
か
な
や
の
た
め
し
哉
反
故
や
く
灰
の
風
に
ふ
か
れ
て

釈
教

一
○
九
一
調
馴
当
剰
矧
冬
も
な
か
め
は
せ
し
か
と
も
野
へ
の
け
し
き
の
秋
の
夕
く
れ

一
六
一
七
制
列
制
削
判
例
た
た
心
を
そ
い
と
ふ
へ
き
お
ほ
か
た
の
よ
は
住
吉
の
み
や

冬
十
五
首

草
花

雑
五
十
首

野雑
三
十
首

雑
三
十
首
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慈
鎮
、
西
行
な
ど
は
歌
よ
み
、
其
外
の
人
は
歌
作
り
な
り
と
、
定
家
の
被
し
書
た
る
物
に
あ
り
。

樒
つ
む
あ
か
の
お
し
き
の
ふ
ち
な
く
は
何
に
霞
の
土
た
ま
ら
ま
し

（
中
略
）
其
余
は
歌
作
り
な
り
。
古
訶
を
つ
ら
ね
て
三
十
一
字
に
し
た
る
計
に
て
、
作
も
余
情
も
な
け
れ
ば
う
た
も
作
り
た
る
迄

に
て
我
力
な
し
。

（
『
兼
載
雑
談
』
）

其
後
又
後
京
極
殿
、
慈
鎮
和
尚
、
俊
成
卿
、
西
行
上
人
、
定
家
、
寂
蓮
な
ど
は
殊
更
珍
し
き
姿
、
目
さ
め
た
る
一
興
の
か
、
り
こ

そ
お
ほ
く
よ
ま
せ
給
て
候
へ
ぱ
、
今
も
不
叶
迄
も
、
ま
な
び
候
は
ん
事
、
子
細
や
は
候
べ
き
と
覚
え
候
。
（
『
二
言
抄
』
）

（
皿
）

と
並
び
称
さ
れ
、
崇
敬
さ
れ
続
け
た
存
在
で
も
あ
っ
た
。

動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

四
七
六
○
さ
て
も
さ
て
も
の
こ
る
ひ
し
り
の
う
れ
し
き
は
わ
し
の
み
山
に
出
し
月
影

こ
の
ほ
か
、
「
い
か
に
せ
ま
し
」
な
ど
、
慈
円
の
好
尚
を
反
映
し
た
字
余
り
表
現
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
。
抑
も
仮
名
文
に

（
ｍ
）

は
対
句
・
並
列
的
表
現
は
似
つ
か
わ
し
く
な
く
、
こ
れ
を
用
い
る
に
細
心
の
注
意
を
要
し
た
は
ず
で
あ
る
。

恐
ら
く
、
助
詞
の
多
用
、
説
明
的
な
和
訳
、
並
列
反
復
表
現
の
多
用
な
ど
が
、
慈
円
の
字
余
り
句
の
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
は

西
行
と
慈
円
と
は
生
前
に
交
流
が
あ
り
、
濃
厚
な
影
響
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
人
は
、

定
家
、
家
隆
を
さ
へ
、
猶
歌
作
り
と
仰
せ
給
ひ
し
と
な
り
。
慈
鎮
和
尚
、
西
行
を
こ
そ
歌
詠
み
と
は
仰
ら
れ
し
か
。

■■■■■■

■■■■■■

■■■■■■■■■

、

含
さ
さ
め
ご
と
」
）
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今
、
字
余
り
と
い
う
視
点
か
ら
再
読
す
る
な
ら
ば
、
西
行
詠
は
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
私
歌
集
大
成
』
を

材
料
に
概
観
し
て
み
る
と
、
『
山
家
集
』
は
詠
歌
総
数
一
五
五
二
首
、
字
余
り
歌
総
数
二
七
八
首
、
字
余
り
法
則
抵
触
例
八
八
首
。
『
西

行
上
人
集
」
は
総
歌
数
七
八
六
首
、
字
余
り
歌
総
数
一
二
二
首
、
字
余
り
法
則
抵
触
例
三
三
首
。
『
聞
害
集
」
総
歌
数
二
六
三
首
、
字

余
り
歌
総
数
七
三
首
、
字
余
り
法
則
抵
触
例
二
九
首
。
『
残
集
』
総
歌
数
三
二
首
、
字
余
り
歌
総
数
二
首
、
字
余
り
法
則
抵
触
例
一
首

と
い
う
結
果
に
な
る
。
字
余
り
句
の
法
則
抵
触
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
約
三
割
、
二
．
七
割
、
四
割
、
五
割
。
但
し
、
『
残
集
』
は
収
録
歌

数
そ
の
も
の
が
少
な
い
た
め
、
『
山
家
集
』
な
ど
と
同
列
に
扱
う
の
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
大
略
、
字
余
り
全
体
の
う
ち
、
三
割

前
後
が
宣
長
の
音
数
法
則
を
破
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

西
行
の
字
余
り
の
特
徴
は
、
概
ね
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
第
一
に
、
慈
円
の
よ
う
な
漢
語
の
多
用
は
見
ら
れ
ず
、
仏
教
語

の
和
訳
も
慈
円
ほ
ど
は
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
第
二
に
、
助
詞
多
用
も
慈
円
に
比
し
て
顕
著
で
は
な
い
。
総
じ
て
ご
く
自
然
な
詠
み

方
で
あ
り
、
自
然
に
文
字
が
余
っ
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
無
作
為
が
自
ら
字
余
り
を
生
ん
だ
と
も
言
え
よ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
初

句
に
字
余
り
を
持
つ
例
が
比
較
的
多
い
。

慈
円
は
こ
う
し
た
「
破
調
」
に
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
既
に
見
た
通
り
、
慈
円
の
場
合
は
縦
横
自
在
に

字
余
り
句
を
取
り
入
れ
、
一
首
に
複
数
の
字
余
り
を
有
す
る
歌
さ
え
残
し
て
い
る
。
字
余
り
例
全
体
に
対
す
る
、
法
則
抵
触
例
の
占
め

る
割
合
も
高
い
。
西
行
と
比
べ
、
慈
円
の
方
が
圧
倒
的
に
多
く
「
み
だ
り
に
文
字
の
余
れ
る
句
」
を
詠
ん
で
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
両
者
は
様
々
な
視
点
か
ら
類
似
性
を
指
摘
さ
れ
来
た
っ
た
が
、
字
余
り
に
限
っ
て
言
え
ば
、
そ
の
性
質
は
同
一
と
は
言
い
難
い
。

な
ぜ
、
慈
円
は
こ
の
よ
う
に
極
め
て
個
性
的
な
字
余
り
を
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
間
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
慈
円
が
韻
文
の
み
な
ら
ず
、
散
文
の
世
界
に
も
相
亘
っ
て
い
た
こ
と
は
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
就
中
、
慈
円
著
『
愚
管
抄
」
は
歴
史
書
と
し
て
も
名
高
い
が
、
本
文
は
難
解
を
極
め
、
本
書
を
孤
例
と
す
る
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ざ

表
現
な
ど
語
義
不
明
の
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
箇
所
も
少
な
く
な
い
。
同
書
巻
第
六
に
於
い
て
、
慈
円
は
自
ら
に
つ
い
て
「
山
ノ
座

す

い
ふ

主
慈
円
僧
正
ト
云
人
ア
リ
ケ
ル
ハ
、
九
条
殿
ノ
ヲ
ト
、
也
、
ウ
ヶ
ラ
レ
ヌ
事
ナ
レ
ド
、
マ
メ
ャ
カ
ノ
歌
ョ
ミ
ニ
テ
ア
リ
ケ
レ
バ
」
と
述

（
皿
）

べ
た
が
、
歌
人
と
し
て
の
名
声
と
は
裏
腹
に
、
『
愚
管
抄
』
の
文
章
は
と
も
す
れ
ば
酷
評
の
対
象
と
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。

確
か
に
、
「
愚
管
抄
』
を
一
読
す
る
者
は
誰
し
も
、
擬
音
語
・
擬
態
語
の
頻
用
、
同
語
の
反
復
、
並
列
等
々
を
強
く
印
象
づ
け
ら
れ

る
に
違
い
な
い
。
畳
語
的
表
現
の
多
さ
に
至
っ
て
は
、
「
イ
カ
ニ
シ
テ
又
ナ
リ
ノ
ー
ハ
セ
ラ
レ
ヶ
ル
ニ
ャ
」
（
巻
第
二
）
を
は
じ
め
、
「
イ

カ
ニ
モ
ノ
ー
」
「
サ
ラ
ニ
ノ
ー
」
「
カ
ナ
ラ
ズ
ノ
ー
」
「
コ
ト
ニ
ノ
ー
」
な
ど
殆
ど
煩
わ
し
い
ほ
ど
に
頻
出
す
る
。
そ
の
一
端
を
書
き
抜
い

て
み
た
い
。

人
代
ノ
ハ
ジ
メ
成
務
マ
デ
、
サ
ワ
ノ
ー
ト
皇
子
ノ
ー
ッ
ガ
セ
給
テ
、
正
法
ト
ミ
エ
タ
リ
。
（
中
略
）
又
イ
マ
モ
ノ
ー
ョ
ロ
ヅ
ハ
ヲ
ソ

ル
ベ
キ
コ
ト
也
。
（
中
略
）
次
第
ニ
オ
ト
ロ
ヘ
テ
ハ
又
オ
コ
リ
ノ
ー
シ
テ
、
オ
コ
ル
タ
ビ
ハ
、
オ
ト
ロ
ヘ
タ
リ
ッ
ル
ヲ
、
ス
コ
シ
モ

チ
オ
コ
シ
ノ
ー
シ
テ
ノ
ミ
コ
ソ
、
今
日
マ
デ
世
モ
人
モ
侍
ル
メ
レ
。
（
巻
第
三
）

近
臣
愚
者
モ
テ
ナ
シ
ノ
ー
シ
ッ
、
（
中
略
）
随
分
ノ
ー
ニ
ハ
ァ
ル
事
ゾ
カ
シ
。
（
中
略
）
サ
ラ
ニ
ノ
ー
ゲ
ニ
ノ
ー
シ
キ
事
ナ
シ
。

（
中
略
）
ヒ
キ
カ
ウ
ブ
リ
テ
ト
ノ
ゴ
モ
リ
ノ
ー
シ
テ
ヒ
ト
ヱ
ニ
違
例
ニ
ナ
リ
テ
ヶ
リ
。
（
巻
第
四
）

諸
国
ニ
ス
ク
ナ
ｊ
～
ト
ァ
テ
、
（
中
略
）
ウ
タ
セ
ノ
ー
シ
テ
ァ
リ
ヶ
リ
。
（
巻
第
五
）

ミ
ソ
ノ
、
ト
シ
テ
サ
テ
ャ
ミ
ニ
ヶ
リ
。
（
中
略
）
シ
ラ
ヶ
ノ
ー
ト
シ
テ
ャ
ミ
ニ
ヶ
リ
。
（
中
略
）
イ
カ
デ
カ
ノ
ー
ソ
ノ
ム
ク
イ
ナ
カ

ゐ

た
ま
ひ

居
ョ
リ
ノ
ー
セ
サ
セ
給
て
、
（
中
略
）
ヤ
ウ
ノ
ー
サ
マ
ハ
、
ナ
ル
ヲ
心
得
ヌ
人
二
コ
、
ロ
ヱ
サ
セ
ン
レ
ウ
ニ
、
セ
ウ
ノ
ー
心
ヱ
ャ
ス

は
べ
る

キ
ヤ
ゥ
ヵ
キ
ァ
ラ
ハ
シ
侍
ベ
シ
。
（
中
略
）
ア
マ
リ
ノ
ー
シ
テ
（
中
略
）
メ
デ
タ
ク
申
ナ
ヲ
シ
ノ
ー
テ
（
中
略
）
ツ
ヤ
ノ
、
物
モ
シ

ラ
ヌ
人
ノ
ワ
カ
ノ
‐
～
ヲ
ロ
カ
ノ
‐
～
ト
シ
タ
ル
ニ
、

（
巻
第
七
）

ラ
ン
ｏ

（
巻
第
六
）
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本
書
を
仮
名
で
書
く
の
は
「
物
シ
レ
ル
事
ナ
キ
人
」
の
た
め
で
あ
る
。
今
の
末
代
を
見
て
い
る
と
、
貴
賎
を
問
わ
ず
、
僧
俗
の
別
な

く
、
真
名
の
文
字
を
読
ん
で
も
そ
の
正
し
い
筋
道
を
悟
る
人
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
仮
名
、
そ
れ
も
「
ヤ
マ
ト
コ
ト
バ
ノ
本
体
」
と

思
わ
れ
る
言
葉
を
用
い
た
な
ら
ば
、
必
ず
や
読
者
に
通
ず
る
で
あ
ろ
う
。

仮
名
二
害
タ
ル
モ
、
猶
ョ
ミ
ニ
ク
キ
程
ノ
コ
ト
バ
ヲ
、
ム
ゲ
ノ
事
ニ
シ
テ
人
是
ヲ
ワ
ラ
フ
。
ハ
タ
ト
・
ム
ズ
ト
・
シ
ヤ
ク
ト
・
ド

ウ
ト
、
ナ
ド
イ
フ
コ
ト
バ
ド
モ
也
。
是
コ
ソ
此
ヤ
マ
ト
コ
ト
バ
ノ
本
体
ニ
テ
ハ
ア
レ
。
此
詞
ド
モ
ノ
心
ヲ
（
人
皆
是
ヲ
シ
レ
リ
。

》
か

お
ほ
く
の
こ
と

ア
ャ
シ
ノ
夫
ト
ノ
ヰ
人
マ
デ
モ
、
此
コ
ト
ノ
ハ
ャ
ウ
ナ
ル
コ
ト
グ
サ
ニ
テ
、
多
事
ヲ
（
心
エ
ラ
ル
、
也
。
是
ヲ
オ
カ
シ
ト
テ
カ
、

つ
け

ズ
ハ
、
タ
や
真
名
ヲ
コ
ソ
用
イ
ル
ベ
ケ
レ
。
此
道
理
ド
モ
ヲ
思
ッ
や
ケ
テ
、
是
ハ
カ
キ
付
侍
リ
ヌ
ル
也
。
（
巻
第
二
末
尾
）

最
終
巻
の
巻
第
七
冒
頭
に
於
い
て
も
、
同
趣
旨
の
言
葉
が
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
文
字
と
は
梵
本
か
ら
始
ま
り
、
漢
字
が

や
ま
と
こ
と
ば

当
て
ら
れ
、
日
本
国
の
人
は
そ
れ
を
「
ヤ
ハ
ラ
ゲ
テ
和
詞
ニ
ナ
シ
テ
」
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
真
意
に
到
達
す

甚
だ
し
き
は
、
「
ト
ノ
ゴ
モ
リ
ノ
ー
シ
テ
」
「
ウ
チ
ミ
ア
ゲ
ノ
、
」
「
イ
サ
サ
カ
モ
ノ
ー
」
「
殊
勝
ノ
ー
ノ
事
カ
ナ
」
「
居
ョ
リ
ノ
ー
セ
サ

セ
給
テ
」
「
ユ
ク
ノ
ー
ト
タ
ガ
ヒ
ノ
ー
シ
テ
」
「
ム
マ
レ
ア
ヒ
ノ
ー
シ
テ
」
「
ア
マ
リ
ノ
ー
シ
テ
」
「
申
ナ
ヲ
シ
ノ
ー
シ
テ
」
「
ア
シ
ヵ
リ
ヶ

リ
ｊ
～
卜
」
「
ア
ザ
ャ
カ
ｊ
～
ト
」
「
シ
ヅ
カ
ニ
ノ
ー
ョ
ク
ノ
、
」
等
々
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

こ
の
ほ
か
に
並
列
的
表
現
も
頻
出
し
て
お
り
、
「
シ
、
ヤ
キ
サ
、
ヤ
キ
」
「
ョ
キ
モ
ョ
ク
テ
モ
ト
ヲ
ラ
ズ
ワ
ロ
キ
モ
ワ
ロ
ク
テ
モ
ハ
テ

ヌ
」
な
ど
を
そ
の
好
例
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

慈
円
は
無
意
識
に
こ
う
し
た
特
異
な
文
章
を
書
き
上
げ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
愚
管
抄
』
の
本
文
中
、
二
箇
所
に

一
旦
り
、
慈
円
は
本
書
で
用
い
る
言
葉
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
重
大
な
決
意
を
持
っ
て
臨
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う

に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

含
愚
管
抄
』
）
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る
の
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
書
は
「
戯
言
ニ
テ
カ
キ
ヲ
キ
」
、
「
ス
コ
シ
モ
ソ
ノ
ア
ト
世
ニ
ノ
コ
ル
ベ
キ
」
と
思
っ
て
書
い
た
。

し
や
う
い

「
ヲ
カ
シ
ク
ア
サ
キ
カ
タ
ニ
テ
ス
カ
シ
イ
ダ
シ
テ
、
正
意
道
理
ヲ
ワ
キ
マ
エ
ョ
カ
シ
」
と
願
い
、
ひ
た
す
ら
「
耳
ト
ヲ
キ
事
」
を
削
つ

か
る
が
ろ
こ
と
ど
も

い
ふ

た
。
「
ム
ゲ
ニ
軽
々
ナ
ル
事
（
共
ノ
オ
、
ク
テ
、
ハ
タ
ト
・
ム
ズ
ト
・
キ
ト
・
シ
ャ
ク
ト
・
キ
ョ
ト
ナ
ド
云
事
ノ
ミ
ヲ
ホ
ク
」
用
い
た

わ
ど

の
は
、
こ
れ
が
「
和
語
ノ
本
体
」
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
漢
字
を
充
て
れ
ば
見
劣
り
す
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
識
者
の
潮
笑
は

免
れ
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
こ
そ
が
「
日
本
国
ノ
コ
ト
バ
ノ
本
体
」
で
あ
ろ
う
。
あ
る
時
や
場
所
の
気
配
を
明
確
に
表
現
し

じ
ぢ
よ
し

よ
う
と
し
た
時
、
「
ハ
タ
ト
・
ム
ズ
ト
・
キ
ト
・
シ
ヤ
ク
ト
・
キ
ョ
ト
」
な
ど
の
言
葉
こ
そ
が
大
き
く
役
立
つ
。
こ
れ
を
「
児
女
子
ガ

く
い
う

み
ち
ほ
い

ぐ
ち
む
ち

口
遊
」
と
し
て
批
判
す
る
の
は
、
「
詩
歌
ノ
マ
コ
ト
ノ
道
ヲ
本
意
ニ
モ
チ
イ
ル
時
ノ
コ
ト
」
に
限
ら
れ
る
。
今
は
愚
癌
無
智
の
人
に
も

道
理
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
仮
名
で
書
く
の
だ
か
ら
、
そ
う
心
得
て
読
ん
で
ほ
し
い
。
時
代
が
移
り
変
わ
っ
て
行
く
道
理
を
、
「
コ

コ
ロ
ニ
ウ
カ
ブ
バ
カ
リ
ニ
テ
」
述
べ
た
も
の
で
あ
る
（
巻
第
七
）
。

仏
教
関
連
の
著
作
も
多
く
著
し
た
宗
教
者
慈
円
に
と
っ
て
、
仏
教
語
や
経
典
の
翻
訳
を
め
ぐ
る
問
題
は
常
に
心
に
去
来
す
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
漢
語
の
和
訳
に
つ
い
て
も
念
頭
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
漢
語
で
は
な
く
和
語
、
そ
れ
も
平

俗
な
表
現
の
自
在
な
駆
使
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
い
う
強
い
認
識
を
も
っ
て
書
か
れ
た
の
が
「
愚
管
抄
」
で
あ
っ
た
。
擬
音
語
や
擬
態
語

を
頻
用
し
、
「
ヒ
ワ
ノ
ク
ル
ミ
ヲ
カ
カ
へ
」
「
ト
ナ
リ
ノ
タ
カ
ラ
ヲ
カ
ゾ
フ
ル
」
な
ど
、
卑
近
な
比
嶮
表
現
も
厭
わ
ず
に
使
用
し
て
い
る
。

「
コ
コ
ロ
ニ
ウ
カ
ブ
バ
カ
リ
」
、
自
由
關
達
に
一
言
葉
を
選
び
取
っ
て
い
っ
た
結
果
と
し
て
、
接
続
語
、
特
に
「
テ
」
「
一
こ
助
詞
を
多
用

し
た
た
め
「
徒
に
文
章
が
長
く
」
、
反
復
や
畳
語
を
多
用
し
て
「
懇
々
と
説
き
あ
か
そ
う
と
い
う
姿
勢
が
見
ら
れ
る
」
と
評
さ
れ
る
「
愚

（
田
）

管
抄
」
の
文
章
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

翻
っ
て
、
慈
円
の
詠
歌
に
視
線
を
戻
す
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
散
文
で
あ
る
「
愚
管
抄
」
の
特
徴
、
と
り
わ
け
助
詞
の
多
用
や
反
復
畳

語
の
頻
出
な
ど
を
、
そ
の
ま
ま
慈
円
の
字
余
り
和
歌
の
特
徴
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
慈
円
の
韻
文
に
お
け
る
音
数
破
格
、
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即
ち
字
余
り
は
、
「
愚
管
抄
」
の
口
語
俗
語
を
繁
用
し
た
「
悪
文
」
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
相
互
に
相
関
わ
る
慈
円
の
言
語
使
用
の

特
徴
で
あ
る
。
言
葉
に
対
す
る
慈
円
独
特
の
感
性
は
、
散
文
と
韻
文
と
い
う
隔
た
り
を
超
え
て
い
る
。

ふ
か
く
し
れ
人
の
有
を
ぞ
世
と
は
い
ふ
そ
む
か
ば
人
の
世
も
あ
ら
じ
か
し

右
は
「
拾
玉
集
」
第
二
二
六
一
番
の
歌
。
雅
俗
を
嫌
わ
ず
、
縦
横
無
尽
に
詞
を
駆
使
し
て
「
人
の
世
」
に
在
り
続
け
た
歌
人
、
慈
円

に
相
応
し
い
佳
歌
で
あ
る
。

実
海
は
「
本
朝
高
僧
伝
」

あ
っ
た
。
武
蔵
国
仙
波
豈
夛

数
の
著
作
を
著
し
て
い
る
。

卓
抜
し
た
和
歌
の
才
と
、
言
葉
に
対
す
る
独
自
の
見
識
と
が
潭
然
一
体
と
な
っ
た
慈
円
の
和
歌
は
、
讃
嘆
と
と
も
に
後
世
に
伝
え
ら

れ
て
ゆ
き
、
そ
れ
は
天
台
宗
の
末
々
に
も
及
ん
だ
。
室
町
後
期
の
天
台
僧
実
海
は
、
慈
円
に
傾
倒
し
た
一
人
に
数
え
ら
れ
る
。
都
か
ら

遠
く
隔
た
っ
た
関
東
天
台
の
談
義
所
に
於
い
て
、
彼
は
自
ら
の
著
作
「
轍
塵
抄
」
に
慈
円
恭
敬
の
思
い
を
書
き
留
め
、
詠
歌
を
多
数
引

用
し
た
。
歌
風
は
無
論
、
天
台
座
主
へ
の
敬
慕
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
内
典
の
研
究
や
注
釈
に
勤
し
ん
で
い
た
実
海
に
と
っ
て
、
先

述
し
た
慈
円
詠
の
特
徴
も
共
感
を
呼
ぶ
も
の
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
・

実
海
は
「
本
朝
高
僧
伝
」
巻
第
十
八
「
武
州
喜
多
院
沙
門
実
海
伝
」
に
も
略
歴
が
記
さ
れ
て
お
り
、
関
東
天
台
を
代
表
す
る
学
匠
で

あ
っ
た
。
武
蔵
国
仙
波
喜
多
院
は
著
名
な
関
東
天
台
の
談
義
所
の
一
つ
で
あ
る
が
、
実
海
は
そ
の
住
持
と
し
て
学
問
研
鐇
に
励
み
、
多

釈
実
海
。
武
州
川
崎
人
。
稲
自
レ
幼
俊
利
。
思
出
二
群
童
一
・
早
入
二
教
寺
一
・
剃
髪
黙
し
業
。
嘗
在
二
檀
越
大
田
道
灌
宅
一
・
呼
二
僕
夫
一

日
。
将
一
盟
水
之
水
》
来
。
搾
鍛
確
極
道
灌
在
し
傍
日
。
開
水
而
足
実
。
将
非
一
剰
語
↓
乎
。
海
日
。
若
唯
盟
水
。
或
持
レ
湯
来
。
道
灌
動
レ

四
、
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慈
鎮
和
尚
ハ
天
台
座
主
ニ
テ
、
和
歌
ノ
達
人
也
、
幾
許
ノ
寄
力
御
座
ス
覧
ナ
レ
ト
モ
、
オ
ホ
ケ
無
ク
浮
世
ノ
民
二
覆
哉
我
立
杣
ノ

墨
染
ノ
袖
此
一
首
ヲ
、
定
家
ノ
卿
小
倉
山
ノ
庄
ノ
色
紙
二
抜
出
サ
レ
ケ
ル
モ
実
、
実
ニ
モ
ト
覚
タ
リ
、
民
二
覆
袖
ハ
如
来
衣
也
、

我
立
杣
ヲ
栖
ト
ス
ル
者
ハ
、
大
慈
悲
ノ
宝
諸
法
空
為
座
ノ
心
歎
ト
愚
意
推
セ
リ
、

弓
轍
塵
抄
」
）

天
台
宗
最
高
位
に
あ
っ
た
慈
円
へ
の
崇
敬
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「
和
歌
ノ
達
人
」
と
し
て
の
慈
円
を
讃
嘆
し
て
い
る
。
実
海
は
歌

道
に
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

中
世
『
法
華
経
」
注
釈
書
の
特
徴
の
一
つ
は
、
先
行
の
注
釈
書
と
引
用
説
話
や
和
歌
が
か
な
り
の
頻
度
で
一
致
す
る
こ
と
で
あ
り
、

（
旧
）

諸
害
に
慈
円
の
詠
歌
や
説
話
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
と
り
わ
け
和
泉
式
部
伝
承
歌
が
重
用
さ
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
例

え
ば
、
『
轍
塵
抄
」
に
先
行
す
る
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
紗
」
は
、
実
海
が
親
交
を
持
っ
て
い
た
常
陸
国
黒
子
千
妙
寺
の
住
持
、
尊
舜
の

著
し
た
「
法
華
経
」
注
釈
書
で
あ
っ
て
、
そ
の
序
文
は
実
海
が
執
筆
し
て
い
る
。
こ
の
書
に
も
多
く
の
和
泉
式
部
詠
や
伝
承
歌
が
収
載

に
い
う
。

容
深
服
敏
捷
一
・
長
渉
一
論
場
一
・
負
一
魁
博
名
一
・
住
一
星
野
山
喜
多
院
一
・
関
左
右
徒
負
し
笈
逼
塞
。
化
衆
之
暇
著
二
述
夷
希
集
轍
塵

各
十
巻
。
轤
味
集
二
巻
。
教
観
大
綱
見
聞
賞
三
巻
一
。
天
文
二
年
示
寂
。
壽
八
十
八
。
在
星
野
山
。
時
。
有
一
莫
礼
者
一
。
凶
悪
無
し

比
。
死
日
請
レ
海
送
し
終
。
化
人
来
日
。
彼
罪
弥
天
。
必
莫
二
法
救
一
・
海
謂
釈
氏
之
道
善
悪
齋
利
。
豈
忍
レ
拒
し
之
。
乃
整
二
威
儀
一
出

二
於
郊
外
一
。
俄
怒
雷
轟
レ
天
。
電
製
滋
レ
空
。
海
挙
レ
扇
日
。
我
代
受
レ
苦
。
須
爽
雷
止
雲
収
而
克
レ
葬
。
海
寂
三
年
。
寺
後
杉
上
有
し

声
日
。
我
代
二
莫
礼
一
入
一
地
獄
一
受
し
苦
。
今
已
免
し
之
。
即
不
レ
見
実
。

賛
日
。
一
切
如
来
大
慈
悲
観
音
。
一
人
代
受
苦
。
海
之
言
迩
与
レ
経
符
号
実
。
夫
内
秘
菩
薩
之
人
也
與
。

（
「
本
朝
高
僧
伝
」
巻
第
十
八
「
武
州
喜
多
院
沙
門
実
海
伝
」
）

（
Ｍ
）

「
轍
塵
抄
」
は
実
海
の
手
に
よ
っ
て
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
年
に
成
立
し
た
「
法
華
経
』
注
釈
書
で
あ
る
。
そ
の
法
師
品
の
一
節
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さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
実
海
は
和
泉
式
部
詠
を
は
じ
め
、
先
行
書
に
引
か
れ
た
和
歌
を
熟
知
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
「
轍
塵
抄
」

に
は
式
部
の
伝
承
歌
は
一
首
も
引
か
れ
て
い
な
い
。
僅
か
に
名
歌
「
冥
き
よ
り
冥
き
道
に
ぞ
入
り
ぬ
く
き
」
一
首
を
挙
げ
る
に
留
め
て

お
り
、
「
拾
遺
集
」
を
出
典
と
し
て
明
記
す
る
。
こ
の
詠
は
先
行
の
「
法
華
経
』
注
釈
害
も
引
く
が
、
歌
人
名
に
つ
い
て
は
、
「
式
部
」

「
和
泉
式
部
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
。
一
方
、
「
轍
塵
抄
』
は
「
雅
致
女
式
部
」
と
す
る
。
こ
の
表
記
方
法
は
『
拾
遺
集
」
に
同
じ
い
◎

引
用
に
際
し
、
実
海
が
厳
正
な
態
度
で
臨
ん
で
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
。

そ
の
他
の
和
歌
に
つ
い
て
も
、
概
ね
出
典
や
作
者
名
が
注
記
さ
れ
て
お
り
、
一
読
、
実
海
が
従
来
の
『
法
華
経
」
注
と
は
一
線
を
画

し
、
極
め
て
実
証
的
に
「
轍
塵
抄
」
を
執
筆
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
注
釈
書
が
本
文
中
に
和
歌
を
鎮
め
て
い
る
の
に

対
し
、
「
轍
塵
抄
』
は
僅
か
に
そ
う
し
た
例
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
各
品
冒
頭
に
和
歌
を
ま
と
め
て
掲
出
、
あ
た
か
も
釈
教
歌
集
を

思
わ
せ
る
方
法
に
拠
る
。
勅
撰
集
と
個
々
の
家
集
の
釈
教
歌
群
か
ら
和
歌
を
抄
出
し
て
お
り
、
「
法
華
経
」
各
品
と
無
関
係
な
和
歌
や
、

別
の
品
の
和
歌
を
転
用
す
る
こ
と
は
な
い
。

『
轍
塵
抄
」
の
慈
円
詠
の
殆
ど
は
『
拾
玉
集
」
収
載
の
「
法
華
要
文
歌
集
」
か
ら
採
ら
れ
、
「
新
古
今
和
歌
集
」
ほ
か
の
勅
撰
集
か
ら

も
撰
ば
れ
た
。
総
数
百
首
余
に
上
り
、
そ
の
傾
倒
は
群
を
抜
い
て
目
を
引
く
。
実
海
は
『
訳
和
和
歌
集
」
と
題
す
る
釈
教
歌
集
を
も
編

（
妬
）

蟇
し
て
お
り
、
同
書
に
引
か
れ
た
慈
円
詠
が
支
子
文
庫
本
「
法
華
要
文
歌
集
」
と
重
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
訳
和
和
歌
集
」

所
見
の
慈
円
詠
の
多
く
は
『
轍
塵
抄
」
と
も
一
致
す
る
。

実
海
は
、
「
心
を
さ
き
と
し
て
、
詞
を
ほ
し
き
ま
、
に
」
「
先
達
の
よ
ま
ぬ
詞
を
も
」
は
ば
か
ら
ぬ
慈
円
の
「
歌
よ
み
」
ぶ
り
に
敬
服

（
Ⅳ
）

し
た
に
違
い
な
い
。
さ
ら
に
は
、
助
詞
を
省
略
し
な
い
説
明
的
な
和
訳
、
並
列
反
復
表
現
の
多
用
な
ど
と
い
う
慈
円
詠
の
特
徴
も
、
実

海
の
心
を
捉
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
海
も
ま
た
、
仏
教
害
の
注
釈
に
励
み
、
和
漢
の
詞
の
間
を
往
来
し
続
け
た
学
僧
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
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右
の
詠
は
『
長
秋
詠
藻
」
四
○
七
番
に
相
当
す
る
。
俊
成
詠
の
場
合
、
『
長
秋
詠
藻
』
下
、
新
編
国
歌
大
観
番
号
四
○
三
番
か
ら
四

六
八
番
ま
で
の
六
十
六
首
か
ら
集
中
し
て
採
歌
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
釈
教
歌
群
で
あ
っ
て
、
囚
○
三
番
は
「
康
治
の
比
ほ
ひ
、

待
賢
門
院
の
中
納
言
の
き
み
、
法
花
経
廿
八
品
歌
結
縁
の
た
め
人
人
に
よ
ま
す
と
て
、
題
を
送
り
て
侍
り
し
か
ば
、
よ
み
て
送
り
し
歌
」

の
訶
書
で
始
ま
り
、
各
品
の
詠
歌
が
収
録
さ
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
。

実
海
が
ど
の
よ
う
な
伝
で
慈
円
の
歌
集
を
手
に
し
た
の
か
、
現
段
階
で
は
詳
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
『
拾
玉
集
」
は
青
蓮
院
に
伝
存
、

叡
山
文
庫
に
も
要
文
百
首
が
伝
来
し
、
か
つ
て
は
曼
殊
院
に
も
『
拾
玉
集
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
先
出
の
関
東
天
台
の
談
義

所
千
妙
寺
は
、
三
昧
流
の
継
承
寺
と
し
て
京
都
青
蓮
院
と
深
い
交
流
が
あ
っ
た
（
三
一
昧
流
由
来
事
書
」
ほ
か
）
。
実
海
が
宗
派
内
の
伝

を
辿
り
、
支
子
文
庫
本
「
法
華
要
文
歌
集
」
と
同
系
統
の
写
本
を
披
見
す
る
機
会
を
得
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
慈
円
詠
歌
の
受

容
の
一
例
と
し
て
も
、
中
世
『
法
華
経
」
注
釈
書
史
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。

『
轍
塵
抄
」
が
慈
円
詠
に
次
い
で
多
く
引
く
の
は
、
俊
成
・
定
家
の
和
歌
で
あ
る
。
そ
の
具
体
を
示
し
て
み
る
。
出
典
は
「
長
秋
詠

藻
」
『
拾
遺
愚
草
』
や
勅
撰
集
で
あ
る
。
概
ね
、
出
典
は
歌
頭
に
や
や
小
さ
く
、
作
者
名
は
歌
の
末
に
記
さ
れ
、
一
首
一
行
で
書
か
れ
る
。

長
秋
詠
藻

春
雨
ハ
コ
ノ
モ
カ
ノ
モ
ノ
草
モ
木
モ
ワ
カ
ス
緑
二
染
ル
也
ケ
リ
大
夫
俊
成
卿

四
一
六

深
入
禅
定
、
見
十
方
仏

し
づ
か
な
る
い
ほ
り
を
し
め
て
入
り
ぬ
れ
ば
一
か
た
な
ら
ぬ
光
を
ぞ
み
る

従
地
而
湧
出

湧
出
品

安
楽
行
品

（
「
轍
塵
抄
」
薬
草
嶮
品
）
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右
の
四
一
六
番
を
、
「
轍
塵
抄
』
は

深
人
猶
是
見
十
方
佛
大
夫
俊
成

続
千

静
ナ
ル
庵
ヲ
シ
メ
テ
入
ヌ
レ
ハ
一
方
ナ
ラ
ヌ
光
ヲ
ソ
見
る

と
し
、
「
長
秋
詠
藻
」
で
は
な
く
、
『
続
千
載
和
歌
集
』
を
典
拠
と
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

安
楽
行
品
、
深
入
禅
定
見
十
方
仏
（
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
）

九
四
八
し
づ
か
な
る
い
ほ
り
を
し
め
て
入
り
ぬ
れ
ば
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
ひ
か
り
を
ぞ
み
る

続
く
四
一
七
番
は
「
続
千
載
和
歌
集
」
巻
卜
釈
教
部
に
も
採
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。

涌
地
品
心
ヲ

大
夫
俊
成
卿

池
水
ノ
底
ョ
リ
出
ル
蓮
葉
の
争
力
濁
二
シ
マ
ス
ナ
リ
ヶ
ム

涌
出
品
、
従
地
而
湧
出
（
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
）

九
四
九
池
水
の
そ
こ
よ
り
い
づ
る
は
ち
す
ば
の
い
か
で
に
ご
り
に
し
ま
ず
な
り
け
ん

四
一
七
池
水
の
そ
こ
よ
り
鵬
づ
る
蓮
ぱ
の
い
か
で
に
ご
り
に
し
ま
ず
な
り
け
ん

現
有
減
不
滅

四
一
八
か
り
そ
め
に
夜
半
の
煙
と
の
ぼ
り
し
や
鷲
の
高
ね
に
か
へ
る
白
雲

寿
量
品

（
「
続
千
載
和
歌
集
』
巻
十
・
釈
教
部
）

（
『
続
千
載
和
歌
集
』
巻
十
・
釈
教
部
）

含
長
秋
詠
藻
』
下
・
釈
教
部
）

（
「
轍
塵
抄
」
安
楽
行
品
）

（
『
轍
塵
抄
」
涌
出
品
）
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「
長
秋
詠
藻
』
四
一
八
番
は
勅
撰
集
に
は
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
『
轍
塵
抄
』
は
「
長
秋
詠
藻
』
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

現
有
着
不
着
俊
成

か
り
初
に
夜
半
の
煙
と
の
ほ
り
し
や
鷲
の
高
根
に
か
へ
る
し
ら
雲

二
轍
塵
抄
」
寿
量
品
）

勅
撰
集
の
入
集
歌
と
合
わ
せ
、
『
長
秋
詠
藻
」
の
釈
教
歌
を
実
海
が
丹
念
に
拾
い
上
げ
て
い
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。

定
家
詠
に
つ
い
て
も
同
様
に
撰
歌
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
実
海
が
重
用
し
た
の
は
『
拾
遺
愚
草
」
で
あ
っ
た
。
「
拾
遺
愚
草
」
下
「
部

類
歌
」
の
雑
部
、
二
九
二
五
番
か
ら
二
九
八
五
番
ま
で
は
釈
教
歌
の
歌
群
、
勅
撰
集
に
も
入
集
し
た
詠
歌
を
加
え
れ
ば
、
そ
の
約
三
分

の
一
が
『
轍
塵
抄
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
具
体
例
を
示
し
て
お
く
。

母
の
周
忌
に
、
法
花
経
六
部
み
づ
か
ら
か
き
た
て
ま
つ
り
て
供
養
せ
し
、
一
部
の
へ
う
し
に
か
か
せ
し
歌
、
一
巻
（
後
略
）

二
九
五
三
歴
劫
の
弘
誓
の
海
に
舟
わ
た
せ
生
死
の
な
み
は
冬
あ
ら
く
と
も

（
「
拾
遺
愚
草
』
）

こ
れ
ら
の
定
家
詠
を
『
轍
塵
抄
」
は
各
品
に
正
し
く
掲
出
し
て
い
る
。

母
の
周
忌
二
法
花
経
ヲ
身
つ
か
ら
害
て
巻
ノ
ー
の
心
を
読
て
表
紙
の
絵
に
か
、
せ
け
る
に
六
巻
ノ
心
を
定
家

照
さ
な
む
世
々
も
か
き
ら
ぬ
秋
の
月
入
山
の
端
に
光
か
く
さ
て
（
「
轍
塵
抄
』
寿
量
品
）

二
九
五
一
て
ら
さ
な
む
世
世
も
か
ぎ
ら
ぬ
秋
の
月
い
る
山
の
は
に
光
か
く
さ
で

二
九
五
二
む
か
は
れ
よ
こ
の
葉
時
雨
れ
し
冬
の
よ
を
は
ぐ
く
み
た
て
し
う
づ
み
火
の
も
と

七
巻

六
巻

八
巻

（
「
拾
遺
愚
草
」
二
九
四
六
番
訶
書
）
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子
ノ
道
ヲ
シ
ル
ヘ
ト
頼
ム
跡
ア
ラ
ハ
迷
シ
闇
モ
空
ニ
ハ
ル
ケ
ョ

定
家
（
「
轍
塵
抄
』
厳
王
品
）

こ
の
歌
は
『
新
拾
遺
和
歌
集
」
巻
第
十
七
「
釈
教
歌
」
に
、

母
の
た
め
に
経
書
き
け
る
時
、
厳
王
品
の
こ
こ
ろ
を
前
中
納
言
定
家

一
四
六
七
こ
の
道
を
し
る
べ
と
た
の
む
跡
し
あ
ら
ば
ま
よ
ひ
し
や
み
も
け
ふ
は
は
る
け
よ

と
見
え
る
。
「
拾
遺
愚
草
」
に
も
載
る
が
（
二
九
四
四
番
）
、
訶
書
は
、
「
亡
父
十
三
年
の
忌
日
に
、
遺
言
に
侍
り
し
か
ば
、
歌
よ
む
人

人
す
す
め
て
結
縁
経
供
養
し
侍
り
し
に
、
厳
王
品
」
と
あ
り
、
「
轍
塵
抄
」
は
勅
撰
集
に
拠
っ
て
い
る
。

う
き
世
に
ハ
う
れ
へ
の
雲
の
し
け
、
れ
は
人
の
心
二
月
ソ
カ
ク
ル
、
定
家

そ
の
ほ
か
に
は
若
干
の
勅
撰
集
の
例
が
あ
る
。

母
の
周
忌
二
法
花
経
ヲ
み
つ
か
ら
書
て
巻
ノ
ー
の
心
ヲ
よ
み
て
表
紙
の
絵
に
か
ゞ
せ
け
る
に
七
の
巻
の
心
を
定
家

む
か
は
れ
よ
木
の
葉
時
雨
し
冬
の
夜
を
は
く
、
み
立
し
埋
火
の
も
と

亀
轍
塵
抄
』
不
軽
品
）

母
の
周
忌
二
法
花
経
を
身
つ
か
ら
書
て
巻
ノ
ー
の
心
を
読
て
表
紙
の
絵
二
か
、
せ
け
る
に
八
巻
ノ
心
を
定
家

歴
劫
の
弘
誓
の
海
に
舟
わ
た
せ
生
死
の
波
ハ
冬
あ
ら
く
と
も

（
『
轍
塵
抄
」
普
門
品
）

実
海
は
、
「
拾
遺
愚
草
」
か
ら
は
右
の
釈
教
歌
群
と
、
『
拾
遺
愚
草
」
冒
頭
を
飾
る
「
初
学
百
首
」
の
う
ち
「
雑
廿
首
」
の
釈
教
歌
群

か
ら
の
み
採
歌
し
て
い
る
。

八
四
浮
世
に
は
う
れ
へ
の
雲
の
し
げ
け
れ
ば
人
の
心
に
月
ぞ
か
く
る
る

為
レ
ニ
母
経
書
ケ
ル
時

寿
量
品

含
拾
遺
愚
草
」
「
初
学
百
首
」
）

（
「
轍
塵
抄
」
寿
量
品
）
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こ
う
し
た
精
確
か
つ
厳
正
な
態
度
か
ら
は
、
次
代
へ
伝
う
べ
き
正
統
的
な
釈
教
歌
集
を
編
ま
ん
と
す
る
実
海
の
志
が
看
取
さ
れ
る
。

俊
成
や
定
家
と
と
も
に
、
か
つ
そ
れ
を
超
え
る
分
量
で
慈
円
詠
が
載
録
さ
れ
る
の
は
、
慈
円
詠
を
和
歌
の
正
し
き
流
れ
に
位
置
づ
け
よ

う
と
し
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
釈
教
歌
集
と
し
て
集
大
成
さ
れ
た
の
が
『
訳
和
和
歌
集
』
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
歌
群
を
通
覧
す
る
と
、
歌
道
に
寄
せ
ら
れ
た
実
海
の
極
め
て
高
い
関
心
が
窺
わ
れ
る
。
近
年
発
見
さ
れ
た
島
地
黙
雷
・
大

（
肥
）

等
旧
蔵
の
写
本
一
冊
『
詠
法
華
二
十
八
品
和
歌
」
（
盛
岡
市
願
教
寺
現
蔵
）
は
、
実
海
に
よ
る
法
華
経
和
歌
と
思
し
い
。
書
写
年
時
は

天
文
十
七
年
（
一
五
四
九
）
八
月
二
十
二
日
、
実
海
入
寂
か
ら
十
五
年
が
経
っ
て
い
る
。
同
書
の
表
紙
に
は
談
義
所
「
真
徳
寺
」
の
名

が
墨
書
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
寺
院
は
常
陸
国
真
壁
郡
桜
井
に
位
置
し
て
お
り
、
下
野
国
の
天
台
宗
談
義
所
、
宗
光
寺
の
末
寺
で
あ
っ

た
。
真
徳
寺
は
常
陸
国
千
妙
寺
や
月
山
寺
と
は
指
呼
の
間
に
あ
り
、
学
僧
た
ち
の
往
来
も
頻
繁
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
『
詠
法
華

二
十
八
品
和
歌
」
に
書
き
留
め
ら
れ
た
二
十
八
首
の
和
歌
は
、
「
轍
塵
抄
』
『
訳
和
和
歌
集
」
等
に
は
見
え
な
い
。
慈
円
を
は
じ
め
、
先

人
た
ち
の
釈
教
歌
を
味
読
す
る
う
ち
、
か
き
た
て
ら
れ
た
実
海
の
詠
作
意
欲
が
「
詠
法
華
和
歌
集
」
に
結
実
し
、
一
方
で
「
訳
和
和
歌

集
」
や
『
轍
塵
抄
」
所
見
の
釈
教
歌
集
を
世
に
送
り
出
し
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

（
的
）

た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
訳
和
和
歌
集
」
は
後
に
版
行
さ
れ
、
釈
教
歌
集
の
編
纂
に
も
影
を
落
と
す
こ
と
と
な
っ
た
。

元
禄
十
四
年
（
一
七
○
一
）
刊
の
釈
教
歌
集
「
片
岡
山
』
序
文
に
は
、
「
訳
和
和
歌
集
』
に
収
録
さ
れ
た
歌
を
除
き
、
編
纂
を
試
み

此
害
に
出
る
歌
廿
一
代
集
を
は
じ
め
家
ノ
ー
の
集
、
或
歌
合
或
百
首
や
う
の
も
の
ま
で
拾
ひ
あ
つ
め
侍
る
、
さ
れ
ど
法
華
の
要
文

五
、
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の
う
た
に
お
き
て
前
に
訳
和
集
と
い
へ
る
も
の
あ
り
、
是
に
入
れ
た
る
寄
は
除
き
侍
る
と
な
ん
、
猶
ち
か
ひ
の
あ
み
な
ら
ね
ば
も

る
、
う
た
も
多
か
る
べ
し
、

（
「
片
岡
山
」
）

『
片
岡
山
」
が
『
訳
和
和
歌
集
」
所
見
の
詠
を
除
い
た
の
は
、
単
に
『
訳
和
和
歌
集
』
の
歌
数
が
多
か
っ
た
た
め
ば
か
り
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
『
轍
塵
抄
」
と
同
じ
く
、
精
確
な
朋
典
に
基
づ
く
歌
集
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
く
関
与
し
た
と
恩
う
。

中
世
天
台
の
学
匠
実
海
を
敷
島
の
道
へ
と
誘
っ
た
の
は
、
「
天
台
座
主
ニ
テ
和
寄
ノ
達
人
」
、
「
人
の
世
」
を
思
い
続
け
た
慈
円
そ
の

人
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
元
禄
に
至
っ
て
な
お
、
釈
教
歌
集
の
編
墓
に
影
響
を
及
ぼ
す
歌
集
と
も
な
っ
て
世
に
残
っ
た

の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
多
賀
宗
隼
『
校
本
拾
玉
集
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
）
所
収
。
本
稿
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
っ
た
。
ま
た
、
間
中
富
士
子

「
慈
鎮
和
尚
及
び
拾
玉
集
の
研
究
」
（
第
一
書
房
、
一
九
七
四
年
）
、
多
賀
宗
隼
『
慈
円
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
）
、

石
川
一
『
慈
円
和
歌
論
考
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
九
八
年
）
、
山
本
一
「
慈
円
の
和
歌
と
思
想
」
（
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
）
、
石

川
一
『
拾
玉
集
本
文
整
定
稿
」
（
勉
誠
出
版
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
参
照
。
慈
円
の
字
余
り
詠
に
つ
い
て
は
、
二
○
○
二
年
十
二
月
、

国
文
学
研
究
資
料
館
の
共
同
研
究
「
経
典
解
釈
と
し
て
の
慈
円
・
尊
円
の
詠
法
華
和
歌
集
」
（
ロ
ベ
ー
ル
・
ジ
ャ
ン
ー
ノ
エ
ル
氏

代
表
）
に
於
い
て
口
頭
発
表
を
行
い
、
ロ
ベ
ー
ル
氏
企
画
の
《
隙
腐
○
曹
鴎
暑
忌
ご
ミ
ー
由
言
号
爵
ミ
冒
言
雪
二
．
ミ
ミ
ミ
ミ
旨
言

薑
国
言
ｌ
ゞ
（
仮
題
）
に
「
慈
円
字
余
詠
歌
孜
」
と
題
し
て
寄
稿
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
訳
の
上
近
刊
予
定
。

（
２
）
引
用
は
『
歌
論
歌
学
集
成
』
第
七
巻
（
三
弥
井
書
店
、
二
○
○
六
年
）
に
よ
る
。
以
下
、
本
稿
で
引
用
す
る
歌
論
の
う
ち
、
『
後

鳥
羽
院
御
口
伝
」
「
為
兼
卿
和
歌
抄
」
「
さ
さ
め
ご
と
」
『
兼
載
雑
談
」
「
二
言
抄
」
は
同
じ
く
『
歌
論
歌
学
集
成
』
の
各
巻
、
『
八
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雲
御
抄
」
は
日
本
歌
学
大
系
に
よ
っ
た
。

（
３
）
福
田
秀
一
『
中
世
和
歌
史
の
研
究
」
（
角
川
書
店
、
一
九
七
二
年
）
、
荒
木
浩
「
心
に
思
う
ま
ま
を
書
く
草
子
ｌ
徒
然
草
へ
の
道

ｌ
」
上
・
下
（
「
国
語
国
文
」
第
五
十
八
巻
第
十
一
・
十
二
号
、
一
九
八
九
年
十
一
・
十
二
月
）
、
同
ヨ
徒
然
草
』
の
心
」
二
国

語
国
文
』
第
六
十
三
巻
第
一
号
、
一
九
九
四
年
一
月
）
ほ
か
参
照
。

（
４
）
以
下
、
宣
長
の
著
作
の
引
用
は
『
本
居
宣
長
全
集
」
各
巻
に
よ
る
。
字
余
り
説
に
つ
い
て
は
、
佐
竹
昭
広
「
玉
勝
間
覚
書
」
（
岩

波
書
店
、
日
本
思
想
大
系
『
本
居
宣
長
』
所
収
、
一
九
七
八
年
）
参
照
。
ま
た
、
山
本
啓
介
「
平
安
和
歌
に
お
け
る
字
余
り
歌
ｌ

『
古
今
集
』
時
代
か
ら
『
千
載
集
』
時
代
ま
で
」
会
青
山
語
文
』
第
三
十
二
号
、
二
○
○
二
年
三
月
）
、
同
「
中
世
前
期
の
字
余

り
歌
と
そ
の
意
識
ｌ
慈
円
・
後
鳥
羽
院
・
定
家
を
中
心
に
ｌ
」
（
『
青
山
語
文
』
第
三
十
三
号
、
二
○
○
三
年
三
月
）
、
同
「
中
世

中
期
に
お
け
る
字
余
り
歌
’
二
条
派
・
京
極
派
の
対
立
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
平
成
十
九
年
七
月
号
）
な
ど
参
照
。

（
５
）
佐
竹
昭
広
『
萬
葉
集
抜
書
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
○
年
）
参
照
。

（
６
）
新
編
国
歌
大
観
に
よ
り
「
金
葉
集
」
以
下
『
新
古
今
集
」
ま
で
の
字
余
り
を
検
す
る
と
、
宣
長
の
指
摘
通
り
の
よ
う
で
あ
る
。

「
金
葉
集
』
以
下
「
千
載
集
』
ま
で
宣
長
の
説
く
字
余
り
法
則
に
抵
触
す
る
例
は
な
い
。
「
新
古
今
集
』
の
場
合
、
字
余
り
例
は

三
六
六
首
あ
り
、
字
余
り
法
則
を
破
る
例
が
一
三
首
見
え
る
。
そ
の
多
く
を
西
行
・
慈
円
詠
が
占
め
て
い
る
。

（
７
）
佐
竹
昭
広
「
雪
山
の
烏
」
（
『
国
語
通
信
」
二
六
六
号
、
一
九
八
四
年
六
月
。
後
に
『
閑
居
と
乱
世
中
世
文
学
点
描
」
所
収
、

平
凡
社
、
二
○
○
五
年
）
参
照
。

（
８
）
引
用
は
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

（
９
）
『
愚
問
賢
注
』
に
は
、
経
旨
歌
に
つ
い
て
も
『
古
今
集
』
序
の
六
義
に
よ
る
説
明
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
経
文
を
和
語
に
和
ら

げ
た
だ
け
の
歌
は
「
た
ず
ご
と
奇
」
に
相
当
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
「
歌
論
歌
学
集
成
」
第
十
巻
）
。
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具
体
的
作
例
と
し
て
、
『
長
秋
詠
藻
』
に
収
載
さ
れ
る
俊
成
の
詠
歌
が
四
首
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
『
新
古
今
和

歌
集
」
「
新
勅
撰
和
歌
集
」
『
続
千
載
和
歌
集
」
に
入
集
す
る
と
共
に
、
す
べ
て
『
夫
木
和
歌
抄
」
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。

（
Ⅲ
）
「
歌
論
歌
学
集
成
」
第
七
巻
か
ら
、
「
無
名
抄
」
の
一
文
を
引
い
て
お
く
。

か
な

か
な

お
ほ
か
Ｆ
み

な
ら

古
人
云
、
仮
名
に
も
の
書
く
事
は
、
歌
の
序
は
古
今
の
仮
名
の
序
を
本
と
す
。
日
記
は
大
鏡
の
こ
と
ざ
ま
を
習
ふ
。
和
歌
の

こ
と
ば

ま
ね

す

お
も

か

詞
は
伊
勢
物
語
な
ら
び
に
後
撰
の
歌
の
詞
を
学
ぶ
。
物
語
は
源
氏
に
過
ぎ
た
る
物
な
し
。
み
な
こ
れ
ら
を
思
は
へ
て
書
く
べ

か
ま
ま
な
こ
と
ば
か

お
よ

か

き
な
り
。
い
ず
れ
も
ノ
ー
構
へ
て
真
名
の
詞
を
書
、
じ
と
す
る
な
り
。
心
の
及
ぶ
か
ぎ
り
は
い
か
に
も
や
は
ら
げ
書
き
て
、

ち
か
ら

ま
な
か

こ
と
ば
か
ざ
も
と

こ
の
か

よ

力
な
き
所
を
ば
真
名
に
て
書
く
。
（
中
略
）
又
、
訶
の
飾
り
を
求
め
て
対
を
好
み
書
く
べ
か
ら
ず
。
わ
づ
か
に
寄
り
く
る
と

か

か

は
い

こ
ろ
ば
か
り
を
書
く
な
り
。
対
を
し
げ
く
書
き
つ
れ
ば
真
名
に
似
て
、
仮
名
の
本
意
に
は
あ
ら
ず
。
こ
れ
は
わ
る
き
時
の
事

な
う
ぐ
ひ
す

す
か
は
づ
い
ろ

な
り
。
か
の
古
今
の
序
に
「
花
に
鳴
く
鶯
、
水
に
棲
む
蛙
」
な
ど
や
う
に
、
え
さ
ら
ぬ
所
ば
か
り
を
お
の
づ
か
ら
色
へ
た
る

が
め
で
た
け
き
な
り
。
（
『
無
名
抄
』
「
仮
名
の
筆
」
）

（
Ⅱ
）
文
中
の
西
行
詠
は
、
『
二
言
抄
」
で
は
只
詞
の
和
歌
の
例
の
中
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
心
敬
は
「
姿
を
飾
ら
で
心
の
艶

な
る
歌
」
の
例
と
し
て
、
西
行
と
慈
鎮
の
詠
歌
を
一
首
ず
つ
挙
げ
、
「
外
横
内
浄
の
歌
な
る
べ
し
」
と
も
評
し
て
い
る
。

（
岨
）
『
愚
管
抄
』
に
関
す
る
論
考
の
う
ち
、
大
隈
和
雄
「
歴
史
叙
述
の
こ
と
ば
ｌ
『
愚
管
抄
」
の
場
合
ｌ
」
（
『
日
本
文
学
』
三
十
一

，
三
、
一
九
八
二
年
三
月
）
、
同
ヨ
愚
管
抄
」
に
お
け
る
聞
き
害
」
（
「
日
本
文
学
』
二
十
九
，
六
、
一
九
八
○
年
六
月
）
等
は
、

一
、
法
華
経
の
品
な
ど
の
野
よ
み
様
は
、
只
心
を
と
る
べ
き
歎
。
又
詞
に
て
よ
め
る
も
作
例
あ
る
に
や
。

心
を
と
り
て
た
ず
ご
と
に
よ
ま
む
も
、
詞
に
か
ゞ
り
て
そ
へ
よ
ま
む
も
、
と
も
に
く
る
し
か
ら
ず
。
（
中
略
）
法
門
に
と
り

て
は
、
そ
へ
う
た
、
な
ず
ら
へ
奇
な
ど
に
て
候
へ
ど
も
、
経
の
ま
、
に
て
候
へ
ぱ
、
た
ず
ご
と
奇
と
も
申
ぬ
く
く
候
・

（
「
愚
問
賢
注
」
）
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（
田
）
福
田
益
和
弓
愚
管
抄
』
の
文
章
と
語
法
管
見
」
二
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
第
八
十
八
輯
、
一
九
九
二
年
三
月
）
に
指
摘
が
あ
る
。

ま
た
田
和
真
紀
子
二
愚
管
抄
』
に
お
け
る
「
～
卜
」
型
副
詞
」
（
『
国
文
目
白
』
通
巻
三
十
九
号
、
二
○
○
○
年
二
月
）
は
、
『
愚

管
抄
」
の
擬
音
語
・
擬
態
語
の
多
用
に
つ
い
て
調
査
報
告
を
行
っ
て
い
る
。

（
Ｍ
）
広
田
哲
通
『
中
世
仏
教
説
話
の
研
究
』
（
勉
誠
社
、
一
九
八
七
年
）
、
同
『
中
世
法
華
経
注
釈
書
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
一
九

九
三
年
）
、
新
井
栄
蔵
・
後
藤
昭
雄
編
『
叡
山
を
め
ぐ
る
人
び
と
」
（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
三
年
）
、
広
田
哲
通
『
中
世
仏
教
文

学
の
研
究
』
（
和
泉
書
院
、
二
○
○
○
年
）
に
詳
し
い
。
同
氏
「
天
台
談
所
で
法
華
経
を
読
む
』
（
翰
林
書
房
、
一
九
九
七
年
）
に

は
引
用
和
歌
の
一
覧
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
『
轍
塵
抄
』
は
叡
山
文
庫
本
を
底
本
に
欠
落
部
分
を
浅
草
寺
本
で
補
っ
て
い
る
。
本

稿
で
は
叡
山
文
庫
本
を
引
用
し
て
お
く
。
ま
た
、
内
野
優
子
「
慶
安
五
年
刊
『
訳
和
和
歌
集
」
翻
刻
と
解
題
付
校
異
（
一
）
」

（
『
文
献
探
究
』
通
巻
第
三
十
九
号
、
二
○
○
一
年
三
月
）
、
渡
辺
麻
里
子
「
法
華
経
注
釈
書
の
位
相
」
（
『
仏
教
文
学
』
第
二
十
四

号
、
二
○
○
○
年
三
月
）
等
参
照
。

（
喝
）
拙
著
ヨ
乗
拾
玉
抄
の
研
究
』
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。

（
船
）
毛
利
み
の
り
「
法
華
経
歌
集
類
聚
の
方
法
ｌ
訳
和
歌
集
に
つ
い
て
ｌ
」
『
女
子
大
文
学
』
第
四
十
四
号
、
一
九
九
三
年
三
月
）

参
照
。
「
轍
塵
抄
』
の
慈
円
詠
に
つ
い
て
は
、
石
川
一
氏
か
ら
『
拾
玉
集
』
の
精
選
本
（
支
子
文
庫
本
）
に
属
す
る
と
の
御
教
示

を
賜
っ
た
。
な
お
、
支
子
文
庫
本
『
拾
玉
集
」
に
つ
い
て
は
注
（
１
）
石
川
一
『
慈
円
和
歌
論
考
」
、
山
本
一
『
慈
円
の
和
歌
と

思
想
』
の
ほ
か
、
西
丸
妙
子
「
支
子
文
庫
本
『
拾
玉
集
』
翻
刻
」
亀
福
岡
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
第
十
七
’
二
十
四
号
、
一
九
七

九
年
六
月
～
一
九
八
一
年
十
二
月
）
、
同
『
支
子
文
庫
本
拾
玉
集
」
（
在
九
州
国
文
資
料
影
印
叢
刊
〔
第
二
期
〕
四
、
同
刊
行
会
、

『
愚
管
抄
』
（

大
系
に
よ
る
。

の
文
章
が
極
め
て
難
解
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
つ
つ
、
解
釈
を
試
み
て
い
る
。
本
稿
で
は
本
文
引
用
は
岩
波
古
典
文
学
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（
略
）
国
文
学
研
究
資
料
館
『
調
査
研
究
報
告
」
第
二
十
一
号
（
二
○
○
○
年
九
月
）
に
、
解
題
と
共
に
全
葉
の
図
版
を
紹
介
し
た
。

な
お
、
拙
稿
「
常
陽
寺
社
孜
ｌ
雨
引
観
音
・
石
守
寺
な
ど
ｌ
」
（
『
仏
教
文
学
』
第
二
十
四
号
、
二
○
○
○
年
三
月
）
参
照
。

（
旧
）
『
釈
教
歌
詠
全
集
』
第
二
巻
（
東
方
出
版
、
一
九
七
八
年
復
刻
）
参
照
。

一
九
八
一
年
）
、
同
「
支
子
文
庫
本
「
拾
玉
集
」
に
つ
い
て
」
（
九
州
大
学
『
語
文
研
究
』
五
十
一
号
、
一
九
八
一
年
六
月
）
、
同

「
「
拾
玉
集
」
諸
伝
本
の
形
態
」
（
『
福
岡
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
十
八
号
、
一
九
八
四
年
十
二
月
）
に
詳
し
い
。

（
Ⅳ
）
『
轍
塵
抄
』
引
用
歌
の
う
ち
、
二
十
首
余
が
『
夫
木
和
歌
抄
」
巻
第
十
六
「
釈
教
」
の
部
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。
『
夫
木
和
歌
抄
』

は
新
奇
な
表
現
や
素
材
を
内
包
し
、
い
わ
ば
歌
詞
と
只
訶
と
が
混
在
す
る
類
題
集
と
し
て
知
ら
れ
＄
後
世
の
文
学
作
品
に
多
大
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
（
二
夫
木
和
歌
抄
』
編
蟇
と
享
受
』
（
風
間
書
房
、
二
○
○
八
年
）
参
照
）
。
叡
山
文
庫
に
も
『
夫
木
和
歌
抄
』

（
写
本
一
冊
）
が
伝
存
す
る
。
天
台
僧
の
学
芸
に
つ
い
て
は
、
彼
等
の
宗
教
的
著
作
の
範
囲
に
留
ま
ら
ず
、
『
夫
木
和
歌
抄
』
の

よ
う
な
類
題
集
が
広
範
に
享
受
さ
れ
て
ゆ
く
流
れ
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
寺
島
恒
世
「
順
徳
院
の
歌
こ
と

ば
意
識
ｌ
『
八
雲
御
抄
』
「
世
俗
言
」
の
意
味
す
る
も
の
ｌ
」
亀
講
座
平
安
文
学
論
究
」
第
十
七
輯
所
収
、
風
間
書
房
、
二
○
○

三
年
）
参
照
。
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