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引
用
歌
か
ら
読
み
解
く
⽝
古
今
集
⽞
古
注

―
⽛
富
士
の
煙
⽜
不
断
説
を
例
に

―
佐
々
木

朝

子

は
じ
め
に

中
世
の
歌
学
は
、
具
体
的
な
証
拠
を
用
い
て
論
じ
る
方
法
か
ら
、
相
伝
中
心

の
あ
り
か
た
へ
と
変
遷
し
た
。
浅
田
徹
氏
は
、
中
世
の
歌
学
が
辿
っ
た
経
過
に

つ
い
て
、
院
政
期
に
は
⽛
実
証
的
な
研
究
が
飛
躍
的
に
前
進
し
た
⽜
が
、
歌
道

家
の
確
立
に
伴
っ
て
⽛
歌
道
家
相
伝
の
⽛
家
の
証
本
⽜
と
⽛
家
説
⽜
と
が

―

そ
れ
ら
の
価
値
は
す
で
に
客
観
的
実
証
の
埒
外
に
あ
る

―
歌
壇
の
秩
序
の

象
徴
に
な
る
⽜
と
説
明
す
る⚑
。
で
は
、
具
体
的
な
証
拠
に
基
づ
く
考
証
か
ら
相

伝
の
権
威
に
基
づ
く
あ
り
か
た
へ
、
と
い
う
論
述
方
法
の
変
遷
を
実
態
に
即
し

て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
次
の
課
題
と
な
ろ
う
。

た
だ
し
、
相
伝
に
基
づ
く
注
は
師
資
の
口
伝
を
前
提
と
し
て
お
り
、
共
有
さ

れ
て
い
た
知
識
や
情
報
の
全
て
が
注
文
に
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た

め
、
論
述
過
程
を
追
う
の
が
難
し
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
稿
者
は

注
本
文
に
引
用
さ
れ
た
和
歌
に
注
目
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
引
用
さ
れ
た
和

歌
は
、
本
歌
取
な
ど
の
詠
歌
技
法
上
の
指
摘
、
参
考
と
な
る
類
例
、
考
証
の
た

め
の
先
例
（
証
歌
）
な
ど
の
機
能
を
背
負
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
相
伝
の
権

威
に
関
わ
る
と
い
う
よ
り
は
、
論
述
を
支
え
る
具
体
的
な
証
拠
と
い
え
よ
う
。

そ
の
一
方
で
、
相
伝
に
基
づ
く
注
で
は
一
般
的
に
具
体
的
な
証
拠
の
引
用
が
少

な
く
な
る
が
、
和
歌
は
比
較
的
に
引
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
と
す
る
と
、
引

用
さ
れ
た
和
歌
は
、
注
を
論
述
方
法
か
ら
読
み
解
く
突
破
口
と
な
り
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
一
例
と
し
て
、
二
条
家
説
の
証
歌
と
し
て
多
く
の
古
注
を
通
じ
て

挙
げ
ら
れ
て
い
た
和
泉
式
部
歌
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
行
論
に
つ
い
て
取
り
上

げ
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
歌
道
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
藤
原
為

家
の
子
孫
は
、
嫡
流
の
二
条
家
と
庶
流
の
京
極
家
・
冷
泉
家
に
分
か
れ
、
勅
撰

和
歌
集
の
撰
者
や
領
地
に
関
す
る
熾
烈
な
争
い
を
繰
り
広
げ
て
い
た
。
歌
学
上

の
最
大
の
対
立
点
と
し
て
は
、
次
の
⽝
古
今
集
⽞
仮
名
序
の
一
節
へ
の
解
釈
の

相
違
が
知
ら
れ
て
い
る
。

今
は
富
士
の
山
も
煙
た
ゝ
ず
な
り
、長
柄
の
橋
も
造
る
な
り
と
聞
く
人
は
、
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歌
に
の
み
ぞ
心
を
な
ぐ
さ
め
け
る
。

右
の
⽛
た
ゝ
ず
な
り
⽜
に
つ
い
て
、
二
条
家
は
⽛
断
た
ず
な
り
⽜
を
宛
て
⽛
噴

煙
は
絶
え
な
い
⽜
と
解
す
る
不
断
説
を
主
張
し
、
庶
流
は
⽛
立
た
ず
な
り
⽜
を

宛
て
⽛
噴
煙
は
立
た
な
い
⽜
と
解
す
る
不
立
説
を
主
張
し
て
い
た
。
現
代
で
は
、

昔
と
今
と
の
対
比
を
行
う
文
脈
と
の
整
合
性
と
い
う
点
か
ら
、
不
断
説
は
否
定

さ
れ
て
い
る
。
中
世
の
古
注
に
お
い
て
も
、
不
断
説
を
説
く
注
の
中
に
は
、⽛
今

は
⽜
の
文
脈
を
詳
述
し
た
り
（⽝
六
巻
抄
⽞
巻
一
裏
書⚒
）、
不
断
説
の
不
自
然
さ

を
認
め
た
上
で
論
を
展
開
し
た
り
（⽝
古
今
秘
聴
抄
⽞⚓
）
す
る
も
の
が
見
ら
れ
、

や
は
り
文
脈
上
の
不
自
然
さ
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
し
て
、
多
く
の
古
注
で
は
、
不
断
説
の
証
歌
と
し
て
次
の
和
歌
が
た
び
た

び
提
示
さ
れ
て
い
た
。

さ
び
し
さ
に
煙
を
だ
に
も
た
た
じ
と
て
柴
折
り
く
ぶ
る
冬
の
山
里

（⽝
後
拾
遺
集
⽞
冬
・
三
九
〇
・
和
泉
式
部
）

こ
の
和
泉
式
部
歌
は
中
世
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
多
く
の
歌
書
で
引
用
さ

れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
和
歌
が
引
用
さ
れ
な
い
注
で
あ
っ
て
も
掲
出
さ
れ
て
い

た⚔
。
と
こ
ろ
が
、
旧
注
の
嚆
矢
で
あ
る
⽝
古
今
余
材
抄
⽞
に
よ
っ
て
、
和
泉
式

部
歌
の
⽛
た
つ
⽜
は
他
動
詞
で
あ
る
点
で
仮
名
序
の
場
合
と
は
異
な
り
、⽛
た
た

ず
な
り
⽜
を
⽛
絶
え
な
い
⽜
と
解
す
る
類
例
に
は
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ

た
た
め
、
以
後
は
ほ
ぼ
引
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
実
証
主
義
の
進
展
に
よ
っ
て

用
例
を
吟
味
す
る
精
度
が
上
が
っ
た
一
例
と
言
え
る
一
方
、
古
注
で
は
誤
っ
た

論
証
が
無
批
判
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
実

態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
古
注
に
即
し
て
そ
の
論
理
展
開
を
追
う
必
要

が
あ
ろ
う
。

一

実
態

不
断
説
の
証
歌
と
し
て
和
泉
式
部
歌
を
掲
出
す
る
、
主
要
な
中
世
の
古
注
は

次
表
の
通
り
で
あ
る
。
便
宜
の
た
め
、
大
ま
か
な
成
立
年
代
順
に
配
列
し
、
更

に
庶
流
と
最
も
激
し
く
対
立
し
て
い
た
為
世
の
説
と
の
関
係
で
三
分
し
た
。
ま

た
、⽛
二
条
家
断
絶
後
の
説
⽜
に
立
項
し
た
古
注
は
独
自
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い

る
も
の
に
限
定
し
、
先
行
注
釈
書
か
ら
の
引
用
と
思
し
い
場
合
を
避
け
た⚕
。

二
条
家
説
（
為
世
ら
の
説
の
聞
書
）

⽝
六
巻
抄
⽞

行
乗
筆
、
二
条
為
世
と
そ
の
弟
定
為
か
ら
の
相

伝
を
ま
と
め
た
も
の

⽝
古
今
秘
聴
抄
⽞

元
盛
筆
、
定
為
か
ら
の
聞
書
を
ま
と
め
た
も
の

（
以
下
⽝
秘
聴
抄
⽞）

二
条
家
説
（
為
世
子
孫
関
連
）

⽝
二
条
為
忠
古
今
集
序
注
⽞
為
世
孫
二
条
為
忠
の
自
筆
注
釈
書
（
以
下
⽝
為

忠
注
⽞）

⽝
古
今
集
略
抄
⽞

為
世
孫
二
条
為
重
筆
本
あ
り
（
以
下
⽝
略
抄
⽞）

二
条
家
断
絶
後
の
説

⽝
破
窓
不
出
書
⽞

四
辻
宮
家
か
、
応
永
二
四
年
の
本
奥
書
あ
り

⽝
古
今
童
蒙
抄
⽞

一
条
兼
良
著
（
以
下
⽝
童
蒙
抄
⽞）

⽝
古
今
抄
延
五
記
⽞

二
条
流
の
堯
恵
著
、⽝
六
巻
抄
⽞
に
基
づ
く

⽝
古
今
和
歌
集
東
家
極
秘
⽞
東
家
流
の
伝
授
を
集
成
し
た
も
の
（
以
下
、⽝
東

家
極
秘
⽞）

⽝
蓮
心
院
殿
説
古
今
集
註
⽞
飛
鳥
井
家
説
に
基
づ
く
（
以
下
、⽝
蓮
心
院
殿

説
⽞）

⽝
古
今
栄
雅
抄
⽞

飛
鳥
井
家
説
に
基
づ
く
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表
か
ら
は
、
為
世
も
し
く
は
そ
の
弟
で
あ
る
定
為
が
和
泉
式
部
歌
を
証
歌
と

し
て
挙
げ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
為
忠
ら
孫
の
代
で
も
用
い
ら
れ
続
け
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
二
条
家
が
断
絶
し
た
後
ま
で
も
二
条
家
外
の
人
々

に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
不
断
説
の
証
歌
と
し
て
広
く

知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
和
泉
式
部
歌
は
、
不
断
説
に
欠
か
せ

な
い
証
歌
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
二
条
家
断
絶
後
の
説
に
お
け
る
和
泉
式
部
歌
は
、
実
の
と
こ
ろ
二

条
家
説
を
要
約
す
る
文
脈
の
中
で
言
及
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
注
の
最
終
的
な
結

論
に
寄
与
し
て
い
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
⽝
童
蒙
抄
⽞
に
は
次
の

よ
う
に
あ
る
。

た
ゝ
ず
な
り
の
詞
に
つ
き
て
不
立
不
断
の
二
の
心
あ
り
。
二
条
家
に
為
世

卿
の
流
に
は
不
断
の
義
を
執
す
。
け
ぶ
り
の
断
は
禁
忌
な
る
う
へ
、
和
泉

式
部
が
哥
に
⽛
さ
ひ
し
さ
に
煙
を
た
に
も
た
ゝ
し
と
て
柴
折
く
ぶ
る
冬
の

山
里
⽜
と
あ
り
。⽛
た
ゝ
じ
⽜
は
不
断
の
心
な
れ
は
⽛
た
ゝ
ず
な
り
⽜
と
云

心
同
と
い
へ
り
。
…
（
不
立
説
、
中
略
）
…
両
説
す
て
が
た
し
と
い
へ
ど

も
、
不
立
の
心
は
猶
す
ぐ
れ
た
る
に
似
た
り
。
た
ゞ
し
又
人
の
好
む
所
に

し
た
が
ふ
べ
し⚖
。

本
文
は
、
対
立
す
る
二
説
を
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
と
と
も
に
要
約
し
た
後
に
著
者

の
結
論
が
述
べ
ら
れ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
和
泉
式
部
歌
の
証
歌
と
し
て
の

有
効
性
を
は
っ
き
り
と
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
注
全
体
の
結
論
は
明
ら

か
に
不
立
説
に
傾
い
て
い
る
。
和
泉
式
部
歌
は
最
終
的
な
結
論
に
は
影
響
を
与

え
て
お
ら
ず
、
証
歌
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
二
条
家
の
主
張

の
中
で
の
み
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
文
は
挙
げ
な
い
が
、⽝
東
家
極
秘
⽞

⽝
蓮
心
院
殿
説
⽞
で
も
、
和
泉
式
部
歌
は
二
条
家
説
の
要
約
の
中
に
あ
り
、
注
全

体
の
結
論
に
は
寄
与
し
て
い
な
い
。

そ
し
て
、⽝
童
蒙
抄
⽞⽝
東
家
極
秘
⽞⽝
蓮
心
院
殿
説
⽞
は
、
例
え
ば
⽝
童
蒙
抄
⽞

の
結
語
（⽛
た
ゞ
し
又
人
の
好
む
所
に
し
た
が
ふ
べ
し
⽜）
の
よ
う
に
、
両
説
の

当
否
に
直
接
評
価
を
下
す
こ
と
を
避
け
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
が

生
じ
た
の
は
、
た
と
え
歌
学
上
の
対
立
で
あ
っ
て
も
、
二
条
家
と
庶
流
の
対
立

が
後
継
争
い
に
端
を
発
し
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仮
名
序
⽛
煙
た
た
ず
な

り
⽜
に
つ
い
て
の
論
争
は
⽝
延
慶
両
卿
訴
陳
状
⽞
で
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
為

家
の
後
継
・
勅
撰
和
歌
集
の
撰
者
の
座
を
巡
る
相
論
の
ト
ピ
ッ
ク
の
一
つ
で

あ
っ
た
。⽝
童
蒙
抄
⽞
著
者
の
一
条
兼
良
や
東
家
、
飛
鳥
井
家
と
い
っ
た
御
子
左

家
の
相
続
争
い
の
当
事
者
で
は
な
い
歌
人
は
、
特
定
の
歌
道
家
を
支
持
す
る
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
問
題
か
ら
は
距
離
を
置
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か⚗
。

御
子
左
家
以
外
の
人
に
よ
る
二
条
家
断
絶
後
に
著
さ
れ
た
多
く
の
注
が
、
不

断
不
立
の
論
争
か
ら
距
離
を
置
き
、
両
説
の
要
約
に
努
め
て
い
た
と
す
る
と
、

二
条
家
説
の
証
歌
と
し
て
和
泉
式
部
歌
が
挙
げ
ら
れ
続
け
た
の
は
、
和
泉
式
部

歌
が
不
断
説
の
根
拠
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
と
い
う
よ

り
は
、
二
条
家
が
家
説
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
扱
い
を
し
て
い
た
た

め
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、注
目
す
べ
き
な
の
は
、論
争
の
当
事
者
で
あ
っ

た
二
条
家
の
主
張
内
容
で
あ
ろ
う
。

二

二
条
家
内
に
お
け
る
和
泉
式
部
歌
の
扱
い

二
条
家
で
は
、
和
泉
式
部
歌
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
節
の
一
覧
表
で
⽛
二
条
家
説
⽜
と
し
て
整
理
し
た
四
種
の
注
か
ら
洗
い
出
し
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て
み
た
い
。
ま
ず
、⽝
秘
聴
抄
⽞
と
⽝
略
抄
⽞
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

⽝
秘
聴
抄
⽞

た
ゝ
ず
な
り
と
は
た
や
さ
ず
な
り
と
い
ふ
詞
也
。

⽛
さ
び
し
さ
に
け
ぶ
り
を
だ
に
も
た
ゝ
じ
と
て
し
ば
お
り
く
ぶ
る
冬
の
山

ざ
と
⽜
ゝ
和
泉
式
部
よ
め
る
ご
と
し
。
た
ゝ
ず
な
り
は
不
断
と
な
り
た
る

と
い
ふ
心
な
り
。

⽝
略
抄
⽞

⽛
煙
た
ゝ
ず
⽜
は
⽛
た
え
ぬ
⽜
な
り
、
不
断
也
、⽛
煙
を
だ
に
も
た
ゝ
じ
と

て
⽜
の
心
な
り
と
云
々
、

こ
れ
ら
は
、
仮
名
序
⽛
煙
た
ゝ
ず
な
り
⽜
の
近
似
例
と
し
て
和
泉
式
部
歌
を

引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
確
か
に
、
和
泉
式
部
歌
は
煙
に
つ
い
て
⽛
た
ゝ
じ
⽜

を
用
い
て
お
り
、
仮
名
序
の
文
言
に
か
な
り
近
い
印
象
が
あ
る
。
和
泉
式
部
歌

は
、
不
断
説
に
⽛
言
語
表
現
と
し
て
の
成
立
可
能
性
⽜
が
あ
る
と
示
す
た
め
の

例
証
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
、
和
泉
式
部
歌
は
自
動

詞
⽛
た
つ
⽜
を
⽛
た
た
じ
⽜
の
形
で
用
い
た
例
と
は
い
え
ず
、⽛
た
ゝ
ず
な
り
は

不
断
と
な
り
た
る
と
い
ふ
心
な
り
⽜と
い
う
結
論
を
導
く
に
は
飛
躍
が
あ
る
が
、

と
も
か
く
も
、⽝
秘
聴
抄
⽞
な
ど
が
和
泉
式
部
歌
を
挙
げ
た
意
図
そ
の
も
の
は
具

体
的
な
証
拠
に
基
づ
く
考
証
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

一
方
で
、⽝
六
巻
抄
⽞⽝
為
忠
注
⽞
は
様
相
が
異
な
る
。

⽝
六
巻
抄
⽞
巻
一
裏
書
（
以
下
、
資
料
中
の
括
弧
内
の
注
記
は
稿
者
に
よ
る
）

民
部
卿
入
道
（
為
家
）
ニ
古
今
ヲ
ヨ
ミ
シ
時
、
本
ヲ
バ
為
世
ヨ
ミ
、
議
ハ

禅
門
（
為
家
）
被
授
シ
ニ
、
フ
ジ
ノ
山
ノ
煙
ハ
不
断
ト
授
シ
ニ
、
彼
卿
（
雅

有
）
云
、⽛
文
粋
ニ
モ
タ
エ
タ
ル
ト
見
エ
タ
ル
事
ノ
候
ヤ
ラ
ン
、
又
、
不
立

ト
テ
ハ
心
得
ラ
レ
タ
ル
ヤ
ウ
ニ
候
⽜
ト
イ
ヒ
出
シ
タ
リ
シ
程
ニ
、⽛
イ
サ
ト

ヨ
、
当
流
ハ
不
断
也
。
古
歌
ニ
モ
⽝
サ
ビ
シ
サ
ニ
煙
ヲ
ダ
ニ
モ
タ
ヽ
ジ
ト

テ
柴
オ
リ
ク
ブ
ル
冬
ノ
山
里
⽞
ト
コ
ソ
ア
レ
⽜
ト
答
テ
、
ヨ
ニ
ア
シ
ゲ
ナ

リ
シ
程
ニ
、⽛
イ
ヤ
〳
〵
⽜
ト
テ
暦
ノ
様
ニ
巻
タ
ル
物
ニ
聞
書
ヲ
セ
シ
也
。

⽝
六
巻
抄
⽞
で
は
、
為
家
か
ら
飛
鳥
井
雅
有
へ
の
伝
授
の
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の

中
で
和
泉
式
部
歌
が
現
れ
る
。⽛
文
粋⚘
⽜
と
の
齟
齬
や
文
脈
と
の
整
合
性
か
ら

不
断
説
に
疑
い
を
差
し
挟
む
雅
有
に
対
し
て
、為
家
は
和
泉
式
部
歌
を
示
し
た
。

具
体
的
な
根
拠
に
基
づ
く
考
証
と
し
て
は
、
和
泉
式
部
歌
は
⽛
言
語
表
現
と
し

て
の
成
立
可
能
性
⽜
を
示
す
に
過
ぎ
ず
、
雅
有
が
指
摘
し
た
問
題
点
を
直
接
的

に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、雅
有
は
引
き
下
が
っ
て
い
る
。

ま
る
で
和
泉
式
部
歌
か
ら
不
断
説
そ
の
も
の
を
論
証
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

か
の
よ
う
で
あ
り
、
証
歌
と
し
て
の
機
能
が
考
証
可
能
な
範
囲
を
超
え
て
広

が
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
和
泉
式
部
歌
を
引
用
す

る
の
は
為
家
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

⽝
為
忠
注
⽞

富
士
煙
の
事
、
不
立
の
義
を
立
申
説
さ
ま
〴
〵
書
を
き
侍
れ
ど
、
猶
庭
訓

は
ま
さ
し
く
不
断
の
義
な
り
。
証
哥
に
⽛
さ
び
し
さ
に
け
ぶ
り
を
だ
に
も

た
ゝ
じ
と
て
柴
お
り
く
ぶ
る
冬
の
山
里
⽜、
此
哥
を
証
拠
に
申
さ
れ
侍
し

か
ば
、
う
た
が
ひ
な
く
た
え
ぬ
け
ぶ
り
の
義
な
る
べ
し⚙
。

⽝
為
忠
注
⽞
は
、
右
に
引
用
し
た
箇
所
の
直
前
に
不
立
説
が
記
述
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
⽝
古
今
為
家
序
抄
⽞
を
粉
本
と
す
る10
た
め
で
あ
る
。
引
用
箇
所
は
⽛
庭

訓
⽜
で
あ
る
不
断
説
に
つ
い
て
、⽛
不
断
説
の
証
歌
で
あ
る
和
泉
式
部
歌
を
（
為

家
、
も
し
く
は
為
氏
な
ど
二
条
家
の
先
人
が
）
証
拠
と
し
て
申
し
上
げ
な
さ
っ

た
の
だ
か
ら
、
間
違
い
な
く
（
庭
訓
は
）
絶
え
な
い
煙
の
説
で
あ
ろ
う
⽜
と
い

う
。
和
泉
式
部
歌
が
不
断
説
そ
の
も
の
の
証
歌
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
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ば
、
成
り
立
た
な
い
議
論
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
和
泉
式
部
歌
が
、
家
の
先
人
に

よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
よ
う
。

⽝
六
巻
抄
⽞
と
⽝
為
忠
注
⽞
は
、
和
泉
式
部
歌
に
相
伝
の
権
威
を
見
出
し
つ
つ
、

考
証
と
し
て
成
立
す
る
範
囲
を
超
え
て
、
不
断
説
そ
の
も
の
の
証
歌
と
し
て

扱
っ
て
い
る
と
い
え
る11
。
と
な
る
と
、⽝
秘
聴
抄
⽞⽝
略
抄
⽞
と
、⽝
六
巻
抄
⽞⽝
為

忠
注
⽞
と
で
は
、
説
の
出
所
は
同
じ
二
条
家
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
実
証
的
な
考

証
の
根
拠
と
し
て
扱
う
の
か
、
そ
れ
と
も
不
断
説
の
正
当
性
を
象
徴
す
る
証
拠

と
し
て
扱
う
の
か
、
や
や
相
違
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

二
条
家
内
に
お
け
る
和
泉
式
部
歌
の
扱
い
に
相
違
が
生
じ
た
の
は
、
当
初
は

実
証
的
な
考
証
を
意
図
し
た
証
歌
が
、
次
第
に
不
断
説
そ
の
も
の
を
根
拠
づ
け

る
証
歌
と
し
て
意
義
が
ず
ら
さ
れ
た
た
め
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
こ
の
よ
う
な
扱
い
の
相
違
は
、
為
世
の
世
代
か
、
そ
れ
と
も
彼
の
孫
世

代
か
と
い
う
伝
授
者
の
世
代
の
相
違
と
は
一
致
し
な
い
た
め
、
単
純
に
世
代
の

違
い
に
帰
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
お
そ
ら
く
、
不
断
説
そ
の
も
の
の
証
歌

へ
と
扱
い
が
ず
ら
さ
れ
た
後
も
、
相
伝
す
る
相
手
や
場
合
に
よ
っ
て
は
、
考
証

の
た
め
の
証
歌
と
し
て
、
原
点
に
立
ち
戻
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
二
条
家
内
に
お
け
る
和
泉
式
部
歌
は
、
相
伝
の
権
威
を
背
景

と
し
た
不
断
説
の
証
拠
と
し
て
扱
わ
れ
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
⽛
言
語
表
現
と

し
て
の
成
立
可
能
性
⽜
を
示
す
証
歌
で
あ
っ
た
、
と
考
え
て
お
き
た
い
。

三

論
理
展
開
（
一
）

為
世
の
孫
世
代
が
関
与
し
た
⽝
為
忠
注
⽞⽝
略
抄
⽞
に
お
け
る
不
断
説
の
説
明

は
、
前
節
で
そ
れ
ぞ
れ
引
用
し
た
箇
所
が
そ
の
全
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
文
面

通
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
為
世
の
孫
世
代
は
、
不
断
説
の
正
当
性
を
導
き
出
す
た

め
の
具
体
的
な
論
拠
と
し
て
和
泉
式
部
歌
の
み
を
提
示
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
和
泉
式
部
歌
が
基
本
的
に
⽛
言
語
表
現
と
し
て
の
成
立
可
能

性
⽜
を
示
す
証
歌
で
あ
る
と
な
る
と
、
こ
れ
で
は
不
断
説
が
妥
当
で
あ
る
可
能

性
を
示
し
た
に
す
ぎ
ず
、
対
立
す
る
不
立
説
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た

め
、
不
断
説
の
正
し
さ
を
決
定
付
け
る
に
は
至
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
、
い
わ

ば
不
完
全
な
論
証
に
基
づ
く
証
歌
が
、
た
っ
た
一
つ
の
不
断
説
の
論
拠
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、そ
も
そ
も
の
発
端
で
あ
る
庶
流
と
の
論
争
時
点
で
の
二
条
家
説
が
、

い
か
な
る
論
理
を
展
開
し
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
庶
流
と
の
論
争
当

時
の
二
条
家
説
に
基
づ
く
古
注
に
は
、⽝
六
巻
抄
⽞⽝
古
今
秘
聴
抄
⽞
の
他
に
、

為
世
の
説
を
受
け
て
浄
弁
が
著
し
た
⽝
浄
弁
注12
⽞
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
書
を

話
題
ご
と
に
整
理
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
二
条
家
の
主
張
の
骨
子
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
最
も
シ
ン
プ
ル
な
⽝
浄
弁
注
⽞
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る13
。

①
為
兼
と
為
相
は
訴
訟
の
た
め
下
向
し
た
鎌
倉
に
お
い
て
、
不
立
説
を
主
張
し

た
。
そ
の
う
え
為
相
は
⽛
時
し
ら
ぬ
ふ
じ
の
煙
も
秋
の
夜
は
月
の
た
め
に
や

た
ゝ
ず
な
る
ら
ん
⽜
と
不
立
説
に
基
づ
く
歌
を
詠
ん
だ
。

②
物
を
書
く
に
は
⽛
与
奪
⽜
の
方
法
が
あ
り
、⽛
あ
た
へ
て
い
ふ14
⽜
と
き
、
富
士

の
煙
は
絶
え
ず
立
っ
て
も
、
ま
た
立
た
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
歌
に
⽛
煙

が
立
つ
⽜
と
詠
ま
れ
て
き
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
歌
で
心
を
慰
め
る
の
で
あ
る
。

庶
子
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
す
ら
知
ら
な
い
。

③
鎌
倉
で
、
為
家
の
門
弟
で
あ
っ
た
関
戸
丹
後
入
道
（
安
達
頼
景
）15
が
書
状
を

披
露
し
た
。
そ
れ
は
、
入
道
が
富
士
の
煙
に
つ
い
て
阿
仏
尼
に
尋
ね
た
手
紙
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に
為
家
が
返
信
し
た
も
の
で
、
不
断
説
を
家
説
と
し
て
教
え
る
と
と
も
に
阿

仏
尼
に
尋
ね
た
こ
と
を
た
し
な
め
る
内
容
で
あ
っ
た
。

①
・
③
は
⽝
六
巻
抄
⽞⽝
秘
聴
抄
⽞
に
も
同
様
の
内
容
が
見
ら
れ
、
三
書
に
共

通
す
る16
一
方
、⽛
与
奪
⽜
の
方
法
を
用
い
て
不
断
説
に
よ
る
本
文
解
釈
を
試
み
る

②
は
他
の
二
書
に
見
え
ず
、⽝
浄
弁
注
⽞
独
自
の
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、⽝
六
巻

抄
⽞
も
し
く
は
⽝
秘
聴
抄
⽞
に
あ
り
、⽝
浄
弁
注
⽞
に
無
い
話
題
は
そ
れ
ぞ
れ
次

の
通
り
で
あ
る
。

⽝
六
巻
抄
⽞

④
⽛⽝
今
は
⽞
か
ら
続
く
文
脈
の
解
釈
⽜
⑤
⽛
基
俊
の
歌
合
判
詞
か
ら
考
証
す

る
実
際
の
噴
煙
の
状
態
⽜
⑥
⽛
為
家
の
伝
授
に
つ
い
て
の
飛
鳥
井
雅
有
の
証

言
（
和
泉
式
部
歌
あ
り
）⽜

⽝
秘
聴
抄
⽞

⑦
⽛
口
伝
の
な
い
人
は
不
立
説
を
採
る
⽜
⑧
⽛
煙
が
象
徴
す
る
吉
凶
⽜
⑨

⽛⽝
た
ゝ
ず
な
り
⽞
語
釈
（
和
泉
式
部
歌
）⽜
⑩
⽛
不
立
説
で
歌
が
詠
ま
れ
た
前

例
は
な
い
⽜
⑪
⽛
延
喜
ご
ろ
に
煙
が
絶
え
た
こ
と
は
な
い
⽜
⑫
⽛
為
家
の
伝

授
に
つ
い
て
の
雅
有
の
証
言
⽜
⑬
⽛
庶
子
の
相
伝
実
態
⽜

こ
れ
ら
を
内
容
別
に
分
類
す
る
と
、⽛
為
家
か
ら
の
相
伝
⽜（
⑥
⑦
⑫
⑬
）、⽛
不

断
説
に
よ
る
解
釈
⽜（
④
⑧
⑨
）、⽛
そ
の
他
の
不
立
説
否
定
の
根
拠
⽜（
⑤
⑩
⑪
）

に
三
分
で
き
る
。⽝
浄
弁
注
⽞
独
自
の
②
は
、⽛
与
奪
の
説
⽜
を
持
ち
出
す
こ
と

で
仮
名
序
の
文
脈
の
整
合
性
あ
る
解
釈
を
試
み
て
お
り
、
そ
の
目
的
か
ら
す
れ

ば
⽛
不
断
説
に
よ
る
解
釈
⽜
の
う
ち
に
加
え
ら
れ
よ
う
。
三
書
で
そ
れ
ぞ
れ
説

明
方
法
は
異
な
る
が
、⽛
不
断
説
に
よ
る
解
釈
⽜
も
共
通
し
た
内
容
と
し
て
備
え

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三
書
に
共
通
す
る
要
素
は
、⽛
庶
流
は
不
立
説
⽜⽛
為
家
の
説
が
不
断
説
で
あ
っ

た
証
拠
と
な
る
丹
後
入
道
の
書
状
⽜⽛
不
断
説
に
よ
る
解
釈
⽜に
ま
と
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
が
二
条
家
説
の
骨
子
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
そ
の
論
理
展
開
は
次

の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
⽛
庶
流
は
不
立
説
⽜
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
う
え
で
、為
家
相
伝
の
説
が
不
断
説
で
あ
る
こ
と
を
証
拠
と
な
る⽛
丹

後
入
道
の
書
状
⽜
の
存
在
に
よ
っ
て
示
し
、
不
立
説
は
相
伝
の
説
で
は
な
い
と

明
か
す
。
も
ち
ろ
ん
相
伝
の
説
が
正
し
い
こ
と
は
前
提
で
あ
る
た
め
、
庶
流
の

相
伝
の
不
備
と
と
も
に
不
立
説
の
否
が
確
定
す
る
。
こ
う
し
て
⽛
不
立
説
は
為

家
相
伝
の
説
で
は
な
く
、
誤
り
⽜
と
い
う
前
提
に
よ
っ
て
不
立
説
を
排
除
し
た

う
え
で
、⽛
不
断
説
に
よ
る
解
釈
⽜
に
よ
っ
て
不
断
説
で
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る

こ
と
を
示
し
、
結
論
を
導
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
庶
流
と
の
論
争
当
時
の
二
条
家
説
を
仮
定
す
る
と
、⽝
略
抄
⽞

な
ど
が
和
泉
式
部
歌
の
み
を
用
い
て
い
た
こ
と
は
、⽛
不
立
説
は
為
家
相
伝
の

説
で
は
な
く
、
誤
り
⽜
と
い
う
前
提
が
省
略
さ
れ
、
和
泉
式
部
歌
に
よ
る
⽛
不

断
説
に
よ
る
解
釈
⽜の
み
が
残
っ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

言
い
換
え
れ
ば
、
既
に
為
世
の
孫
世
代
で
は
、
本
来
前
提
と
な
っ
て
い
た
は
ず

の
⽛
庶
流
の
相
伝
不
備
と
そ
れ
に
伴
う
不
立
説
の
否
定
⽜
を
説
く
こ
と
が
必
須

で
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

無
論
、
二
条
家
と
庶
流
の
対
立
は
為
忠
ら
の
世
代
以
降
も
継
続
す
る
。
た
だ

し
、
京
極
為
兼
は
⽝
玉
葉
集
⽞
の
撰
者
を
拝
命
し
て
勅
撰
和
歌
集
編
纂
の
実
績

を
得
た
ほ
か
、
京
極
家
・
冷
泉
家
と
も
に
公
武
の
歌
壇
の
指
導
者
と
し
て
着
実

に
地
歩
を
固
め
て
い
た
。
庶
流
が
既
に
歌
道
家
と
し
て
自
立
し
て
い
た
と
な
る

と
、
も
は
や
為
家
か
ら
の
相
伝
の
不
備
の
み
を
も
っ
て
庶
流
の
説
を
批
判
す
る

こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
庶
流
批
判
の
内
容
自
体
が
周
知
の
こ

と
と
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。⽛
庶
流
の
相
伝
不
備
と
そ
れ
に
伴
う
不
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立
説
の
否
定
⽜
が
、
不
立
説
へ
の
批
判
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
有
効
で
は
な
く
な
っ

て
い
た
こ
と
が
、
庶
流
批
判
と
い
う
前
提
の
省
略
を
招
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

四

論
理
展
開
（
二
）

為
家
か
ら
の
相
伝
の
有
無
に
立
脚
し
た
庶
流
批
判
の
有
効
性
が
薄
れ
た
た
め

に
省
略
が
起
こ
っ
た
と
考
え
る
に
し
て
も
、
な
ぜ
和
泉
式
部
歌
の
み
が
残
り
、

同
じ
⽛
不
断
説
に
よ
る
解
釈
⽜
を
説
く
②
、
④
が
残
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
論
争
当
時
の
二
条
家
の
論
理
展
開
に
拘
ら
な

け
れ
ば
、
和
泉
式
部
歌
よ
り
も
有
効
に
機
能
す
る
可
能
性
を
持
っ
た
論
拠
さ
え

も
存
在
し
た
。

⽝
秘
聴
抄
⽞（
三
節
⑧
に
当
た
る
）

又
、
絶
煙
と
て
禁
忌
事
也
。
万
葉
に
も
貧
家
の
事
い
へ
る
に
も
⽛
煙
絶
て
⽜

と
よ
め
り
。
又
、
仁
徳
天
皇
御
哥
に
も
⽛
煙
た
つ
民
の
か
ま
ど
は
に
ぎ
は

ひ
に
け
り
⽜
と
よ
み
た
ま
へ
り
。
此
等
を
お
も
ふ
に
、
此
序
の
祝
の
所
に

か
き
た
り
と
見
ゆ
。
い
か
ゞ
た
え
ぬ
け
ぶ
り
を
い
ま
〳
〵
し
う
⽛
た
え
た

り
⽜
と
は
い
ふ
べ
き
。
他
流
之
説
旁
以
不
足
信
用
歟
。

⽝
秘
聴
抄
⽞
は
、⽛
煙
た
た
ず
な
り
⽜
が
、
仮
名
序
の
中
で
⽛
祝
⽜
を
述
べ
る

文
脈
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
し
て
、⽛
貧
家
の
事
い
へ
る
哥
⽜（⽝
万
葉

集
⽞⽛
貧
窮
問
答
歌
⽜
か
）
な
ど
を
例
に
、
竈
の
煙
が
民
の
豊
か
さ
を
象
徴
す
る

こ
と
を
示
し
、
そ
れ
を
富
士
山
の
噴
煙
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
煙
が

立
つ
＝
吉
祥
と
な
る
こ
と
か
ら
不
断
説
を
支
持
す
る
一
方
、
煙
が
立
た
な
い
＝

不
吉
で
あ
る
不
立
説
を
排
す
。
こ
の
説
は
不
断
説
を
支
持
す
る
と
同
時
に
不
立

説
を
排
除
す
る
た
め
、
不
立
説
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
和
泉
式
部
歌
よ

り
も
、
有
利
な
議
論
を
展
開
す
る
見
込
み
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
当
時
は
勅
撰
和

歌
集
の
政
教
性
を
強
調
し
た
⽝
古
今
集
⽞
理
解
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
す
る
と
、
治
世
へ
の
祝
意
を
根
拠
と
し
た
説
明
に
か
な
り
の
説
得
力
が

あ
っ
た
こ
と
も
想
像
で
き
る
。

同
様
の
説
は
二
条
家
の
断
絶
以
降
の
注
に
見
ら
れ
る
。
一
節
で
掲
げ
た
⽝
童

蒙
抄
⽞
は
、
二
条
家
説
を
⽛
け
ぶ
り
の
断
は
禁
忌
な
る
う
へ
、
和
泉
式
部
が
哥

に
⽝
さ
び
し
さ
に
煙
を
だ
に
も
た
ゝ
じ
と
て
柴
折
く
ぶ
る
冬
の
山
里
⽞
と
あ
り
。

⽝
た
ゝ
じ
⽞
は
不
断
の
心
な
れ
ば
⽝
た
ゝ
ず
な
り
⽞
と
云
心
同
と
い
へ
り
⽜
と
要

約
し
て
い
た
。
不
立
説
を
否
定
し
た
上
で
⽛
不
断
説
に
よ
る
解
釈
⽜
を
和
泉
式

部
歌
に
よ
っ
て
示
す
と
い
う
二
条
家
の
論
理
展
開
を
端
的
に
ま
と
め
て
い
る

が
、
不
立
説
を
否
定
す
る
根
拠
は
相
伝
の
不
備
で
は
な
く
、⽛
け
ぶ
り
の
断
は
禁

忌
⽜
で
あ
る
こ
と
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
自
ら
の
卓
抜
し
た
学
才
に
よ
っ
て
歌

道
家
説
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
兼
良
に
と
っ
て
は
、
相
伝
の

有
無
よ
り
も
煙
が
象
徴
す
る
吉
凶
の
ほ
う
が
説
得
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
後
の
⽝
両
度
聞
書
⽞（
東
常
縁
述
宗
祇
著
）
で
も
、⽛
今
は
富
士
の

山
も
煙
た
た
ず
な
り
⽜
と
は
⽛
名
だ
か
き
山
に
お
も
し
ろ
き
煙
の
た
え
ず
た
つ

を
よ
ろ
こ
ば
し
く
お
も
ふ
義
也
⽜
と
説
く
。
煙
と
吉
凶
の
相
関
を
明
言
し
な
い

も
の
の
、
噴
煙
が
立
つ
こ
と
に
喜
ば
し
さ
を
見
出
す
点
で
⽝
秘
聴
抄
⽞
の
説
を

受
け
継
ぐ
説
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。⽝
秘
聴
抄
⽞
か
ら
時
代
と
し
て
は
や

や
離
れ
る
⽝
童
蒙
抄
⽞
や
⽝
両
度
聞
書
⽞
に
同
類
の
説
が
見
ら
れ
る
の
は
、
煙

と
吉
凶
に
相
関
を
見
出
す
説
に
、
中
世
を
通
じ
て
説
得
力
が
あ
っ
た
た
め
で
あ

ろ
う
。
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し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
説
得
力
を
も
っ
て
不
断
説
へ
と
結
論
を
導
く
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
論
拠
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
際
に
二
条
家
が
選
択
し

た
の
は
、
和
泉
式
部
歌
を
証
歌
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
考
え
ら
れ

る
の
は
、
和
泉
式
部
歌
は
不
断
説
の
妥
当
性
を
直
接
に
論
証
す
る
と
い
う
観
点

の
み
か
ら
選
択
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
不
断
説
そ
の
も
の
を
論
証
す
る
目
的
で
も
、庶
流
批
判
の
省
略
と⽛
仮

名
序
本
文
の
解
釈
⽜
の
残
存
で
も
説
明
し
き
れ
な
い
と
す
る
と
、
二
条
家
が
和

泉
式
部
歌
を
選
択
し
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
和
泉
式
部
歌
と
、
和
泉
式
部
歌
以
外
の
論
拠
で

あ
る
、
煙
が
象
徴
す
る
吉
凶
や
、
②
⽛
与
奪
の
説
⽜
④
⽛⽝
今
は
⽞
に
接
続
す
る

文
脈
の
解
釈
⽜
と
で
は
、
論
証
し
よ
う
と
す
る
対
象
が
決
定
的
に
異
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
用
例
か
ら
⽛
言
語
表
現
と
し
て
の
成
立
可
能

性
⽜
を
示
そ
う
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
不
断
説
を
仮
名
序
本
文
に
当
て
は

め
た
場
合
に
読
み
取
れ
る
文
意
を
解
説
し
よ
う
と
試
み
る
。
つ
ま
り
、
仮
名
序

の
前
後
の
文
脈
と
の
整
合
性
を
問
題
と
す
る
か
否
か
が
異
な
っ
て
い
る
。
い
く

つ
か
の
論
拠
の
中
か
ら
和
泉
式
部
歌
が
選
択
さ
れ
た
理
由
は
、
こ
こ
に
隠
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五

不
立
説
と
の
関
連

和
泉
式
部
歌
が
必
要
と
さ
れ
た
理
由
の
所
在
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見
え
て
き

た
が
、
二
条
家
と
そ
の
周
辺
の
注
か
ら
わ
か
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
そ
こ

で
、不
立
説
の
主
張
も
含
め
て
考
え
て
み
た
い
。
次
の⽝
大
江
広
貞
注
⽞（
以
下
、

⽝
大
江
注
⽞）
は
冷
泉
家
の
立
場
か
ら
付
注
し
て
お
り17
、
不
立
説
が
い
か
な
る
議

論
を
展
開
し
て
い
た
の
か
参
考
に
で
き
る
。

当
家
に
不
立
と
云
事
は
、
先
に
い
ふ
が
ご
と
く
、
歌
は
実
を
以
て
先
と
す

べ
き
も
の
な
れ
ば
、
当
時
立
た
ざ
る
う
へ
は
、
立
た
ざ
る
に
ま
か
せ
て
不

立
と
云
也
。
そ
の
う
へ
、
光
孝
、
宇
多
の
比
は
、
彼
山
の
け
ぶ
り
立
た
ざ

り
し
か
ば
、
貫
之
が
心
に
も
、
不
立
と
書
く
也
。
彼
心
に
ま
か
せ
て
不
立

と
云
也
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
か
み
に
い
ひ
つ
る
言
葉
を
転
じ
て
、
今
は
富
士

の
け
ぶ
り
も
立
た
ず
、
長
柄
の
橋
も
つ
く
る
と
聞
く
人
は
、
歌
に
昔
よ
み

置
い
た
る
を
見
て
な
ぐ
さ
み
け
る
と
云
り
。
不
立
に
て
こ
そ
、
そ
の
心
も

う
つ
く
し
く
足
り
て
見
え
侍
れ
。
さ
れ
ば
、
当
流
に
は
立
た
ず
と
な
ら
ふ

也
。18

噴
煙
が
途
絶
え
て
い
た
実
態
に
従
っ
て
書
か
れ
た
仮
名
序
の
文
意
を
説
く
こ

と
に
、⽛
そ
の
う
へ
⽜
以
降
、
注
文
の
大
半
が
割
か
れ
て
い
る
。
文
脈
と
の
整
合

性
は
不
断
説
に
と
っ
て
大
き
な
障
害
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
不
立
説
に
と
っ
て
は

有
利
な
論
点
で
あ
り
、
最
大
限
に
主
張
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

も
う
一
点
、⽝
大
江
注
⽞
で
は
⽛
現
今
煙
は
立
っ
て
い
な
い
以
上
、
不
立
が
正

し
い
⽜
と
い
う
論
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
二
条
家
で
も
、
庶
流
は
現

今
の
噴
煙
の
実
態
を
も
と
に
不
立
説
を
主
張
し
た
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
二
条
家
の
源
承
の
著
作
⽝
源
承
和
歌
口
伝
⽞
は
、
不
立
説
に
つ
い
て
⽛
異

説
あ
り
と
も
聞
侍
ら
ざ
る
に
、
阿
房
あ
づ
ま
へ
く
だ
り
侍
け
る
道
に
て
、
富
士

の
け
ぶ
り
た
ゝ
ず
と
よ
み
て
侍
き
、
か
の
な
が
れ
を
う
け
た
る
と
も
が
ら
、
い

ま
は
た
ゝ
ず
と
執
せ
る
に
や19
⽜
と
述
べ
る
。
不
立
説
は
為
家
の
相
伝
に
基
づ
か

ず
、⽛
あ
づ
ま
へ
く
だ
り
侍
け
る
道
⽜
で
の
阿
仏
尼
の
言
行
に
依
存
し
て
い
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

源
承
が
踏
ま
え
た
の
は
、⽝
十
六
夜
日
記
⽞
の
次
の
箇
所
で
あ
ろ
う
。



― 68 ―

富
士
の
山
を
見
れ
ば
、
煙
立
た
ず
。
昔
、
父
の
朝
臣
に
誘
は
れ
て
、⽛
い
か

に
鳴
海
の
浦
な
れ
ば
⽜
な
ど
詠
み
し
頃
、
遠
江
国
ま
で
は
見
し
か
ば
、
富

士
の
煙
の
末
も
、
朝
夕
た
し
か
に
見
え
し
も
の
を
、⽛
い
つ
の
年
よ
り
か
絶

え
し
⽜
と
問
へ
ば
、
さ
だ
か
に
答
ふ
る
人
だ
に
な
し
。

誰
が
方
に
な
び
き
果
て
て
か
富
士
の
ね
の
煙
の
末
の
見
え
ず
な
る
ら

む

古
今
の
序
の
言
葉
と
て
、
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、

い
つ
の
世
の
麓
の
塵
か
富
士
の
ね
の
雪
さ
へ
高
き
山
と
な
し
け
む

朽
ち
は
て
し
長
柄
の
橋
を
作
ら
ば
や
富
士
の
煙
も
た
た
ず
な
り
な
ば20

⽝
十
六
夜
日
記
⽞
は
、
冷
泉
為
相
の
母
阿
仏
尼
に
よ
る
、
二
条
為
世
と
の
訴
訟

の
た
め
に
鎌
倉
へ
下
向
し
た
際
の
紀
行
文
で
あ
る
。
富
士
山
の
噴
煙
が
絶
え
て

い
る
様
子
を
見
て
、
阿
仏
尼
は
⽛
古
今
の
序
の
言
葉
⽜
を
連
想
し
、
歌
を
詠
ん

だ
。
は
っ
き
り
と
仮
名
序
の
⽛
今
は
富
士
の
煙
も
た
た
ず
な
り
⽜
の
解
釈
を
提

示
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
噴
煙
が
上
が
ら
な
い
現
実
の
有
様
と
仮
名
序
を
連

想
に
よ
っ
て
結
び
付
け
た
こ
と
は
、
さ
り
げ
な
く
不
立
説
を
主
張
し
た
の
だ
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
不
断
不
立
の
論
争
で
は
、
噴
煙
の
実
態
を
仮
名
序
の

解
釈
に
組
み
入
れ
る
か
否
か
に
論
点
の
一
つ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る21
。

先
の
⽝
大
江
注
⽞
は
⽛
歌
は
実
を
以
て
先
と
す
べ
き
⽜
と
い
う
固
有
の
倫
理

的
観
点
に
立
っ
て
い
る
が
、
か
か
る
観
点
か
ら
離
れ
て
も
、
現
実
に
噴
煙
が
絶

え
て
い
る
と
い
う
富
士
山
の
実
態
が
、
不
立
説
に
よ
り
説
得
力
が
あ
る
よ
う
な

印
象
を
与
え
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い22
。
噴
煙
の
実
態
が
持
ち
出
さ
れ
た
場

合
、
二
条
家
は
弱
い
立
場
に
立
た
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
仮
名
序
本
文
の
文
脈
上
の
整
合
性
、
当
時
の
噴
煙
の
実
態
の
二
点
は
、

不
立
説
が
有
利
に
な
る
論
点
で
あ
っ
た
。
二
条
家
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
が
論

点
に
な
る
の
は
な
る
べ
く
避
け
た
い
事
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
本
論
が
洗
い
出
し
て
き
た
不
断
説
の
論
点
の
多

く
は
こ
れ
ら
二
点
に
繋
が
っ
て
い
く
。
和
泉
式
部
歌
と
交
代
す
る
可
能
性
の

あ
っ
た
②
⽛
与
奪
の
説
⽜
④
⽛⽝
今
は
⽞
か
ら
続
く
文
脈
の
解
釈
⽜
⑧
⽛
煙
が
象

徴
す
る
吉
凶
⽜
は
、
仮
名
序
の
文
脈
の
説
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

論
争
当
時
の
二
条
家
説
の
論
点
の
中
に
は
、
⑤
⽛
基
俊
の
歌
合
判
詞
か
ら
考
証

す
る
実
際
の
噴
煙
の
状
態
⽜
⑪
⽛
延
喜
ご
ろ
に
煙
が
絶
え
た
こ
と
は
な
い
⽜
と

い
っ
た
仮
名
序
執
筆
当
時
の
噴
煙
の
状
態
の
考
証
も
あ
っ
た
が
、
同
時
代
の
噴

煙
の
実
態
に
議
論
が
及
ぶ
の
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
噴
煙
の
状
態
の
考
証
自
体
も

避
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
て
不
立
説
に
有
利
に
働
き
か
ね
な
い
論
点
を
排
除
し
、
か
つ
庶
流
批

判
の
意
義
が
低
下
し
て
い
る
と
な
る
と
、
論
争
当
時
に
提
示
さ
れ
た
不
断
説
の

根
拠
の
ほ
と
ん
ど
は
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
た
だ
し
、⽛
言

語
表
現
と
し
て
の
成
立
可
能
性
⽜
の
証
歌
で
あ
る
和
泉
式
部
歌
の
み
は
、
仮
名

序
の
文
脈
と
の
整
合
性
や
噴
煙
の
実
際
と
は
関
連
を
持
た
な
い
。
不
立
説
を
利

す
る
方
向
に
論
点
が
展
開
す
る
可
能
性
を
案
じ
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
和
泉
式
部
歌
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
⽛
言
語
表
現
と

し
て
の
成
立
可
能
性
⽜
が
注
説
の
中
で
大
き
な
割
合
を
占
め
る
と
な
る
と
、
反

比
例
し
て
他
論
点
の
ウ
ェ
イ
ト
は
下
が
り
、
結
果
と
し
て
、
文
脈
と
の
整
合
性

な
ど
不
断
説
に
と
っ
て
不
利
な
論
点
の
印
象
は
薄
ま
る
こ
と
に
な
る
。
二
条
家

が
和
泉
式
部
歌
を
必
要
と
し
た
の
は
、
そ
の
論
証
対
象
が
不
断
説
に
不
利
な
論

点
と
関
わ
り
を
持
た
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
論
点
の
重
要
性
を
減
殺
す
る
よ
う

に
機
能
す
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か23
。

二
条
家
説
に
お
け
る
和
泉
式
部
歌
が
以
上
の
よ
う
な
機
能
を
背
負
っ
て
い
た
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と
す
る
と
、
二
条
家
が
用
い
続
け
、⽛
為
家
が
用
い
た
⽜
な
ど
と
い
う
権
威
づ
け

が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
に
も
得
心
が
い
く
。
和
泉
式
部
歌
を
証
歌
と
す
る

こ
と
の
裏
面
に
は
、
不
断
説
を
主
張
し
つ
つ
、
対
立
す
る
庶
流
が
主
張
す
る
不

立
説
を
黙
殺
す
る
と
い
う
、
練
り
上
げ
ら
れ
た
行
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
論
で
は
、⽝
古
今
集
⽞仮
名
序
の
一
節⽛
今
は
富
士
の
山
も
煙
た
ゝ
ず
な
り
⽜

の
解
釈
に
つ
い
て
、
二
条
家
が
主
張
し
た
不
断
説
の
内
容
を
分
析
し
、
和
泉
式

部
歌
が
証
歌
と
し
て
不
可
欠
と
な
る
過
程
を
辿
っ
て
き
た
。
当
初
の
庶
流
と
の

激
し
い
議
論
の
下
で
は
、
和
泉
式
部
歌
が
示
す
⽛
言
語
表
現
と
し
て
の
成
立
可

能
性
⽜
は
多
岐
に
渡
る
論
点
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
庶
流
が
歌

道
家
と
し
て
自
立
し
て
い
く
中
で
、
為
家
か
ら
の
相
伝
の
有
無
の
み
に
よ
る
批

判
の
効
果
は
薄
ま
り
、
そ
れ
に
随
っ
て
関
連
す
る
論
点
も
脱
落
し
た
。
一
方
、

和
泉
式
部
歌
は
、
仮
名
序
本
文
と
の
文
脈
上
の
整
合
性
や
富
士
山
の
噴
煙
の
実

態
と
い
っ
た
不
断
説
に
不
利
な
論
点
と
関
連
を
持
た
ず
、
む
し
ろ
和
泉
式
部
歌

を
論
点
の
中
で
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
論
点
の
印
象
を
減
殺
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
た
め
、
二
条
家
に
と
っ
て
和
泉
式
部
歌
を
用
い
た
論

証
は
不
可
欠
な
も
の
と
な
り
、
二
条
家
外
ま
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
た
だ
し
、
二
条
家
外
の
人
々
が
そ
の
目
的
ま
で
知
悉
し
て
い
た
と
は

考
え
に
く
い
。
二
条
家
外
の
注
に
関
し
て
は
、
一
節
で
述
べ
た
通
り
、
二
条
家

説
を
型
通
り
に
踏
襲
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
が
、
証
歌
と
し
て
引
用
さ
れ
た
和
泉
式
部
歌
を
追
う
こ
と
に

よ
っ
て
見
え
て
き
た
。
は
じ
め
に
提
示
し
た
論
述
方
法
の
変
遷
の
問
題
か
ら
言

え
ば
、
和
泉
式
部
歌
が
受
け
継
が
れ
た
契
機
は
二
条
家
説
の
展
開
に
あ
り
、
具

体
的
な
証
拠
に
基
づ
く
考
証
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
説
が
相
伝
さ
れ
た
と
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
和
泉
式
部
歌
は
、
注
本
文
に
は
現
れ
な
い
考
証
過
程
が

存
し
た
指
標
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
引
用
歌
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
注
釈
の
背
景
は
、
論

述
と
い
う
面
か
ら
古
注
を
少
し
で
も
深
く
読
み
解
く
た
め
の
、
手
掛
か
り
の
一

つ
と
な
り
え
る
で
あ
ろ
う
。

注

⚑

浅
田
徹
⽛
歌
学
と
歌
学
書
の
生
成
⽜（
院
政
期
文
化
研
究
会
編
⽝
院
政
期
文

化
論
集

第
二
巻

言
説
と
テ
キ
ス
ト
学
⽞、
平
成
一
四
年
、
森
話
社
）。

⚒

本
文
は
、片
桐
洋
一⽝
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題

三
下
⽞（
昭
和
五
六
年
、

赤
尾
照
文
堂
）
翻
刻
に
よ
る
。

⚓
⽝
秘
聴
抄
⽞
は
、
為
兼
為
相
を
は
じ
め
世
間
の
人
々
は
皆
不
立
説
が
正
し
い

と
思
っ
て
い
る
が
、
為
世
の
み
が
庭
訓
で
あ
る
不
断
説
を
相
承
す
る
旨
を

述
べ
た
う
え
で
、
不
立
説
に
つ
い
て
⽛
こ
れ
は
文
の
ま
ゝ
な
り
。
尤
か
や

う
に
心
え
ぬ
べ
き
物
也
⽜
と
い
う
。
一
見
正
し
い
不
立
説
を
乗
り
越
え
て

真
正
の
不
断
説
に
た
ど
り
着
く
に
は
、
相
伝
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
主
張

で
あ
ろ
う
。

⚔

例
え
ば
、
本
稿
で
扱
う
和
泉
式
部
歌
同
様
に
証
歌
と
さ
れ
る
和
歌
に
つ
い

て
い
え
ば
、⽝
二
条
為
忠
古
今
集
序
注
⽞
で
は
他
に
な
く
、
一
条
兼
良
⽝
古
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今
集
童
蒙
抄
⽞
で
は
他
に
一
首
し
か
な
い
。

⚕

以
下
、
表
内
で
注
記
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
列
挙
す
る
。

⽝
六
巻
抄
⽞
に
は
本
注
の
他
に
裏
書
が
あ
り
、
書
か
れ
た
時
期
や
性
質
の

差
な
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
が
、
本
稿
で
は
⽝
六
巻
抄
⽞

全
体
を
扱
う
。

⽝
略
抄
⽞
は
、
二
条
為
重
筆
の
注
釈
書
で
、
従
来
の
⽝
為
重
注
⽞
あ
る
い

は
⽝
兼
好
注
⽞
で
あ
る
。
伊
倉
文
人
氏
に
よ
れ
ば
、
兼
好
法
師
の
著
作
と

は
考
え
ら
れ
な
い
と
と
も
に
、
為
重
が
原
著
者
と
も
い
え
な
い
と
さ
れ
る

（
伊
倉
文
人
⽛
為
重
注
と
兼
好
注

―
南
北
朝
期
の
二
つ
の
古
今
集
注
釈

書
の
関
係
に
つ
い
て

―
⽜⽝
和
歌
文
学
研
究
⽞
第
一
〇
九
号
、
平
成
二
六

年
一
二
月
）。
本
稿
で
は
、
お
そ
ら
く
二
条
家
由
来
で
、
少
な
く
と
も
為
重

時
点
に
遡
れ
る
注
と
し
て
扱
う
。
ま
た
、⽝
略
抄
⽞は
不
断
説
の
直
後
に⽛
或

説
⽜
と
し
て
不
立
説
を
述
べ
る
が
、⽝
為
忠
注
⽞
ほ
か
多
く
の
注
釈
書
と
同

様
に
⽝
古
今
為
家
序
抄
⽞
に
基
づ
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

⽝
破
窓
不
出
書
⽞
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、
目
録
資
料
名
⽛
破
窓
不
出
書
⽜

（
架
蔵
番
号
五
〇
二
・
三
八
七
）
を
、⽝
東
家
極
秘
⽞
は
同
じ
く
宮
内
庁
書

陵
部
蔵
、
目
録
資
料
名
⽛
古
今
秘
伝
集
⽜（
鷹
・
三
八
〇
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ

電
子
画
像
よ
り
参
照
し
た
。

⚖

本
文
は
、
武
井
和
人
、
西
野
強
⽝
古
今
集
古
注
釈
書
集
成

一
条
兼
良
自

筆
古
今
集
童
蒙
抄［
影
印
付
］校
本
古
今
三
鳥
剪
紙
伝
授
⽞（
平
成
二
五
年
、

笠
間
書
院
）
所
収
の
影
印
に
よ
る
。
私
に
翻
刻
し
、
読
み
や
す
く
整
え
た
。

⚗

例
え
ば
、
飛
鳥
井
雅
縁
⽝
諸
雑
記
⽞
は
、
三
流
に
分
か
れ
た
為
家
の
子
孫

の
歌
風
や
歌
学
上
の
相
違
に
つ
い
て
⽛
他
家
と
し
て
証
判
す
べ
き
事
に
て

侍
ら
ね
ば
、
此
人
々
子
孫
事
、
あ
な
が
ち
申
た
て
侍
べ
き
に
あ
ら
ず
⽜
と

い
う
。
ま
た
、
東
常
縁
述
宗
祇
聞
書
⽝
両
度
聞
書
⽞
も
、
不
断
不
立
に
つ

い
て
は
他
家
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
詳
述
し
て
い
な
い
。

⚘
⽝
本
朝
文
粋
⽞
所
収
の
都
良
香
⽛
富
士
山
記
⽜
か
。
た
だ
し
、
噴
煙
が
絶
え

た
と
い
う
記
述
は
な
い
。

⚙

本
文
は
、
東
山
御
文
庫
蔵
、
勅
封
、
六
、
三
、
一
、
六
、
目
録
書
名
⽛
二

条
為
忠
古
今
集
序
注
⽜を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
紙
焼
写
真
に
よ
り
翻
刻
し
、

適
宜
読
点
な
ど
を
付
し
た
。
一
部
、
慶
応
義
塾
大
学
蔵
本
に
よ
り
本
文
を

改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

10

小
川
剛
生
⽝
中
世
和
歌
史
の
研
究

撰
歌
と
歌
人
社
会
⽞
第
一
部
第
四
章

（
平
成
二
九
年
、
塙
書
房
。
初
出
は
⽛
南
北
朝
期
の
二
条
家
歌
人
と
古
今
集

説

―
東
山
御
文
庫
蔵
⽝
二
条
為
忠
古
今
集
序
注
⽞
を
め
ぐ
っ
て

―
⽜

⽝
明
月
記
研
究
⽞
第
三
号
、
平
成
一
〇
年
一
一
月
）。

11
⽝
六
巻
抄
⽞
に
残
さ
れ
た
二
条
為
明
の
説
と
⽝
為
忠
注
⽞
の
説
は
、
互
い
に

共
通
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
10
小
川
前
掲
書
）。

本
節
に
お
け
る
⽝
六
巻
抄
⽞
引
用
箇
所
は
為
世
か
ら
の
聞
き
書
き
部
分
の

一
部
で
あ
る
が
、⽝
為
忠
注
⽞
と
関
連
す
る
か
。

12

以
下
の
本
文
の
引
用
は
深
津
睦
夫
⽝
古
今
集
古
注
釈
書
集
成

浄
弁
注

内
閣
文
庫
本
古
今
和
歌
集
注
伝
冬
良
作
⽞（
平
成
一
〇
年
、
笠
間
書
院
）
に

よ
る
。

13

便
宜
の
た
め
、
私
に
番
号
を
付
し
た
。⽝
六
巻
抄
⽞（
本
注
・
裏
書
を
含
む
）

⽝
秘
聴
抄
⽞
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
各
注
釈
書
内
で
重
複
す
る

内
容
は
適
宜
統
合
し
た
。

14

あ
る
説
を
⽛
与
⽜⽛
奪
⽜
の
二
通
り
の
方
法
で
批
判
す
る
論
法
は
主
に
仏
典

に
見
ら
れ
る
。
こ
の
論
法
に
関
連
す
る
と
す
れ
ば
、⽝
浄
弁
注
⽞
の
⽛
あ
た
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へ
て
い
ふ
⽜
と
は
、
説
を
厳
密
に
批
判
す
る
⽛
奪
⽜
に
対
し
て
、
厳
密
さ

を
緩
め
、
実
態
に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
を
拡
大
す
る
こ
と
を
指
す
と
考

え
ら
れ
る
。

15
⽛
関
戸
丹
後
入
道
⽜
の
考
証
は
、
小
林
一
彦
⽛
京
と
鎌
倉

―
弘
安
・
正

応
期
の
和
歌
と
風
景

―
⽜（⽝
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
⽞

第
六
号
、
平
成
一
三
年
三
月
）
に
詳
し
い
。

16
⽝
浄
弁
注
⽞
で
は
鎌
倉
で
の
訴
訟
の
後
と
な
っ
て
い
る
が
、⽝
六
巻
抄
⽞⽝
秘

聴
抄
⽞
で
は
鎌
倉
下
向
の
折
に
将
軍
に
伝
授
し
た
際
の
こ
と
と
な
っ
て
お

り
、⽝
延
慶
両
卿
訴
陳
状
⽞
も
後
者
と
同
様
で
あ
る
。
鎌
倉
と
い
う
場
所
の

共
通
性
か
ら
、⽝
浄
弁
注
⽞で
は
細
川
庄
を
め
ぐ
る
裁
判
に
付
会
さ
れ
た
か
。

17

片
桐
洋
一
⽝
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題

一
⽞（
昭
和
四
六
年
、
赤
尾
照
文

堂
）
な
ど
。

18

本
文
は
、⽝
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書

古
今
集
註
⽞（
新
井
栄
蔵
、

田
村
緑
翻
刻
、
昭
和
五
九
年
、
臨
川
書
店
）
に
よ
る
。
た
だ
し
読
み
や
す

さ
の
た
め
に
表
記
を
整
え
た
。

19

本
文
は
、源
承
和
歌
口
伝
研
究
会⽝
源
承
和
歌
口
伝
注
解
⽞（
平
成
一
六
年
、

風
間
書
房
）
に
よ
る
。

20

本
文
は
、⽝
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

中
世
日
記
紀
行
集
⽞（
平
成
六
年
、

小
学
館
）
に
よ
る
。

21

注
15
小
林
論
文
は
、
不
断
不
立
の
論
争
に
つ
い
て
、
和
歌
に
詠
み
継
が
れ

て
き
た
形
式
的
な
風
景
と
実
際
の
景
観
と
の
隔
た
り
と
い
う
叙
景
歌
の
問

題
か
ら
論
じ
て
い
る
。

22

例
え
ば
、
実
証
的
な
方
法
で
知
ら
れ
る
契
沖
も
、⽛
富
士
の
煙
、
い
つ
よ
り

絶
た
り
と
は
し
ら
ず
。
…
（
中
略
）
…
平
家
物
語
に
、
文
覚
上
人
彼
山
に

も
の
ぼ
ら
れ
し
よ
し
あ
る
は
、
山
も
ゝ
え
ず
煙
も
絶
た
る
故
な
る
べ
し
。

今
現
に
煙
な
し
⽜（⽝
古
今
余
材
抄
⽞）
と
、
現
在
は
噴
煙
が
立
っ
て
い
な
い

こ
と
を
支
証
と
し
て
文
覚
が
登
山
し
た
時
点
の
考
証
を
行
っ
て
い
る
。
も

し
、
同
様
の
論
法
が
⽝
古
今
集
⽞
時
点
に
ま
で
及
ぼ
さ
れ
た
な
ら
ば
、
現

在
の
噴
煙
の
実
態
は
不
立
説
の
裏
付
け
と
な
り
え
る
で
あ
ろ
う
。

23

同
様
に
、
議
論
の
中
で
論
点
の
操
作
が
行
わ
れ
た
事
態
に
、
次
の
よ
う
な

例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
勅
撰
和
歌
集
撰
者
の
座
を
め
ぐ
る
為
世
と

為
兼
と
の
一
連
の
相
論
に
つ
い
て
、
為
兼
を
撰
者
に
含
む
永
仁
勅
撰
の
企

画
の
不
吉
さ
を
主
張
し
た
為
世
の
主
張
は
、
為
兼
が
為
世
の
以
前
の
言
動

を
持
ち
出
し
て
撰
者
の
競
望
を
封
じ
た
た
め
、
争
点
を
移
し
た
も
の
と
推

測
さ
れ
て
い
る
（
注
10
小
川
前
掲
書
第
一
部
第
二
章
、
初
出
は
⽛
歌
道
家

の
人
々
と
公
家
政
権

―
⽛
延
慶
両
卿
訴
陳
⽜
を
め
ぐ
っ
て
⽜、
兼
築
信

行
・
田
渕
句
美
子
編
⽝
和
歌
文
学
会
論
集

和
歌
を
歴
史
か
ら
読
む
⽞、
平

成
一
一
年
、
笠
間
書
院
）。

〔
付
記
〕⽝

為
忠
注
⽞
は
、
引
用
箇
所
以
降
に
⽝
六
巻
抄
⽞
⑤
に
一
致
す
る
内
容
が

続
く
。
た
だ
し
、
引
用
箇
所
以
降
は
⽛
庭
訓
は
不
断
説
で
あ
る
⽜
こ
と
を

論
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
論
で
着
目
す
る
不
断
説
の
当
否
を

論
じ
た
箇
所
の
み
を
引
用
し
た
。

ま
た
、
本
論
文
は
、
平
成
二
八
年
度
北
海
道
大
学
国
語
国
文
学
会
大
会

の
口
頭
発
表
を
元
に
し
て
い
る
。
席
上
で
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
記

し
て
深
謝
申
し
上
げ
る
。

（
さ
さ
き

と
も
こ
・
北
海
道
大
学
大
学
文
書
館
特
定
専
門
職
）


