
序

最
初
に
本
稿

平
安
文
学
と
服
飾
文
化

上
・
下

の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

い
さ
さ
か
私
事
に
亘
る
が
、
ご
容
赦
を
願
い
た
い
。
本
稿
は
、
そ
も
そ
も
中
国

中
華
人
民
共
和

国

か
ら
の
留
学
生
で
、
現
在
、
和
歌
山
大
学
大
学
院

教
育
学
研
究
科

に
在
籍
中
の
、
楊
春
春

以
下
、
楊
さ
ん

と
の
共
同
執
筆
と
い
う
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
楊
さ
ん
が
日
本
に
来
て
か
ら
、

す
で
に
三
年
半
の
時
間
が
経
つ
が
、
そ
の
間
、
楊
さ
ん
は
日
本
文
化

と
り
わ
け
、
衣
食
住
を
始

め
と
す
る
生
活
文
化

に
興
味
を
持
ち
、
勉
学
に
励
ん
で
き
た
。
最
終
的
に
、
研
究
対
象
に
は
衣

す
な
わ
ち
、
服
飾

文
化
を
選
び
、
平
安
時
代
の
女
流
文
学

主
と
し
て

枕
草
子

や

源
氏

物
語

に
描
か
れ
て
い
る
、
当
時
の
服
飾
を
題
材
と
し
て
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
美
意
識

や
、
人
生
観
や
世
界
観
に
つ
い
て
、
半
年
後

平
成
二
十
一
年
一
月

に
は
修
士
論
文
を
提
出
す

る
予
定
で
あ
る
。

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
修
士
論
文
の
作
成
の
傍
ら
で
、
ほ
ぼ
同
時
進
行
の
状
態
で
、
書
き
継

が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
半
部
分

袖

そ
で

の
詩
学

は
、
私
が
単
独
で
執
筆
し
、
後
半
部

分

袖

そ
で

の
美
学

は
楊
さ
ん
が
、
ま
ず
本
文
を
作
成
し
た
後
に
、
こ
れ
に
適
宜
、
補
足

を
加
え
る
形
で
、
私
が
注
釈
を
添
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
の
日
本
語
に
つ
い
て
も
、
若
干
の

修
正
を
行
な
っ
た
り
、
加
筆
を
行
な
っ
た
り
し
た
。
こ
の
よ
う
な
作
業
が
必
要
で
あ
っ
た
の
は
、

単
純
に
言
え
ば
、
楊
さ
ん
が
留
学
生

す
な
わ
ち
、
外
国
人

で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
が
、

楊
さ
ん
に
と
っ
て
は
日
本
語
、
彼
女
の
側
か
ら
言
え
ば
、
外
国
語
の
文
献
を
読
み
、
し
か
も
古

代
の
文
献
を
読
み
、
そ
れ
を
論
文
と
い
う
形
に
纏
め
る
作
業
は
困
難
を
極
め
た
よ
う
で
あ
り
、

な
か
ん
ず
く
韻
文

い
わ
ゆ
る

和
歌

の
読
解
に
つ
い
て
は
、
困
惑
の
度
は
増
す
ば
か
り
の
よ

う
で
あ
っ
た
。

理
由
自
体
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
解
で
は
な
い
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
、
例
え
ば

枕
草
子

や

源

氏
物
語

を
理
解
し
よ
う
と
し
た
時
に
、
そ
れ
だ
け
を
切
り
離
し
て
、
単
独
で
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
女
流
文
学
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
美

意
識
や
、
人
生
観
や
世
界
観
は
、
決
し
て
清
少
納
言
や
紫
式
部
が
、
突
如
、
自
力
で
産
み
出
し

た
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
、
平
安
時
代
の
前
期
か
ら
中
期
へ
と
及
ぶ
、
二
百

年
の
歴
史
が
積
み
重
な
っ
て
、
は
じ
め
て
姿
を
見
せ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
多
様
な
、
そ

れ
以
前
の
歴
史
の
影
響
が
木
霊

こ
だ
ま

し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
際
に
及
ぼ
し
た

古

今
和
歌
集

の
影
響
に
は
測
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
安
時
代
の
女
流
文

学
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
第
一
の
段
階
と
し
て
、
ま
ず

古
今
和
歌
集

の
理

解
が
必
須
の
前
提
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
易
々
と
受
け
容
れ
て
く
れ
る
ほ
ど
に
は
、
困
っ
た
こ
と
に

古
今
和
歌

集

の
理
解
は
甘
く
な
い
。
な
に
し
ろ
、
す
で
に
明
治
時
代
以
降
、
与
謝
野
鉄
幹
や
正
岡
子
規

を
筆
頭
に
し
て
、
こ
の
百
年
間
、
私
た
ち
自
身

す
な
わ
ち

日
本
人

が

古
今
和
歌
集

の
価
値
を
顧
み
ず
、
忘
れ
去
り
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
美
意
識
や
、
人
生
観
や
世
界
観
か

ら
は
、
遠
く
隔
た
っ
た
地
点
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

古
今
和
歌
集

と
い
う
名
前
だ
け

な
ら
、
多
く
の
日
本
人
が
曲
が
り
な
り
に
知
っ
て
は
い
て
も
、
そ
の
ペ
ー
ジ
を
自
分
自
身
の
手

で
捲
っ
た
経
験
を
持
つ
日
本
人
は
、
ご
く
小
数
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
そ
の
よ
う
な

古
今

和
歌
集

を

日
本
人

で
は
な
い
楊
さ
ん
が
理
解
し
、
そ
の
上
で
、
さ
ら
に

枕
草
子

や

袖

そ
で

の
詩
学

平
安
文
学
と
服
飾
文
化

上

天

野

雅

郎

袖

そ
で

の
詩
学

平
安
文
学
と
服
飾
文
化

上
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源
氏
物
語

を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
う
の
は
余
り
に
も
、
現
在
の
時
点
で
は

酷
に
過
ぎ
る
注
文
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
せ
め
て
楊
さ
ん
が
平
安
時
代
の
女
流
文
学
を
読
む
に
当
た
っ
て
、
あ
る
程
度
の
手

助
け
に
な
る

で
あ
ろ
う

点
を
、
私
が
最
初
に
、
指
導
教
員
の
立
場
か
ら
、
書
き
留
め
て
お
く

こ
と
に
し
た
。
繰
り
返
し
に
は
な
る
が
、
そ
れ
が
本
稿
の
前
半
部
分

上
篇

で
あ
り
、
そ
れ
を

受
け
て
、
今
度
は
楊
さ
ん
が

枕
草
子

を
中
心
に
し
て
書
い
た
の
が
、
後
半
部
分

下
篇

で

あ
る
。
今
回
は
、
ど
ち
ら
も
楊
さ
ん
の
修
士
論
文
の
主
題
に
合
わ
せ
て
、
服
飾
の
中
で
も
、
特

に

袖

そ
で

に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
、
私
に
個
人
的
に
願

う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
文
化

そ
し
て
、
中
国
文
化

が
日
本

そ
し
て
、
中

国

に
独
自
の
、
固
有
の
文
化
で
は
な
く
、
そ
の
本
性
か
ら
し
て
、
も
と
も
と
複
合
文
化
で
あ

り
、
混
交
文
化
で
あ
り
、
雑
種
文
化
で
あ
る
こ
と
を
、
お
互
い
に
、
理
解
す
る
日
の
到
来
す
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。

一

古
今
和
歌
集

に
詠
ま
れ
た

袖

の
歌
の
数
は
、
ど
う
や
ら
総
計
で
三
十
八
首
に
上
る

よ
う
で
あ
る

注
一

。
そ
の
内
、
短
歌
が
三
十
六
首
で
、
長
歌
は
二
首
。
す
で
に

古
今
和
歌

集

に
お
い
て
、
長
歌
は
特
殊
な
、
文
字
ど
お
り
の
雑
体

ざ
っ
て
い

で
あ
っ
て
、
和
歌
と
言

え
ば
、
そ
れ
は
短
歌
の
別
名
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
本
稿
で
も
、
こ
の
長
歌
の
二
首
を
例
外
と

し
て
除
き
、
以
下
に
三
十
六
首
の
短
歌
を
引
く
こ
と
で
、

古
今
和
歌
集

に
お
け
る

袖

の

歌
の

察
を
行
な
う

注
二

。

注
一

西
下
経
一
・
滝
沢
貞
夫
編

古
今
集
総
索
引

明
治
書
院
、
一
九
五
八
年

を
参
照
。

な
お
、
類
似
の
表
現

例
え
ば

衣
手

に
つ
い
て
は
、
今
回
は
省
略
。

注
二

以
下
、
基
本
的
に

古
今
和
歌
集

か
ら
の
引
用
は

新
編

日
本
古
典
文
学
全
集

版

小
学
館
、
一
九
九
四
年

に
拠
る
が
、
表
記
は
適
宜
、
読
み
や
す
い
形
に
改
め
た
。

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
短
歌
を
大
ま
か
に
、
部
立

ぶ
だ
て

に
よ
っ
て
分
類
し
て
お
く
と
、
圧
倒

的
に
数
が
多
い
の
は
四
季
の
歌
と
恋
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
そ
の
ま
ま

古
今
和
歌
集

全
体
の
比
率
と
も
一
致
す
る
。
具
体
的
な
数
で
言
え
ば
、
四
季
の
歌
が
十
三
首
で
、
恋
の
歌
が

十
五
首
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
す
で
に
二
十
八
首
に
上
り
、
残
り
は
八
首
に
過
ぎ
な
い
。
内
訳
は
、

離
別
の
歌
が
三
首
、

旅

き
り
ょ

の
歌
と
物
の
名
と
、
そ
れ
か
ら
哀
傷
の
歌
が
、
そ
れ
ぞ
れ

一
首
、
雑
歌
が
二
首
で
あ
る
。

そ
の
内
の
、
最
後
の
雑
歌
の
一
首
に
は
、
詞
書
に

女
友
達
と
物
語
し
て
、
別
れ
て
後
に
遣

つ
か

は
し
け
る

と
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も

袖

が
平
安
時
代
に
は
、
ど
の
よ
う
な
形
状
を

し
て
い
た
の
か
を
知
る
上
で
、
役
に
立
つ
歌
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
の

袖

の

歴
史
は
大
き
く
分
け
て
、
そ
の
形
状
か
ら

大
袖
中
心
時
代

と

小
袖
中
心
時
代

に
分
か

れ
る
が

注
三

、
こ
れ
か
ら
私
た
ち
が
歩
み
入
ろ
う
と
し
て
い
る
時
代
は
、
そ
の
名
の
通
り
の

大
袖
中
心
時
代

で
あ
っ
た
。

注
三

大
袖
中
心
時
代

と

小
袖
中
心
時
代

と
い
う
言
い
方
は
、
河
鰭
実
英
の

有

職
故
実

塙
書
房
、
一
九
六
〇
年

と

き
も
の
文
化
史

鹿
島
出
版
会
、
一
九
六

七
年

か
ら
借
用
。

飽

あ

か
ざ
り
し
╱
袖
の
中
に
や
╱
入

い

り
に
け
む
╱
わ
が
魂

た
ま
し
ひ

の
╱
無
き
心

地

こ
こ
ち

す
る

九
九
二

仮
に
、
こ
の
歌
の

袖

が
大
袖
で
は
な
く
、
小
袖
や
筒
袖
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
こ
に

魂

の
入
り
込
む
余
地
は
、
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

袖

が
大
袖
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
そ
こ
に

魂

が
籠
る
感
じ
や
、
そ
れ
を
信
じ
て
歌
に
詠
む
、
と
い
う
行
為
も
可
能
に
な

る
。
な
お
、
こ
の
歌
の
詠
み
手
は
陸
奥

み
ち
の
く

と
呼
ば
れ
、
橘
葛
直

く
ず
な
ほ

の
娘
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
か
ら
地
方
官
で
あ
っ
た
父
と
共
に
任
地
へ
赴
こ
う
と
す
る
際
の
、
女

友
達
へ
の
別
れ
の
歌
で
あ
ろ
う
。

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学
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も
う
少
し
、

古
今
和
歌
集

に
詠
ま
れ
た

袖

の
歌
に
つ
い
て
、
細
か
な
区
分
を
し
て
お

く
と
、
四
季
の
歌
の
中
で
は
、
春
の
歌
が
七
首
、
夏
の
歌
が
一
首
、
秋
の
歌
が
五
首
で
あ
る
。

冬
の
歌
は
、
な
い
。
き
わ
め
て
明
瞭
な
傾
向
で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
、
次
に
挙
げ
る
の
は
唯
一

の
、
た
だ
一
首
の
み
の
夏
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
現
在
の
私
た
ち
に
は

古
今
和
歌
集

の
歌
と
し
て
取
り
上
げ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ

伊
勢
物
語

第
六
〇
段

の
歌
と
し
て
取
り
上

げ
る
方
が
、
よ
り
一
般
的
で
あ
ろ
う
。

五
月

さ
つ
き

待
つ
╱
花
橘

は
な
た
ち
ば
な

の
╱
香

か

を
嗅

か

げ
ば
╱
昔
の
人
の
╱

袖
の
香
ぞ
す
る

一
三
九

こ
の
歌
は

古
今
和
歌
集

で
は

詠
み
人
し
ら
ず

の
歌
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
の

伊

勢
物
語

で
は
主
人
公
（

男

）
の
歌
と
受
け
取
っ
て
も
、
差
し
支
え
の
な
い
歌
で
あ
る
（
注

四

。

昔
の
人

と
は
、
そ
の
脈
絡
で
言
え
ば

男

の
妻
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
か

つ
て

男

の
許
を
去
り
、
今
で
は
別
の
男
の
妻
と
な
っ
て
い
る
、
女
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

女
が
、
い
つ
も

袖

に
焚

た

き
染

し

め
て
い
た

橘

の

香

と
、
こ
の
時
、
奇
し

く
も

男

は
再
会
を
果
た
す
。

注
四

以
下
、
基
本
的
に

伊
勢
物
語

か
ら
の
引
用
は

日
本
古
典
文
学
全
集

版

小
学

館
、
一
九
七
二
年

に
拠
る
が
、
表
記
は
適
宜
、
読
み
や
す
い
形
に
改
め
た
。

こ
の
再
会
は
、
一
見
、
偶
然
の
再
会
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、

も
と
も
と

橘

は

古
事
記

や

日
本
書
紀

に
お
い
て

注
五

、
タ
ジ
マ
モ
リ

古
事

記

で
は
多
遅
摩
毛
理
、

日
本
書
紀

で
は
田
道
間
守

が
、
は
る
か

常
世
国

と
こ
よ
の
く

に

か
ら
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
名
の
通
り
の

非
時
香
菓

と
き
じ
く
の
か
く
の

こ
の
み

を
起
源
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
再
会
も
決
し
て
、
偶
然

の
再
会
で
あ
っ
た
は
ず
が
な
い
。

注
五

古
事
記

中
巻

で
も

日
本
書
紀

巻
第
六

で
も
、
こ
の
物
語
は
、
い
ず
れ

も
垂
仁
天
皇
条
の
末
尾

す
な
わ
ち
、
死
後

に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な

橘

の
位
置
付
け
は
、
ほ
と
ん
ど

万
葉
集

に
お
い
て
も
変
わ
り
が
な
い

注
六

。
強
い
て
、
そ
の
違
い
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

橘

の
異
郷
性
と
永
遠

性
の
裏
に
は
、
か
な
り

万
葉
集

の
場
合
、
個
人
名

例
え
ば
、
県
犬
養
橘
三
千
代
や
、
そ
の

子
の
橘
諸
兄

が
、
色
濃
く
染
み
付
い
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
個
人

名
も

万
葉
集

で
は
、
す
で
に
垂
仁
天
皇
と
等
し
く
、
幽
冥
、
界

さ
か
い

を
異
に
す
る
も

の
で
は
あ
っ
た
が
。

注
六

万
葉
集

に
は
全
部
で
七
十
首
近
い

橘

の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

詠
み
手
の
三
分
の
一
強
は
大
伴
家
持
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
彼
を

万
葉

集

に
お
け
る
タ
ジ
マ
モ
リ
と
称
し
て
も
、
差
し
支
え
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
伝
承
に
基
づ
い
て
、
多
く
の

橘

の
歌
が

古
今
和
歌
集

以
降
も
、
前
掲

の
歌
を
本
歌
と
し
て
、
詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
る

注
七

。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な

橘

の
歌
は

古
今
和
歌
集

の
場
合
、
こ
の
夏
の
歌
の
み
の
一
首
に
留
ま
る
が
、
例
え
ば

梅

と
い
う
形
な
ら
、
ち
ょ
う
ど

袖

と
結
び
付
い
た
二
つ
の
歌
が
、
春
の
歌
の
中
に
遺
さ
れ
て

い
る
。
や
が
て

梅

も

橘

と
並
ん
で
、
私
た
ち
に
古
（
い
に
し
え
）
の
こ
と
を
想
い
起

こ
さ
せ
る
、
懐
古
の
花
と
な
る
。

注
七

そ
の
内
、
最
も
有
名
な
の
は

新
古
今
和
歌
集

の
夏
の
歌
で
、
藤
原
俊
成
の
女

む

す
め

の
、
以
下
の
一
首
で
あ
ろ
う
。

橘
の
╱
匂
ふ
辺

あ
た

り
の
╱
う
た
た
寝
は
╱
夢
も
昔
の
╱
袖
の
香
ぞ
す
る

二
四

五

折
り
つ
れ
ば
╱
袖
こ
そ
匂
へ
╱
梅
の
花
╱
あ
り
と
や
こ
こ
に
╱
鶯
（
う
ぐ
ひ
す
）
の
鳴
く

三
二

色
よ
り
も
╱
香
こ
そ
あ
は
れ
と
╱
お
も
ほ
ゆ
れ
╱
誰

た

が
袖
ふ
れ
し
╱
屋
戸

や
ど

の
梅

ぞ
も

三
三

袖

そ
で

の
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も
う
少
し
、

古
今
和
歌
集

に
詠
ま
れ
た

袖

の
歌
に
つ
い
て
、
細
か
な
区
分
を
し
て
お

く
と
、
四
季
の
歌
の
中
で
は
、
春
の
歌
が
七
首
、
夏
の
歌
が
一
首
、
秋
の
歌
が
五
首
で
あ
る
。

冬
の
歌
は
、
な
い
。
き
わ
め
て
明
瞭
な
傾
向
で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
、
次
に
挙
げ
る
の
は
唯
一

の
、
た
だ
一
首
の
み
の
夏
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
現
在
の
私
た
ち
に
は

古
今
和
歌
集

の
歌
と
し
て
取
り
上
げ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ

伊
勢
物
語

第
六
〇
段

の
歌
と
し
て
取
り
上

げ
る
方
が
、
よ
り
一
般
的
で
あ
ろ
う
。

五
月

さ
つ
き

待
つ
╱
花
橘

は
な
た
ち
ば
な

の
╱
香

か

を
嗅

か

げ
ば
╱
昔
の
人
の
╱

袖
の
香
ぞ
す
る

一
三
九

こ
の
歌
は

古
今
和
歌
集

で
は

詠
み
人
し
ら
ず

の
歌
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
の

伊

勢
物
語

で
は
主
人
公
（

男

）
の
歌
と
受
け
取
っ
て
も
、
差
し
支
え
の
な
い
歌
で
あ
る
（
注

四

。

昔
の
人

と
は
、
そ
の
脈
絡
で
言
え
ば

男

の
妻
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
か

つ
て

男

の
許
を
去
り
、
今
で
は
別
の
男
の
妻
と
な
っ
て
い
る
、
女
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

女
が
、
い
つ
も

袖

に
焚

た

き
染

し

め
て
い
た

橘

の

香

と
、
こ
の
時
、
奇
し

く
も

男

は
再
会
を
果
た
す
。

注
四

以
下
、
基
本
的
に

伊
勢
物
語

か
ら
の
引
用
は

日
本
古
典
文
学
全
集

版

小
学

館
、
一
九
七
二
年

に
拠
る
が
、
表
記
は
適
宜
、
読
み
や
す
い
形
に
改
め
た
。

こ
の
再
会
は
、
一
見
、
偶
然
の
再
会
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、

も
と
も
と

橘

は

古
事
記

や

日
本
書
紀

に
お
い
て

注
五

、
タ
ジ
マ
モ
リ

古
事

記

で
は
多
遅
摩
毛
理
、

日
本
書
紀

で
は
田
道
間
守

が
、
は
る
か

常
世
国

と
こ
よ
の
く

に

か
ら
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
名
の
通
り
の

非
時
香
菓

と
き
じ
く
の
か
く
の

こ
の
み

を
起
源
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
再
会
も
決
し
て
、
偶
然

の
再
会
で
あ
っ
た
は
ず
が
な
い
。

注
五

古
事
記

中
巻

で
も

日
本
書
紀

巻
第
六

で
も
、
こ
の
物
語
は
、
い
ず
れ

も
垂
仁
天
皇
条
の
末
尾

す
な
わ
ち
、
死
後

に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な

橘

の
位
置
付
け
は
、
ほ
と
ん
ど

万
葉
集

に
お
い
て
も
変
わ
り
が
な
い

注
六

。
強
い
て
、
そ
の
違
い
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

橘

の
異
郷
性
と
永
遠

性
の
裏
に
は
、
か
な
り

万
葉
集

の
場
合
、
個
人
名

例
え
ば
、
県
犬
養
橘
三
千
代
や
、
そ
の

子
の
橘
諸
兄

が
、
色
濃
く
染
み
付
い
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
個
人

名
も

万
葉
集

で
は
、
す
で
に
垂
仁
天
皇
と
等
し
く
、
幽
冥
、
界

さ
か
い

を
異
に
す
る
も

の
で
は
あ
っ
た
が
。

注
六

万
葉
集

に
は
全
部
で
七
十
首
近
い

橘

の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

詠
み
手
の
三
分
の
一
強
は
大
伴
家
持
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
彼
を

万
葉

集

に
お
け
る
タ
ジ
マ
モ
リ
と
称
し
て
も
、
差
し
支
え
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
伝
承
に
基
づ
い
て
、
多
く
の

橘

の
歌
が

古
今
和
歌
集

以
降
も
、
前
掲

の
歌
を
本
歌
と
し
て
、
詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
る

注
七

。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な

橘

の
歌
は

古
今
和
歌
集

の
場
合
、
こ
の
夏
の
歌
の
み
の
一
首
に
留
ま
る
が
、
例
え
ば

梅

と
い
う
形
な
ら
、
ち
ょ
う
ど

袖

と
結
び
付
い
た
二
つ
の
歌
が
、
春
の
歌
の
中
に
遺
さ
れ
て

い
る
。
や
が
て

梅

も

橘

と
並
ん
で
、
私
た
ち
に
古
（
い
に
し
え
）
の
こ
と
を
想
い
起

こ
さ
せ
る
、
懐
古
の
花
と
な
る
。

注
七

そ
の
内
、
最
も
有
名
な
の
は

新
古
今
和
歌
集

の
夏
の
歌
で
、
藤
原
俊
成
の
女

む

す
め

の
、
以
下
の
一
首
で
あ
ろ
う
。

橘
の
╱
匂
ふ
辺

あ
た

り
の
╱
う
た
た
寝
は
╱
夢
も
昔
の
╱
袖
の
香
ぞ
す
る

二
四

五

折
り
つ
れ
ば
╱
袖
こ
そ
匂
へ
╱
梅
の
花
╱
あ
り
と
や
こ
こ
に
╱
鶯
（
う
ぐ
ひ
す
）
の
鳴
く

三
二

色
よ
り
も
╱
香
こ
そ
あ
は
れ
と
╱
お
も
ほ
ゆ
れ
╱
誰

た

が
袖
ふ
れ
し
╱
屋
戸

や
ど

の
梅

ぞ
も

三
三

袖

そ
で

の
詩
学
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安
文
学
と
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い
ま
だ

万
葉
集

で
は
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た

梅

の

香

が
、
こ
の
よ

う
に
し
て

古
今
和
歌
集

で
は
、
は
っ
き
り

梅

の
評
価
の
基
準
に
な
っ
て
く
る
。
時
代

が
下
る
と
、
今
度
は

徒
然
草

の
よ
う
に

注
八

、
む
し
ろ

橘

に
代
わ
っ
て

梅

の

方
を
、
懐
古
の
花
の
首
位
の
座
に
位
置
付
け
る
例
も
出
て
く
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は

橘

や

梅

を

色

と
し
て
、
目
で
見
る
よ
り
も
鼻
を
通
じ
て
、
そ
の

香

を
嗅

か

ぐ
、
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。

注
八

花
橘
は
名
に
こ
そ
負

お

へ
れ
、
な
ほ
梅
の
匂
ひ
ぞ
、
古

い
に
し
へ

の
事
も
立

ち
返
り
、
恋
し
う
思
ひ
出
で
ら
る
る

第
一
九
段

。

言
う
ま
で
も
な
く
、
目
で
見
る
こ
と
は
今

い
ま

と
い
う
、
こ
の
現
在
を
中
心
に
し
て
成
り

立
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
つ
も

色

は
変
わ
り
、
移
ろ
う
も
の
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
鼻
で
、
文
字
ど
お
り
に
花

は
な

の

香

を
嗅
ぐ
、
と
い

う
行
為
に
は
、
そ
こ
に
変
わ
ら
な
い
、
移
ろ
わ
な
い
時
間
が
、
姿
を
見
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。

一
口
で
言
え
ば
、
そ
れ
が
過
去
と
い
う
時
間
の
永
遠
性
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
異

郷
性
で
あ
っ
た
。

二

と
こ
ろ
で
、
前
掲
の
二
首
は
、
ど
ち
ら
も

詠
み
人
し
ら
ず

の
歌
で
あ
り
、
ま
た

題
し

ら
ず

の
歌
で
あ
る
。

古
今
和
歌
集

に
お
い
て

袖

を
詠
ん
だ
歌
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な

詠
み
人
し
ら
ず

の
歌
に
属
す
る
の
は
、
全
部
で
十
一
首
に
上
る
。
そ
の
数
を
、
多
い
と
見

る
の
か
、
少
な
い
と
見
る
の
か
は
別
に
し
て
、
そ
も
そ
も

古
今
和
歌
集

の
原
義
と
は
、
こ

の
よ
う
な
古

い
に
し
え

の
歌
と
、
今

い
ま

の
歌
と
の
、
文
字
ど
お
り
の
再
会
の
た
め
の

和
歌
集

で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
踏
ま
え
れ
ば
、
な
ぜ

古
今
和
歌
集

に
お
い
て

袖

を
詠
ん
だ
歌

が
、
単
な
る

袖

の
歌
以
上
の
意
味
と
価
値
を
持
つ
に
至
っ
た
の
か
も
、
お
の
ず
と
明
ら
か

に
な
ろ
う
。
私
た
ち
の
目
の
前
に
い
る
誰
か
や
、
何
か
を
歌
に
詠
む
こ
と
以
上
に
、
そ
れ
を
目

に
は
見
え
な
い
何
か
や
、
誰
か
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て

古
今
和
歌
集

は

和
歌
集

と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
、
端
的
に
表
現
し
て
い
る
語
の
一
つ
が
、
い
わ
ゆ
る

形

見

か
た
み

と
い
う
語
で
あ
っ
た
。

梅
が
香
を
╱
袖
に
移
し
て
╱
と
ど
め
て
ば
╱
春
は
過
（
す
）
ぐ
と
も
╱
形
見
な
ら
ま
し

四

六詞
書
に
は

寛
平

く
わ
ん
ぴ
や
う

の
御
時

お
ほ
ん
と
き

、
后

き
さ
い

の
宮
の
歌
合

う
た
あ
は
せ

の
歌

と
あ
る

注
九

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
西
暦
で
言

え
ば
、
八
九
〇
年
代
に
当
た
る
。

古
今
和
歌
集

の
誕
生
を
、
こ
れ
ま
た
西
暦
の
九
〇
五
年
と

仮
定
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
ま
で
は
十
年
内
外
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
昔
の
歌
で
は
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
歌
も

詠
み
人
し
ら
ず

の
歌
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
い
さ
さ
か
、
不
審

で
は
あ
る
ま
い
か
。

注
九

こ
の

歌
合

で
も
、
こ
の
歌
は
春
の
歌
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
句

は

梅
の
香
を

と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
疑
問
と
重
ね
合
わ
せ
て
、
結
果
的
に

古
今
和
歌
集

に
お
い
て

袖

を
詠

ん
だ
歌
の
内
、
前
掲
の

橘

の
歌
を
始
め
と
し
て
、

古
今
和
歌
集

と

伊
勢
物
語

と
で

重
複
す
る
歌
が
、
全
部
で
五
首
に
上
る
点
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
い
ず
れ
も

伊
勢
物
語

で
は

和
歌

と
し
て
、
文
字
ど
お
り
の

和
す
る
歌

と
な
っ
て
姿
を
見
せ

る

注
一
〇

。
順
次
、
以
下
に
列
挙
し
て
み
る
と
、
最
初
は
藤
原
敏
行

と
し
ゆ
き

と
、
在
原

業
平
の

和
す
る
歌

で
あ
る
。

注
一
〇

前
掲
の

橘

の
歌
の
み
が
、
例
外
的
に

和
す
る
歌

と
な
っ
て
い
な
い
の
は
、

こ
の
段
落
で
女
が

尼

に
な
り
、
出
家
を
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
の

行
為
も

和
す
る
歌

の
一
種
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
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山
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つ
れ
づ
れ
の
╱
な
が
め
に
ま
さ
る
╱
涙
川

な
み
だ
が
は

╱
袖
の
み
濡
れ
て
╱
逢
ふ
よ
し
も

な
し

六
一
七

浅
み
こ
そ
╱
袖
は
漬

ひ

つ
ら
め
╱
涙
川
╱
身
さ
へ
流

な
が

る
と
╱
聞
か
ば
頼
ま
む

六
一
八

詞
書
に
は

業
平
の
朝
臣

あ
そ
ん

の
家
に
侍

は
べ

り
け
る
女
の
も
と
に
、
詠
み
て
遣

つ
か

は
し
け
る

と
あ
り
、
ま
た

か
の
女
に
代

か

は
り
て
、
返
し
に
詠
め
る

と
あ
る
。

伊
勢
物
語

第
一
〇
七
段

の
場
合
も
、
こ
の
点
に
お
け
る
異
同
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の

女

は
主
人
公
（

男

）
の
家
の
、
ど
う
や
ら
侍
女
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
脈
絡
で
言

え
ば
、
こ
の

女

は
若
く
、
手
紙
も
和
歌
も
、
要
す
る
に
、
恋
の
手
続
き
も
、
ほ
と
ん
ど
手

馴
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で

男

が
、
こ
の

女

に
代
わ
っ
て
詠
ん
だ
の
が
、
後
者
の
歌
で
あ
る
。
当
然
、

前
者
の
歌
の

な
が
め

眺
め

と

長
雨

の
掛
詞

と

涙
川

を
受
け
て
、
そ
の

涙

川

の
水
量
の
多
さ
で
、
深
さ
で
、
あ
な
た
の
歌
も
、
あ
な
た
の
恋
も
、
信
頼
を
致
し
ま
し
ょ

う
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
二
首
は
、
い
ず
れ
も

古
今
和
歌
集

で
は
恋
の
歌
の
中
に

収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
も
う
一
首
、
同
様
に
恋
の
歌
の
中
に
は

伊
勢
物
語

第
二
五
段

の
、

次
の
歌
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

秋
の
野
に
╱
笹
わ
け
し
朝
の
╱
袖
よ
り
も
╱
逢
は
で
来

こ

し
夜

よ

ぞ
╱
漬

ひ

ち
ま

さ
り
け
る

六
二
二

伊
勢
物
語

で
は
、
第
四
句
が

逢
は
で
寝

ぬ

る
夜
ぞ

と
変
わ
り
、
ま
た
、
そ
の

和

す
る
歌

の
相
手
も

色
好
み
な
る
女

と
、
名
を
伏
せ
ら
れ
、
名
指
し
に
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
が
、
興
味
深
い
こ
と
に

古
今
和
歌
集

に
お
い
て
は
、
こ
の

色
好
み
な
る
女

の

和

す
る
歌

六
二
三

が
、
小
野
小
町
の
歌

み
る
め
な
き
╱
わ
が
身
を
う
ら
と
╱
知
ら
ね
ば
や

╱
離

か

れ
な
で
海
人

あ
ま

の
╱
足
た
ゆ
く
来
る

と
さ
れ
、
在
原
業
平
の
歌
の
次
に
置
か

れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
繋
が
り
で
言
え
ば
、
在
原
業
平
に
し
て
も
、
小
野
小
町
に
し
て
も
、
彼
ら
が
当

時
の
社
会
の
逸
脱
者
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
逆
に
彼
ら
の
周
囲
に
は
幾
つ
も
の
物
語
が
産
み
出

さ
れ
る
に
至
っ
た
、
と
い
う
経
緯
は
想
い
起
こ
さ
れ
て
よ
い

注
一
一

。
こ
の
経
緯
を
蔑

な
い

が
し

ろ
に
し
て
し
ま
う
と
、
そ
も
そ
も

古
今
和
歌
集

に
お
い
て

袖

を
詠
ん
だ
歌
が
、

な
ぜ
彼
ら
の
場
合
、
総
じ
て
濡
れ
た

袖

と
し
て
詠
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
も
、

理
解
の
行
き
届
か
な
い
面
が
残
る
。

注
一
一

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
目
崎
徳
衛
の

在
原
業
平
・
小
野
小
町

筑
摩
書
房
、
一

九
七
〇
年

と

漂
泊

角
川
書
店
、
一
九
七
五
年

を
参
照
。

言
い
換
え
れ
ば
、
次
第
に
彼
ら
が

古
今
和
歌
集

の
中
で
、
あ
る
い
は

伊
勢
物
語

の

中
で
、
お
互
い
に
悲
運
の
生
涯
を
背
負
い
、
背
負
わ
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
彼
ら
が
悲
劇
の
主
人

公
（
ヒ
ー
ロ
ー
╱
ヒ
ロ
イ
ン
）
に
な
っ
て
い
く
過
程
に
は
、
は
な
は
だ

袖

や

衣

例
え

ば

唐
衣

を
詠
ん
だ
歌
の
役
割
が
、
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
例
え

ば
、
そ
の
よ
う
な
歌
が
在
原
業
平
の
場
合
に
は
、
も
う
一
首
だ
け

古
今
和
歌
集

の
雑
歌
の

中
に
遺
さ
れ
て
い
る
。

抜
き
乱

み
だ

る
╱
人
こ
そ
あ
る
ら
し
╱
白
玉

し
ら
た
ま

の
╱
間

ま

な
く
も
散
る
か
╱

袖
の
狭

せ
ば

き
に

九
二
三

詞
書
に
は

布
引

ぬ
の
び
き

の
滝
の
も
と
に
て
、
人
々
集
り
て
、
歌
詠
み
け
る
時
に
詠
め

る

と
あ
る
。
無
論
、
こ
こ
に

布
引

と
あ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。

布
引

で
あ
る
か

ら
、
そ
こ
に
は

袖

と
い
う
語
の
浮
か
び
上
が
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
ま
っ
た
く
同

じ
形
で

伊
勢
物
語

第
八
七
段

に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
詠
ま
れ
て
い
る

袖

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
か
な
り

古
今
和
歌
集

と
は
違
っ
た
、
叙
景
の
歌
か
ら
叙
情
の
歌
へ
と
、

袖

そ
で

の
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平
安
文
学
と
服
飾
文
化

上

－108－



つ
れ
づ
れ
の
╱
な
が
め
に
ま
さ
る
╱
涙
川

な
み
だ
が
は

╱
袖
の
み
濡
れ
て
╱
逢
ふ
よ
し
も

な
し

六
一
七

浅
み
こ
そ
╱
袖
は
漬

ひ

つ
ら
め
╱
涙
川
╱
身
さ
へ
流

な
が

る
と
╱
聞
か
ば
頼
ま
む

六
一
八

詞
書
に
は

業
平
の
朝
臣

あ
そ
ん

の
家
に
侍

は
べ

り
け
る
女
の
も
と
に
、
詠
み
て
遣

つ
か

は
し
け
る

と
あ
り
、
ま
た

か
の
女
に
代

か

は
り
て
、
返
し
に
詠
め
る

と
あ
る
。

伊
勢
物
語

第
一
〇
七
段

の
場
合
も
、
こ
の
点
に
お
け
る
異
同
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の

女

は
主
人
公
（

男

）
の
家
の
、
ど
う
や
ら
侍
女
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
脈
絡
で
言

え
ば
、
こ
の

女

は
若
く
、
手
紙
も
和
歌
も
、
要
す
る
に
、
恋
の
手
続
き
も
、
ほ
と
ん
ど
手

馴
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で

男

が
、
こ
の

女

に
代
わ
っ
て
詠
ん
だ
の
が
、
後
者
の
歌
で
あ
る
。
当
然
、

前
者
の
歌
の

な
が
め

眺
め

と

長
雨

の
掛
詞

と

涙
川

を
受
け
て
、
そ
の

涙

川

の
水
量
の
多
さ
で
、
深
さ
で
、
あ
な
た
の
歌
も
、
あ
な
た
の
恋
も
、
信
頼
を
致
し
ま
し
ょ

う
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
二
首
は
、
い
ず
れ
も

古
今
和
歌
集

で
は
恋
の
歌
の
中
に

収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
も
う
一
首
、
同
様
に
恋
の
歌
の
中
に
は

伊
勢
物
語

第
二
五
段

の
、

次
の
歌
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

秋
の
野
に
╱
笹
わ
け
し
朝
の
╱
袖
よ
り
も
╱
逢
は
で
来

こ

し
夜

よ

ぞ
╱
漬

ひ

ち
ま

さ
り
け
る

六
二
二

伊
勢
物
語

で
は
、
第
四
句
が

逢
は
で
寝

ぬ

る
夜
ぞ

と
変
わ
り
、
ま
た
、
そ
の

和

す
る
歌

の
相
手
も

色
好
み
な
る
女

と
、
名
を
伏
せ
ら
れ
、
名
指
し
に
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
が
、
興
味
深
い
こ
と
に

古
今
和
歌
集

に
お
い
て
は
、
こ
の

色
好
み
な
る
女

の

和

す
る
歌

六
二
三

が
、
小
野
小
町
の
歌

み
る
め
な
き
╱
わ
が
身
を
う
ら
と
╱
知
ら
ね
ば
や

╱
離

か

れ
な
で
海
人

あ
ま

の
╱
足
た
ゆ
く
来
る

と
さ
れ
、
在
原
業
平
の
歌
の
次
に
置
か

れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
繋
が
り
で
言
え
ば
、
在
原
業
平
に
し
て
も
、
小
野
小
町
に
し
て
も
、
彼
ら
が
当

時
の
社
会
の
逸
脱
者
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
逆
に
彼
ら
の
周
囲
に
は
幾
つ
も
の
物
語
が
産
み
出

さ
れ
る
に
至
っ
た
、
と
い
う
経
緯
は
想
い
起
こ
さ
れ
て
よ
い

注
一
一

。
こ
の
経
緯
を
蔑

な
い

が
し

ろ
に
し
て
し
ま
う
と
、
そ
も
そ
も

古
今
和
歌
集

に
お
い
て

袖

を
詠
ん
だ
歌
が
、

な
ぜ
彼
ら
の
場
合
、
総
じ
て
濡
れ
た

袖

と
し
て
詠
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
も
、

理
解
の
行
き
届
か
な
い
面
が
残
る
。

注
一
一

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
目
崎
徳
衛
の

在
原
業
平
・
小
野
小
町

筑
摩
書
房
、
一

九
七
〇
年

と

漂
泊

角
川
書
店
、
一
九
七
五
年

を
参
照
。

言
い
換
え
れ
ば
、
次
第
に
彼
ら
が

古
今
和
歌
集

の
中
で
、
あ
る
い
は

伊
勢
物
語

の

中
で
、
お
互
い
に
悲
運
の
生
涯
を
背
負
い
、
背
負
わ
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
彼
ら
が
悲
劇
の
主
人

公
（
ヒ
ー
ロ
ー
╱
ヒ
ロ
イ
ン
）
に
な
っ
て
い
く
過
程
に
は
、
は
な
は
だ

袖

や

衣

例
え

ば

唐
衣

を
詠
ん
だ
歌
の
役
割
が
、
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
例
え

ば
、
そ
の
よ
う
な
歌
が
在
原
業
平
の
場
合
に
は
、
も
う
一
首
だ
け

古
今
和
歌
集

の
雑
歌
の

中
に
遺
さ
れ
て
い
る
。

抜
き
乱

み
だ

る
╱
人
こ
そ
あ
る
ら
し
╱
白
玉

し
ら
た
ま

の
╱
間

ま

な
く
も
散
る
か
╱

袖
の
狭

せ
ば

き
に

九
二
三

詞
書
に
は

布
引

ぬ
の
び
き

の
滝
の
も
と
に
て
、
人
々
集
り
て
、
歌
詠
み
け
る
時
に
詠
め

る

と
あ
る
。
無
論
、
こ
こ
に

布
引

と
あ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。

布
引

で
あ
る
か

ら
、
そ
こ
に
は

袖

と
い
う
語
の
浮
か
び
上
が
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
ま
っ
た
く
同

じ
形
で

伊
勢
物
語

第
八
七
段

に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
詠
ま
れ
て
い
る

袖

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
か
な
り

古
今
和
歌
集

と
は
違
っ
た
、
叙
景
の
歌
か
ら
叙
情
の
歌
へ
と
、

袖

そ
で
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そ
の
姿
を
変
え
て
い
る

注
一
二

。

注
一
二

古
今
和
歌
集

で
も

伊
勢
物
語

で
も
、
こ
の
歌
は
在
原
業
平
の
兄
、
行
平

ゆ
き
ひ
ら

へ
の

和
す
る
歌

と
な
っ
て
い
る
が
、
行
平
の
歌
の
方
は
、
そ
れ

ぞ
れ
違
っ
た
歌
で
あ
る
。
ご
参

ま
で
に
。

こ
き
ち
ら
す
╱
滝
の
白
玉
╱
拾
ひ
お
き
て
╱
世
の
憂

う

き
時
の
╱
涙
に
ぞ
借

か

る

九
二
二

わ
が
世
を
ば
╱
今
日
か
明
日

あ
す

か
と
╱
待
つ
か
ひ
の
╱
涙
の
滝
と
╱
い
づ
れ

高
け
む

ち
な
み
に
、
在
原
業
平
の
長
男

棟
梁

と
次
男

滋
春

の
歌
も
、
ど
ち
ら
も

古
今
和
歌

集

の

袖

を
詠
ん
だ
歌
の
中
に
は
遺
さ
れ
て
い
る
。
前
者
が
秋
の
歌
で
、
ふ
た
た
び
詞
書

に
は

寛
平
の
御
時
、
后
の
宮
の
歌
合
の
歌

と
あ
る
。
後
者
は
物
の
名
に
お
い
て
、
た
だ
一

首
の
み
の

袖

の
歌
で
あ
り
、
詞
書
に
は

う
つ
せ
み

と
あ
る
。
単
純
に
言
え
ば
、
そ
の

う
つ
せ
み

空

が
物
の
名
と
し
て
、
歌
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
が
趣
向
で
あ
る
。
父

と
子
の
歌
は
、
よ
く
似
て
い
る
。

秋
の
野
の
╱
草
の
袂

た
も
と

か
╱
花
す
す
き
╱
穂
に
出

い

で
て
招
く
╱
袖
と
見
ゆ
ら

む

二
四
三

波
の
打
つ
╱
瀬

せ

見
れ
ば
玉
ぞ
╱
乱
れ
け
る
╱
拾
は
ば
袖
に
╱
は
か
な
か
ら
む
や

四

二
四

三

古
今
和
歌
集

に
詠
ま
れ
て
い
る

袖

は
、
多
く
の
場
合
に
濡
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

袖

の
濡
れ
て
い
る
状
態
を
、
典
型
的
に
表
現
し
て
い
る
の
が
昔
も
今
も
、
死
別
の
歌
で
あ

っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
た
だ
し
、
残
念
な
が
ら

古
今
和
歌
集

の
中
に
は
、
そ
の
よ

う
な
死
別
の
涙
に
濡
れ
る

袖

を
詠
ん
だ
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
遺
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
な

例
外
と
し
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
哀
傷
の
歌
が
一
首
、
遺
さ
れ
て
い
る
。

詠
み
人
し
ら
ず

の
歌
で
あ
る
。

あ
し
ひ
き
の
╱
山
辺
に
今
は
╱
墨
染
（
す
み
ぞ
め
）
の
╱
衣
（
こ
ろ
も
）
の
袖
は
╱
干
（
ひ
）

る
時
も
な
し

八
四
四

墨
染
の
衣

と
は
、
喪
服
の
こ
と
で
あ
る

注
一
三

。

墨
染
の
袖

と
い
う
言
い
方
も
あ

る
。
詞
書
に
は

女
の
親
の
思
ひ
に
て
、
山
寺
に
侍

は
べ

り
け
る
を
、
あ
る
人
の
弔

と
ぶ

ら

ひ
遣

つ
か

は
せ
り
け
れ
ば
、
返
事

か
へ
り
ご
と

に
詠
め
る

と
あ
る
。
多
分
、
妻
の
親

の
死
に
際
し
て
、
山
寺
で
喪
に
服
し
て
い
る
男
の
歌
で
あ
ろ
う
。
歌
自
体
は
、
哀
傷
の
歌
の
体

を
成
し
て
は
い
る
が
、
は
た
し
て
男
の
胸
に
、
ど
こ
ま
で
女
と
同
じ
服
喪
の
思
い
が
あ
っ
た
の

か
は
、
疑
わ
し
い
。

注
一
三

当
時
の
喪
服
に
は
、
服
喪
の
期
間
や
立
場
に
よ
っ
て
、
そ
の
色

墨
色

に
濃
淡
の

差
が
あ
っ
た
。
染
色
に
は
、
平
安
時
代
の
初
期
ま
で
は
橡

と
ち

の
木
が
用
い
ら

れ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
椎
の
木
（

椎
柴

）
に
変
わ
る
の
は
村
上
天
皇
の
没
年

九

六
七
年

の
よ
う
で
あ
る

伊
原
昭

文
学
に
み
る
日
本
の
色

朝
日
新
聞
社
、
一

九
九
四
年

。
と
す
れ
ば
、

古
今
和
歌
集

の
喪
服
は
橡
の
木
で
染
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

哀
傷
の
歌
以
外
で
、
濡
れ
て
い
る

袖

の
端
的
な
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
離
別
の
歌
で

あ
ろ
う
。
離
別
の
歌
の
中
に
は
全
部
で
、
三
首
の

袖

を
詠
ん
だ
歌
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
全
部
、
旅
立
ち
に
際
し
て
の
歌
で
あ
る
。
代
表
的
な
の
は
、
次
に
挙
げ
る
紀
利
貞

と

し
さ
だ

の
一
首
。
詞
書
に
は

貞
辰
親
王

さ
だ
と
き
の
み
こ

の
家
に
て
、
藤
原
清
生

き
ゆ

ふ

が
近
江
介

あ
ふ
み
の
す
け

に
罷

ま
か

り
け
る
時
に
、
う
ま
の
は
な
む
け
し
け
る
夜

よ

、
詠
め
る

と
あ
る
。
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今
日
別
れ
╱
明
日
（
あ
す
）
は
あ
ふ
み
と
╱
お
も
へ
ど
も
╱
夜
（
よ
）
や
更
（
ふ
）
け
ぬ
ら

む
╱
袖
の
露
（
つ
ゆ
）
け
き

三
六
九

う
ま
の
は
な
む
け

と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
文
字
ど
お
り
に
馬
の
鼻
向
け

餞

を
し
て
、

旅
先
で
の
安
全
を
祈
る
歌
で
あ
る
。

あ
ふ
み

は

近
江
介

の

近
江

と
、
さ
ら
に

会

ふ
身

と
の
掛
詞
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
当
時
は
、
都
と
近
江

現
在
の
滋
賀
県

と
の

間
を
往
き
来
す
る
こ
と
に
お
い
て
す
ら
、
涙
に
濡
れ
て
し
ま
う
の
が

袖

で
あ
っ
た
。
ま
し

て
や
、
そ
れ
が
男
と
女
の
間
の
別
れ
と
も
な
れ
ば
、
そ
の

袖

の
濡
れ
具
合
も
一
入

ひ
と
し

お

で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

飽

あ

か
ず
し
て
╱
別
る
る
袖
の
╱
白
玉
を
╱
君
が
形
見
と
╱
包
み
て
ぞ
ゆ
く

四
〇
〇

限
り
な
く
╱
お
も
ふ
涙
に
╱
濡

そ
ほ

ち
ぬ
る
╱
袖
は
乾

か
は

か
じ
╱
逢
は
む
日
ま
で

に

四
〇
一

ど
ち
ら
も

題
し
ら
ず

の
歌
で
あ
り
、
ま
た

詠
み
人
し
ら
ず

の
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
歌
が
、
そ
の
ま
ま

古
今
和
歌
集

に
お
け
る

袖

の
歌
の
、
一
方
の
代
表
に
な
る
。

一
方
の
代
表
に
な
る
、
と
言
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
歌
が

万
葉
集

以
来
の
、
旅
の
歌
の
伝

統
を
踏
ま
え
つ
つ
、
男
と
女
の
間
の
別
れ
を
嘆
く
、
か
な
り
の
佳
作
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
歌
は

古
今
和
歌
集

に
お
け
る
古

い
に
し
え

の
歌
の
代

表
で
あ
る
、
と
評
し
て
も
よ
い
。

と
言
う
こ
と
は
、
逆
に

古
今
和
歌
集

に
お
け
る

袖

の
歌
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
歌

が
今

い
ま

の
歌
で
あ
り
、
も
う
一
方
の
代
表
に
な
る
の
か
。
こ
の
点
で
は
、
同
じ

詠
み
人

し
ら
ず

の
歌
の
中
か
ら
次
の
よ
う
な
恋
の
歌
を
挙
げ
て
お
こ
う

注
一
四

。
い
ず
れ
も
夏
が

終
り
、
秋
が
訪
れ
よ
う
と
す
る
頃
、
別
れ
の
涙
を

露

や

時
雨

し
ぐ
れ

に
見
立
て
た

歌
で
あ
る
。
無
論
、
ど
ち
ら
も
泣
い
て
い
る
の
は
女
で
あ
り
、
心
に
秋

飽
き

の
風
が
吹
い

て
い
る
の
は
男
で
あ
る
。

注
一
四

古
今
和
歌
集

の
中
で
、
い
わ
ゆ
る

詠
み
人
し
ら
ず

の
歌
と
さ
れ
て
い
る

の
が
、
単
純
に
古

い
に
し
え

の
歌
で
あ
り
、
今

い
ま

の
歌
で
は
な
い
、
と
即

断
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
高
橋
睦
郎

読
み
な
お
し
日

本
文
学
史

岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年

を
参
照
。

夕
さ
れ
ば
╱
い
と
ど
干

ひ

が
た
き
╱
わ
が
袖
に
╱
秋
の
露
さ
へ
╱
置
き
添

そ

は
り

つ
つ

五
四
五

わ
が
袖
に
╱
ま
だ
き
時
雨
の
╱
降

ふ

り
ぬ
る
は
╱
君
が
心
に
╱
秋
や
来

き

ぬ
ら
む

七
六
三

こ
の
よ
う
な
形
で
、
お
お
よ
そ

古
今
和
歌
集

で
は
女
の

袖

が
涙
に
濡
れ
て
、
そ
の

結
果
、
繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
、
女
は
悲
し
み
の
歌
を
詠
み
続
け
る
か
の
よ
う
な
印
象
が
強
い
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
印
象
は

古
今
和
歌
集

よ
り
も
、
む
し
ろ

古
今
和
歌
集

以
降

の
段
階
に
な
っ
て
、
徐
々
に
産
み
出
さ
れ
続
け
た
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
証
拠
に
、
例
え
ば
以
下
の
二
首
に
お
い
て
、
決
し
て

春
雨

は
る
さ
め

に
濡
れ
て
い
る

の
は
、
女
の

袖

で
は
な
い
。

音

ね

に
泣
き
て
╱
漬

ひ

ち
に
し
か
ど
も
╱
春
雨
に
╱
濡
れ
に
し
袖
と
╱
問
は
ば
答
へ
む

五
七
七

陽
炎

か
げ
ろ
ふ

の
╱
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
╱
春
雨
の
╱
ふ
る
ひ
と
な
れ
ば
╱
袖
ぞ
濡
れ
ぬ
る

七
三
一

前
者
の
場
合
、
大
江
千
里

ち
さ
と

の
歌
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
男
の
歌
で
あ
る
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
儒
学
者
の
歌
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
は

詠
み
人
し
ら
ず

の
歌
で
あ
っ
て
、
男

袖

そ
で

の
詩
学

平
安
文
学
と
服
飾
文
化

上
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会
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掛
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あ
る
が
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こ
の
よ
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に
し
て
当
時
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近
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滋
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す
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歌
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く
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が
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ま
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あ
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で
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の
歌
を
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お
こ
う
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四
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い
ず
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も
夏
が
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り
、
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が
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よ
う
と
す
る
頃
、
別
れ
の
涙
を
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や

時
雨

し
ぐ
れ

に
見
立
て
た

歌
で
あ
る
。
無
論
、
ど
ち
ら
も
泣
い
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る
の
は
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で
あ
り
、
心
に
秋

飽
き

の
風
が
吹
い

て
い
る
の
は
男
で
あ
る
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今
和
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集

の
中
で
、
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ゆ
る
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人
し
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ず

の
歌
と
さ
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て
い
る

の
が
、
単
純
に
古

い
に
し
え

の
歌
で
あ
り
、
今

い
ま

の
歌
で
は
な
い
、
と
即

断
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
高
橋
睦
郎

読
み
な
お
し
日

本
文
学
史

岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年

を
参
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。

夕
さ
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ば
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い
と
ど
干
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が
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き
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わ
が
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に
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の
露
さ
へ
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置
き
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そ
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つ
つ
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が
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ま
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時
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の
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り
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る
は
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が
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に
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秋
や
来

き
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こ
の
よ
う
な
形
で
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お
お
よ
そ
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和
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で
は
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の
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が
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に
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て
、
そ
の
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果
、
繰
り
返
し
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り
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し
、
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は
悲
し
み
の
歌
を
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み
続
け
る
か
の
よ
う
な
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象
が
強
い
。

け
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ど
も
、
そ
の
よ
う
な
印
象
は
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今
和
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集

よ
り
も
、
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し
ろ
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今
和
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以
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の
段
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に
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て
、
徐
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に
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み
出
さ
れ
続
け
た
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
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た
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
証
拠
に
、
例
え
ば
以
下
の
二
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に
お
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て
、
決
し
て

春
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は
る
さ
め

に
濡
れ
て
い
る

の
は
、
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の
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で
は
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。
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て
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に
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ど
も
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春
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に
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れ
に
し
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と
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問
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ば
答
へ
む

五
七
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げ
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の
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れ
か
あ
ら
ぬ
か
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春
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る
ひ
と
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れ
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場
合
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江
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さ
と

の
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で
あ
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に
男
の
歌
で
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。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
儒
学
者
の
歌
で
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る
。
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の
場
合
は
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み
人
し
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ず
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で
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て
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で
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女
の
判
別
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の

ふ
る
ひ
と

降
る
日
と

と

古
人

の
掛
詞

が
、

男
で
あ
っ
て
も
、
女
で
あ
っ
て
も
、
違
和
感
は
な
い
。
要
す
る
に
、
男
で
あ
れ
、
女
で
あ
れ
、

お
互
い
の

袖

は
涙
に
濡
れ
る
の
が
、
当
時
の
慣
例
で
あ
っ
た
。
試
し
に
男
の
側
の
歌
を
二

首
、
付
け
加
え
て
お
く
。

今
は
と
て
╱
別
る
る
時
は
╱
天
の
河
╱
渡
ら
ぬ
先
に
╱
袖
ぞ
漬
（
ひ
）
ち
ぬ
る
（
一
八
二

偽
（
い
つ
は
）
り
の
╱
涙
な
り
せ
ば
╱
唐
衣
（
か
ら
こ
ろ
も
）
╱
忍
び
に
袖
は
╱
絞
（
し
ぼ
）

ら
ざ
ら
ま
し

五
七
六

前
者
は
源
宗
于

む
ね
ゆ
き

の
歌
で
、
詞
書
に
は

七
日

な
ぬ
か

の
夜

よ

の
暁

あ
か

つ
き

に
詠
め
る

と
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
七
夕
の
歌
で
あ
る
。
後
者
は
藤
原
忠
房

た
だ
ふ

さ

の
恋
の
歌
。
こ
れ
ら
の
歌
を
振
り
返
る
と
、
一
方
で
は
男
の

袖

も
確
実
に
、
涙
に
濡
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
男
の

袖

が

涙
に
濡
れ
る
の
は
、
ど
こ
か
芝
居
じ
み
た
、
儀
式
め
い
た
、
決
ま
り
文
句
で
あ
っ
た
こ
と
も
透

け
て
く
る
。

そ
の
証
拠
に
、
こ
こ
で
例
に
挙
げ
た
恋
の
歌
の
中
で
、
男
の

袖

が
涙
に
濡
れ
る
の
は
、

春
や
夏
で
あ
っ
て
、
秋
で
は
な
い
、
と
い
う
点
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

注
一
五

。
言
い

換
え
れ
ば
、
あ
く
ま
で
男
の

袖

が
涙
に
濡
れ
る
の
は
、
春
や
夏
で
あ
っ
て
、
秋
で
は
な
い
、

と
い
う
点
が
当
時
の
慣
例
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
当
時
の
男
と
女
の
間
の
、
お
互

い
の
常
識
で
あ
っ
た
。
常
識

コ
モ
ン
・
セ
ン
ス

は
、
そ
の
ま
ま
訳
せ
ば
共
通
感
覚
で
あ
り
、

ま
た
分
別
で
あ
る
。

注
一
五

正
確
に
言
え
ば
、
秋
の
訪
れ
と
共
に
、
男
の

袖

は
涙
に
濡
れ
な
く
な
り
、
逆

に
、
女
の

袖

は
涙
に
濡
れ
る
よ
う
に
な
る
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
無
論
、

そ
れ
は
秋
が
飽
き
や
厭
き
に
、
そ
の
ま
ま
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
他

な
ら
な
い
が
、
当
時
の
秋
は
、
そ
も
そ
も
恋
愛
の
季
節
で
は
な
く
、
結
婚
の
季
節

で
あ
っ
た

西
村
亨

新

・
王
朝
恋
詞
の
研
究

お
う
ふ
う
、
一
九
八
一
年

。

い
わ
ゆ
る
恋
愛
に
は
、
こ
の
よ
う
な
共
通
感
覚
が
必
要
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
も
、
そ
の
よ

う
な
共
通
感
覚
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
男
女
関
係
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
意
味

に
お
い
て
、
い
つ
も
恋
愛
は
、
男
と
女
の
間
の
共
犯
関
係
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
を
、
充
分
に
理
解
し
て
お
か
な
い
と
、
た
ち
ま
ち
私
た
ち
は

古
今
和
歌
集

に
お
け
る

袖

の
歌
が
、
一
方
的
に
女
の

袖

の
歌
で
あ
り
、
涙
の

袖

の
歌
で
あ
る
か
の
よ
う

な
錯
覚
に
、
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

四

古
今
和
歌
集

に
詠
ま
れ
た

袖

の
歌
の
多
く
が
、
あ
る
種
の
儀
式
め
い
た
手
続
き
や
、

芝
居
じ
み
た
身
振
り
を
伴
っ
て
お
り
、
要
す
る
に
、
そ
れ
が
男
と
女
の
間
の
手
練
手
管

て
れ
ん

て
く
だ

の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
に
挙
げ
る
恋
の
歌
か
ら
も
察
せ
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、

そ
の
よ
う
な
事
態
を
非
難
し
た
り
、
そ
こ
に
善
悪
の
判
断
を
下
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま

で

和
歌

の
評
価
や
、
男
女
関
係
の
評
価
と
は
別
の
問
題
で
あ
り
、
別
の
次
元
の
話
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

包
め
ど
も
╱
袖
に
溜
（
た
ま
）
ら
ぬ
╱
白
玉
は
╱
人
を
見
ぬ
目
の
╱
涙
な
り
け
り

五
五
六

お
ろ
か
な
る
╱
涙
ぞ
袖
に
╱
玉
は
な
す
╱
我
（
わ
れ
）
は
堰
（
せ
）
き
あ
へ
ず
╱
滾
（
た
ぎ

つ
瀬
な
れ
ば

五
五
七

前
者
が
阿
倍
清
行

き
よ
ゆ
き

の
歌
で
、
後
者
が
小
野
小
町
の
歌
で
あ
る
。
詞
書
に
よ
る
と
、

こ
の
二
人
が
京
都
の
寺

下
つ
出
雲
寺

で
同
じ
法
会
に
列
席
し
、
そ
の
際
に
流
し
た

涙

の
こ
と
で
、
お
互
い
に
冗
談
口
を
叩
き
合
い
、
茶
化
し
合
っ
た
歌
の
よ
う
で
あ
る
。
古
今
和
歌

集

に
お
い
て
、
一
般
に
悲
運
な
、
薄
命
の
美
女
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
の
あ
る
小
野
小
町

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
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で
す
ら
も
が
、
こ
の
よ
う
な
戯
れ
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
、
ま
ず
私
た
ち
は
、
驚
き
の
目

を
見
張
ら
ね
ば
な
る
ま
い

注
一
六

。

注
一
六

小
野
小
町
に
つ
い
て
は
、
秋
山
虔

王
朝
女
流
文
学
の
形
成

塙
書
房
、
一
九
七

一
年

、
片
桐
洋
一

在
原
業
平
・
小
野
小
町

新
典
社
、
一
九
九
一
年

を
参

照
。

類
似
の
表
現
と
し
て
、
例
え
ば
同
じ
恋
の
歌
の
中
で
、
橘
清
樹

き
よ
き

が
次
の
よ
う
な
歌

を
遺
し
て
い
る
の
で
、
引
い
て
お
く
。
詞
書
に
よ
る
と
、
ど
う
や
ら
彼
が

忍
び
に
、
あ
ひ
知

れ
り
け
る
女
の
も
と
よ
り
遣

お
こ

せ
た
り
け
る

歌
に
対
し
て
、
返
歌
と
し
て
詠
ん
だ
も
の

ら
し
い
。

忍
び

と
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
女
は
人
目
を
避
け
て
、
た
だ
彼
が
密
会
を
繰
り
返

す
だ
け
の
相
手
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
隠
し
女
で
あ
り
、
情
婦
で
あ
る
。
女
の
歌

と
共
に
、
ご
一
読
を
。

思
ふ
ど
ち
╱
ひ
と
り
ひ
と
り
が
╱
恋
ひ
死
な
ば
╱
誰
（
た
れ
）
に
比
（
よ
そ
）
へ
て
╱
藤
衣

ふ
ぢ
こ
ろ
も
）
着
む

六
五
四

泣
き
恋
ふ
る
╱
涙
に
袖
の
╱
濡
（
そ
ほ
）
ち
な
ば
╱
脱
ぎ
替
へ
が
て
に
╱
夜
（
よ
る
）
こ
そ

は
着
め

六
五
五

藤
衣

は
、
喪
服
の
意
味
で
あ
る
。
仮
に
二
人
の
内
の
、
ど
ち
ら
か
が
死
ん
で
し
ま
っ
た

ら
、
そ
れ
も
恋
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
形
で
喪
服
を
着
た
ら
宜
し
い
の
で
し
ょ

う
、
と
女
が
冗
談
っ
ぽ
く
訊
ね
た
の
に
対
し
て
、
夜
に
着
よ
う
、
内
密
の
間
柄
で
は
昼
に
は
着

ら
れ
な
い
か
ら
、
と
男
は
答
え
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
表
面
的
に
、
真
面
目
を
装
っ
て
は
い
る
が
、

当
然
、
お
互
い
に
戯
れ
の
心
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
歌
は
成
り
立
た
な
い
。
お

ま
け
に
、
詠
み
手
も
橘
清
樹
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
歌
か
ら
判
断
す
る
と
、
単
純
に

袖

に

涙

が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
は
い
て

も
、
そ
こ
に
男
や
女
の
悲
哀
の
情
が
、
そ
の
ま
ま
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
、
実
に
怪

し
い
。
こ
の
点
は
、
す
で
に
哀
傷
の
歌
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
点
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
戯

れ
は
男
ば
か
り
か
、
充
分
に
女
で
も
、
と
言
う
こ
と
は
、
充
分
に
男
と
女
の
間
で
も
、
承
認
済

み
の
遊
び
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
恋
の
歌
は
、

詠
ま
れ
る
は
ず
が
な
い
。

早
き
瀬
に
╱
み
る
め
生
（
お
）
ひ
せ
ば
╱
我
が
袖
の
╱
涙
の
川
に
╱
植
ゑ
ま
し
も
の
を
（
五

三
一み

る
め

は
前
掲
の
、
小
野
小
町
の
歌

六
二
三

に
も
顔
を
覗
か
せ
て
い
た
が
、
海
藻
の

海
松
布

み
る
め

と
、
さ
ら
に

見
る
目

と
の
掛
詞
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
も

海

松
布

の
表
記
に

布

が
伴
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
こ
に

袖

と
い
う
語
の
浮
か
び
上

が
る
余
地
が
生
ま
れ
る
。
も
っ
と
も
、
あ
く
ま
で

海
松
布

は
海
藻
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を

涙
の
川

に
植
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が

早
き
瀬

で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
な
お

さ
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
、
先
刻
、
詠
み
手
に
と
っ
て
も
承
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
し
、

そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
こ
の
よ
う
な
形
で
恋
の
歌
を
詠
ん
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
相
当
の
お

ぼ
こ
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
、
相
当
の
か
ま
と
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
恋
の
歌
の
未
熟
さ
や
、
手
垢
の
付
き
加
減
を
逆
手
に
取
っ
て
、
徹
底
的
に

涙

を

わ
た
つ
み

に
ま
で
、
あ
る
い
は

袖

を

泡

あ
わ

に
ま
で
、
置
き
換
え
て
し
ま

っ
た
伊
勢
は
、
さ
す
が
で
あ
る
。

わ
た
つ
み
と
╱
荒
れ
に
し
床
（
と
こ
）
を
╱
今
さ
ら
に
╱
払
（
は
ら
）
は
ば
袖
や
╱
泡
と
浮

き
な
む

七
三
三

わ
た
つ
み

は
、
漢
字
を
宛
が
え
ば

海
神

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
単
に
海
の
こ
と
で

袖

そ
で
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で
す
ら
も
が
、
こ
の
よ
う
な
戯
れ
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
、
ま
ず
私
た
ち
は
、
驚
き
の
目

を
見
張
ら
ね
ば
な
る
ま
い

注
一
六

。

注
一
六

小
野
小
町
に
つ
い
て
は
、
秋
山
虔

王
朝
女
流
文
学
の
形
成

塙
書
房
、
一
九
七

一
年

、
片
桐
洋
一

在
原
業
平
・
小
野
小
町

新
典
社
、
一
九
九
一
年

を
参

照
。

類
似
の
表
現
と
し
て
、
例
え
ば
同
じ
恋
の
歌
の
中
で
、
橘
清
樹

き
よ
き

が
次
の
よ
う
な
歌

を
遺
し
て
い
る
の
で
、
引
い
て
お
く
。
詞
書
に
よ
る
と
、
ど
う
や
ら
彼
が

忍
び
に
、
あ
ひ
知

れ
り
け
る
女
の
も
と
よ
り
遣

お
こ

せ
た
り
け
る

歌
に
対
し
て
、
返
歌
と
し
て
詠
ん
だ
も
の

ら
し
い
。

忍
び

と
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
女
は
人
目
を
避
け
て
、
た
だ
彼
が
密
会
を
繰
り
返

す
だ
け
の
相
手
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
隠
し
女
で
あ
り
、
情
婦
で
あ
る
。
女
の
歌

と
共
に
、
ご
一
読
を
。

思
ふ
ど
ち
╱
ひ
と
り
ひ
と
り
が
╱
恋
ひ
死
な
ば
╱
誰
（
た
れ
）
に
比
（
よ
そ
）
へ
て
╱
藤
衣

ふ
ぢ
こ
ろ
も
）
着
む

六
五
四

泣
き
恋
ふ
る
╱
涙
に
袖
の
╱
濡
（
そ
ほ
）
ち
な
ば
╱
脱
ぎ
替
へ
が
て
に
╱
夜
（
よ
る
）
こ
そ

は
着
め

六
五
五

藤
衣

は
、
喪
服
の
意
味
で
あ
る
。
仮
に
二
人
の
内
の
、
ど
ち
ら
か
が
死
ん
で
し
ま
っ
た

ら
、
そ
れ
も
恋
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
形
で
喪
服
を
着
た
ら
宜
し
い
の
で
し
ょ

う
、
と
女
が
冗
談
っ
ぽ
く
訊
ね
た
の
に
対
し
て
、
夜
に
着
よ
う
、
内
密
の
間
柄
で
は
昼
に
は
着

ら
れ
な
い
か
ら
、
と
男
は
答
え
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
表
面
的
に
、
真
面
目
を
装
っ
て
は
い
る
が
、

当
然
、
お
互
い
に
戯
れ
の
心
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
歌
は
成
り
立
た
な
い
。
お

ま
け
に
、
詠
み
手
も
橘
清
樹
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
歌
か
ら
判
断
す
る
と
、
単
純
に

袖

に

涙

が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
は
い
て

も
、
そ
こ
に
男
や
女
の
悲
哀
の
情
が
、
そ
の
ま
ま
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
、
実
に
怪

し
い
。
こ
の
点
は
、
す
で
に
哀
傷
の
歌
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
点
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
戯

れ
は
男
ば
か
り
か
、
充
分
に
女
で
も
、
と
言
う
こ
と
は
、
充
分
に
男
と
女
の
間
で
も
、
承
認
済

み
の
遊
び
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
恋
の
歌
は
、

詠
ま
れ
る
は
ず
が
な
い
。

早
き
瀬
に
╱
み
る
め
生
（
お
）
ひ
せ
ば
╱
我
が
袖
の
╱
涙
の
川
に
╱
植
ゑ
ま
し
も
の
を
（
五

三
一み

る
め

は
前
掲
の
、
小
野
小
町
の
歌

六
二
三

に
も
顔
を
覗
か
せ
て
い
た
が
、
海
藻
の

海
松
布

み
る
め

と
、
さ
ら
に

見
る
目

と
の
掛
詞
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
も

海

松
布

の
表
記
に

布

が
伴
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
こ
に

袖

と
い
う
語
の
浮
か
び
上

が
る
余
地
が
生
ま
れ
る
。
も
っ
と
も
、
あ
く
ま
で

海
松
布

は
海
藻
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を

涙
の
川

に
植
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が

早
き
瀬

で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
な
お

さ
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
、
先
刻
、
詠
み
手
に
と
っ
て
も
承
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
し
、

そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
こ
の
よ
う
な
形
で
恋
の
歌
を
詠
ん
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
相
当
の
お

ぼ
こ
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
、
相
当
の
か
ま
と
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
恋
の
歌
の
未
熟
さ
や
、
手
垢
の
付
き
加
減
を
逆
手
に
取
っ
て
、
徹
底
的
に

涙

を

わ
た
つ
み

に
ま
で
、
あ
る
い
は

袖

を

泡

あ
わ

に
ま
で
、
置
き
換
え
て
し
ま

っ
た
伊
勢
は
、
さ
す
が
で
あ
る
。

わ
た
つ
み
と
╱
荒
れ
に
し
床
（
と
こ
）
を
╱
今
さ
ら
に
╱
払
（
は
ら
）
は
ば
袖
や
╱
泡
と
浮

き
な
む

七
三
三

わ
た
つ
み

は
、
漢
字
を
宛
が
え
ば

海
神

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
単
に
海
の
こ
と
で

袖

そ
で
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構
わ
な
い
。
そ
の
海
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
女
の

床

で
あ
り
、
男
の
夜
離

よ
が

れ
に
よ

っ
て
荒
れ
果
て
て
、
満
々
と
水
を
湛
え
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
、
文
字
ど
お
り
の
涙
の
海
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
海
を
、
ふ
た
た
び

袖

で
払
い

注
一
七

、
男
の
到
来
を
待
っ
た
と
し
て

も
、
残
念
な
が
ら

袖

は

泡

と
な
っ
て
、
波
の
随

ま
に
ま

に
漂
い
出
す
こ
と
で
し
ょ

う
、
と
女
は
歌
う
。

注
一
七

万
葉
集

以
来
、
女
が

袖

で

床

を
払
う
の
は
、
男
を
招
き
寄
せ
る
た

め
の
招
魂
の
呪
術
で
あ
っ
た
。

真
袖

ま
そ
で

持
ち
╱
床
打
ち
払
ひ
╱
君
待
つ
と
╱
居

を

り
に
し
間

あ
ひ
だ

に
╱
月
傾

か
た
ぶ

き
ぬ

二
六
六
七

こ
の
よ
う
な
歌
が
、
ど
こ
ま
で
真
意
で
、
ど
こ
ま
で
文
飾
で
あ
る
の
か
を
、
判
別
す
る
こ
と

は
難
し
い
が
、
ど
う
や
ら

伊
勢
集

に
よ
る
と
、
こ
の
歌
は
彼
女
が
十
七
歳
の
頃
、
か
つ
て

恋
仲
で
あ
っ
た
藤
原
仲
平

な
か
ひ
ら

か
ら
歌
を
贈
ら
れ
、
答
え
た
歌
の
よ
う
で
あ
る

注
一

八

。
仲
平
と
の
関
係
は
、
彼
女
が
十
三
歳
の
頃
に
始
ま
り
、
十
五
歳
の
頃
に
終
わ
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
歌
に
よ
っ
て
彼
女
は
、
そ
の
焼
け
棒
杭
（
ぼ
っ
く
い
）
に
火
が
付
く
こ
と

を
、
拒
否
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

注
一
八

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
秋
山
虔

伊
勢

集
英
社
、
一
九
八
五
年

を
参
照
。
な

お
、
こ
の
際
の
藤
原
仲
平
の
歌
は
次
の
通
り
で
あ
る
が
、
伊
勢
の
歌
自
体
は
、
第

一
句
と
第
二
句
が

わ
た
つ
う
み
と
╱
な
り
に
し
床
を

と
な
り
、
第
五
句
が

沫

あ
わ

と
消
え
な
む

と
な
っ
て
い
る
。

宵

よ
ひ

の
間

ま

に
╱
は
や
慰
め
よ
╱
石

い
そ

の
上

か
み

╱
ふ
り
に
し
床

も
╱
打
ち
払
ふ
べ
く

こ
の
よ
う
な
年
齢
で
、
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
む
こ
と
を
、
現
在
の
私
た
ち
に
重
ね
合
わ
せ
て

も
、
意
味
は
な
い

注
一
九

。
彼
女
が
宮
中
に
出
仕
し
て
、
す
で
に
五
年
ば
か
り
の
時
間
が
経

ち
、
こ
の
よ
う
な
恋
の
歌
を
詠
む
こ
と
の
で
き
る
状
態
に
ま
で
、
彼
女
が
成
長
し
て
い
た
こ
と

を
確
認
す
れ
ば
、
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
。
こ
の
翌
年
、
彼
女
は
宇
多
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
、
や

が
て
皇
子
を
産
む
に
至
る
の
は
、
二
十
歳
前
後
の
頃
に
な
る
。

古
今
和
歌
集

で
随
一
の
、
女

流
歌
人
の
誕
生
で
あ
る
。

注
一
九

片
桐
洋
一

伊
勢

新
典
社
、
一
九
八
五
年

で
は
、
彼
女
の
生
年
が
八
七
二
年

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
当
時
の
年
齢
は
五
歳
ば
か
り
上
乗
せ
さ
れ

よ
う
。

五

ち
な
み
に
、
伊
勢
に
は

古
今
和
歌
集

に
お
い
て
、
こ
れ
以
外
に
も

袖

を
詠
ん
だ
歌

が
二
首
、
遺
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
恋
の
歌
の
中
の
一
首
と
、
さ
ら
に
春
の
歌
の
中
の
一
首
で
あ

る
。
後
者
の
詞
書
に
は

水
の
辺

ほ
と
り

に
梅
の
花
、
咲
け
り
け
る
を
詠
め
る

と
あ
る
。

こ
こ
ま
で
来
る
と
、
も
は
や
誇
張
表
現
も
誇
張
表
現
で
は
な
く
な
り
、
そ
の
ま
ま

袖

が
池

で
あ
り
、
川
で
あ
り
、
ま
た
海
で
あ
り
、
そ
し
て
今
、
た
ま
た
ま

袖

で
あ
る
か
の
よ
う
な

印
象
が
、
ふ
つ
ふ
つ
と
湧
き
出
し
て
く
る
。

あ
ひ
に
あ
ひ
て
╱
物
思
ふ
頃
の
╱
我
が
袖
に
╱
宿
る
月
さ
へ
╱
濡
る
る
顔
な
る

七
五
六

春
ご
と
に
╱
流
る
る
川
を
╱
花
と
見
て
╱
折
ら
れ
ぬ
水
に
╱
袖
や
濡
れ
な
む

四
三

毎
年
、
春
が
廻
っ
て
く
る
と
、
流
れ
る
川
面
に
映
っ
た

梅

の
花
を
、
ま
る
で
本
物
の
花

で
あ
る
か
の
よ
う
に
手
を
伸
ば
し
、
折
ろ
う
と
す
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
本
物
の
花
で
は
な

く
、
た
だ
水
に
映
っ
た
花
で
し
か
な
い
か
ら
、
い
つ
も
濡
れ
る
の
は

袖

だ
け
で
あ
ろ
う
、

と
詠
ん
だ
の
が
後
者
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
叙
景
の
歌
の
中
に
も
、
い
わ
ゆ
る
恋
愛
は
幻

想
で
あ
り
、
失
望
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
文
字
ど
お
り
の
希
望

希
な
望
み

で
あ
る
こ

と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

古
今
和
歌
集

の
中
で
、
最
も
多
く
の

袖

の
歌
を
詠
ん
だ
の
は
、
こ
の
伊
勢
と
、
そ

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
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学
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し
て
素
性
法
師
と
、
そ
れ
か
ら
紀
貫
之
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
三
首
に
上
る
。
次
は
伊
勢
に
替
わ

っ
て
、
素
性
の
三
首
を
取
り
上
げ
る
。
一
首
目
が
春
の
歌
、
二
首
目
が
秋
の
歌
、
三
首
目
が

旅
の
歌
で
あ
る
。
な
お
、
一
首
目
の
春
の
歌
の
直
前
に
は

詠
み
人
し
ら
ず

の
歌

四
六

が

置
か
れ
て
お
り
、
詞
書
に
は

寛
平
御
時
、
后
の
宮
の
歌
合
の
歌

と
あ
っ
た
が
、
こ
の
歌
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
。

も
っ
と
も
、
そ
の
歌
と
、
こ
の
素
性
法
師
の
春
の
歌
と
で
は
、
歌
合
の
場
に
お
け
る
位
置
が

違
っ
て
お
り
、
も
と
も
と

和
す
る
歌

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

注
二
〇

。
共
通
し
て

い
る
の
は
、
ど
ち
ら
も

梅

が
懐
古
の
花
で
あ
り
、
そ
の

匂
ひ

を

袖

に
留
め
れ
ば
、

ど
ん
ど
ん
回
想
に
拍
車
が
掛
か
り
、
留
ま
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
点
。
そ
の
結
果
、
こ
の
歌

の
よ
う
に
嘆
き
や
諦
め
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
稀

ま
れ

で
は
な
い
。
う
た
て

と
は
、
そ
の
よ

う
な
状
態
で
あ
る
。

注
二
〇

こ
の
歌
合

寛
平
御
時
、
后
の
宮
の
歌
合

が
、
実
際
に
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

の
か
、
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。
む
し
ろ
架
空
の
、
机
上
の
編
で
あ
ろ
う
、
と

い
う
説
が
有
力
で
あ
る
。

散
る
と
見
て
╱
あ
る
べ
き
も
の
を
╱
梅
の
花
╱
う
た
て
匂
ひ
の
╱
袖
に
と
ま
れ
る

四
七

も
み
ぢ
葉
は
╱
袖
に
扱
（
こ
）
き
入
れ
て
╱
持
て
出
（
い
）
で
な
む
╱
秋
は
限
り
と
╱
見
む

人
の
た
め

三
〇
九

手
向
（
た
む
）
け
に
は
╱
つ
づ
り
の
袖
も
╱
切
る
べ
き
に
╱
紅
葉
（
も
み
ぢ
）
に
飽
（
あ
）

け
る
╱
神
や
返
さ
む

四
二
一

同
様
に
、
三
首
目
の

旅
の
歌
の
直
前
に
は
、
菅
原
道
真
の
歌
が
置
か
れ
て
お
り
、
詞
書
に

は

朱
雀

す
ざ
く

院
の
奈
良
に
御
座

お
は

し
ま
し
た
り
け
る
時
に
、
手
向
山

た
む
け
や

ま

に
て
詠
み
け
る

と
あ
る

注
二
一

。

寛
平
御
時

に
し
て
も
、
こ
の

朱
雀
院

に
し

て
も
、
ど
ち
ら
も
宇
多
天
皇
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
譲
位
後

上
皇
・
法
皇

の
別
称
で

あ
る
。
道
真
の
一
首
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
百
人
一
首
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
ご
存

知
の
向
き
も
多
か
ろ
う
。

注
二
一

こ
の
た
び
は
╱
幣

ぬ
さ

も
と
り
あ
え
ず
╱
手
向
山
╱
紅
葉
の
錦

に
し
き

╱
神

の
ま
に
ま
に

四
二
〇

ち
な
み
に
、
こ
の
道
真
と
、
宇
多
天
皇
が

古
今
和
歌
集

の
成
立
に
果
た
し
た
役
割
に
は
、

は
な
は
だ
大
き
な
も
の
が
あ
る

注
二
二

。
こ
の
両
者
の
間
の
親
密
な
、
西
暦
で
言
え
ば
、
八

九
〇
年
代
の
蜜
月
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
お
そ
ら
く

古
今
和
歌
集

は
日
の
目
を
見
る
に

至
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と

古
今
和
歌
集

が

続

し
ょ
く

万
葉
集

と
題
さ

れ
、
文
字
ど
お
り
の

菅
家
万
葉
集

新
撰
万
葉
集

の
後
を
追
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、

よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

注
二
二

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
目
崎
徳
衛
の

王
朝
の
み
や
び

吉
川
弘
文
館
、
一
九
七

八
年

と

百
人
一
首
の
作
者
た
ち

角
川
書
店
、
一
九
八
三
年

を
参
照
。

結
果
的
に
、
そ
の
誕
生
を
菅
原
道
真
は
、
目
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が

注
二
三

、
そ
の

没
年

九
〇
三
年

に
お
い
て
宇
多
天
皇
の
方
は
、
ま
だ
四
十
歳
に
も
達
し
て
い
な
い
。
ち
な
み

に
、
素
性
法
師
の
方
は
六
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
彼
の
生
没
年
に
つ
い
て
は
細
か
な
点

が
未
詳
で
あ
る
が
、
父
で
あ
る
僧
正
遍
照
の
出
家
の
年

八
五
〇
年

か
ら
判
断
し
て
、
お
そ
ら

く

古
今
和
歌
集

の
成
立
の
年

九
〇
五
年

に
は
、
彼
が
存
命
中
で
あ
っ
た
と
見
て
、
ま
ず

間
違
い
は
な
い
。

注
二
三

道
真
と

古
今
和
歌
集

の
成
立
に
つ
い
て
は
、
大
岡
信
の

詩
人
・
菅
原
道
真

岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年

と

日
本
の
詩
歌

講
談
社
、
一
九
九
五
年

を
参

照
。

と
こ
ろ
で
、
素
性
法
師
に
し
て
も
僧
正
遍
照
に
し
て
も
、
そ
の
呼
び
名
の
通
り
に
、
彼
ら
は

歴
と
し
た
僧
侶
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
掲
の
歌
の
中
で

つ
づ
り
の
袖

と
あ
っ
た
の
も
、

こ
れ
は
単
に
綴

つ
づ

り
合
わ
せ
の
、
粗
末
な
衣
の
こ
と
で
は
な
く
、
僧
衣
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
僧
衣
の

袖

を
切
り
取
り
、
神
に

手
向
け

の
贈
り
物
（

幣

）
と
し

袖

そ
で

の
詩
学

平
安
文
学
と
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飾
文
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し
て
素
性
法
師
と
、
そ
れ
か
ら
紀
貫
之
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
三
首
に
上
る
。
次
は
伊
勢
に
替
わ

っ
て
、
素
性
の
三
首
を
取
り
上
げ
る
。
一
首
目
が
春
の
歌
、
二
首
目
が
秋
の
歌
、
三
首
目
が

旅
の
歌
で
あ
る
。
な
お
、
一
首
目
の
春
の
歌
の
直
前
に
は

詠
み
人
し
ら
ず

の
歌

四
六

が

置
か
れ
て
お
り
、
詞
書
に
は

寛
平
御
時
、
后
の
宮
の
歌
合
の
歌

と
あ
っ
た
が
、
こ
の
歌
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
。

も
っ
と
も
、
そ
の
歌
と
、
こ
の
素
性
法
師
の
春
の
歌
と
で
は
、
歌
合
の
場
に
お
け
る
位
置
が

違
っ
て
お
り
、
も
と
も
と

和
す
る
歌

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

注
二
〇

。
共
通
し
て

い
る
の
は
、
ど
ち
ら
も

梅

が
懐
古
の
花
で
あ
り
、
そ
の

匂
ひ

を

袖

に
留
め
れ
ば
、

ど
ん
ど
ん
回
想
に
拍
車
が
掛
か
り
、
留
ま
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
点
。
そ
の
結
果
、
こ
の
歌

の
よ
う
に
嘆
き
や
諦
め
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
稀

ま
れ

で
は
な
い
。
う
た
て

と
は
、
そ
の
よ

う
な
状
態
で
あ
る
。

注
二
〇

こ
の
歌
合

寛
平
御
時
、
后
の
宮
の
歌
合

が
、
実
際
に
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

の
か
、
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。
む
し
ろ
架
空
の
、
机
上
の
編
で
あ
ろ
う
、
と

い
う
説
が
有
力
で
あ
る
。

散
る
と
見
て
╱
あ
る
べ
き
も
の
を
╱
梅
の
花
╱
う
た
て
匂
ひ
の
╱
袖
に
と
ま
れ
る

四
七

も
み
ぢ
葉
は
╱
袖
に
扱
（
こ
）
き
入
れ
て
╱
持
て
出
（
い
）
で
な
む
╱
秋
は
限
り
と
╱
見
む

人
の
た
め

三
〇
九

手
向
（
た
む
）
け
に
は
╱
つ
づ
り
の
袖
も
╱
切
る
べ
き
に
╱
紅
葉
（
も
み
ぢ
）
に
飽
（
あ
）

け
る
╱
神
や
返
さ
む

四
二
一

同
様
に
、
三
首
目
の

旅
の
歌
の
直
前
に
は
、
菅
原
道
真
の
歌
が
置
か
れ
て
お
り
、
詞
書
に

は

朱
雀

す
ざ
く

院
の
奈
良
に
御
座

お
は

し
ま
し
た
り
け
る
時
に
、
手
向
山

た
む
け
や

ま

に
て
詠
み
け
る

と
あ
る

注
二
一

。

寛
平
御
時

に
し
て
も
、
こ
の

朱
雀
院

に
し

て
も
、
ど
ち
ら
も
宇
多
天
皇
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
譲
位
後

上
皇
・
法
皇

の
別
称
で

あ
る
。
道
真
の
一
首
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
百
人
一
首
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
ご
存

知
の
向
き
も
多
か
ろ
う
。

注
二
一

こ
の
た
び
は
╱
幣

ぬ
さ

も
と
り
あ
え
ず
╱
手
向
山
╱
紅
葉
の
錦

に
し
き

╱
神

の
ま
に
ま
に

四
二
〇

ち
な
み
に
、
こ
の
道
真
と
、
宇
多
天
皇
が

古
今
和
歌
集

の
成
立
に
果
た
し
た
役
割
に
は
、

は
な
は
だ
大
き
な
も
の
が
あ
る

注
二
二

。
こ
の
両
者
の
間
の
親
密
な
、
西
暦
で
言
え
ば
、
八

九
〇
年
代
の
蜜
月
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
お
そ
ら
く

古
今
和
歌
集

は
日
の
目
を
見
る
に

至
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と

古
今
和
歌
集

が

続

し
ょ
く

万
葉
集

と
題
さ

れ
、
文
字
ど
お
り
の

菅
家
万
葉
集

新
撰
万
葉
集

の
後
を
追
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、

よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

注
二
二

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
目
崎
徳
衛
の

王
朝
の
み
や
び

吉
川
弘
文
館
、
一
九
七

八
年

と

百
人
一
首
の
作
者
た
ち

角
川
書
店
、
一
九
八
三
年

を
参
照
。

結
果
的
に
、
そ
の
誕
生
を
菅
原
道
真
は
、
目
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が

注
二
三

、
そ
の

没
年

九
〇
三
年

に
お
い
て
宇
多
天
皇
の
方
は
、
ま
だ
四
十
歳
に
も
達
し
て
い
な
い
。
ち
な
み

に
、
素
性
法
師
の
方
は
六
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
彼
の
生
没
年
に
つ
い
て
は
細
か
な
点

が
未
詳
で
あ
る
が
、
父
で
あ
る
僧
正
遍
照
の
出
家
の
年

八
五
〇
年

か
ら
判
断
し
て
、
お
そ
ら

く

古
今
和
歌
集

の
成
立
の
年

九
〇
五
年

に
は
、
彼
が
存
命
中
で
あ
っ
た
と
見
て
、
ま
ず

間
違
い
は
な
い
。

注
二
三

道
真
と

古
今
和
歌
集

の
成
立
に
つ
い
て
は
、
大
岡
信
の

詩
人
・
菅
原
道
真

岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年

と

日
本
の
詩
歌

講
談
社
、
一
九
九
五
年

を
参

照
。

と
こ
ろ
で
、
素
性
法
師
に
し
て
も
僧
正
遍
照
に
し
て
も
、
そ
の
呼
び
名
の
通
り
に
、
彼
ら
は

歴
と
し
た
僧
侶
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
掲
の
歌
の
中
で

つ
づ
り
の
袖

と
あ
っ
た
の
も
、

こ
れ
は
単
に
綴

つ
づ

り
合
わ
せ
の
、
粗
末
な
衣
の
こ
と
で
は
な
く
、
僧
衣
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
僧
衣
の

袖

を
切
り
取
り
、
神
に

手
向
け

の
贈
り
物
（

幣

）
と
し

袖

そ
で

の
詩
学
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安
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文
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て
差
し
出
そ
う
か
知
ら
ん
、
と
素
性
は
歌
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
生
臭
坊
主
と
言
わ
れ
て
も
、

致
し
方
が
な
い
。

素
性
に
し
て
も
、
遍
照
に
し
て
も
、
も
と
も
と
彼
ら
は
俗
人
で
あ
っ
て
、
皇
孫
の
良
岑

よ
し

み
ね

氏
の
出
で
あ
っ
た
。
遍
照
の
場
合
に
は
、
宗
貞

む
ね
さ
だ

と
い
う
俗
名
で
も

古
今

和
歌
集

に
姿
を
見
せ
て
お
り
、
そ
の
中
の
一
首
が
、
結
果
的
に
百
人
一
首
に
収
め
ら
れ
て
い

る
の
も
、
偶
然
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る

注
二
四

。
詞
書
に
は

五
節

ご
せ
ち

の
舞
姫

を
見
て
詠
め
る

と
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
陰
暦
十
一
月
、
豊
明

と
よ
の
あ
か
り

の
節
会
の
際

の
歌
で
あ
っ
た
。

注
二
四

天

あ
ま

つ
風
╱
雲
の
通

か
よ

ひ
路

ぢ

╱
吹
き
閉
ぢ
よ
╱
乙
女

を
と
め

の

姿
╱
し
ば
し
留
め
む

八
七
二

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
艶

あ
で

や
か
な
、
妖
艶
な
ま
で
の
歌
い
振
り
を
、
彼
ら
の
出
自
に

帰
し
て
し
ま
う
の
は
片
手
落
ち
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
平
安
時
代
に
お
け
る
仏
教
そ
の
も
の
が
、

い
ま
だ
貴
族
仏
教
の
域
を
出
ず
、
も
っ
ぱ
ら
加
持
祈
祷
を
旨
と
す
る
よ
う
な
、
現
実
主
義

リ
ア

リ
ズ
ム

の
仏
教
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
態
の
、
事
の
善

し
悪
し
は
別
に
し
て
、
彼
ら
の
歌
が
一
向
に
抹
香

ま
っ
こ
う

臭
く
な
か
っ
た
の
も
、
当
然
の

帰
趨
で
あ
る
。

そ
の
点
で
は
、
前
掲
の
素
性
法
師
の
歌
の
中
の
、
二
首
目
も
例
外
で
は
な
い
。
詞
書
に
は

北

山

き
た
や
ま

に
、
僧
正
遍
照
と
茸

た
け

狩
り
に
罷

ま
か

れ
り
け
る
に
詠
め
る

と
あ
っ

て
、
ど
う
や
ら
父
と
子
で
、
揃
っ
て

茸
狩
り

に
出
掛
け
た
際
の
歌
の
よ
う
で
あ
る
。

茸
狩

り

は
、
そ
の
名
の
通
り
の
茸

き
の
こ

狩
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
松
茸
狩
り
で
構
う
ま
い
。

も
っ
と
も
、
都
に
持
ち
帰
る
の
は
松
茸
で
は
な
く
、
ま
だ
色
付
い
て
い
る

も
み
ぢ
葉

で
は

あ
っ
た
が
。

僧
正
遍
照
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
寛
平
二
年
で
あ
る
か
ら
、
西
暦
で
言
え
ば
、
八
九
〇
年
の

こ
と
で
あ
る
。
享
年
、
七
十
五
歳
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
時
点
か
ら
数
え
て
、
ど
れ
ほ
ど
時
間

を
遡
れ
ば
、
こ
の
歌
に
相
応
し
い
、
父
と
子
の
イ
メ
ー
ジ
は
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
三
年
前
に
、
宇
多
天
皇
は
二
十
一
歳
で
即
位
。
菅
原
道
真
は
参
議
に
な
っ
て
、
四

十
代
の
中
盤
を
迎
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
頃
、
ま
だ
十
代
の
後
半
に
達
し
た
ば
か
り
で
あ

っ
た
の
が
、
紀
貫
之
で
あ
っ
た
。

六

本
稿
の
最
後
は
、
結
果
的
に

古
今
和
歌
集

の
撰
者
に
よ
る

袖

の
歌
で
、
締
め
括
る

こ
と
に
す
る
。
残
念
な
が
ら
、
凡
河
内
躬
恒
の
み
は
該
当
す
る
歌
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
省

か
ざ
る
を
え
な
い
が

注
二
五

、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
紀
貫
之
は
、
全
部
で
三
首
の

袖

の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
後
の
二
人
の
、
壬
生
忠
岑
と
紀
友
則
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
首
ず
つ
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
秋
の
歌
で
、
前
者
の
詞
書
に
は

是
貞

こ
れ
さ
だ

の
親
王

み
こ

の
家
の
歌
合

に
詠
め
る

と
あ
る
。

注
二
五

袂

た
も
と

と
い
う
語
を
用
い
た
歌
で
あ
れ
ば
、
以
下
の
一
首
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
詞
書
に
は

母
が
思
ひ
に
て
詠
め
る

と
あ
っ
て
、
喪
中
の
歌
で

あ
る
。

神
無
月

か
ん
な
づ
き

╱
時
雨

し
ぐ
れ

に
濡
る
る
╱
も
み
ぢ
葉
は
╱
た
だ
侘

わ

び
人
の
╱
袂
な
り
け
り

八
四
〇

雨
降
れ
ば
╱
笠
取
山
（
か
さ
と
り
や
ま
）
の
╱
も
み
ぢ
葉
は
╱
ゆ
き
か
ふ
人
の
╱
袖
さ
へ
ぞ

照
る

二
六
三

花
見
つ
つ
╱
人
待
つ
時
は
╱
白
妙
（
し
ろ
た
へ
）
の
╱
袖
か
と
の
み
ぞ
╱
過
（
あ
や
ま
）
た

れ
け
る

二
七
四

後
者
の
詞
書
に
は

菊
の
花
の
も
と
に
て
、
人
の
、
人
待
て
る
形

か
た

を
詠
め
る

と
あ

る
。
多
分
、
そ
の
よ
う
な
姿
を
し
た
人
形
（
ひ
と
が
た
）
が
拵
（
こ
し
ら
）
え
ら
れ
て
い
た
の

和
歌
山
大
学
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で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
の
歌
も
、
あ
る
種
の
錯
覚
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
点
で
は
同
じ
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
者
の
方
が
分
か
り
や
す
い
。
な
に
し
ろ
、
こ
の
歌
は

菊

の

花
が
風
に
揺
れ
て
、
そ
れ
が
待
ち
人
の

袖

で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
瞬
間
を
、
歌
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

前
者
の
方
は
、
笠
取
山
の

も
み
ぢ
葉

が
笠
を
取
り
、
そ
の
名
の
通
り
に
、
雨
に
濡
れ
て

は
い
な
い
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
往
来
の
人
の

袖

が
照
り
映
え
る
ほ
ど
に
、
そ
の

も
み
ぢ

葉

は
輝
き
を
増
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
趣
向
。
無
論
、
実
際
に
は
雨
が
降
り
、
そ

の
雨
に
濡
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て

も
み
ぢ
葉

は
黄
色
や
紅
色
に
照
り
映
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
事
実
に
目
を
塞
ぐ
こ
と
で
、
逆
に
笠
取
山
の
名
前
（

笠
を
取
る
山

）
の
妙

味
は
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

笠
取
山
が
、
笠
取
山
と
い
う
名
前
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
名
前
で
は
な
い
理
由
は
何
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
笠
取
山
が
、
笠
取
山
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の

も
み
ぢ
葉

を
輝

か
せ
る
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
笠
取
山
は
、
笠
取
山
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

も
み

ぢ
葉

を
輝
か
せ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
笠
取
山
に
と
っ
て
は
、
名
実
、

相
伴
っ
た
状
態
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に

え
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
名
前
は
現

実
と
、
不
即
不
離
で
あ
る
。

実
際
、
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は

是
貞
の
親
王
の
家
の
歌
合

で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
場

に
お
い
て
笠
取
山
の

も
み
ぢ
葉

や
、
そ
の

も
み
ぢ
葉

の
下
を
往
来
す
る
人
の
姿
が
、

そ
の
ま
ま
直
接
、
壬
生
忠
岑
の
目
に
、
見
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
の
歌
は

題
詠
の
歌
で
あ
っ
て
、
詠
物
の
歌
で
は
な
い
こ
と
に
な
る

注
二
六

。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の

歌
の
中
心
に
は
笠
取
山
と
い
う
物
（
現
実
）
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
笠
取
山
と
い
う

題

名
前

が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

注
二
六

題
詠
と
詠
物
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
小
沢
正
夫

古
今
集
の
世
界

塙
書
房
、
一

九
六
一
年

を
参
照
。

こ
の
よ
う
な
題
詠
と
、
そ
の
上
に
屏
風
歌
が
加
わ
っ
て
、
は
じ
め
て

古
今
和
歌
集

は

万

葉
集

と
は
違
っ
た
、
そ
の
独
自
の
世
界
を
切
り
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
口
で
言
え
ば
、
そ

れ
が

和
歌

の
誕
生
の
瞬
間
に
他
な
ら
な
い

注
二
七

。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も

和
歌

は
現
実
を
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
再
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
葉
の
側
か

ら
、
言
葉
の
濾
過
器

フ
ィ
ル
タ
ー

を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
現
実
を
構
成
し
、

産
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

注
二
七

和
歌

や
ま
と
う
た

の
誕
生
に
と
っ
て
、
大
和
絵

や
ま
と
え

や
大
和
文
字

や
ま
と
も
じ
、
す
な
わ
ち
仮
名

の
誕
生
は
、
ま
っ
た
く
同
時
代
の
、
共
時
的

シ

ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
ド

な
出
来
事
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な

和
歌

を
、
明
瞭
な
自
覚
を
伴
っ
て
産
み
出
し
た
の
が
、
紀
貫
之
で
あ
っ
た

注
二
八

。
彼
が

古
今
和
歌
集

に
お
い
て

袖

を
詠
ん
だ
歌
は
、
次
に
挙
げ
る
三
首
に

上
る
が
、
こ
の
三
首
の
中
に
は
共
通
に
、
い
ず
れ
も
推
量
の
助
動
詞
の

ら
む

が
含
ま
れ
て

い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
以
下
の
三
首
は
全
部
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
現
実
を
、
推
し
量
る
歌
で

あ
る
、
と
言
っ
て
も
構
わ
な
い
。
そ
れ
は
現
実
を
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
、
ふ
わ
ふ
わ
と
、
浮
遊
状
態

に
置
く
た
め
の
手
法
で
も
あ
っ
た
。

注
二
八

紀
貫
之
に
つ
い
て
は
、
目
崎
徳
衛

紀
貫
之

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年

、

大
岡
信

紀
貫
之

筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年

、
藤
岡
忠
美

紀
貫
之

集
英

社
、
一
九
八
五
年

を
参
照
。

袖
漬
（
ひ
）
ち
て
╱
掬
（
む
す
）
び
し
水
の
╱
凍
（
こ
ほ
）
れ
る
を
╱
春
立
つ
今
日
の
╱
風

や
と
く
ら
む

二

春
日
野
（
か
す
が
の
）
の
╱
若
菜
（
わ
か
な
）
摘
み
に
や
╱
白
妙
の
╱
袖
ふ
り
は
へ
て
╱
人

の
行
（
ゆ
）
く
ら
む

二
二

夢
路
（
ゆ
め
ぢ
）
に
も
╱
露
や
置
く
ら
む
╱
夜
（
よ
）
も
す
が
ら
╱
通
（
か
よ
）
へ
る
袖
の

╱
漬
（
ひ
）
ち
て
乾
（
か
は
）
か
ぬ

五
七
四

袖

そ
で

の
詩
学
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で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
の
歌
も
、
あ
る
種
の
錯
覚
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
点
で
は
同
じ
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
者
の
方
が
分
か
り
や
す
い
。
な
に
し
ろ
、
こ
の
歌
は

菊

の

花
が
風
に
揺
れ
て
、
そ
れ
が
待
ち
人
の

袖

で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
瞬
間
を
、
歌
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

前
者
の
方
は
、
笠
取
山
の

も
み
ぢ
葉

が
笠
を
取
り
、
そ
の
名
の
通
り
に
、
雨
に
濡
れ
て

は
い
な
い
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
往
来
の
人
の

袖

が
照
り
映
え
る
ほ
ど
に
、
そ
の

も
み
ぢ

葉

は
輝
き
を
増
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
趣
向
。
無
論
、
実
際
に
は
雨
が
降
り
、
そ

の
雨
に
濡
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て

も
み
ぢ
葉

は
黄
色
や
紅
色
に
照
り
映
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
事
実
に
目
を
塞
ぐ
こ
と
で
、
逆
に
笠
取
山
の
名
前
（

笠
を
取
る
山

）
の
妙

味
は
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

笠
取
山
が
、
笠
取
山
と
い
う
名
前
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
名
前
で
は
な
い
理
由
は
何
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
笠
取
山
が
、
笠
取
山
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の

も
み
ぢ
葉

を
輝

か
せ
る
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
笠
取
山
は
、
笠
取
山
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

も
み

ぢ
葉

を
輝
か
せ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
笠
取
山
に
と
っ
て
は
、
名
実
、

相
伴
っ
た
状
態
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に

え
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
名
前
は
現

実
と
、
不
即
不
離
で
あ
る
。

実
際
、
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は

是
貞
の
親
王
の
家
の
歌
合

で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
場

に
お
い
て
笠
取
山
の

も
み
ぢ
葉

や
、
そ
の

も
み
ぢ
葉

の
下
を
往
来
す
る
人
の
姿
が
、

そ
の
ま
ま
直
接
、
壬
生
忠
岑
の
目
に
、
見
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
の
歌
は

題
詠
の
歌
で
あ
っ
て
、
詠
物
の
歌
で
は
な
い
こ
と
に
な
る

注
二
六

。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の

歌
の
中
心
に
は
笠
取
山
と
い
う
物
（
現
実
）
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
笠
取
山
と
い
う

題

名
前

が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

注
二
六

題
詠
と
詠
物
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
小
沢
正
夫

古
今
集
の
世
界

塙
書
房
、
一

九
六
一
年

を
参
照
。

こ
の
よ
う
な
題
詠
と
、
そ
の
上
に
屏
風
歌
が
加
わ
っ
て
、
は
じ
め
て

古
今
和
歌
集

は

万

葉
集

と
は
違
っ
た
、
そ
の
独
自
の
世
界
を
切
り
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
口
で
言
え
ば
、
そ

れ
が

和
歌

の
誕
生
の
瞬
間
に
他
な
ら
な
い

注
二
七

。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も

和
歌

は
現
実
を
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
再
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
葉
の
側
か

ら
、
言
葉
の
濾
過
器

フ
ィ
ル
タ
ー

を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
現
実
を
構
成
し
、

産
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

注
二
七

和
歌

や
ま
と
う
た

の
誕
生
に
と
っ
て
、
大
和
絵

や
ま
と
え

や
大
和
文
字

や
ま
と
も
じ
、
す
な
わ
ち
仮
名

の
誕
生
は
、
ま
っ
た
く
同
時
代
の
、
共
時
的

シ

ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
ド

な
出
来
事
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な

和
歌

を
、
明
瞭
な
自
覚
を
伴
っ
て
産
み
出
し
た
の
が
、
紀
貫
之
で
あ
っ
た

注
二
八

。
彼
が

古
今
和
歌
集

に
お
い
て

袖

を
詠
ん
だ
歌
は
、
次
に
挙
げ
る
三
首
に

上
る
が
、
こ
の
三
首
の
中
に
は
共
通
に
、
い
ず
れ
も
推
量
の
助
動
詞
の

ら
む

が
含
ま
れ
て

い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
以
下
の
三
首
は
全
部
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
現
実
を
、
推
し
量
る
歌
で

あ
る
、
と
言
っ
て
も
構
わ
な
い
。
そ
れ
は
現
実
を
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
、
ふ
わ
ふ
わ
と
、
浮
遊
状
態

に
置
く
た
め
の
手
法
で
も
あ
っ
た
。

注
二
八

紀
貫
之
に
つ
い
て
は
、
目
崎
徳
衛

紀
貫
之

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年

、

大
岡
信

紀
貫
之

筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年

、
藤
岡
忠
美

紀
貫
之

集
英

社
、
一
九
八
五
年

を
参
照
。

袖
漬
（
ひ
）
ち
て
╱
掬
（
む
す
）
び
し
水
の
╱
凍
（
こ
ほ
）
れ
る
を
╱
春
立
つ
今
日
の
╱
風

や
と
く
ら
む

二

春
日
野
（
か
す
が
の
）
の
╱
若
菜
（
わ
か
な
）
摘
み
に
や
╱
白
妙
の
╱
袖
ふ
り
は
へ
て
╱
人

の
行
（
ゆ
）
く
ら
む

二
二

夢
路
（
ゆ
め
ぢ
）
に
も
╱
露
や
置
く
ら
む
╱
夜
（
よ
）
も
す
が
ら
╱
通
（
か
よ
）
へ
る
袖
の

╱
漬
（
ひ
）
ち
て
乾
（
か
は
）
か
ぬ

五
七
四

袖

そ
で

の
詩
学
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紀
貫
之
の
歌
の
中
で
は
、
こ
と
ご
と
く
現
実
が
、
た
ゆ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
た
ゆ
た
い

揺
蕩

は
、
例
え
ば
一
首
目
の
場
合
、
今
年
と
昨
年
と
の
間
に
姿
を
現
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
歌

に
お
い
て
今
年
の
春
は
、
そ
の
ま
ま
昨
年
の
冬
へ
、
そ
し
て
秋
へ
、
さ
ら
に
夏
へ
、
次
々
に
遡

行
し
、
ま
る
で
今

い
ま

が
、
い
っ
た
い
何
時

い
つ

の
今

い
ま

で
あ
る
の
か
も
、
定
か
な

ら
ざ
る
状
態
へ
と
私
た
ち
を
誘

い
ざ
な

う
。
詞
書
に
は

春
立
ち
け
る
日
、
詠
め
る

と
あ

っ
た
。春

立
ち
け
る
日

と
は
、
文
字
ど
お
り
に
立
春
の
こ
と
で
あ
る
。
が
、
そ
の
際
の
立
つ
は
、

同
時
に
起
つ
で
も
あ
り
、
ま
た
顕

た

つ
で
も
あ
る
。
春
は
絶
え
ず
、
私
た
ち
の
前
に
、
不
意

に
、
忽
然
と
姿
を
現
す
。
し
か
も
、
そ
れ
は
今
年
の
春
の
顕
現
で
あ
る
と
共
に
、
振
り
返
れ
ば
、

昨
年
の
春
の
顕
現
で
も
あ
り
、
一
昨
年
の
春
の
顕
現
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ

れ
は
古

い
に
し
え

の
、
す
べ
て
の

春
立
ち
け
る
日

と
も
結
び
付
い
た
、
ま
さ
し
く
永
遠

の

今
日

の
顕
現
で
あ
る
。

そ
の
永
遠
の

今
日

に
お
い
て
、
春
の

風

は
吹
き
、
紀
貫
之
の

袖

を
揺
ら
し
続

け
る
。
二
首
目
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
も
と
も
と
醍
醐
天
皇
へ
の
献
上
歌
で
あ
っ
て
、

ど
う
や
ら
屏
風
歌
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
時
、
当
然
、
彼
は
奈
良

春
日
野

に
い
る
の
で
は
な
く
、
京
に
い
る
。
そ
の
京
か
ら
、
は
る
か
古

い
に
し
え

の
都
で
あ
る
奈
良

を
想
い
起
こ
し
、
見
通
し
て
、
彼
は
屏
風
絵
の
中
の

白
妙

の

袖

が
、
昔
も
今
も
、
揺

れ
続
け
て
い
る
こ
と
に
安
堵
す
る
。

三
首
目
で
は
、
彼
の
視
線
は

夢
路

に
ま
で
漂
い
出
す
。
推
量
の
対
象
は
、
こ
の
よ
う
に

し
て
時
間
を
越
え
、
空
間
を
超
え
、
世
界
を
超
え
、
現
実
を
超
え
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
の
推

量
の
始
点
に
は
、
い
つ
も

袖

が
あ
り
、
そ
の

袖

を
揺
ら
す

風

や
、
濡
ら
す

露

が
あ
っ
た
。
紀
貫
之
に
と
っ
て
、
ひ
い
て
は

古
今
和
歌
集

に
と
っ
て
、
さ
し
ず
め

袖

は
夢
と
現
と
の
、
淡

あ
は

い
間

あ
は
ひ

に
揺
れ

注
二
九

、
濡
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
確
認
し
て
、
筆
を
擱
く
。

注
二
九

蛇
足
な
が
ら
、
こ
こ
で

あ
は
れ

の
語
源
に
つ
い
て
、
折
口
信
夫
の
説
を
付
け

加
え
て
お
く
。

此

コ

は
・
其

ソ

は
な
ど
と
同
じ
類
の
彼

ア

は
に
、
や
・
よ

に
通
じ
る
れ
が
つ
い
た
も
の
で
あ
ら
う

萬
葉
集
辭
典

。

あ
は
れ

と
は
、

そ
の
語
の
響
き
の
通
り
に
、
距
離
の
感
覚
で
あ
り
、
感
情
で
あ
っ
た
。
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平
安
時
代
の
文
学
を
読
ん
で
い
る
と
、
よ
く
袖

そ
で

に
関
す
る
言
葉
が
目
に
飛
び
込
ん
で

く
る
。
そ
の
中
に
は
、
例
え
ば

袖
の
香

か

や

袖
の
露

つ
ゆ

や
、
あ
る
い
は

袖

枕

そ
で
ま
く
ら

や

袖
几
帳

そ
で
ぎ
ち
ょ
う

な
ど
、
非
常
に
繊
細
な
表
現
も
あ
る
。

も
と
も
と
衣
服
の
一
部
の
、
名
称
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
は
ず
の
袖
が
、
何
か
、
と
て
も
膨
ら

ん
だ
世
界
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。
平
安
時
代
の
袖
の
形
状
や
、
そ
の
所
作
に

は
、
ど
の
よ
う
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
美
的

感
覚
が
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
、
主
と
し
て

枕
草
子

を
題
材
に
取

り
上
げ
て
、
そ
の
中
に
表
現
さ
れ
た
王
朝
び
と
の
袖
の
世
界
を
探
っ
て
み
た
い
。

一

定
義
と
語
源

最
初
に
、
ま
ず
袖
の
定
義
か
ら
始
め
る
と
、
例
え
ば

広
辞
苑

岩
波
書
店

に
は

衣
服

の
身
頃

み
ご
ろ

の
左
右
に
あ
っ
て
、
両
腕
を
お
お
う
部
分

と
あ
る
。

身
頃

は
逆
に

衣

服
の
袖
・
襟

え
り

・
衽

お
く
み

な
ど
を
除
い
た
、
全
面
お
よ
び
背
面
を
お
お
う
部
分

と

あ
る
。
簡
単
に
言
う
と
、
い
わ
ゆ
る
着
物

す
な
わ
ち
、
和
服

は
、
身
頃
と
袖
と
襟
と
衽
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
。
大
人
一
人
の
着
物
を
仕
立
て
る
た
め
に
必
要
な
布
を
、
日
本
語
で
は
反

た
ん

と
い
う
単
位
で
呼
ん
で
い
る
。
い
わ
ゆ
る
反
物

た
ん
も
の

で
あ
る
。
布
一
枚
に
、
で

き
る
だ
け
手
を
加
え
な
い
よ
う
に
し
て
、
日
本
人
は
独
特
の
裁
縫
の
仕
方
を
産
み
出
し
た
。
こ

れ
は
反
物
を
直
線
で
七
回
、
鋏

は
さ
み

で
裁

た

ち
切
る
方
法
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
和
裁

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
八
枚
に
切
り
分
け
ら
れ
た
部
分

パ
ー
ツ

が
、
そ
れ

ぞ
れ
身
頃
と
袖
と
衽
で
二
枚
ず
つ
、
襟
と
共
襟

と
も
え
り

で
一
枚
ず
つ
に
な
る
。
言
っ
て
み

れ
ば
、
そ
の
内
の
二
つ
の
部
分

四
分
の
一

が
袖
に
当
た
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
和
服

に
対
す
る
洋
服
に
は
、
袖
の
長
短
に
よ
っ
て
、
長
袖
の
他
に
も
七
分
袖
や
半
袖
や
、
文
字
ど
お

り
の

袖
無
し

も
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
日
本
人

少
な
く
と
も
、
貴
族

に
と
っ
て
は
、
と

う
て
い

袖
無
し

は
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

注
一

。

注
一

袖
無
し

と
い
う
語
が
日
本
人
の
間
に
定
着
す
る
の
は
、
ど
う
や
ら
室
町
時
代
の

末
期
の
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば

日
葡
辞
書

一
六
〇
三
年

に
はS

odenax
i

ソ
デ

ナ
シ

と
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は

ド
ウ
ブ
ク

胴
服

の
訳
が
添
え
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
こ
れ
は

袖
無
し
羽
織

の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
俳
諧
で
は

袖
無
し

は

夏
の
季
語
で
あ
る
が
、
一
方
の

袖
無
し
羽
織

は
冬
の
季
語
で
あ
る
。

袖
の
語
源
に
は
、
幾
つ
か
の
説
が
あ
る
。
最
も
一
般
的
な
の
は
、
袖

そ
で

の

そ

を
衣

そ

と
結
び
付
け
て

衣
手

そ
で

と
す
る
説
で
あ
る
。
ふ
た
た
び

広
辞
苑

を
引
く
と
、

袖
は

衣
手

の
意
味
で
、
奈
良
時
代
に
は

そ
て

と
も
言
っ
て
い
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
ど
う
や
ら
奈
良
時
代
の
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
に
よ
る
と
、
袖
の

そ

は
甲
類
音

で
、
一
方
の
衣

そ

は
乙
類
音
で
あ
り
、
両
者
は
違
う
系
統
の
語
で
あ
っ
て
、
結
び
付
か
な
い
、

と
い
う
結
果
に
な
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
袖
（
そ
で
）
は
衣
服
の
左
右
に
出
た
部
分
で
あ
る
か
ら

袖

そ
で
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