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平成 4 年 10 月 1 日受理

　
　
　
　

 

院
の
局
に
、
つ
ね
に
相
住
み
な
る
人
の
出
で
た
る
ほ
ど
に
参
り
て
み

れ
ば
、
母
屋
の
御
簾
に
葵
の
枯
れ
て
か
か
り
た
る
に
書
き
つ
け
し

39　

 

か
く
れ
ど
も
甲
斐
な
き
も
の
は
も
ろ
と
も
に
み
す
の
あ
ふ
ひ
の
か
れ
は
な

り
け
り

【
底
本
】

　
　

 

院
の
つ
ほ
ね
に
つ
ね
に
あ
ひ
す
み
な
る
人
の
い
て
た
る
ほ
と
に
ま
い
り
て

み
れ
は
も
や
の
み
す
に
あ
ふ
ひ
の
か
れ
て
か
ゝ
り
た
る
に
か
き
つ
け
し

か
く
れ
と
も
か
ひ
な
き
も
の
は
も
ろ
と
も
に
み
す
の
あ
ふ
ひ
の
か
れ
は
な
り
け

り【
他
出
】

○
『
徒
然
草
』
一
三
八
段

　
　

 「
祭
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
の
ち
の
葵
不
用
な
り
」
と
て
、
あ
る
人
の
、
御
簾
な

る
を
皆
取
ら
せ
ら
れ
侍
り
し
が
色
も
な
く
覚
え
侍
り
し
を
、
よ
き
人
の
し

給
ふ
事
な
れ
ば
さ
る
べ
き
に
や
と
思
ひ
し
か
ど
、
周
防
内
侍
が
、

　
　
　
　

 

か
く
れ
ど
も
か
ひ
な
き
物
は
も
ろ
と
も
に
み
す
の
葵
の
枯
葉
な
り
け

り

　
　

 

と
詠
め
る
も
、
母
屋
の
御
簾
に
葵
の
か
か
り
た
る
枯
葉
を
詠
め
る
よ
し
、

家
の
集
に
書
け
り
。
古
き
歌
の
詞
書
に
「
枯
れ
た
る
葵
に
さ
し
て
遣
は
し

け
る
」
と
も
侍
り
。
枕
草
子
に
も
「
来
し
か
た
恋
し
き
物
、
枯
れ
た
る
葵
」

と
書
け
る
こ
そ
、
い
み
じ
く
な
つ
か
し
う
思
ひ
寄
り
た
れ
。
鴨
長
明
が
四

季
の
物
語
に
も
「
玉
垂
に
後
の
葵
は
留
ま
り
け
り
」
と
ぞ
書
け
る
。
お
の

れ
と
枯
る
る
だ
に
こ
そ
あ
る
を
名
残
な
く
、
い
か
が
取
り
捨
つ
べ
き
。

　
　

 

御
帳
に
か
か
れ
る
薬
玉
も
、
九
月
九
日
菊
に
取
り
換
へ
ら
る
る
と
い
へ
ば
、

菖
蒲
は
菊
の
折
ま
で
も
あ
る
べ
き
に
こ
そ
。
枇
杷
皇
太
后
宮
か
く
れ
給
ひ

て
後
、
古
き
御
帳
の
内
に
、
菖
蒲
、
薬
玉
な
ど
の
枯
れ
た
る
が
侍
り
け
る

を
見
て
「
折
な
ら
ぬ
根
を
な
ほ
ぞ
か
け
つ
る
」
と
弁
の
乳
母
の
言
へ
る
返

事
に
、
「
あ
や
め
の
草
は
あ
り
な
が
ら
」
と
も
江
侍
従
が
詠
み
し
ぞ
か
し
。

○
『
前
摂
政
家
歌
合
』
夏
逢
恋
・
百
九
十
一
番
判
詞

　
　
　
　

百
九
十
一
番　

左　
　

持
純

　
　

今
夜
こ
そ
み
す
の
あ
ふ
ひ
を
し
る
べ
に
て
か
け
け
る
よ
よ
の
契
を
も
知
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右　
　

近
衛

　
　

夏
引
の
手
引
き
の
糸
の
よ
る
よ
る
も
逢
ふ
は
ほ
ど
な
く
明
く
る
東
雲

　
　
　
　
　

 

左
歌
は
周
防
内
侍
、
「
か
く
れ
ど
も
甲
斐
な
き
も
の
は
も
ろ
と
も

に
み
す
の
あ
ふ
ひ
の
か
れ
は
な
り
け
り
」
と
詠
ぜ
る
を
思
ひ
つ
る

に
や
、
た
だ
し
「
し
る
べ
」
と
「
知
れ
」
と
言
へ
る
詞
同
じ
心
に 

や
、
右
歌
、
又
聞
き
ふ
る
せ
る
姿
に
侍
り
、
な
ず
ら
へ
て
持
と
せ

『
周
防
内
侍
集
』
注
釈
（
五
）
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り

【
通
釈
】

　
　

 
御
所
の
局
へ
、
い
つ
も
同
じ
部
屋
に
暮
ら
し
て
い
る
人
が
出
か
け
て
い
る

と
こ
ろ
に
参
上
し
て
み
る
と
、
母
屋
の
御
簾
に
枯
れ
た
葵
が
か
か
っ
て
い

る
の
で
書
き
つ
け
ま
し
た
。

か
け
て
も
甲
斐
が
な
い
も
の
は
、
あ
な
た
と
一
緒
に
見
る
こ
と
の
な
か
っ
た
御

簾
の
葵
の
枯
れ
葉
で
す
ね
。

【
参
考
歌
】

　
　
　

 

早
う
も
の
申
し
け
る
女
に
、
枯
れ
た
る
葵
を
み
あ
れ
の
日
つ
か
は
し
け

る　
　
　

実
方
朝
臣

　

い
に
し
へ
の
あ
ふ
ひ
と
人
は
咎
む
と
も
な
ほ
そ
の
か
み
の
今
日
ぞ
忘
れ
ぬ

　
　
　

返
し　
　

読
人
し
ら
ず

①
か
れ
に
け
る
あ
ふ
ひ
の
み
こ
そ
悲
し
け
れ
あ
は
れ
と
見
ず
や
賀
茂
の
瑞
垣

 

（
新
古
今
集
・
恋
四
・
一
二
五
四
／
一
二
五
五
）

　
　
　

枯
れ
た
る
葵
を
包
み
て
、
経
方
、
小
式
部
に

②
か
れ
に
け
る
あ
ふ
ひ
な
れ
ど
も
人
知
れ
ぬ
心
に
は
な
を
か
け
ぬ
間
ぞ
な
き

　
　
　
　

「
返
し
し
て
」
と
あ
れ
ば

　

 

ほ
ど
も
な
く
か
る
と
見
る
に
も
あ
ふ
ひ
草
名
を
だ
に
か
け
て
聞
か
じ
と
ぞ
思

ふ 

（
四
条
宮
下
野
集
・
一
七
四
／
一
七
五
）

③
い
に
し
へ
の
あ
ふ
ひ
も
か
れ
ぬ
玉
簾
な
に
を
形
見
に
か
け
て
し
の
ば
む

 

（
範
宗
集
・
五
〇
〇
）

④
か
ざ
せ
ど
も
か
ひ
な
き
物
は
己
が
引
く
し
め
の
外
な
る
あ
ふ
ひ
な
り
け
り

 

（
和
泉
式
部
続
集
・
三
四
四
）

⑤
叩
け
ど
も
か
ひ
な
き
も
の
は
夏
の
夜
の
人
待
つ
宿
の
水
鶏
な
り
け
り

 

（
江
帥
集
・
六
九
）

　
　
　

 

物
に
籠
も
る
こ
と
の
あ
り
し
に
、
「
出
で
て
の
ち
に
言
は
む
」
と
頼
め

た
り
し
女
に
音
せ
ざ
り
し
か
ば
、
女
の
も
と
よ
り

　

し
め
の
う
ち
を
出
で
ば
と
言
ひ
し
言
の
葉
は
忘
れ
草
と
や
今
は
な
り
ぬ
る

　
　
　

返
し

⑥
も
ろ
と
も
に
契
り
し
こ
と
は
忘
れ
ね
ど
今
日
の
あ
ふ
ひ
の
猶
ぞ
待
ち
つ
る

　
　
　
　

 

か
く
て
そ
の
夜
さ
り
行
き
た
り
、
み
あ
れ
の
日
に
て
、
か
く
言
ひ
し

な
り 

（
実
家
集
・
三
〇
三
／
三
〇
四
）

【
語
釈
】

○
院
の
局
に
、
つ
ね
に
相
住
み
な
る
人
の
出
で
た
る
ほ
ど
に
参
り
て
み
れ
ば
…

い
つ
も
一
緒
の
部
屋
で
過
ご
し
て
い
る
人
が
不
在
の
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
き
た
折

の
こ
と
。
「
院
」
は
上
皇
・
女
院
な
ど
の
御
所
や
、
高
貴
な
人
の
邸
宅
、
寺
な

ど
を
指
す
。
本
集
は
白
河
天
皇
の
御
代
の
で
き
ご
と
を
基
本
線
と
し
て
詞
書
が

書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
の
「
院
」
は
、
白
河
天
皇
在
位
中
の
御
所
で
あ

る
大
内
裏
も
し
く
は
里
内
裏
を
、
家
集
編
纂
時
点
か
ら
振
り
返
っ
て
記
述
し
た

も
の
と
み
て
お
く
。
「
局
」
は
部
屋
の
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
周
防
内
侍
と
「
つ

ね
に
相
住
み
な
る
人
」
の
た
め
に
御
所
の
な
か
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
居
室

を
指
す
。
「
つ
ね
に
相
住
み
な
る
人
」
は
、
周
防
内
侍
の
朋
輩
の
女
房
と
考
え

ら
れ
る
が
誰
で
あ
る
か
は
不
明
。
○
母
屋
の
御
簾
に
葵
の
枯
れ
て
か
か
り
た
る

に
書
き
つ
け
し
…
「
母
屋
」
は
、
寝
殿
造
り
の
邸
宅
の
、
廂
の
内
側
に
あ
る
部

屋
の
こ
と
。
「
葵
」
は
三
七
番
【
語
釈
】
参
照
。
『
枕
草
子
』
の
「
過
ぎ
に
し
か

た
恋
し
き
も
の
」
で
は
「
枯
れ
た
葵
」
を
、
過
ぎ
去
っ
た
時
を
慕
わ
し
く
思
い

起
こ
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
【
補
説
】
参
照
。
「
枯
れ
」
た
「
葵
」
に
こ
と
よ
せ

て
、
今
は
「
離
れ
」
て
「
逢
う
日
」
も
な
い
人
と
の
恋
に
つ
い
て
歌
っ
た
①
や

②
が
残
る
。
「
寄
簾
恋
」
題
で
詠
ま
れ
た
③
で
も
枯
れ
た
葵
に
、
す
で
に
終
わ
っ

た
恋
を
重
ね
て
い
る
。
○
か
く
れ
ど
も
甲
斐
な
き
も
の
は
…
葵
を
か
け
る
に
、

相
手
に
心
を
か
け
る
こ
と
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
あ
な
た
は
御
嶽
に
い
て
逢
え

な
い
の
で
、
賀
茂
祭
の
日
に
葵
を
か
ざ
し
て
も
甲
斐
が
な
い
と
詠
じ
た
④
は
、

本
詠
と
構
成
が
近
い
。
こ
の
ほ
か
構
成
の
似
て
い
る
歌
に
、
来
ぬ
人
を
待
つ
家

で
は
水
鳥
が
来
訪
を
告
げ
る
よ
う
に
鳴
い
て
も
甲
斐
が
な
い
と
詠
じ
た
⑤
が
あ

る
。
○
も
ろ
と
も
に
み
す
の
あ
ふ
ひ
の
か
れ
は
な
り
け
り
…
「
も
ろ
と
も
に
」

に
は
「
諸
葛
」
が
響
い
て
い
る
。
「
諸
葛
」
は
「
双
葉
葵
」
の
異
称
で
あ
る
ほ
か
、
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葵
と
桂
を
組
み
合
わ
せ
た
飾
り
も
指
す
。
諸
葛
の
飾
り
は
、
賀
茂
祭
の
と
き
に

簾
や
柱
に
掛
け
た
り
頭
に
か
ざ
す
も
の
。
「
御
簾
」
と
「
見
ず
」
が
掛
詞
。
「
葵
」

に
「
逢
ふ
日
」
、「
枯
れ
」
に
「
離
れ
」
が
響
い
て
い
て
、
葵
を
か
け
る
「
逢
ふ
日
」

の
葵
を
と
も
に
見
る
こ
と
な
く
、
あ
な
た
と
「
離
れ
」
て
い
る
と
嘆
く
。
⑥
で
は
、

返
歌
を
し
た
の
が
「
み
あ
れ
の
日
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
逢
う
日
」
と
な

る
今
日
の
「
葵
」
を
待
っ
て
い
た
の
で
遅
く
な
っ
た
と
言
い
訳
し
て
い
る
。

【
補
説
】

　

『
徒
然
草
』
一
三
八
段
で
、
兼
好
は
「
枯
れ
た
る
葵
」
を
要
不
要
だ
け
で
さ
っ

と
捨
て
去
っ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
周
防
内
侍
詠
と
と
も
に
『
枕
草

子
』
を
引
用
し
て
い
る
。

　
　

 

過
ぎ
に
し
か
た
恋
し
き
も
の
、
枯
れ
た
る
葵
。
雛
遊
び
の
調
度
。
二
藍
、

葡
萄
染
な
ど
の
さ
い
で
の
押
し
へ
さ
れ
て
、
草
子
の
中
な
ど
に
あ
り
け
る
、

見
つ
け
た
る
。
ま
た
、
を
り
か
ら
あ
は
れ
な
り
し
人
の
文
、
雨
な
ど
降
り

つ
れ
づ
れ
な
る
日
、
さ
が
し
出
で
た
る
。
去
年
の
蝙
蝠
。

 

（
『
枕
草
子
』
）

　

昔
を
懐
か
し
み
愛
お
し
く
思
う
も
の
を
重
ね
て
い
く
な
か
で
、
「
枯
れ
た
る

葵
」
が
最
初
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
け
て
、
子
供
の
こ
ろ
に
遊
ん
だ

雛
遊
び
の
道
具
や
、
心
躍
ら
せ
つ
つ
読
ん
だ
物
語
の
栞
と
し
て
挟
ん
だ
二
藍
、

葡
萄
染
の
色
彩
―
―
思
い
出
の
愛
お
し
さ
に
顔
が
綻
ぶ
よ
う
な
品
々
が
連
な
っ

て
い
て
、
「
枯
れ
た
る
葵
」
は
単
な
る
不
用
品
で
は
な
い
。

　

参
考
歌
に
あ
げ
た
「
枯
れ
た
る
葵
」
に
添
え
た
歌
々
で
、
実
方
は
「
な
ほ
そ

の
か
み
の
今
日
ぞ
忘
れ
ぬ
」
と
歌
い
、
経
方
は
「
心
に
は
な
を
か
け
ぬ
間
ぞ
な
き
」

と
忘
れ
え
ぬ
心
の
う
ち
を
訴
え
て
い
る
。
眼
前
の
「
枯
れ
た
る
葵
」
に
、
葵
が

瑞
々
し
く
あ
っ
た
頃
を
重
ね
て
思
い
出
を
愛
お
し
む
感
覚
は
、
『
徒
然
草
』
に

至
る
ま
で
お
お
よ
そ
す
べ
て
の
用
例
に
共
通
し
て
い
る
。

　

本
詠
で
も
枯
れ
た
葵
の
葉
に
か
つ
て
と
も
に
過
ご
し
た
葵
祭
の
日
を
愛
お
し

く
重
ね
つ
つ
、
今
年
の
葵
も
あ
な
た
と
見
た
か
っ
た
と
惜
し
ん
で
い
る
。

　
　
　
　

返
し

40　

甲
斐
な
し
と
思
ひ
も
か
れ
ず
あ
ふ
ひ
草
心
を
か
け
ぬ
折
し
な
け
れ
ば

【
底
本
】

　
　

返
し

か
ひ
な
し
と
お
も
ひ
も
か
れ
す
あ
ふ
ひ
く
さ
心
を
か
け
ぬ
を
り
し
な
け
れ
は

【
通
釈
】

　
　

（
つ
ね
に
相
住
み
の
人
の
）
返
歌
。

（
か
け
て
も
）
甲
斐
が
な
い
と
（
あ
な
た
へ
の
）
思
い
は
途
絶
え
ま
せ
ん
よ
。
（
あ

な
た
に
逢
う
日
を
思
っ
て
）
葵
草
に
ず
っ
と
心
を
か
け
て
い
た
の
で
。

【
参
考
歌
】

①
か
ひ
な
し
と
思
ひ
な
消
ち
そ
水
茎
の
あ
と
ぞ
千
歳
の
形
見
と
も
な
る

 

（
古
今
和
歌
六
帖
・
ふ
み
・
三
三
七
九
）

②
八
重
葎
繁
き
思
ひ
に
と
ぢ
は
て
し
跡
を
ば
か
れ
ず
秋
は
来
に
け
り

 

（
土
御
門
院
御
集
・
草
名
十
首
・
三
一
三
）

③
か
れ
に
け
る
あ
ふ
ひ
な
れ
ど
も
人
知
れ
ぬ
心
に
は
な
を
か
け
ぬ
間
ぞ
な
き

 

（
四
条
宮
下
野
集
・
一
七
四
）

④
そ
の
か
み
に
心
を
か
け
し
あ
ふ
ひ
草
今
日
の
み
あ
れ
に
か
ざ
し
つ
る
か
な

 

（
前
長
門
守
時
朝
入
京
田
舎
打
聞
集
・
四
八
）

⑤
鳴
く
雁
の
音
を
の
み
ぞ
鳴
く
小
倉
山
霧
た
ち
晴
る
る
折
し
な
け
れ
ば

 

（
古
今
和
歌
六
帖
・
雁
・
四
三
七
八
）

⑥
身
に
そ
へ
る
影
と
こ
そ
見
れ
秋
の
月
袖
に
う
つ
ら
ぬ
折
し
な
け
れ
ば

 

（
新
古
今
集
・
秋
上
・
四
一
〇
・
相
模
）

【
語
釈
】

○
返
し
…
返
歌
は
、
三
九
番
歌
の
詞
書
き
に
見
え
る
「
つ
ね
に
相
住
み
の
人
」

が
し
た
。
○
甲
斐
な
し
と
…
贈
歌
の
第
二
句
を
受
け
た
も
の
。
同
じ
初
句
を
持

つ
①
は
、
筆
あ
と
を
価
値
が
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
消
す
な
と
歌
う
。
○
思
ひ

も
か
れ
ず
…
葵
は
「
枯
れ
」
て
も
、
あ
な
た
へ
の
思
い
ま
で
も
「
離
れ
る
」
と

い
う
こ
と
は
な
い
と
返
し
て
い
る
。
「
枯
れ
」
は
「
葵
」
の
縁
語
。
二
句
切
れ
。
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②
は
、
物
思
い
の
ま
ま
に
八
重
葎
が
す
っ
か
り
茂
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
へ
秋

が
き
た
と
す
る
。
三
九
番
【
参
考
歌
】
に
も
あ
げ
た
③
は
、
枯
れ
た
葵
を
贈
り

つ
つ
、
な
か
な
か
お
目
に
掛
か
る
機
会
は
な
い
け
れ
ど
い
つ
も
あ
な
た
を
思
っ

て
い
る
と
歌
っ
て
い
て
、
本
詠
と
発
想
が
近
い
。
○
あ
ふ
ひ
草
心
を
か
け
ぬ
折

し
な
け
れ
ば
…
「
逢
ふ
日
」
と
「
葵
」
を
掛
け
る
。
「
か
け
ぬ
」
は
「
葵
」
の
縁
語
。

後
代
に
は
、
葵
に
こ
と
寄
せ
て
神
代
の
昔
を
慕
う
心
を
詠
ん
だ
④
が
あ
る
。
「
～

折
し
な
け
れ
ば
」
は
、「
い
つ
も
～
し
な
い
」・「
～
し
な
い
ま
ま
で
い
る
」
こ
と
。

「
折
し
な
け
れ
ば
」
の
先
行
例
と
し
て
、
霧
が
か
か
っ
て
晴
れ
な
い
ま
ま
な
の

で
雁
の
声
だ
け
が
聞
こ
え
る
と
歌
う
⑤
や
、
秋
の
月
が
涙
に
濡
れ
た
袖
に
映
ら

な
い
と
き
は
な
い
こ
と
を
歌
う
⑥
が
あ
る
。

【
補
説
】

　

枯
れ
た
葵
を
あ
い
だ
に
置
い
て
、
局
を
分
け
合
う
朋
輩
と
贈
答
を
行
っ

て
い
る
。
た
が
い
に
相
手
を
心
に
か
け
る
歌
を
贈
り
あ
う
あ
た
り
か
ら
、

一
五
・
一
六
番
の
贈
答
歌
で
、
大
盤
所
か
ら
周
防
内
侍
に
歌
を
詠
み
送
っ
て
き

た
人
が
、
こ
の
「
つ
ね
に
相
住
み
な
る
人
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
を

逞
し
く
し
た
く
な
る
。

　
　
　
　

 

里
に
て
、
お
と
な
き
郭
公
の
参
る
ま
ま
に
、
気
近
き
声
の
聞
こ
え
し

か
ば

41　

郭
公
ひ
ま
な
く
鳴
く
を
い
か
な
れ
ば
君
し
も
聞
か
ぬ
五
月
な
る
ら
ん

【
底
本
】

　
　

 

さ
と
に
て
お
と
な
き
郭
公
の
ま
い
る
ま
ゝ
に
け
ち
か
き
こ
ゑ
の
き
こ
え
し

か
は

ほ
と
ゝ
き
す
ひ
ま
な
く
〳
〵
を
い
か
な
れ
は
き
み
し
も
き
か
ぬ
さ
月
な
る
ら
ん

【
通
釈
】

　
　

 

里
で
、
音
沙
汰
の
な
い
郭
公
が
や
っ
て
来
る
な
り
、
間
近
か
ら
声
が
聞
こ

え
ま
し
た
の
で
。

郭
公
は
ひ
っ
き
り
な
し
に
鳴
く
の
に
、
ど
う
し
て
あ
な
た
に
限
っ
て
（
音
信
を
）

聞
か
な
い
五
月
な
の
で
し
ょ
う
か
。

【
参
考
歌
】

　
　
　

大
輔
に
つ
か
は
し
け
る　
　

左
大
臣

①
今
は
早
み
山
を
出
で
て
郭
公
気
近
き
声
を
我
に
聞
か
せ
よ

　
　
　

返
し

　

人
は
い
さ
み
山
が
く
れ
の
郭
公
な
ら
は
ぬ
里
は
住
み
憂
か
る
べ
し

 

（
後
撰
集
・
恋
五
・
九
五
〇
／
九
五
一
）

　
　
　

 

卯
月
ば
か
り
、
友
だ
ち
の
住
み
侍
り
け
る
と
こ
ろ
近
く
侍
り
て
、
か
な

ら
ず
消
息
遣
は
し
て
む
と
待
ち
け
る
に
音
な
く
侍
り
け
れ
ば

②
郭
公
来
ゐ
る
垣
根
は
近
な
が
ら
待
ち
遠
に
の
み
声
の
聞
こ
え
ぬ

 

（
後
撰
集
・
夏
・
一
四
九
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

③
郭
公
い
た
く
な
鳴
き
そ
ひ
と
り
ゐ
て
い
の
ね
ら
れ
ぬ
に
聞
け
ば
苦
し
も

 

（
拾
遺
集
・
夏
・
一
二
〇
・
大
伴
坂
上
郎
女
）

④
篝
火
に
あ
ら
ぬ
思
ひ
の
い
か
な
れ
ば
涙
の
河
に
う
き
て
燃
ゆ
ら
ん

 

（
後
撰
集
・
恋
四
・
八
六
九
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

　
　
　

 

比
叡
の
山
に
相
知
り
た
る
僧
の
、
「
里
へ
出
で
ば
か
な
ら
ず
お
と
せ
ん
」

と
契
り
侍
り
け
る
に
、
出
で
な
が
ら
お
と
せ
ず
侍
り
け
れ
ば
、
四
月
十

日
頃
に
遣
は
し
け
る　
　

祝
部
成
仲

⑤
里
な
る
る
山
郭
公
い
か
な
れ
ば
待
つ
宿
に
し
も
お
と
せ
ざ
る
ら
む

 

（
風
雅
集
・
夏
・
三
三
五
）

⑥
五
月
待
つ
山
郭
公
う
ち
は
ぶ
き
今
も
鳴
か
な
む
去
年
の
ふ
る
声

 

（
古
今
集
・
夏
・
一
三
七
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

⑦
郭
公
鳴
く
や
五
月
の
あ
や
め
草
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

 

（
古
今
集
・
恋
一
・
四
六
九
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

【
語
釈
】

○
里
に
て
、
お
と
な
き
郭
公
の
参
る
ま
ま
に
、
気
近
き
声
の
聞
こ
え
し
か
ば
…

周
防
内
侍
は
内
侍
と
し
て
御
所
に
い
る
の
が
通
常
な
の
で
、
「
里
」
は
「
内
裏
」

に
対
す
る
自
邸
の
こ
と
。
里
下
が
り
し
た
女
房
の
邸
に
、
恋
人
や
知
人
が
訪
ね
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て
く
る
こ
と
は
『
枕
草
子
』
等
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
本
詠
が
誰
か
に
送
ら

れ
た
歌
で
あ
る
の
か
、
心
の
う
ち
を
吐
露
し
た
独
詠
で
あ
る
の
か
は
不
明
。
「
音

な
し
」
は
消
息
や
訪
れ
が
な
い
さ
ま
を
示
す
。
こ
こ
で
は
、
訪
れ
る
気
配
も
な

か
っ
た
郭
公
が
、
邸
に
舞
い
降
り
る
や
高
ら
か
に
声
を
上
げ
た
よ
う
す
を
、「
音

な
き
郭
公
」
と
「
気
近
き
声
」
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
効
果
的
に
描
写
し
て
い

る
。
「
郭
公
」
は
一
二
番
【
語
釈
】
参
照
。
「
気
近
き
声
」
は
郭
公
と
の
距
離
感

を
示
す
と
と
も
に
、
歌
に
示
さ
れ
る
「
君
」
と
の
心
理
的
な
距
離
感
も
引
き
出

す
。
郭
公
の
「
気
近
き
声
」
の
先
行
例
と
な
る
①
は
、
家
集
の
詞
書
に
「
中
北

の
方
う
ち
に
の
み
も
の
し
た
ま
へ
ば
」
（
清
慎
公
集
・
四
三
）
と
あ
り
、
実
頼

が
大
内
山
（
＝
内
裏
）
に
仕
え
る
妻
を
郭
公
に
喩
え
て
、
里
下
が
り
し
て
傍
で

う
ち
解
け
た
声
を
聞
か
せ
て
く
れ
な
い
こ
と
を
恨
ん
だ
の
に
対
し
、
妻
の
大
輔

は
里
居
は
つ
ら
い
と
返
し
て
い
る
。
②
は
、
郭
公
が
「
近
」
く
に
い
る
の
に
声

は
待
ち
「
遠
」
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
重
ね
て
、
音
信
の
な
い
友
人
へ
の
恨

み
を
歌
う
。
○
郭
公
ひ
ま
な
く
鳴
く
を
…
『
万
葉
集
』
に
も
お
さ
め
ら
れ
て
い

る
③
で
は
、
郭
公
が
し
き
り
に
な
く
声
に
独
り
寝
の
辛
さ
を
募
ら
せ
る
。
同
じ

く
一
人
で
郭
公
の
声
を
聞
い
て
い
る
本
詠
は
、
こ
う
し
た
感
覚
の
延
長
上
に
あ

る
。
○
い
か
な
れ
ば
…
「
～
い
か
な
れ
ば
…
ら
ん
」
と
い
う
句
の
形
は
し
ば
し

ば
み
ら
れ
、
「
～
」
で
提
示
さ
れ
た
状
態
が
い
っ
た
い
ど
う
い
う
わ
け
で
「
…
」

の
示
す
よ
う
な
状
況
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
問
い
か
け
る
。
④
は
篝
火
な
ら
ぬ

私
の
思
い
の
「
火
」
は
ど
う
し
て
涙
川
に
浮
か
ぶ
の
か
と
女
を
恨
む
。
⑤
で
は
、

比
叡
山
を
下
り
た
知
人
を
、
初
夏
の
こ
と
と
て
里
に
馴
染
ん
だ
山
郭
公
に
見
立

て
、
連
絡
が
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
歌
う
。
○
君
し
も
聞
か
ぬ
五
月
な
る
ら
ん
…

郭
公
は
夏
に
な
る
と
鳴
く
鳥
と
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
⑥
や
⑦
に
見
え
る
よ
う
に
、

郭
公
と
五
月
が
し
ば
し
ば
取
り
あ
わ
せ
ら
れ
る
。
「
音
」
な
き
郭
公
も
来
て
声

を
聞
か
せ
て
く
れ
る
五
月
だ
と
い
う
の
に
、
よ
り
に
も
よ
っ
て
あ
な
た
の
「
音
」

が
な
い
と
は
…
…
、
と
歌
う
こ
と
で
、
里
で
過
ご
す
周
防
内
侍
の
も
と
に
音
信

の
な
い
人
を
怨
ん
で
み
せ
た
。

【
補
説
】

　

本
詠
ま
で
が
夏
歌
。
惜
春
か
ら
初
夏
へ
と
夏
の
深
ま
り
を
示
す
配
列
と
な
っ

て
い
る
。

　
　
　
　

稲
荷
の
行
幸
に
、
杉
の
な
か
に
色
濃
き
紅
葉
の
見
え
し
か
ば

42　

稲
荷
山
す
ぎ
ま
の
紅
葉
き
て
み
れ
ば
た
だ
青
地
な
る
錦
な
り
け
り

【
底
本
】

　
　

い
な
り
の
行
幸
に
す
き
の
な
か
に
い
ろ
こ
き
も
み
ち
の
み
え
し
か
は

い
な
り
山
す
き
ま
の
も
み
ち
き
て
み
れ
は
た
ゝ
あ
を
はち

な
る
に
し
き
な
り
け
り

【
他
出
】

○
『
夫
木
和
歌
抄
』
秋
六
・
六
二
六
二

　
　
　
　

稲
荷
行
幸
時　
　

周
防
内
侍

　
　

稲
荷
山
す
ぎ
ま
の
紅
葉
来
て
み
れ
ば
た
だ
青
地
な
る
錦
な
り
け
り

【
通
釈
】

　
　

 

稲
荷
大
社
へ
の
行
幸
（
に
供
奉
し
た
と
き
）
に
、
杉
の
な
か
に
濃
く
色
づ

い
た
紅
葉
が
見
え
た
の
で
。

稲
荷
山
の
杉
の
あ
い
だ
を
行
き
過
ぎ
る
う
ち
に
紅
葉
を
見
る
と
、
ま
る
で
青
地

に
織
っ
た
錦
（
の
よ
う
）
で
す
よ
。

【
参
考
歌
】

①
稲
荷
山
尾
の
上
に
た
て
る
す
ぎ
す
ぎ
に
ゆ
き
か
ふ
人
の
絶
え
ぬ
今
日
か
な

 

（
源
順
集
・
一
六
八
）

②
神
山
の
す
ぎ
ま
の
紅
葉
露
霜
に
秋
の
し
る
し
ぞ
よ
そ
に
見
え
け
る

 

（
為
家
五
社
百
首
・
紅
葉
・
日
吉
・
三
七
六
）

③ 

時
雨
す
る
稲
荷
の
山
の
紅
葉
葉
は
青
か
り
し
よ
り
思
ひ
そ
め
て
き
（
古
今
著

聞
集
・
和
泉
式
部
田
刈
る
童
に
襖
を
借
る
事
并
び
に
同
童
式
部
に
歌
を
贈
る

事
・
一
六
四
・
田
刈
り
け
る
童
）

④
秋
山
の
紅
葉
の
錦
織
り
残
す
絶
え
間
は
松
の
青
地
な
り
け
り

 

（
治
承
二
年
右
大
臣
家
百
首
・
一
四
七
・
藤
原
頼
輔
）

⑤
松
が
枝
に
か
ゝ
れ
る
蔦
の
紅
葉
こ
そ
青
地
に
織
れ
る
錦
な
り
け
れ
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（
治
承
二
年
右
大
臣
家
百
首
・
一
五
八
・
藤
原
経
家
）

　
 

廿
一
日
、
八
つ
橋
を
出
で
て
行
く
。
日
い
と
よ
く
晴
れ
た
り
。
山
も
と
遠
き

原
野
を
分
け
行
く
。
昼
つ
か
た
に
な
り
て
、
紅
葉
い
と
多
き
山
に
向
ひ
て
行

く
。
風
に
つ
れ
な
き
紅
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
朽
葉
に
染
め
か
へ
て
け
る
、
常
磐

木
ど
も
も
立
ち
ま
じ
り
て
、
青
地
の
錦
見
る
心
地
し
て
。
人
に
問
へ
ば
宮
路

の
山
と
ぞ
言
ふ
。

⑥　
　

時
雨
け
り
染
む
る
千
し
ほ
の
は
て
は
又
紅
葉
の
錦
色
変
へ
る
ま
で

 

（
十
六
夜
日
記
・
三
二
）

⑦
不
堪
紅
葉
青
苔
地 

（
和
漢
朗
詠
集
・
紅
葉
・
三
〇
一
・
白
楽
天
）

【
語
釈
】

○
稲
荷
の
行
幸
に
…
「
稲
荷
」
は
、
京
都
市
伏
見
区
の
稲
荷
山
西
麓
に
あ
る
稲

荷
大
社
の
こ
と
。
山
城
国
の
歌
枕
。
『
山
城
国
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、
稲
荷
社

は
は
じ
め
稲
荷
山
山
頂
の
三
ヶ
峰
に
鎮
座
し
て
、
上
中
下
の
三
社
が
あ
っ
た
。

二
月
の
初
午
の
日
に
、
稲
荷
大
社
の
神
木
で
あ
る
「
し
る
し
の
杉
」（
杉
の
小
枝
）

を
い
た
だ
い
て
祈
る
こ
と
か
ら
、
し
ば
し
ば
「
杉
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
。
「
行

幸
」
は
天
皇
が
外
出
す
る
こ
と
。
本
詠
の
稲
荷
行
幸
が
、
ど
の
天
皇
の
御
代
の

こ
と
で
あ
る
か
不
明
。
【
補
説
】
参
照
。
○
杉
の
な
か
に
色
濃
き
紅
葉
の
見
え

し
か
ば
…
常
緑
の
杉
の
木
の
あ
い
だ
に
、
紅
葉
し
た
木
々
が
点
在
す
る
よ
う
す

を
表
現
。
○
稲
荷
山
…
「
稲
荷
山
」
は
三
ヶ
峰
と
通
称
さ
れ
て
、
山
全
体
が
稲

荷
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
歌
枕
と
し
て
『
能
因
歌
枕
』や
『
和
歌
初
学
抄
』
、

『
八
雲
御
抄
』
な
ど
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
和
歌
初
学
抄
』
に
は
「
神
マ
ス
、

ス
ギ
ア
リ
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
杉
と
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
『
奥
義
抄
』

等
で
三
輪
明
神
の
御
歌
と
も
い
わ
れ
る
古
今
集
歌
（
雑
下
・
九
八
二
・
よ
み
人

知
ら
ず
）
の
よ
う
に
、
三
輪
や
稲
荷
の
杉
は
神
と
か
か
わ
っ
て
和
歌
に
詠
ま
れ

た
。
『
枕
草
子
』
の
「
う
ら
や
ま
し
げ
な
る
も
の
」
に
は
稲
荷
参
詣
の
よ
う
す

が
描
か
れ
て
い
る
。
○
す
ぎ
ま
の
紅
葉
き
て
み
れ
ば
…
「
過
ぎ
」
と
「
杉
」
の

掛
詞
。
同
じ
掛
詞
を
用
い
た
①
は
、
二
月
の
初
午
の
日
の
稲
荷
詣
で
の
参
詣
者

が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
杉
の
間
を
山
を
行
き
交
っ
て
い
る
こ
と
を
歌
う
。
後
代

に
は
、
神
山
を
過
ぎ
ゆ
く
と
き
に
杉
の
間
の
紅
葉
を
詠
ん
だ
②
が
あ
る
。「
稲
荷
」

と
「
紅
葉
」
を
歌
で
詠
み
あ
わ
せ
た
例
と
し
て
は
『
袋
草
紙
』
・
『
十
訓
抄
』
な

ど
に
も
採
録
さ
れ
た
③
が
あ
る
も
の
の
、
用
例
は
多
く
な
い
。
「
着
て
」
は
「
錦
」

の
縁
語
。
○
た
だ
青
地
な
る
錦
な
り
け
り
…
「
あ
を
ば
」
を
見
せ
消
ち
で
「
あ

を
ぢ
」
に
訂
正
。
常
緑
の
杉
が
ご
神
木
と
な
る
稲
荷
山
で
は
、
杉
の
青
地
に
、

赤
や
黄
に
色
づ
い
た
紅
葉
の
模
様
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
見

立
て
て
い
る
。
「
錦
」
は
、
金
糸
や
銀
糸
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
色
糸
を
用
い
て
華

や
か
な
文
様
を
織
り
出
し
た
布
の
こ
と
。
平
安
時
代
に
な
る
と
「
花
の
錦
」や
「
紅

葉
の
錦
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
春
や
秋
の
華
麗
な
景
色
を
喩
え
る
と
き
に
用

い
ら
れ
た
。
院
政
期
以
後
は
秋
の
紅
葉
を
歌
う
例
が
多
い
。
た
だ
し
、
常
緑
が

主
体
と
な
っ
た
紅
葉
の
山
を
詠
む
例
は
、
本
詠
以
前
に
は
残
ら
な
い
。
「
青
地
」

の
錦
は
本
詠
以
降
に
も
用
例
が
少
な
い
。
近
い
と
こ
ろ
で
は
『
治
承
二
年
右
大

臣
家
百
首
』
の
④
や
⑤
が
あ
り
、
制
作
年
次
か
ら
本
詠
に
学
ん
だ
可
能
性
が
高

い
。
『
十
六
夜
日
記
』
で
は
、
⑥
の
宮
路
山
を
行
き
過
ぎ
る
場
面
で
、
紅
葉
の

あ
い
だ
に
常
磐
木
が
混
じ
っ
て
い
る
さ
ま
を
描
写
す
る
際
に
「
青
地
の
錦
」
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
⑦
の
著
名
な
詩
句
に
は
、
青
い
苔
の
上
に
紅
葉
が
散
っ
た

よ
う
す
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
周
防
内
侍
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
表
現
を
学
ん
だ
か
。

【
補
説
】

　

天
皇
の
「
御
願
」
祭
祀
と
し
て
、
神
社
へ
の
行
幸
が
行
わ
れ
る
画
期
が
円
融

朝
あ
た
り
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
後
三
条
朝
に
か
け
て
神
社
御
幸
十
社
制
が
成

立
・
展
開
を
遂
げ
、
代
始
儀
式
の
一
環
と
な
り
定
例
化
が
進
む
」
と
の
指
摘
（
岡

田
莊
司
『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
六
年
一

月
）
が
あ
る
。
こ
の
十
社
の
な
か
に
稲
荷
社
が
加
わ
え
ら
れ
る
の
が
後
三
条
天

皇
の
と
き
で
、
延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
三
月
二
六
日
に
稲
荷
・
祇
園
両
社
へ

の
行
幸
が
初
め
て
行
わ
れ
た
（
『
百
錬
抄
』
ほ
か
）
。
以
降
、
白
河
天
皇
が
承
暦

元
年
（
一
〇
七
七
）
一
二
月
一
日
（
『
水
左
記
』
ほ
か
）
、
堀
河
天
皇
が
寛
治
五

年
（
一
〇
九
一
）
七
月
三
日
・
一
〇
月
三
日
（
『
後
二
条
師
通
記
』
・
『
中
右
記
』

ほ
か
）
に
行
幸
を
行
っ
て
お
り
、
周
防
内
侍
が
宮
廷
に
仕
え
て
い
る
間
に
四
回
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の
記
録
が
残
る
。
実
景
の
和
歌
に
紅
葉
が
詠
み
こ
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
は

秋
か
冬
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
詠
は
白
河
天
皇
か
堀
河
天
皇
の
行
幸
の
折
り

に
出
詠
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
　
　
　

 
殿
上
人
、
「
野
辺
に
出
で
て
虫
を
尋
ぬ
」
と
言
ふ
題
、
人
に
代
は
り

て

43　

ふ
り
は
へ
て
た
づ
ぬ
る
野
辺
の
夕
暮
れ
は
鈴
虫
の
音
ぞ
し
る
べ
な
り
け
る

【
底
本
】

　
　

殿
上
人
の
へ
に
い
て
ゝ
む
し
を
た
つ
ぬ
と
い
ふ
た
い
人
に
か
は
り
て

ふ
り
は
へ
て
た
つ
ぬ
る
の
へ
の
ゆ
ふ
く
れ
は
す
ゝ
む
し
の
ね
そ
し
る
へ
な
り
け

る【
通
釈
】

　
　

 

殿
上
人
が
、「
野
辺
に
出
で
て
虫
を
尋
ぬ
」
と
い
う
題
（
を
詠
ん
だ
と
き
に
）
、

あ
る
人
に
代
わ
っ
て
。

わ
ざ
わ
ざ
訪
れ
た
（
こ
の
素
晴
ら
し
い
）
野
辺
の
夕
暮
れ
は
、
鈴
虫
の
音
が
道

し
る
べ
で
あ
っ
た
の
だ
な
あ
。

【
参
考
歌
】

　
　
　

故
院
の
歌
合
に
、
「
草
む
ら
の
虫
を
尋
ぬ
」
と
い
ふ
題
を

①
お
ぼ
つ
か
な
い
づ
れ
な
る
ら
ん
虫
の
音
を
た
づ
ね
ば
草
の
露
や
乱
れ
ん

 

（
為
頼
集
・
七
八
）

②
草
枕
旅
ね
や
せ
ま
し
秋
の
野
に
人
ま
つ
む
し
の
声
を
尋
ね
て

 

（
和
歌
一
字
抄
・
外
・
野
外
尋
虫
・
八
〇
・
源
師
時
）

③
夕
さ
れ
ば
秋
の
野
風
や
寒
か
ら
し
機
織
る
虫
の
急
ぐ
な
る
か
な

 

（
和
漢
兼
作
集
・
秋
上
・
野
外
尋
虫
・
六
一
一
・
平
時
範
）

④
ふ
り
は
へ
て
と
は
ぬ
鈴
鹿
の
山
路
に
い
と
ど
や
冬
は
ゆ
き
隔
つ
ら
ん

 

（
斎
宮
女
御
集
・
二
二
五
）

⑤
ふ
り
は
へ
て
と
は
ん
も
の
と
は
思
は
ね
ど
耳
の
み
と
ま
る
鈴
鹿
山
か
な

 

（
紀
伊
集
・
一
七
）

⑥
鈴
鹿
山
ふ
り
は
へ
て
ゆ
く
道
よ
り
や
人
の
思
ひ
の
な
ら
ん
と
す
ら
ん

 

（
肥
後
集
・
一
三
四
）

　
　
　

鈴
虫
の
声
を
聞
き
て
よ
め
る　
　

前
大
納
言
公
任

⑦
年
へ
ぬ
る
秋
に
も
あ
か
ず
鈴
虫
の
ふ
り
ゆ
く
ま
ま
に
声
の
ま
さ
れ
ば

　
　
　

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
条
中
宮

　

た
づ
ね
く
る
人
も
あ
ら
な
ん
年
を
へ
て
我
が
ふ
る
里
の
鈴
虫
の
声

 

（
後
拾
遺
集
・
秋
上
・
二
六
八
／
二
六
九
）

⑧
紅
葉
を
る
野
辺
の
た
よ
り
に
く
る
人
は
松
虫
の
音
ぞ
し
る
べ
な
り
け
る

 

（
元
輔
集
・
二
四
）

【
語
釈
】

○
殿
上
人
、
「
野
辺
に
出
で
て
虫
を
尋
ぬ
」
と
言
ふ
題
、
人
に
代
は
り
て
…
周

防
内
侍
に
代
作
を
頼
ん
だ
殿
上
人
が
誰
で
あ
る
か
は
不
明
。
内
侍
と
い
う
役
職

上
、
本
集
に
は
殿
上
人
や
殿
上
の
間
と
か
か
わ
る
歌
が
散
見
さ
れ
、
本
詠
も
そ

の
ひ
と
つ
。
「
殿
上
」
は
一
九
番
【
語
釈
】
参
照
。
和
歌
に
お
け
る
「
虫
」
は
、

お
お
よ
そ
秋
の
虫
の
こ
と
で
、
虫
の
音
を
探
し
求
め
る
①
の
よ
う
に
、
鳴
く
音

に
つ
い
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
野
辺
に
出
で
て
虫
を
尋
ぬ
」
と
い
う
歌

題
は
ほ
か
に
残
ら
な
い
が
、
類
似
す
る
題
「
野
外
尋
虫
」
を
詠
ん
だ
歌
と
し

て
、
源
師
時
の
②
と
、
本
集
に
名
の
見
え
る
平
時
範
の
③
が
ほ
ぼ
同
時
代
に
詠

ま
れ
て
い
る
。
周
防
内
侍
は
し
ば
し
ば
代
作
を
し
て
い
て
、
本
集
に
は
ほ
か
に

二
七
・
七
四
・
七
七
・
八
一
番
に
代
作
歌
が
み
え
る
。
○
ふ
り
は
へ
て
た
づ
ぬ

る
野
辺
の
夕
暮
れ
は
…
「
ふ
り
は
へ
て
」
は
「
振
り
延
ふ
」
（
わ
ざ
わ
ざ
す
る
）

の
連
用
形
に
接
続
助
詞
「
て
」
を
つ
け
て
副
詞
的
に
用
い
た
も
の
。
「
振
り
」

は
「
鈴
」
の
縁
語
。
「
ふ
り
は
へ
て
」
と
「
鈴
虫
」
を
と
も
に
詠
む
例
は
周
防

内
侍
以
前
に
は
残
ら
な
い
も
の
の
、「
鈴
鹿
」
と
詠
み
あ
わ
せ
た
例
は
④
に
あ
る
。

ま
た
、
④
に
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
⑤
や
⑥
な
ど
が
、
周
防
内
侍
と
同
時

代
の
女
房
歌
人
ら
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
初
二
句
の
詞
づ
か
い
の
近
さ
か

ら
周
防
内
侍
も
④
に
影
響
を
受
け
た
と
み
ら
れ
る
が
、
虫
の
題
と
い
う
こ
と
で

「
鈴
鹿
山
」
か
ら
「
鈴
虫
」
に
変
え
た
。
○
鈴
虫
の
音
ぞ
…
「
鈴
虫
」
は
秋
を
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代
表
す
る
虫
の
一
つ
で
、
そ
の
名
か
ら
「
振
る
」
や
「
鳴
る
」
等
と
と
も
に
詠

ま
れ
る
。
⑦
の
贈
歌
の
「
ふ
り
」
と
答
歌
の
「
ふ
る
」
は
、
い
ず
れ
も
「
鈴
虫
」

の
縁
語
。
○
し
る
べ
な
り
け
る
…
鈴
虫
の
音
に
導
か
れ
て
、
素
晴
ら
し
い
夕
景

に
た
ど
り
着
い
た
感
慨
を
歌
う
。
松
虫
の
鳴
く
声
を
、
紅
葉
見
物
に
行
く
野
辺

の
道
し
る
べ
と
す
る
⑧
の
下
の
句
は
、
本
詠
と
表
現
が
重
な
る
。

【
補
説
】

　

四
二
・
四
三
番
が
秋
歌
。
続
く
四
四
番
は
季
節
を
詠
じ
た
も
の
で
は
な
く
、

冒
頭
か
ら
続
い
て
い
た
四
季
の
歌
の
な
か
で
、
冬
歌
が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。

春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
部
分
で
も
、
歌
合
の
歌
が
ま
と
ま
っ
て
入
っ
て
い
た
り
、

時
系
列
が
乱
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
四
季
歌
の
編
集
と
い
う
点
で
は
未
整
理

の
感
を
免
れ
な
い
。

　
　
　
　

何
と
な
く
心
の
う
ち
も
晴
れ
間
な
く
の
み
思
ひ
乱
れ
て

44　

求
む
れ
ど
あ
り
が
た
き
か
な
憂
き
身
に
は
巌
の
な
か
も
山
の
あ
な
た
も

【
底
本
】

　
　

な
に
と
な
く
心
の
う
ち
も
は
れ
ま
な
く
の
み
お
も
ひ
み
た
れ
て

も
と
む
れ
と
あ
り
か
た
き
か
な
う
き
身
に
は
い
は
ほ
の
な
か
も
山
の
あ
な
た
も

【
通
釈
】

　
　

 

な
に
と
い
う
こ
と
も
な
く
心
の
な
か
も
、
空
に
晴
れ
間
が
な
い
よ
う
に
思

い
悩
ん
で
。

（
ど
こ
に
住
処
を
）
求
め
た
と
し
て
も
生
き
に
く
い
も
の
で
す
よ
、
つ
ら
い
こ

と
の
多
い
身
に
は
大
き
な
岩
の
な
か
も
山
の
向
こ
う
も
。

【
本
歌
】

み
吉
野
の
山
の
あ
な
た
に
宿
も
が
な
世
の
憂
き
と
き
の
隠
れ
家
に
せ
む

 

（
古
今
集
・
雑
下
・
九
五
〇
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

い
か
な
ら
む
巌
の
な
か
に
住
ま
ば
か
は
世
の
憂
き
こ
と
の
聞
こ
え
こ
ざ
ら
む

 

（
古
今
集
・
雑
下
・
九
五
二
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

【
参
考
歌
】

　
　
　

 

宮
の
宣
旨
殿
の
、
年
立
ち
返
り
て
し
る
し
も
見
え
ず
晴
れ
間
な
き
に
、

九
重
は
い
ぶ
せ
さ
も
ま
さ
り
て
、
な
ど
や
う
に
よ
み
給
へ
り
し
御
文
、

と
う
失
ひ
て
忘
れ
て
、
御
返
り
事
の
限
り
お
ぼ
ゆ
る
ぞ
あ
や
し
き
、
師

走
に
節
分
し
て
し
な
り

①
年
の
う
ち
に
た
ち
に
し
春
の
日
数
に
は
残
る
つ
ら
ら
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

 

（
出
羽
弁
集
・
九
）

②
求
む
れ
ど
巌
の
な
か
の
か
た
け
れ
ば
我
も
こ
の
世
に
な
ほ
こ
そ
は
経
れ

 

（
和
泉
式
部
続
集
・
二
二
四
）

③
う
き
よ
に
は
山
の
あ
な
た
の
ゆ
か
し
き
に
鹿
の
ね
な
が
ら
い
や
は
ね
ら
る
る

 

（
実
方
集
・
七
八
）

④
と
ぢ
こ
も
り
い
は
ほ
の
中
に
い
り
し
か
ど
君
が
に
ほ
ひ
は
空
に
み
え
に
き

 

（
宇
津
保
物
語
・
吹
き
あ
げ
下
・
四
一
八
・
忠
こ
そ
）

⑤
な
べ
て
世
の
憂
く
な
る
時
は
身
隠
さ
む
巌
の
な
か
の
住
み
か
求
め
て

 

（
落
窪
物
語
・
一
〇
・
落
窪
の
君
）

【
語
釈
】

○
何
と
な
く
心
の
う
ち
も
晴
れ
間
な
く
の
み
思
ひ
乱
れ
て
…
「
心
の
う
ち
も
晴

れ
間
な
く
」
は
、
実
際
に
曇
っ
た
空
を
前
に
し
つ
つ
、
そ
の
空
の
よ
う
に
私
の

心
も
曇
っ
て
い
る
と
、
心
の
う
ち
と
眼
前
の
空
と
を
重
ね
る
。
①
の
詞
書
に
は
、

空
の
晴
れ
間
の
な
い
こ
ろ
に
、
気
の
晴
れ
な
い
よ
う
す
を
訴
え
た
文
が
宮
の
宣

旨
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
と
あ
り
、
心
持
ち
と
天
候
が
連
動
し
て
い
る
。
○
求
む

れ
ど
あ
り
が
た
き
か
な
…
こ
こ
で
求
め
て
い
る
の
は
、
下
の
句
に
示
さ
れ
る
憂

き
世
を
逃
れ
る
た
め
の
隠
れ
家
。
「
堅
き
」
は
「
巌
」
の
縁
語
。
二
句
切
れ
。

本
詠
の
詞
づ
か
い
は
、
恋
人
と
思
わ
れ
る
人
が
「
世
に
て
世
な
ら
ぬ
所
を
な
む
、

見
て
侘
び
た
る
」
と
言
っ
て
き
た
こ
と
に
返
し
た
②
に
近
い
。
○
憂
き
身
…
こ

こ
で
歌
わ
れ
る
「
憂
き
」
は
、
先
に
あ
げ
た
本
歌
二
首
か
ら
取
り
入
れ
た
も
の

で
、
俗
世
を
生
き
る
つ
ら
さ
を
指
す
。
○
巌
の
な
か
も
山
の
あ
な
た
も
…
大
き

な
岩
の
な
か
に
も
山
の
向
こ
う
に
も
、
安
穏
と
過
ご
す
こ
と
の
で
き
る
隠
れ
家

は
求
め
え
な
い
こ
と
を
歌
う
。
「
巌
」
は
、
大
き
な
岩
の
こ
と
。
本
歌
と
し
て
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あ
げ
た
古
今
集
歌
二
首
は
、
い
ず
れ
も
浮
き
世
か
ら
逃
れ
る
場
所
を
求
め
て
い

て
、
そ
の
具
体
的
な
場
所
と
し
て
「
山
の
あ
な
た
」
と
「
巌
の
な
か
」
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
③
は
つ
ら
い
世
に
あ
っ
て
は
「
山
の
あ
な
た
」
が
慕
わ
し
い
と

歌
っ
て
い
て
、『
古
今
集
』
九
五
〇
番
歌
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
「
巌
の
な
か
」

は
、
④
で
出
家
し
た
身
の
こ
も
る
場
所
と
さ
れ
る
ほ
か
、
⑤
で
も
「
世
の
憂
く

な
る
時
は
身
隠
さ
む
」
場
所
に
な
っ
て
い
て
、
俗
世
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
隠
れ

所
と
い
う
感
覚
が
定
着
し
て
い
た
。

【
補
説
】

　

四
四
・
四
五
番
と
雑
歌
が
並
ぶ
。
本
詠
が
ま
ま
な
ら
な
い
人
生
の
嘆
き
を

歌
っ
た
述
懐
歌
で
あ
る
の
に
対
し
、
次
の
四
五
番
歌
は
天
皇
に
近
侍
す
る
殿
上

人
と
女
房
の
日
常
を
切
り
取
っ
た
戯
れ
の
歌
と
な
っ
て
い
て
、
明
と
暗
の
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
が
鮮
や
か
で
あ
る
。

　
　
　
　

 

昔
の
局
の
窓
に
、
隆
綱
の
宰
相
の
中
将
、
を
か
し
う
結
び
た
る
御
簾

を
か
け
給
へ
り
し
を
見
て
、
蔵
人
ど
も
隠
し
題
に
て
歌
詠
み
し
に
、

「
局
の
ぬ
し
も
詠
め
」
と
言
ひ
し
か
ば

45　

た
づ
ね
ば
や
都
の
ほ
か
に
や
ま
と
の
み
す
ぎ
む
ら
あ
り
と
人
の
言
ひ
し
を

【
底
本
】

　
　

 

む
か
し
の
つ
ほ
ね
の
ま
と
に
た
か
つ
な
の
さ
い
相
の
中
将
を
か
し
う
む
す

ひ
た
る
み
す
を
か
け
た
ま
へ
り
し
を
み
て
く
ら
人
と
も
か
く
し
た
い
を
に

て
う
た
よ
み
し
に
つ
ほ
ね
の
ぬ
し
も
よ
め
と
い
ひ
し
か
は

た
つ
ね
は
や
み
や
こ
の
ほ
か
に
山
と
の
み
す
き
む
ら
あ
り
と
人
の
い
ひ
し
を

【
通
釈
】

　
　

 

か
つ
て
の
局
の
窓
に
、
宰
相
中
将
の
隆
綱
が
、
風
情
あ
る
よ
う
に
（
飾
り

紐
を
）
結
ん
だ
御
簾
を
お
掛
け
に
な
っ
た
の
を
見
て
、
蔵
人
た
ち
が
隠
し

題
で
歌
を
詠
ん
だ
と
き
に
、
「
お
部
屋
の
あ
る
じ
も
詠
ん
で
く
だ
さ
い
」

と
言
っ
た
の
で
。

訪
れ
て
確
か
め
て
み
た
い
も
の
だ
な
あ
。
都
（
の
稲
荷
山
）
以
外
に
は
、
大
和 

（
の
国
の
三
輪
山
）
に
ば
か
り
杉
叢
が
あ
る
、
と
人
が
言
う
の
を
。

【
参
考
歌
】

　
　
　

 

三
月
廿
日
こ
ろ
、
殿
上
人
あ
ま
た
局
に
来
て
物
語
り
し
て
夜
ふ
く
る
ま

で
あ
る
に
、
郭
公
の
鳴
け
ば

①
待
つ
人
に
語
り
伝
へ
む
郭
公
ま
だ
春
な
が
ら
初
音
聞
き
つ
と

　
　
　

と
言
へ
ば
、
師
賢
の
弁

　

め
づ
ら
し
く
鳴
き
て
過
ぐ
な
る
郭
公
い
づ
こ
も
こ
れ
や
初
音
な
る
ら
ん

 

（
四
条
宮
下
野
集
・
一
七
二
／
一
七
三
）

②
た
つ
ね
ば
や
誰
も
な
げ
き
を
こ
り
つ
め
て
胸
に
た
く
火
の
炎
く
ら
べ
を

 

（
土
御
門
院
女
房
・
二
〇
）

③
す
ぎ
む
ら
と
言
ひ
て
し
る
し
も
な
か
り
け
り
人
も
た
づ
ね
ぬ
三
輪
の
山
も
と

 

（
後
拾
遺
集
・
恋
三
・
七
三
九
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

④
我
が
宿
の
ま
つ
は
し
る
し
も
な
か
り
け
り
す
ぎ
む
ら
な
ら
ば
訪
ね
来
な
ま
し

 

（
玄
玄
集
・
衛
門
六
首
赤
染
・
一
四
〇
）

　
　
　

 

桂
の
わ
た
り
に
住
み
侍
り
け
る
人
の
許
に
ま
か
り
て
、
古
び
た
る
橋
の

も
と
に
て
、
そ
の
心
の
歌
よ
む
べ
し
と
人
人
申
せ
ば

⑤
昔
よ
り
人
の
言
ひ
こ
し
津
の
国
の
な
が
ら
の
橋
は
こ
れ
に
や
あ
る
ら
む

 

（
能
宣
集
・
四
二
九
）

【
語
釈
】

○
昔
の
局
の
窓
に
…
「
窓
」
は
三
一
番
【
語
釈
】
参
照
。
「
局
」
は
三
九
番
【
語

釈
】
参
照
。
①
の
詞
書
に
あ
る
「
局
」
に
は
殿
上
人
が
つ
ど
っ
て
い
て
、
本
詠

と
状
況
が
近
い
。
詞
書
に
「
窓
」
が
出
て
く
る
の
は
珍
し
い
。
○
隆
綱
の
宰
相

の
中
将
…
源
隆
綱
（
長
久
四
年
（
一
〇
四
三
）
～
承
保
元
年
（
一
〇
七
四
）
九

月
二
六
日　

三
二
歳
）
は
、
父
が
源
隆
国
、
母
は
経
頼
女
も
し
く
は
伊
頼
女
。

康
平
三
年
（
一
〇
六
〇
）
正
月
に
蔵
人
。
康
平
六
年
（
一
〇
六
三
）
四
月
に
左

権
中
将
。
治
暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
二
月
に
蔵
人
頭
。
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）

四
月
に
参
議
。
治
暦
五
年
（
一
〇
六
九
）
二
月
に
右
近
権
中
将
。
延
久
六
年

（
一
〇
七
四
）
六
月
に
正
三
位
。
後
三
条
天
皇
に
文
才
を
認
め
ら
れ
て
、
兄
隆



大野　順子：『周防内侍集』注釈（五）

一
〇

145

俊
と
と
も
に
近
臣
と
し
て
仕
え
た
（
古
事
談
・
後
三
条
天
皇
、
隆
国
の
子
息
三

人
を
召
仕
ふ
事
）
。
後
冷
泉
天
皇
の
と
き
に
殿
上
で
歌
を
詠
じ
て
い
る
（
新
古

今
集
・
羇
旅
・
九
二
二
）
。
時
期
は
不
明
な
が
ら
、
歌
合
を
主
催
し
た
こ
と
（
夫

木
和
歌
抄
・
雑
・
一
四
五
〇
四
）
が
歌
書
類
に
み
え
る
。
周
防
内
侍
の
ほ
か
に
、

四
条
宮
下
野
・
康
資
王
母
と
い
っ
た
女
流
歌
人
と
交
流
が
あ
っ
た
。
『
後
拾
遺

集
』
・
『
新
古
今
集
』
に
各
一
首
入
集
。
隆
綱
が
「
宰
相
中
将
」
と
呼
ば
れ
る
の

は
治
暦
四
年
か
ら
承
保
元
年
の
没
ま
で
。
○
を
か
し
う
結
び
た
る
御
簾
を
か
け

給
へ
り
し
を
見
て
、
蔵
人
ど
も
隠
し
題
を
に
て
歌
詠
み
し
に
、
「
局
の
ぬ
し
も

詠
め
」
と
言
ひ
し
か
ば
…
「
か
く
し
た
い
に
て
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
誤
り
、

「
か
く
し
た
い
を
」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
た
め
に
「
を
」
を
見
せ
消
ち
で
消
し

て
あ
る
。
「
隠
し
題
」
は
、
題
の
詞
を
内
容
と
関
わ
り
な
く
歌
の
表
面
に
あ
ら

わ
れ
な
い
よ
う
詠
み
こ
む
こ
と
で
、「
物
名
」
と
も
。
ど
う
い
う
成
り
ゆ
き
で
か
、

隆
綱
が
周
防
内
侍
の
局
に
洒
落
た
御
簾
を
掛
け
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
蔵
人

た
ち
が
当
座
に
「
窓
の
御
簾
」
を
隠
し
題
と
し
て
歌
を
詠
ん
だ
。
こ
こ
で
の
や

り
と
り
は
、
天
皇
に
近
侍
す
る
殿
上
人
や
女
房
の
日
常
の
一
コ
マ
を
写
し
取
っ

た
も
の
。
○
た
づ
ね
ば
や
…
初
句
に
こ
の
句
を
用
い
る
歌
は
、
周
防
内
侍
以
降

の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
。
こ
れ
を
初
句
に
置
き
、
よ
く
似
た
構
成
を
と
る
歌
と
し

て
は
、
だ
れ
の
胸
で
燃
え
る
嘆
き
の
炎
が
激
し
い
の
か
知
り
た
い
と
す
る
②
が

あ
る
。
○
都
の
ほ
か
に
や
ま
と
の
み
す
ぎ
む
ら
あ
り
と
…
都
の
稲
荷
山
の
ほ
か

は
大
和
国
の
三
輪
山
に
「
の
み
」
杉
叢
が
あ
る
と
、
い
さ
さ
か
窮
屈
な
限
定
が

な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
三
・
四
句
に
「
ま
と
の
み
す
（
窓
の
御
簾
）
」
と
い
う

隠
し
題
を
詠
み
入
れ
よ
う
と
し
た
た
め
。
和
歌
に
詠
ま
れ
る
「
杉
叢
」
の
多
く

は
、
著
名
な
「
し
る
し
の
杉
」
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
。
本
詠
で
詠
ま
れ
て
い

る
「
杉
叢
」
は
、
「
都
」
の
ほ
う
は
山
城
国
の
伏
見
山
、
「
大
和
」
は
大
和
国
の

三
輪
山
を
さ
し
て
い
て
、
杉
叢
の
名
所
を
我
が
目
で
確
か
め
て
み
た
い
と
歌
う
。

音
信
の
な
い
男
に
対
し
て
、
目
印
と
な
る
三
輪
山
の
杉
の
効
果
も
な
く
あ
な
た

は
来
な
い
と
詠
む
③
や
、
私
が
待
っ
て
い
て
も
来
な
い
け
れ
ど
稲
荷
の
杉
の
あ

た
り
に
な
ら
ば
訪
ね
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
詠
ん
だ
④
な
ど
に
、
杉
む
ら
を
た
ず

ね
る
歌
が
残
る
。
○
人
の
言
ひ
し
を
…
倒
置
に
な
っ
て
い
て
、
「
そ
の
よ
う
に

言
わ
れ
て
い
る
の
は
知
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
う
な
の
か
確
か
め
て
み
た
い

も
の
だ
な
あ
」
と
な
る
。
長
柄
の
橋
と
言
わ
れ
て
き
た
の
は
こ
の
橋
の
こ
と
か
、

と
古
び
た
橋
を
み
て
戯
れ
た
⑤
に
、
類
似
す
る
句
が
み
え
る
。

【
補
説
】

　

『
十
訓
抄
』
十
ノ
三
十
二
と
『
続
古
事
談
』
巻
二
に
、
定
文
が
秀
逸
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
隆
綱
は
中
将
と
参
議
を
兼
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
隆
綱
は
漢
詩
文
に
つ
い
て
優
れ
た
能
力
を
持
ち
、
数
は
少

な
い
な
が
ら
当
代
の
勅
撰
集
で
あ
る
『
後
拾
遺
集
』
へ
の
入
集
も
果
た
し
た
才

人
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
父
隆
国
が
も
と
も
と
頼
通
の
側
近
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
隆

綱
と
そ
の
兄
弟
た
ち
は
そ
の
才
能
ゆ
え
に
後
三
条
天
皇
の
も
と
で
重
用
さ
れ
て

い
る
。
隆
綱
自
身
は
白
河
天
皇
の
即
位
後
一
年
で
没
し
て
い
る
も
の
の
、
弟
の

俊
明
は
白
河
天
皇
の
退
位
後
ま
で
長
く
仕
え
続
け
た
。
俊
明
は
周
防
内
侍
に

と
っ
て
馴
染
み
深
い
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
兄
の
行
動
を
契
機
と

し
て
詠
ん
だ
珍
し
い
隠
し
題
の
歌
が
採
録
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

 

伊
家
の
弁
の
め
、
子
う
み
て
ほ
ど
な
く
亡
く
な
り
に
け
る
に
、
遣
り

し

46　

霜
枯
れ
の
荻
の
上
葉
の
末
の
露
う
し
ろ
め
た
く
や
思
ひ
お
き
け
ん

【
底
本
】

　
　

こ
れ
い
ゑ
の
弁
の
め
こ
う
み
て
ほ
と
な
く
〳
〵
な
り
に
け
る
に
や
り
し

し
も
か
れ
の
を
き
の
う
は
ゝ
の
す
ゑ
の
露
う
し
ろ
め
た
く
や
お
も
ひ
お
き
け
ん

【
他
出
】

○
『
新
後
拾
遺
集
』
雑
下
・
一
四
六
〇

　
　
　
　

 
藤
原
伊
家
が
女
、
子
生
み
て
ほ
ど
な
く
失
せ
ぬ
と
聞
き
て
、
遣
は
し

け
る　
　

周
防
内
侍

　
　

霜
枯
れ
の
荻
の
上
葉
の
袖
の
露
う
し
ろ
め
た
く
や
思
ひ
お
き
け
ん
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【
通
釈
】

　
　

 

伊
家
の
弁
の
妻
が
、
子
を
産
ん
で
ま
も
な
く
亡
く
な
っ
た
の
で
、
（
周
防

内
侍
が
歌
を
詠
み
）
送
っ
た
。

霜
枯
れ
た
荻
の
上
葉
は
葉
末
の
露
を
気
が
か
り
に
思
っ
て
心
を
残
し
て
い
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
（
亡
く
な
ら
れ
た
奥
様
も
、
残
し
て
い
く
幼
子
の
行
く
末
を
ど

れ
ほ
ど
気
が
か
り
に
思
い
、
心
を
残
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
ね
）

【
参
考
歌
】

①
も
ろ
と
も
に
秋
を
や
し
の
ぶ
霜
枯
れ
の
荻
の
上
葉
を
照
ら
す
月
か
げ

 

（
千
載
集
・
雑
上
・
一
〇
一
六
・
紀
康
宗
）

②
さ
り
と
も
と
思
ひ
し
人
は
音
も
せ
で
荻
の
上
葉
に
風
ぞ
吹
く
な
る

 

（
後
拾
遺
集
・
秋
上
・
三
二
一
・
三
条
小
右
近
）

③
末
の
露
も
と
の
し
づ
く
や
世
中
の
遅
れ
先
立
つ
た
め
し
な
る
ら
ん

 

（
新
古
今
集
・
哀
傷
・
七
五
七
・
僧
正
遍
昭
）

④
秋
は
み
な
思
ふ
こ
と
な
き
荻
の
葉
も
末
た
わ
む
ま
で
露
は
置
く
め
り

 

（
詞
花
集
・
雑
上
・
三
二
〇
・
和
泉
式
部
）

⑤
藤
の
花
咲
く
を
見
捨
て
て
ゆ
く
春
は
う
し
ろ
め
た
く
や
思
は
ざ
る
ら
ん

 

（
金
葉
集
初
度
本
・
春
・
一
二
九
・
中
務
）

⑥
つ
ゆ
ば
か
り
頼
む
る
こ
と
も
な
き
も
の
を
あ
や
し
や
何
に
思
ひ
お
き
け
ん

 

（
拾
遺
集
・
恋
一
・
六
九
〇
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

【
語
釈
】

○
伊
家
の
弁
の
妻
、
子
う
み
て
ほ
ど
な
く
亡
く
な
り
に
け
る
に
遣
り
し
…
伊

家
に
つ
い
て
は
二
五
番
【
語
釈
】
参
照
。
伊
家
の
亡
妻
が
誰
で
あ
る
か
は

不
明
。
○
霜
枯
れ
…
「
霜
」
は
、
お
も
に
秋
・
冬
に
水
蒸
気
が
氷
と
な
っ

て
地
表
を
白
く
覆
う
こ
と
で
、
「
霜
枯
れ
」
は
そ
の
霜
に
よ
っ
て
草
木
が

枯
れ
る
こ
と
。
霜
枯
れ
た
荻
の
上
葉
が
詠
ま
れ
る
例
は
少
な
く
、
近
い
時

代
に
は
、
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
霜
枯
れ
の
荻
を
詠
ん
だ
①
が
あ
る
。
本

詠
で
は
「
霜
枯
れ
の
荻
」
に
、
子
を
産
ん
で
亡
く
な
っ
た
伊
家
の
妻
を
重

ね
て
い
る
。
周
防
内
侍
は
こ
れ
以
外
に
も
「
霜
枯
れ
」
を
用
い
て
子
を
残

し
て
亡
く
な
っ
た
母
（
四
七
番
歌
は
藤
原
親
子
、
六
七
番
歌
は
中
宮
賢

子
）
を
表
現
し
て
い
る
。
○
荻
の
上
葉
の
末
の
露
…
「
霜
枯
れ
の
荻
の
上

葉
」
を
伊
家
の
妻
に
喩
え
た
上
で
、
そ
の
葉
の
先
に
お
い
た
儚
い
「
露
」
を

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
に
喩
え
る
。
露
が
置
く
葉
は
す
で
に
枯
れ
て
い

て
、
た
だ
で
さ
え
儚
い
露
の
行
く
末
が
心
に
か
か
る
。
「
荻
」
は
二
二
番 

【
語
釈
】
参
照
。
「
上
葉
」
は
、
草
や
木
の
上
の
ほ
う
に
あ
る
葉
で
、
そ
こ
に
置

く
「
露
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
。
ほ
と
ん
ど
が
秋
の
草
に
用

い
ら
れ
、
な
か
で
も
「
荻
の
上
葉
」
の
用
例
は
多
い
。
訪
れ
て
ほ
し
い
人
は
音

沙
汰
が
な
く
、
荻
の
上
葉
を
吹
き
す
ぎ
る
風
ば
か
り
が
音
を
立
て
る
こ
と
を
歌

う
②
は
そ
の
一
例
。
葉
に
置
く
露
し
ず
く
の
儚
さ
に
、
人
の
命
の
儚
さ
を
重
ね

た
③
は
『
新
古
今
集
』
哀
傷
部
の
巻
頭
歌
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
「
末
」
は
「
本
」

に
対
す
る
言
葉
で
、
本
詠
の
よ
う
に
物
の
先
端
や
末
端
を
指
す
と
き
に
用
い
る
。

ま
た
、
「
末
」
に
は
子
孫
の
意
も
あ
り
、
こ
こ
で
も
「
末
の
露
」
に
子
ど
も
を

重
ね
る
。
「
露
」
は
一
四
番
【
語
釈
】
参
照
。
「
露
」
に
は
「
涙
」
が
重
ね
ら
れ

や
す
い
。
本
詠
に
も
「
涙
」
が
響
い
て
い
て
、
露
し
げ
き
景
に
は
、
妻
を
失
っ

た
伊
家
や
彼
を
気
遣
う
周
防
内
侍
の
嘆
き
、
さ
ら
に
我
が
子
を
残
し
て
い
く
伊

家
妻
の
悲
嘆
と
、
涙
が
幾
重
に
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
言
い
寄
る
男
が
自
ら
の

袖
の
露
け
さ
を
歌
っ
て
恋
心
を
訴
え
た
の
に
対
し
て
、
④
は
物
思
い
を
し
な
い

荻
の
葉
さ
え
末
が
た
わ
む
ほ
ど
露
が
置
い
て
い
る
と
反
駁
す
る
。
○
う
し
ろ
め

た
く
や
…
霜
枯
れ
の
葉
が
葉
末
の
露
を
気
が
か
り
に
思
う
よ
う
に
、
亡
き
奥
方

は
生
ん
だ
ば
か
り
の
子
供
の
こ
と
が
気
が
か
り
で
あ
ろ
う
と
歌
う
。
⑤
で
は
、

藤
の
花
を
見
捨
て
て
い
く
春
は
、
花
を
気
が
か
り
に
は
思
わ
な
い
の
だ
ろ
う
と

推
し
量
る
。
○
思
ひ
お
き
け
ん
…
「
思
ひ
置
く
」
は
あ
と
に
心
を
残
す
こ
と
。

贈
歌
で
逢
え
な
い
こ
と
を
歎
く
男
に
対
し
、
⑥
は
ま
っ
た
く
そ
の
よ
う
な
関
係

で
な
い
の
に
お
か
し
い
こ
と
、
何
に
思
い
を
残
し
て
い
た
の
か
と
拒
絶
す
る
。

「
置
く
」
は
「
露
」
の
縁
語
。

【
補
説
】

　

四
六
・
四
七
番
歌
と
、
子
ど
も
を
残
し
て
死
去
し
た
母
を
主
題
と
す
る
哀
傷
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歌
が
並
ぶ
。

　
　
　
　

 

十
月
廿
余
日
に
、
二
位
の
失
せ
給
へ
り
し
を
、
ほ
ど
過
ぎ
て
修
理
の

大
夫
に
聞
こ
え
し

47　

言
ひ
や
ら
ん
言
の
葉
だ
に
ぞ
な
か
り
け
る
霜
枯
れ
は
て
し
頃
の
別
れ
は

【
底
本
】

　
　

 

十
月
廿
よ
日
に
二
位
の
う
せ
た
ま
へ
り
し
を
ほ
と
す
き
て
す
り
の
た
い
ふ

に
き
こ
え
し

い
ひ
や
ら
ん
こ
と
の
は
た
に
そ
な
か
り
け
る
し
も
か
れ
は
て
し
こ
ろ
の
わ
か
れ

は【
他
出
】

○
『
続
後
拾
遺
集
』
哀
傷
・
一
二
五
八

　
　
　
　

 

神
無
月
の
廿
日
余
り
の
頃
、
美
作
三
位
思
ひ
に
て
侍
り
け
る
に
、 

ほ
ど
へ
て
言
ひ
遣
は
し
け
る　
　

周
防
内
侍

　
　

言
ひ
や
ら
ん
言
の
葉
だ
に
ぞ
な
か
り
け
る
霜
枯
れ
果
て
し
こ
ろ
の
別
れ
は

○
『
万
代
和
歌
集
』
雑
五
・
三
四
八
二

　
　
　
　

 

十
月
廿
日
余
り
の
頃
、
美
作
三
位
思
ひ
に
て
侍
り
け
る
を
、
ほ
ど 

へ
て
言
ひ
遣
は
し
け
る　
　

周
防
内
侍

　
　

言
ひ
や
ら
む
言
の
葉
だ
に
ぞ
な
か
り
け
る
霜
枯
れ
果
て
し
こ
ろ
の
別
れ
は

【
通
釈
】

　
　

 （
寛
治
七
年
）
十
月
二
十
日
過
ぎ
に
、
二
位
（
藤
原
親
子
）
が
亡
く
な
ら

れ
た
の
で
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
修
理
大
夫
（
顕
季
）
に
お
便
り
を
さ
し

上
げ
た
。

言
い
送
る
べ
き
言
葉
さ
え
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
よ
。
霜
で
（
葉
が
）
す
っ
か

り
枯
れ
は
て
た
頃
の
（
お
母
さ
ま
と
の
）
お
別
れ
に
は
。

【
参
考
歌
】

① 

言
ひ
や
ら
む
方
も
知
ら
れ
ず
君
が
た
め
千
松
の
原
の
ゆ
づ
る
齢
は
（
大
嘗

会
悠
紀
主
基
和
歌
・
後
一
条
院
長
和
五
年
十
一
月
二
日
・
御
屏
風
歌
六
帖
・

二
七
二
・
大
中
臣
輔
親
）

　
　
　

男
の
病
に
患
ひ
て
、
ま
か
ら
で
久
し
く
あ
り
て
遣
は
し
け
る

　

今
ま
で
も
消
え
で
有
り
つ
る
露
の
身
は
お
く
べ
き
宿
の
あ
れ
ば
な
り
け
り

　
　
　

返
し

②
言
の
葉
も
み
な
霜
枯
れ
に
成
り
ゆ
く
は
露
の
宿
り
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

 

（
後
撰
集
・
恋
五
・
九
二
二
／
九
二
三
）

　
　
　

子
に
遅
れ
て
嘆
き
け
る
頃
、
輔
親
も
と
へ
申
し
遣
は
し
け
る　
　

重
之

③
言
の
葉
に
言
ひ
お
く
露
も
な
か
り
け
り
し
の
び
草
に
は
ね
を
の
み
ぞ
な
く

 

（
新
拾
遺
集
・
哀
傷
・
八
四
八
）

【
語
釈
】

○
十
月
廿
余
日
に
、
二
位
の
失
せ
給
へ
り
し
を
…
「
二
位
」
は
藤
原
親
子
の
こ

と
で
、
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
一
〇
月
二
一
日
に
七
三
歳
で
薨
じ
た
。
『
中

右
記
』
寛
治
七
年
一
〇
月
四
日
条
・
一
〇
日
条
に
は
重
病
に
な
っ
た
親
子
を
白

河
上
皇
が
見
舞
っ
た
記
録
が
み
え
、
さ
ら
に
一
〇
月
二
一
日
条
に
他
界
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
【
補
説
】
参
照
。
「
二
位
」
に
つ
い
て
は
二
番
【
語
釈
】

参
照
。
○
修
理
の
大
夫
…
藤
原
顕
季
（
天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）
～
保
安
四

年
（
一
一
二
三
）
九
月
六
日　

六
九
歳
）
は
、
父
が
正
四
位
下
美
濃
守
藤
原
隆

経
、
母
は
藤
原
親
子
。
六
条
修
理
大
夫
と
も
。
母
が
白
河
天
皇
の
乳
母
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
院
の
近
臣
と
し
て
活
躍
し
、
院
の
別
当
を
つ
と
め
た
。
延
久
四

年
（
一
〇
七
二
）
一
二
月
に
蔵
人
。
寛
治
四
年
（
一
〇
九
〇
）
八
月
に
伊
予
守
。

寛
治
八
年
（
一
〇
九
四
）
八
月
に
は
修
理
大
夫
。
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
に

正
三
位
。
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
正
月
に
太
宰
大
弐
。
歌
道
家
の
六
条
藤
家

の
祖
と
さ
れ
る
。
『
詞
花
集
』
撰
者
の
顕
輔
は
息
子
。
清
輔
は
孫
。
顕
昭
は
養

子
。
承
暦
二
年
（
一
〇
七
八
）
四
月
の
『
内
裏
歌
合
』
、
寛
治
七
年
五
月
の
『
郁

芳
門
院
根
合
』
、
永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
四
月
の
『
鳥
羽
殿
北
面
歌
合
』
、『
堀

河
百
首
』
と
い
っ
た
数
々
の
歌
会
歌
合
に
出
詠
し
た
。
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）

の
『
内
大
臣
家
歌
合
』
で
は
判
者
を
つ
と
め
る
な
ど
、
歌
壇
の
中
心
人
物
と
し

て
活
動
。
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
に
、
は
じ
め
て
人
丸
影
供
を
行
っ
た
。
『
後
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拾
遺
集
』
以
降
の
勅
撰
集
に
五
七
首
入
集
。
家
集
は
『
六
条
修
理
大
夫
集
』
。

○
言
ひ
や
ら
ん
言
の
葉
だ
に
ぞ
な
か
り
け
る
…
母
を
亡
く
し
た
あ
な
た
の
つ
ら

さ
を
思
う
と
、
言
い
送
る
「
言
の
葉
」
す
ら
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
心
の
う
ち
を
、

霜
枯
れ
の
頃
に
葉
が
失
わ
れ
る
こ
と
と
重
ね
て
詠
じ
た
。
「
葉
」
は
「
霜
枯
れ
」

の
縁
語
。
「
言
ひ
や
ら
む
」
と
初
句
に
置
く
先
行
例
は
少
な
く
、
大
嘗
会
和
歌

と
し
て
詠
ま
れ
た
①
な
ど
数
首
が
残
る
の
み
。
②
は
男
か
ら
音
信
（
言
葉
）
が

な
く
な
る
こ
と
を
、
葉
が
霜
枯
れ
て
失
わ
れ
る
こ
と
に
喩
え
て
い
る
。
③
で
は
、

子
に
先
立
た
れ
た
重
之
が
た
だ
泣
く
ば
か
り
で
言
葉
も
な
い
と
歌
う
。
○
霜
枯

れ
は
て
し
頃
の
別
れ
は
…
「
枯
れ
」
に
「
離
れ
」
を
響
か
せ
、
親
子
が
薨
じ
た

一
〇
月
二
一
日
頃
の
季
節
に
あ
わ
せ
て
い
る
。
「
霜
枯
れ
」
は
四
六
番
【
語
釈
】

参
照
。

【
補
説
】

　

『
中
右
記
』
に
は
、
い
よ
い
よ
病
の
重
く
な
っ
た
乳
母
を
足
繁
く
見
舞
い
、

そ
の
死
を
嘆
く
白
河
院
の
よ
う
す
が
『
中
右
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

▽
寛
治
七
年
十
月
四
日
条

　

 　

上
皇
俄
有
御
而幸

歟

白
河
、
前
駆
四
五
人
許
云
云
、
是
御
乳
母
二
位
同
着
之
所

労
頗
以
危
急
也
、
月
東
在
白
河
私
堂
、
及
深
更
還
御
云
云

▽
寛
治
七
年
十
月
十
日
条

　
　

上
皇
俄
有
御
幸
白
河
、
是
依
御
乳
母
二
位
所
脳
危
急
也
、

▽
寛
治
七
年
十
月
二
十
一
日
条

　
　

廿
一
日
、
今
朝
従
二
位
藤
原
朝
臣
親
子
薨
、
年
七
十
三
云
云
、

　
　
　

 

親
子
者
、
故
大
舎
人
頭
親
国
朝
臣
之
女
、
当
時
伊
予
守
顕
季
朝
臣
母
、

太
上
天
皇
唯
一
之
御
乳
母
也
、
上
皇
在
位
之
時
浴
天
恩
、
従
従
五
位
下

昇
正
三
位
、
当
今
有
行
幸
仙
院
之
次
、
進
爵
叙
従
二
位
、
先
落
飾
為
尼
、

法
勝
寺
之
東
南
辺
占
吉
土
建
立
堂
舎
、
偏
事
念
仏
、
薫
修
積
年
、
而
此

一
月
許
已
臥
病
席
、
依
之
上
皇
頻
密
密
有
御
幸
、
今
朝
已
逝
去
、
現
同

二
世
相
叶
之
人
也
、
上
皇
御
愁
歎
殊
深
云
云

　
　
　
　

 

昔
の
殿
上
人
の
人
人
、「
う
つ
ほ
は
し
ら
」
を
隠
し
題
に
詠
み
て
、「
詠

め
」
と
言
ひ
し
に

48　

夜
も
す
が
ら
衣
う
つ
を
ば
し
ら
浪
の
た
つ
か
と
よ
そ
に
聞
き
あ
か
す
か
な

【
底
本
】

　
　

 

む
か
し
の
殿
上
人
の
人
〳
〵
う
つ
ほ
は
し
ら
を
か
く
し
た
い
に
よ
み
て
よ

め
と
い
ひ
し
かに

は

よ
も
す
か
ら
こ
ろ
も
う
つ
を
は
し
ら
な
み
の
た
つ
か
と
よ
そ
に
き
ゝ
あ
か
す
か

な【
他
出
】

○
『
夫
木
和
歌
抄
』
秋
五
・
五
七
九
五

　
　

夜
も
す
が
ら
衣
う
つ
を
ば
し
ら
浪
の
立
つ
か
と
よ
そ
に
聞
き
あ
か
す
か
な

　
　
　
　
　

 

こ
の
歌
は
、
殿
上
の
人
人
、
雨
降
る
日
、
「
う
つ
を
ば
し
ら
」
を

隠
し
題
に
詠
み
け
る
に
詠
め
る
と
云
云

【
通
釈
】

　
　

 

昔
、
殿
上
の
間
に
参
仕
し
て
い
た
人
々
が
、
「
う
つ
ほ
は
し
ら
」
を
隠
し

題
に
し
て
歌
を
詠
ん
で
、
「
（
あ
な
た
も
）
詠
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た

と
き
に
。

一
晩
中
ず
っ
と
衣
を
打
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
白
浪
が
立
っ
て
い
る
の

か
と
、
よ
そ
ご
と
に
聞
い
て
夜
を
明
か
し
ま
し
た
よ
。

【
参
考
歌
】

①
夜
も
す
が
ら
こ
れ
は
何
ぞ
と
唐
衣
う
つ
を
ば
し
ら
で
目
を
さ
ま
し
け
る

 

（
隆
信
集
・
う
つ
を
は
し
ら
・
四
二
七
）

②
し
の
ぶ
わ
け
て
う
つ
ほ
柱
に
か
く
る
日
は
も
る
て
ふ
水
の
く
ち
や
な
か
ら
む

 

（
新
撰
和
歌
六
帖
・
言
は
で
思
ふ
・
一
三
七
九
・
藤
原
信
実
）

③
む
な
し
て
ふ
う
つ
ほ
柱
に
隠
れ
じ
や
な
ほ
九
重
に
面
影
ぞ
た
つ

 

（
草
根
集
・
寄
柱
恋
・
八
一
二
三
）

④
網
代
木
に
氷
魚
の
よ
る
を
ば
し
ら
浪
の
洗
へ
ど
き
え
ぬ
雪
と
こ
そ
み
れ

 

（
禖
子
内
親
王
家
歌
合
承
暦
二
年
・
網
代
・
二
番
左
・
三
・
美
作
）
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⑤
八
月
九
月
正
長
夜　

千
声
万
声
無
了
時

 

（
和
漢
朗
詠
集
・
擣
衣
・
三
四
五
・
白
楽
天
）

⑥
唐
衣
長
き
夜
す
が
ら
打
つ
声
に
我
さ
へ
ね
で
も
あ
か
し
つ
る
か
な

 

（
後
拾
遺
集
・
秋
下
・
三
三
五
・
源
資
綱
）

⑦
寝
覚
め
す
る
身
を
吹
き
と
ほ
す
風
の
音
に
昔
は
袖
の
よ
そ
に
聞
き
け
ん

 

（
新
古
今
集
・
哀
傷
・
七
八
三
・
和
泉
式
部
）

【
語
釈
】

○
「
う
つ
ほ
は
し
ら
」
を
隠
し
題
に
詠
み
て
…
雨
樋
の
機
能
を
も
つ
「
う
つ
ほ

は
し
ら
」
を
題
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
夫
木
和
歌
抄
』
の
左
注
は
「
雨
降
る
日
」

と
し
た
か
、
あ
る
い
は
、
現
存
し
な
い
資
料
に
拠
っ
て
当
日
の
天
候
を
記
し
た

か
、
詳
細
は
不
明
。
同
時
代
に
、
同
じ
隠
し
題
で
詠
ま
れ
た
歌
は
ほ
か
に
残
っ

て
い
な
い
。
後
代
に
「
う
つ
ほ
は
し
ら
」
を
隠
し
題
と
し
て
詠
ん
だ
①
は
、
砧

の
音
を
聞
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
何
だ
ろ
う
と
目
を
さ
ま
し
た
と
歌
っ
て

い
て
、
本
詠
を
参
考
と
し
た
か
。
「
空
柱
（
う
つ
ほ
は
し
ら
・
う
つ
お
は
し
ら
）
」

は
、
中
が
う
つ
ろ
に
な
っ
て
い
る
柱
の
こ
と
。
雨
水
を
落
と
す
箱
形
の
縦
樋
な

ど
、
柱
に
穴
を
通
し
た
も
の
を
指
す
。
た
て
ど
い
、
は
こ
ど
い
、
と
も
。
特
に
、

清
涼
殿
の
殿
上
の
間
の
東
面
南
端
に
あ
る
雨
落
ち
の
柱
を
「
空
柱
」
と
い
う
。

『
百
錬
抄
』
承
安
元
年
（
一
一
七
一
）
一
二
月
一
日
条
に
「
弓
場
始
之
間
、
立

明
火
焼
付
宇
津
保
柱
、
頼
政
朝
臣
撲
滅
之
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
「
う
つ
ほ
は

し
ら
」
が
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
秘
め
た
恋
を
歌
う
場
面
で
「
う
つ

ほ
は
し
ら
」
を
用
い
た
②
や
、
内
裏
の
「
う
つ
ほ
は
し
ら
」
に
か
ら
め
て
恋
を

歌
っ
た
③
が
あ
る
。
「
隠
し
題
」
に
つ
い
て
は
四
五
番
【
語
釈
】
参
照
。
○
「
詠

め
」
と
言
ひ
し
に
…
詞
書
の
末
尾
部
分
の
「
か
は
」
を
見
せ
消
ち
に
し
て
「
に
」

に
訂
正
し
て
い
る
。
殿
上
人
た
ち
が
、
周
防
内
侍
に
「
あ
な
た
も
『
う
つ
ほ
は

し
ら
』
を
隠
し
題
に
し
た
歌
を
詠
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の

歌
が
生
ま
れ
た
。
四
五
番
歌
で
、
蔵
人
た
ち
か
ら
「
ま
と
の
み
す
（
窓
の
御
簾
）
」

と
い
う
隠
し
題
を
詠
む
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
の
と
類
似
す
る
状
況
。
○
夜
も
す

が
ら
衣
う
つ
を
ば
し
ら
浪
の
た
つ
か
と
…
衣
を
打
つ
の
を
「
知
ら
」
ず
と
、「
白

波
」
が
掛
詞
。
本
詠
と
同
時
代
に
詠
ま
れ
た
④
で
、
氷
魚
が
寄
っ
て
き
た
と
は

知
ら
な
い
で
白
波
が
洗
っ
て
も
消
え
な
い
雪
だ
と
み
て
い
た
と
歌
う
。
「
衣
打

つ
」
は
「
擣
衣
」
の
こ
と
で
、
砧
に
載
せ
た
布
を
槌
で
打
っ
て
、
布
に
つ
や
を

出
し
て
柔
ら
か
く
す
る
こ
と
。
李
白
の
『
子
夜
呉
歌
』
な
ど
漢
詩
文
の
影
響
に

よ
っ
て
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
孤
閨
の
寂
寥
を
喚
起
さ
せ
る
題
材
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
衣
打
つ
」
音
は
、
八
月
九
月
の
長
夜
に
は
一
晩
中
衣
を
打
つ
音
が
響
く

と
⑤
の
漢
詩
で
歌
わ
れ
た
り
、
『
後
拾
遺
集
』
秋
下
の
巻
頭
歌
⑥
で
も
衣
を
打

つ
音
の
た
め
に
寝
ら
れ
な
い
ま
ま
夜
を
明
か
し
た
と
詠
ま
れ
て
い
て
、
一
晩
中

や
む
こ
と
の
な
い
音
が
人
の
注
意
を
引
い
た
。
た
だ
し
、
砧
の
音
を
波
の
音
に

聞
き
違
え
る
例
は
、
周
防
内
侍
と
同
時
代
や
そ
れ
以
前
に
は
見
え
な
い
。
珍
し

い
表
現
は
、
二
・
三
句
に
隠
し
題
「
う
つ
ほ
は
し
ら
」
を
詠
み
入
れ
て
い
る
こ

と
が
影
響
し
て
い
る
か
。
「
裁
つ
」
は
「
衣
」
の
縁
語
。
○
よ
そ
に
聞
き
あ
か

す
か
な
…
砧
の
音
を
自
分
に
は
遠
い
も
の
と
し
て
聞
き
あ
か
す
と
あ
る
の
で
、

孤
閨
を
歎
く
女
の
嘆
き
を
余
所
ご
と
と
す
る
薄
情
な
男
を
よ
そ
お
い
、
隠
し
題

を
詠
む
男
性
官
人
ら
に
混
じ
っ
て
み
せ
た
か
。
「
よ
そ
に
」
は
、
擣
衣
の
音
は

空
間
的
に
も
心
理
的
に
も
隔
た
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
和
泉
式
部
は

為
尊
親
王
に
先
立
た
れ
た
頃
に
詠
ん
だ
⑦
で
、
ひ
と
り
寝
の
身
を
吹
き
す
ぎ
る

風
の
音
を
、
あ
の
か
た
と
共
に
い
た
昔
は
自
分
に
関
わ
り
な
い
も
の
と
聞
い
た

の
だ
ろ
う
と
す
る
。

【
補
説
】

　

四
五
番
歌
と
同
じ
く
、
隠
し
題
の
歌
を
廷
臣
や
女
房
が
日
常
的
に
楽
し
ん
で

い
た
こ
と
が
本
詠
か
ら
も
み
て
と
れ
る
。
四
五
番
歌
の
詞
書
が
「
昔
の
局
の
窓

に
」
か
ら
は
じ
ま
っ
た
よ
う
に
、
本
詠
も
「
昔
の
殿
上
人
の
人
人
」
と
あ
る
の

で
、
あ
る
い
は
、
こ
ち
ら
も
後
三
条
天
皇
の
御
代
あ
た
り
を
回
想
し
た
も
の
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
隠
し
題
の
歌
二
首
の
間
に
哀
傷

歌
が
挟
ま
れ
て
い
る
の
は
配
列
上
収
ま
り
が
悪
く
未
整
理
と
い
え
る
。



金沢大学人間社会研究域学校教育系紀要� 第 15 号　令和 5 年

一
五

140

　
　
　
　

石
山
よ
り
帰
る
と
て
、
鏡
山
を
見
や
り
て

49　

大
空
も
か
き
曇
れ
か
し
鏡
山
う
き
身
の
影
の
見
え
も
こ
そ
す
れ

【
底
本
】

　
　

い
し
や
ま
よ
り
か
へ
る
と
て
か
ゝ
み
山
を
み
や
り
て

お
ほ
そ
ら
も
か
き
く
も
れ
か
し
か
ゝ
み
山
う
き
み
の
か
け
の
み
え
も
こ
そ
す
れ

【
他
出
】

○
『
万
代
和
歌
集
』
雑
三
・
三
一
二
六

　
　
　
　

石
山
よ
り
出
づ
と
て
、
鏡
山
を
見
て　
　

周
防
内
侍

　
　

大
空
も
か
き
曇
れ
か
し
鏡
山
う
き
身
の
影
の
見
え
も
こ
そ
す
れ

【
通
釈
】

　
　

石
山
寺
か
ら
帰
る
と
い
う
こ
と
で
、
（
そ
の
帰
り
道
に
）
鏡
山
を
見
て
。

（
鏡
を
曇
ら
せ
る
よ
う
に
、
）
大
空
も
一
面
に
曇
っ
て
お
く
れ
。（
鏡
の
名
を
も
つ
）

鏡
山
に
つ
ら
い
私
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
か
ら
。

【
参
考
歌
】

①
鏡
山
い
ざ
立
ち
よ
り
て
見
て
ゆ
か
む
年
へ
ぬ
る
身
は
老
い
や
し
ぬ
る
と

 

（
古
今
集
・
雑
上
・
八
九
九
・
よ
み
人
知
ら
ず　

＊
仮
名
序
に
も
）

②
鏡
山
山
か
き
雲
り
時
雨
る
れ
ど
紅
葉
あ
か
く
ぞ
秋
は
見
え
け
る

 

（
後
撰
集
・
秋
下
・
三
九
三
・
素
性
法
師
）

③
鏡
山
こ
ゆ
る
今
日
し
も
春
雨
の
か
き
曇
り
や
は
降
る
べ
か
り
け
る

 

（
後
拾
遺
集
・
羈
旅
・
五
一
〇
・
恵
慶
法
師
）

④
老
の
後
う
つ
ら
む
影
も
は
づ
か
し
く
鏡
の
山
の
月
を
見
つ
る
夜

 

（
為
仲
集
・
一
二
九
）

⑤
う
ち
と
け
て
よ
の
つ
ね
な
ら
ぬ
あ
ふ
こ
と
を
夢
に
も
人
に
見
え
も
こ
そ
す
れ

 

（
大
弐
高
遠
集
・
一
二
六
）

【
語
釈
】

○
石
山
よ
り
帰
る
と
て
、
鏡
山
を
見
や
り
て
…
本
詠
は
石
山
詣
で
の
帰
り
道
で

の
歌
で
あ
る
が
、
周
防
内
侍
が
石
山
詣
で
を
し
た
時
期
は
不
明
。
「
石
山
」
は

現
在
の
滋
賀
県
大
津
市
に
あ
る
石
山
寺
の
こ
と
。
「
石
山
寺
」
は
真
言
宗
の
寺

で
山
号
は
石
光
山
。
京
に
近
い
観
音
信
仰
の
霊
地
と
し
て
、
貴
顕
の
参
詣
が
し

ば
し
ば
あ
っ
た
。
『
石
山
寺
年
代
記
録
』
延
喜
一
七
年
（
九
一
七
）
九
月
二
〇

日
条
は
、
参
詣
の
嚆
矢
を
宇
多
法
皇
と
す
る
。
石
山
寺
は
文
学
作
品
に
も
し
ば

し
ば
姿
を
見
せ
、
『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
和
泉
式
部
日
記
』
、
『
更
級
日
記
』
な
ど

に
石
山
参
詣
の
こ
と
が
み
え
る
ほ
か
、
『
枕
草
子
』
の
「
寺
は
」
に
も
名
が
み

え
る
。
時
代
が
下
る
と
、
石
山
寺
で
琵
琶
湖
に
か
か
る
月
を
見
つ
つ
紫
式
部
が

『
源
氏
物
語
』
の
須
磨
・
明
石
の
巻
を
執
筆
し
た
と
す
る
伝
承
（
河
海
抄
）
も

み
え
る
。
石
山
寺
は
承
暦
二
年
（
一
〇
七
八
）
一
月
に
大
火
災
に
あ
い
焼
亡
、

永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
に
本
堂
が
再
建
さ
れ
て
い
る
。
周
防
内
侍
が
参
詣
し

た
の
は
、こ
の
焼
亡
の
期
間
を
除
い
た
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
鏡
山
」

は
滋
賀
県
野
洲
町
と
竜
王
町
の
境
あ
た
り
に
あ
る
山
々
の
こ
と
。
古
く
か
ら
近

江
国
の
歌
枕
と
さ
れ
、
の
ち
に
は
大
嘗
会
和
歌
や
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
『
内

裏
名
所
百
首
』
の
歌
題
と
さ
れ
た
。
鏡
山
に
立
ち
寄
っ
て
、
年
を
経
た
身
が
老

い
た
か
見
て
み
よ
う
と
詠
じ
た
①
の
よ
う
に
、
歌
枕
の
「
鏡
山
」
に
姿
を
う
つ

す
「
鏡
」
を
掛
け
て
詠
ま
れ
る
こ
と
も
多
い
。
○
大
空
も
か
き
曇
れ
か
し
…
山

の
名
前
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
鏡
が
曇
る
よ
う
に
大
空
も
一
面
に
曇
れ
と
歌
う
。

二
句
切
れ
。
「
か
き
曇
る
」
は
、
雲
や
霧
な
ど
に
よ
っ
て
空
が
一
面
に
曇
る
こ
と
。

本
詠
は
こ
れ
に
鏡
が
「
曇
る
」
こ
と
を
重
ね
る
。
鏡
山
の
空
が
か
き
曇
る
歌
と

し
て
②
や
③
な
ど
が
本
詠
に
先
行
す
る
。
「
曇
れ
」
は
「
鏡
」
の
縁
語
。
○
う

き
身
の
か
げ
の
…
「
憂
き
身
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
状
況
を
指
す
の
か
不

明
だ
が
、
①
や
、
月
の
光
に
老
い
た
姿
が
あ
ら
わ
に
な
る
こ
と
を
気
恥
ず
か
し

く
思
う
④
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
老
い
た
姿
が
鏡
に
映
る
歌
が
散
見
さ
れ
る
の

で
、
こ
こ
で
も
老
い
を
厭
う
心
を
示
し
た
と
考
え
得
る
。
こ
こ
で
の
「
影
」
は

姿
や
形
の
こ
と
。
○
見
え
も
こ
そ
す
れ
…
第
四
句
に
歌
わ
れ
て
い
る
「
う
き
身

の
か
げ
」
が
、
周
り
に
は
っ
き
り
と
見
え
て
し
ま
う
こ
と
を
つ
ら
く
思
う
。
高

遠
と
密
通
し
た
武
士
の
妻
が
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
二
人
の
仲
が
他
人
に
露
見

し
た
ら
大
変
だ
と
⑤
で
詠
む
。

【
補
説
】



大野　順子：『周防内侍集』注釈（五）

一
六

139

　

本
詠
を
単
に
自
ら
の
老
い
を
歌
う
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
五
〇
番
歌
以
降
し

ば
ら
く
恋
歌
が
続
い
て
い
く
の
で
、
四
九
番
歌
と
同
じ
く
配
列
の
未
整
理
を
感

じ
さ
せ
る
歌
と
な
る
。

　

し
か
し
、
同
時
代
あ
た
り
に
は

　
　

 

恋
す
れ
ば
う
き
身
さ
へ
こ
そ
を
し
ま
る
れ
同
じ
世
に
だ
に
す
ま
む
と
思
へ

ば 

（
詞
花
集
・
恋
上
・
二
二
四
・
心
覚
法
師
）

と
い
う
よ
う
に
、
恋
と
憂
き
身
が
結
び
つ
く
歌
も
あ
る
。

　

本
詠
に
続
く
五
一
番
は
、「
年
ご
ろ
つ
ね
に
あ
る
人
の
、
ほ
か
に
あ
り
し
か
ば
」

と
い
う
詞
書
を
付
し
て
男
に
忘
れ
ら
れ
た
女
の
恨
み
を
歌
っ
て
い
る
。
直
前
に

五
〇
番
歌
を
置
く
こ
と
で
、
長
く
と
も
に
過
ご
し
た
男
の
仕
打
ち
を
嘆
く
女
に
、

鏡
に
映
る
こ
と
を
厭
う
老
い
た
姿
を
重
ね
よ
う
と
し
た
か
。

〔
付
記
〕
翻
刻
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た　

公
益
財
団
法
人　

冷
泉
家
時
雨
亭

文
庫
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。




