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後
鳥
羽
院
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定
家
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鎌
倉
時
代
の
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
年
）
二
月
、
希
代
の
歌
人
藤
原

定
家
は
、
時
の
最
高
権
力
者
後
鳥
羽
院
の
激
し
い
怒
り
を
買
い
、
突
如

閉
門
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
内
裏
で
催
さ
れ
た
歌
会
の
た
め
に
定
家
の
詠
ん

だ
和
歌
が
後
鳥
羽
院
の
目
に
触
れ
、
院
に
よ
る
勘
気
、
す
な
わ
ち
院
勘

を
蒙
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

時
に
後
鳥
羽
院
四
十
一
歳
、
定
家
五
十
九
歳
。
時
代
は
ま
さ
に
承
久

の
乱
勃
発
の
前
夜
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
と
き
、
後
鳥
羽
院
は
定
家
の
何
に
対
し
て
激
怒
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
後
鳥
羽
院
を
激
し
い
怒
り
へ
と
駆
り
立
て
た
も
の
は
、
一
体

何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
に

さ
ま
ざ
ま
な
説
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
真
相
は
今
も
っ
て
明
ら

か
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
院
勘
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
定
家
の
和
歌
を

読
み
解
き
な
が
ら
、
中
世
文
学
史
上
最
大
の
謎
の
一
つ
に
数
え
挙
げ
ら

れ
て
い
る
定
家
院
勘
事
件
の
真
相
に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

一
　
事
件
の
経
緯

　

定
家
が
突
然
に
も
後
鳥
羽
院
の
激
し
い
勘
気
を
蒙
る
こ
と
と
な
っ
た

定
家
院
勘
事
件
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
事
件
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
真
相
を
究
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
そ
の
経
緯
を
改
め
て
確

認
し
て
お
こ
う
。

　

順
徳
天
皇
の
日
記
『
順
徳
院
御
記
』
に
よ
れ
ば
、
承
久
二
年

（
一
二
二
〇
年
）
二
月
十
三
日
、
順
徳
天
皇
の
禁
裏
に
お
い
て
「
春
山
ノ

月
」「
野
外
ノ
柳
」
二
首
題
の
歌
会
が
催
さ
れ
た
。
講
師
は
藤
原
頼
資
、

そ
し
て
御
製
講
師
は
民
部
卿
藤
原
定
家
で
あ
っ
た
（
１
）。

　

定
家
の
日
記
『
明
月
記
』
は
当
時
の
記
述
を
擱
い
て
い
る
た
め
、
定

家
自
身
の
心
境
を
逐
一
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
定
家
自
撰
の

私
家
集
『
拾
遺
愚
草
』
に
は
、
こ
の
折
の
和
歌
が
詞
書
と
と
も
に
記
さ

れ
て
い
る
。承

久
二
年
二
月
十
三
日
、
内
裏
に
歌
講
ぜ
ら
る
べ
き
よ
し
、

も
よ
ほ
さ
れ
し
か
ば
、
母
の
遠を

ん

忌き

に
あ
た
れ
る
よ
し
申
て
、

思
ひ
よ
ら
ざ
り
し
に
、
そ
の
日
の
夕ゆ

ふ

方が
た

に
は
か
に
、
忌き

日に
ち

を

は
ゞ
か
ら
ず
ま
ゐ
る
べ
き
よ
し
、
蔵
人
大
輔
家
光
、
三
た
び

文ふ
み

つ
か
は
し
た
り
し
か
ば
、
か
き
つ
け
て
も
ち
て
ま
ゐ
り
し

二
首
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春
山
ノ
月

さ
や
か
に
も
み
る
べ
き
山
は
か
す
み
つ
ゝ
わ
が
身
の
外ほ

か

も
春
の
夜よ

の
月

　
　
　
　

野
外
ノ
柳

道
の
べ
の
野
原
の
柳
し
た
も
え
ぬ
あ
は
れ
歎な

げ
きの
煙け

ぶ
りく
ら
べ
に

�

（『
拾
遺
愚
草
』
下
、
述
懐
）（
２
）

　

詞
書
に
よ
れ
ば
、
御
製
講
師
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
定
家
は
、
歌
会
の

当
日
が
亡
き
母
の
遠お

ん

忌き

に
当
っ
て
い
た
た
め
、
会
に
欠
席
す
る
旨
を
前

も
っ
て
申
し
入
れ
て
い
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
日
の
夕
方
に

な
っ
て
、
歌
会
に
参
上
せ
よ
と
の
使
い
が
突
如
や
っ
て
来
た
。
定
家
は

母
親
の
遠
忌
を
理
由
に
招
請
を
辞
退
し
た
が
、
内
裏
か
ら
は
忌
日
を
憚

ら
ず
参
上
せ
よ
と
の
文
が
三
度
に
わ
た
っ
て
遣
わ
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

と
う
と
う
固
辞
し
き
れ
な
く
な
っ
た
定
家
は
二
首
の
歌
を
書
き
つ
け
て

参
内
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
詠
ま
れ
た
定
家
の
歌
が
、
後
鳥
羽
院
の
勘
気
に
触
れ
た
の

だ
っ
た
。

　
『
順
徳
院
御
記
』
同
年
同
月
同
日
の
条
に
は
、「
自
他
無
シ二
秀
逸
之
詞
一
。

定
家
ノ
述
懐
歌
立
ツレ
耳
ニ
歟か

。
兼
テ
不
ルレ
見
之
間
。
不
レ
能
ハレ
注
レス
ル
之
ヲ
。

又
於
テ二
哥
道
ニ一
難
レシ
謂
ヒ二
子
細
ヲ一
。
仍よ

り
テ
講
ジ
了を

は
ン
ヌ
」（
３
）
と
あ
っ
て
、
順
徳

天
皇
が
定
家
の
二
首
の
「
述
懐
歌
」、
す
な
わ
ち
愚
痴
を
述
べ
た
歌
が

少
々
耳
障
り
で
あ
っ
た
が
、
事
前
に
目
を
通
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
気

づ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
上
、
歌
道
に
関
し
て
定
家
に
異
議
は
唱
え

に
く
い
の
で
そ
の
ま
ま
に
し
て
講
じ
終
わ
っ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

披
講
終
了
後
、
天
皇
は
出
席
者
の
全
作
品
を
後
鳥
羽
院
の
許
に
届
け

さ
せ
、
上
覧
に
供
さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
定
家
の
歌
を
目
に
さ

れ
た
後
鳥
羽
院
は
、
激
し
い
怒
り
に
襲
わ
れ
、
以
後
暫
く
の
間
定
家
を

公
の
会
に
召
し
て
は
な
ら
ぬ
と
天
皇
に
厳
命
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

事
件
か
ら
二
十
日
後
、
九
条
道
家
の
日
記
『
玉

ぎ
よ
く

蘂ず
い

』
同
年
三
月
五
日

の
条
に
は
、「
今
暁
院
ニ
ハ
熊
野
御
幸
ニ
御
進
発
、（
中
略
）
入
リレ
夜
ニ
民
部

卿
来
ル
、
此
ノ
間
依
リ二
和
歌
禁
忌
ノ
事
ニ一
閉
門
ス
、
仍よ

り
テ
密
々
夜
陰
ニ
来
ル
、

已
ニ
数
刻
言
談
シ
、
深
更
皈か

へ
リ
畢を

は
ン
ヌ
」（
４
）
と
あ
っ
て
、
謹
慎
中
の
定
家

が
、
熊
野
御
幸
の
た
め
に
都
を
留
守
に
さ
れ
た
後
鳥
羽
院
の
目
を
盗
ん

で
、
主
家
で
あ
る
九
条
家
を
ひ
そ
か
に
訪
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
定
家
は
先
日
の
歌
会
で
披
露
し
た
和
歌
が

「
禁
忌
」
に
触
れ
た
た
め
後
鳥
羽
院
か
ら
お
咎
め
を
受
け
、
閉
門
し
て

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
事
件
か
ら
六
か
月
後
の
『
順
徳
院
御
記
』
同
年
八
月
十
五

日
の
条
に
は
、「
今
夜
詩
歌
ノ
会
也
。（
中
略
）
定
家
卿
煙
く
ら
べ
の
後
。

暫し
ば
ら
ク
不
ルレ
可
二カ
ラ
召
シ
寄
ス一
之
由
。
自
リレ
院
被
ルレ
仰
セ
。
如
キレ
此
ノ
事
深
キ
咎
メ

も
中
々
歟か

。
如
何
」（
５
）
と
あ
っ
て
、
定
家
は
「
煙
く
ら
べ
」
の
歌
を

詠
ん
だ
後
、
暫
く
の
間
公
の
会
に
召
し
て
は
な
ら
ぬ
と
後
鳥
羽
院
か
ら

命
ぜ
ら
れ
た
た
め
、
今
夜
の
会
に
も
召
し
て
い
な
い
、
と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
事
件
か
ら
す
で
に
半
年
を
経
過
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
定
家
は
依
然
と
し
て
後
鳥
羽
院
の
許
し
を
得
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
記
述
か
ら
は
問
題
と
な
っ
た
歌
は
、

定
家
が
持
参
し
た
二
首
の
内
の
後
者
、
す
な
わ
ち
「
煙
く
ら
べ
」
の
歌

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
順
徳
天
皇
が
「
深
キ
咎
メ
も
中
々
歟か

。
如
何
」

と
不
審
を
露
に
さ
れ
る
程
、
後
鳥
羽
院
の
忿ふ

ん

怒ぬ

は
一
過
性
の
軽
微
な
も

の
で
は
な
く
、
強
く
根
深
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
院
勘
は
依
然
釈
か
れ
る
こ
と
な
く
、
翌
年
に
ま
で
及
ん
で

し
ま
う
。『
順
徳
院
御
記
』
承
久
三
年
（
一
二
二
一
年
）
二
月
二
十
二

日
の
条
に
は
、「
入
リレ
夜
ニ
有
リ二
和
哥
ノ
会
一
。（
中
略
）
今
夜
ノ
会
定
家
卿

不
レ
召
レサ
レ
之
ヲ
。
去
年
所
ノレ
詠
ズ
ル
哥
ニ
有
リレ
禁
。
仍よ

り
テ

暫し
ば
ら
ク
閇
門
ス
。
殊
ニ

上
皇
有
リ二
逆げ

き

鱗り
ん

一
。
于
レ
今
ニ
於
レテ
ハ
哥
ニ
不
ルレ
可
レカ
ラ
召
スレ
之
ヲ
由
有
リレ
仰
セ
。

仍
テ
不
レ
召
サ
。
是
レ
あ
は
れ
な
げ
き
の
煙
く
ら
べ
に
と
よ
み
た
り
し
事

（　 ）2─　 ─
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也
。
被
レレ
超て

う
二
越を

つ
セ
数す

輩は
い
ニ一
如
キレ
此
ノ
歟か

。
於
テ二
哥
道
ニ一
不
レ
召
サ二
彼
ノ
卿
ヲ一
。
尤
モ

勝
事
也
」（
６
）
と
あ
る
。
夜
、
和
歌
の
会
が
あ
っ
た
が
、
今
夜
も
定
家

を
召
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
昨
年
定
家
の
詠
ん
だ
歌
が
「
禁
」
を
侵

し
て
い
た
た
め
後
鳥
羽
院
の
逆
鱗
に
触
れ
、
歌
の
会
に
召
し
て
は
な
ら

ぬ
と
い
う
仰
せ
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
定
家
が
「
あ
は
れ
な
げ
き
の

煙
く
ら
べ
に
」
と
詠
ん
だ
の
は
昇
進
で
先
を
越
さ
れ
た
た
め
か
。
歌
道

に
お
い
て
定
家
を
召
さ
な
い
こ
と
は
甚
だ
尋
常
な
ら
ざ
る
こ
と
で
あ

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
定
家
は
「
煙
く
ら
べ
」
の

歌
を
詠
ん
で
す
で
に
丸
一
年
を
経
過
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
も
歌
会

へ
の
出
席
が
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

そ
の
後
、
後
鳥
羽
院
は
同
年
五
月
、
北
条
義
時
追
討
の
院
宣
を
五
畿

七
道
諸
国
に
下
し
、
承
久
の
乱
を
起
こ
さ
れ
た
が
、
翌
月
に
は
敢
え
無

く
挫
折
、
七
月
に
は
落
飾
さ
れ
て
隠
岐
の
国
へ
配
流
さ
れ
る
身
の
上
と

な
ら
れ
た
。
そ
の
め
ま
ぐ
る
し
い
変
転
の
中
で
、
定
家
に
対
す
る
院
勘

は
つ
い
に
釈
く
機
会
を
逸
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

定
家
を
「
生
得
の
上
手
」「
さ
う
な
き
者
」
と
呼
び
、「
道
に
達
し
た

る
さ
ま
な
ど
、
殊
勝
な
り
き
。
歌
見
知
り
た
る
け
し
き
、
ゆ
ゝ
し
げ
な

り
き
」（
７
）
と
そ
の
歌
才
を
誰
よ
り
も
畏
敬
し
、『
新
古
今
和
歌
集
』

と
い
う
文
学
史
上
の
金
字
塔
を
共
に
打
ち
た
て
た
後
鳥
羽
院
が
、
そ
の

定
家
に
対
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
厳
し
い
措
置
を
下
し
、
許
し
難
い
ま

で
の
怒
り
を
抱
か
れ
た
の
は
、
一
体
何
ゆ
え
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
　
従
来
の
諸
説

　

こ
の
事
件
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
提

示
さ
れ
て
き
た
。

　

そ
の
中
で
、
古
来
最
も
有
力
な
説
の
一
つ
が
、
定
家
が
和
歌
で
官
位

昇
進
の
遅
滞
を
訴
え
た
こ
と
に
対
し
て
後
鳥
羽
院
が
怒
っ
た
と
す
る
説

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
『
順
徳
院
御
記
』
に
、「
是
レ
あ
は
れ
な
げ

き
の
煙
く
ら
べ
に
と
よ
み
た
り
し
事
也
。
被
レレ
超て

う
二
越を

つ
セ
数
輩
ニ一
如
キレ
此
ノ

歟か

」
と
あ
っ
て
、
定
家
が
数
輩
に
官
位
を
超
越
さ
れ
た
恨
み
を
「
煙
く

ら
べ
」
の
歌
に
込
め
た
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
安
田
章
生
氏
は
、「
定

家
は
、
右
の
歌
を
詠
ん
だ
当
時
、
官
位
は
正
三
位
民
部
卿
で
あ
り
、
そ

の
年
の
一
月
二
十
二
日
に
は
播
磨
守
を
も
兼
ね
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

不
平
家
の
彼
は
不
満
の
心
を
歌
に
詠
み
、
そ
れ
が
院
の
怒
ら
れ
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
」（
８
）
と
さ
れ
、
佐
藤
恒
雄
氏
も
「
二
月

十
三
日
が
ち
ょ
う
ど
母
の
忌
日
に
当
っ
て
い
た
し
、
そ
れ
は
十
分
正
当

な
理
由
と
な
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
表
向
き
の
口
実
に
辞
退
し
た
の
だ

と
思
わ
れ
る
が
、
本
当
の
理
由
は
、
つ
い
先
ご
ろ
味
わ
っ
て
、
な
お
去

り
や
ら
ぬ
超
越
さ
れ
た
悲
哀
に
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
」（
９
）
と
さ
れ
、

藤
平
春
男
氏
も
ま
た
、「
や
は
り
亡
母
追
懐
と
す
る
よ
り
、
わ
が
身
の
官

位
昇
進
に
つ
い
て
の
述
懐
と
解
す
る
ほ
う
が
い
い
よ
う
で
あ
る
」（
10
）

と
さ
れ
、
目
崎
徳
衛
氏
は
、「
不
遇
を
歌
に
よ
っ
て
嘆
き
訴
え
る
こ
と

は
古
来
多
い
が
、
選
り
に
選
っ
て
道
真
歌
を
取
る
と
は
『
御
口
伝
』
に

い
わ
ゆ
る
「
事
に
よ
り
折
に
よ
る
と
い
ふ
こ
と
な
し
」
の
極
だ
と
、
院

は
憤
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」（
11
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
夙
に
石
田
吉
貞
氏
が
次
の
よ
う
に

疑
問
を
呈
さ
れ
て
い
る
。

い
か
に
も
そ
の
年
一
月
二
十
二
日
の
院
目
に
、
定
家
よ
り
下
位
に

あ
っ
た
公
氏
・
通
方
の
二
人
が
、
い
ず
れ
も
権
中
納
言
に
な
っ
て

定
家
よ
り
上
位
に
進
ん
で
お
り
、
そ
の
恨
み
去
り
難
い
も
の
が

あ
っ
た
と
み
え
て
、
当
夜
の
定
家
の
歌
は
二
首
と
も
に
そ
の
意
を

寓
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
が
、
単
に
そ
れ
だ
け
が
原
因

で
あ
ろ
う
と
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自

己
の
不
遇
や
官
位
の
渋
滞
を
、
歌
に
よ
っ
て
嘆
き
訴
え
る
こ
と
は

（　 ）3 ─　 ─
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当
時
の
常
識
で
、
現
に
定
家
自
身
も
正し

よ
う

治じ

二
年
御
百
首
の
際
に

は
、
自
己
の
不
遇
渋
滞
を
嘆
き
訴
え
た
「
君
が
代
に
霞
を
分
け
し

あ
し
鶴
の
」
と
い
う
歌
に
よ
っ
て
、
即
夜
昇
殿
の
栄
を
さ
え
賜

わ
っ
て
い
る
。
仮
に
官
位
超
越
の
愁
訴
が
原
因
の
一
部
で
あ
る
と

し
て
も
、
そ
れ
が
あ
れ
ほ
ど
の
重
い
逆
鱗
の
因
と
な
ろ
う
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
（
石
田
吉
貞
「
新
古
今
歌
壇
と
歌
風
の
分
裂
（
一
）

�

─
─
定
家
と
後
鳥
羽
院
・
実
朝
─
─
」）（
12
）

　

石
田
氏
は
、
当
夜
の
定
家
の
歌
に
は
二
首
と
も
「
自
己
の
不
遇
や
官

位
の
渋
滞
」
を
寓
し
て
い
る
こ
と
を
事
実
と
し
て
認
め
な
が
ら
も
、「
自

己
の
不
遇
や
官
位
の
渋
滞
」
を
和
歌
に
よ
っ
て
嘆
き
訴
え
る
こ
と
は
、

「
当
時
の
常
識
」
で
あ
っ
て
、
定
家
自
身
が
か
つ
て
不
遇
渋
滞
を
嘆
き

訴
え
た
歌
に
よ
っ
て
栄
を
賜
わ
っ
た
経
験
が
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
「
原

因
の
一
部
」
で
し
か
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
久
保
田
淳
氏
も
、「
述

懐
す
る
（
愚
痴
を
こ
ぼ
す
）
こ
と
自
体
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。
臣

下
の
述
懐
に
耳
を
か
し
、
こ
れ
を
登
用
す
る
こ
と
は
帝
徳
に
そ
っ
た
行

為
な
の
で
あ
る
」（
13
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

こ
の
こ
と
を
主
た
る
原
因
と
す
る
説
に
は
疑
問
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が

出
来
よ
う
。

　

次
に
、
こ
れ
と
並
ん
で
古
来
有
力
な
説
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
も
の

に
、
定
家
の
歌
が
和
歌
の
禁
忌
を
侵
犯
し
た
た
め
に
後
鳥
羽
院
の
不
興

を
買
っ
た
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
『
玉
蘂
』
に
「
依
リ二�

和
歌
禁
忌
ノ
事
ニ一
閉
門
ス
」
と
あ
っ
て
、
定
家
が
忌
避
す
べ
き
詞
句
を
和

歌
に
詠
み
込
ん
だ
た
め
に
院
勘
を
受
け
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
井せ

い
あ蛙

抄し
よ
う』

に
は
「
歌
は
人
に
も
見
合
セ
可
キレ
去
ル二
禁
忌
ヲ一
也
。
中
納
言
入

道
、
内
裏
御
会
に
、
行
路
ノ
柳
（
中
略
）
詠
ぜ
ら
る
。
彼
ノ
一
座
、
仙

洞
御
覧
ぜ
ら
れ
て
後
、
定
家
卿
可
キレ
停
ム二
出
仕
ヲ一
之
由
、
可
キレ
被
ルレ
仰
セ
之

旨
被
レ
申
サ二
禁
裏
ニ一
」（
14
）
と
あ
り
、『
月つ

き
の
か
る
も
し
ゆ
う

刈
藻
集
』
に
は
「
此
ノ
歌
不
吉

ナ
リ
ト
テ
勅
勘
ア
リ
シ
ト
ナ
リ
」（
11
）
と
あ
り
、『
梨

な
し
の
も
と
し
ゆ
う

本
集
』
に
は
「
此
ノ

歌
、
風
躰
よ
か
ら
ず
と
て
、
勅
勘
を
か
う
ぶ
り
給
ふ
と
い
ふ
」（
11
）
と

あ
っ
て
、
一
般
に
は
広
く
こ
の
説
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
定
家
が
詠
じ
た
和
歌
の
内
二
首
目
の
「
煙
く
ら
べ
に
」
と
い
う
結

句
は
、『
源
氏
物
語
』「
柏
木
」
の
巻
で
女
三
宮
が
柏
木
に
贈
っ
た
歌
「
立

ち
そ
ひ
て
消
え
や
し
な
ま
し
う
き
こ
と
を
思
ひ
み
だ
る
る
煙け

ぶ
り

く
ら
べ

に
」（
11
）
を
踏
ま
え
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
「
煙
」
と
い

う
語
が
火
葬
の
煙
を
指
す
と
こ
ろ
か
ら
、
不
吉
な
詞
句
と
し
て
忌
避
す

べ
き
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
禁
忌
侵
犯
説
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
っ
て
、
た
と

え
ば
、
久
保
田
淳
氏
は
、

「
け
ぶ
り
く
ら
べ
に
」
と
い
う
句
は
、（
中
略
）
宮
廷
関
係
で
は

避
け
た
ほ
う
が
よ
い
表
現
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
／
恋

ひ
わ
び
て
な
が
む
る
空
の
浮
雲
や
わ
が
下
も
え
の
け
ぶ
り
な
る
ら

む
（
金
葉
和
歌
集
・
恋
下
）
／
と
い
う
周す

お
う
の防
内な

い

侍し

の
不
吉
な
作
か

ら
、「
下
も
え
の
煙
」
は
宮
廷
周
辺
で
詠
む
べ
き
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
が
つ
と
に
『
俊と

し
よ
り頼

髄ず
い

脳の
う

』
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て

俊し
ゆ
ん

成ぜ
い

卿き
よ
う

女じ
よ

は
『
仙
洞
句
題
五
十
首
』
に
お
い
て
、
／
下
も
え
に

思
ひ
き
え
な
む
け
ぶ
り
だ
に
あ
と
な
き
雲
の
は
て
ぞ
か
な
し
き
／

と
詠
ん
で
、『
新
古
今
和
歌
集
』
恋
二
の
巻
頭
歌
に
す
え
ら
れ
た
。

（
中
略
）
下
も
え
の
煙
と
い
う
発
想
が
と
が
め
ら
れ
る
も
の
で
も

な
い
。
要
は
そ
の
詠
み
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
底
に
あ
る
寓
意
の
性

質
な
の
で
あ
る
。

�

（
久
保
田
淳
『
藤
原
定
家
』）（
11
）
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と
さ
れ
、
こ
の
説
に
疑
問
を
呈
さ
れ
て
い
る
。
石
田
吉
貞
氏
も
ま
た
、

こ
の
説
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
上
で
、「
し
か
し
そ
れ
が
真
の
原
因
で

あ
ろ
う
と
は
、
こ
れ
も
い
か
に
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
19
）

と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
定
家
が
和
歌
で
官
位
昇
進
の
遅

滞
を
訴
え
た
た
め
と
す
る
説
も
定
家
の
歌
が
和
歌
の
禁
忌
を
侵
犯
し
た

た
め
と
す
る
説
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
く
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
は
、
丸
谷
才
一
氏
の
よ
う
に
、
事
件
の
七
年
前
、

後
鳥
羽
院
の
御
所
の
一
つ
で
あ
る
高か

陽や
の

院い
ん

の
柳
が
枯
れ
た
際
に
、
定
家

邸
の
柳
が
二
本
掘
り
取
ら
れ
た
と
い
う
『
明
月
記
』
の
記
事
（
20
）
を

指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
歌
が
「
普
通
の
寂
し
い
歌
、
憂
愁
の
歌
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
は
な
く
（
中
略
）、
む
し
ろ
亡
国
の
調
べ
と
で
も
形
容

す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
陰
々
滅
々
た
る
一
首
」
で
あ
り
、「
歌
の
柄
が
不

健
全
な
た
め
晴
れ
や
か
な
風
情
に
乏
し
」
く
、「
ま
さ
し
く
不
吉
と
し

か
名
状
し
よ
う
の
な
い
頽
廃
と
衰
弱
が
こ
こ
に
は
み
な
ぎ
っ
て
い
る
」

た
め
に
、
後
鳥
羽
院
が
そ
の
「
風
体
」
自
体
を
嫌
悪
し
、「
風
体
に
反

発
す
れ
ば
こ
そ
一
首
の
意
を
あ
の
二ふ

た

本も
と

柳や
な
ぎに
つ
い
て
の
愚
痴
と
受
取
っ

た
の
で
は
な
い
か
」（
21
）
と
す
る
論
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
一
見
し
た

と
こ
ろ
で
は
こ
の
歌
か
ら
は
「
不
吉
と
し
か
名
状
し
よ
う
の
な
い
頽
廃

と
衰
弱
」
と
を
見
出
し
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
問
題
視
さ
れ
て
き
た
も
の
に
後
鳥
羽
院
と
定
家

と
の
政
治
的
・
社
会
的
対
立
が
あ
る
。
栗
山
理
一
氏
は
、「
鎌
倉
の
政

権
を
許
容
せ
ず
、
や
が
て
承
久
の
変
を
お
こ
さ
れ
る
後
鳥
羽
院
が
、
親

幕
派
の
圏
内
に
い
る
定
家
に
対
す
る
悪
感
情
を
つ
い
に
爆
発
さ
せ
た
」

の
が
真
因
で
あ
ろ
う
（
22
）
と
さ
れ
、
谷
山
茂
氏
も
、「
詩
人
定
家
が
こ

ん
な
些
細
な
こ
と
で
閉
門
の
身
と
な
る
と
い
う
の
も
、
彼
が
西
園
寺
公

経
や
九
条
道
家
ら
の
親
幕
派
に
た
ま
た
ま
ゆ
か
り
を
持
っ
て
い
た
か
ら

で
も
あ
ろ
う
」（
23
）
と
さ
れ
、
石
田
吉
貞
氏
も
、「
問
題
の
二
首
の
歌
は
、

官
位
の
超
越
、
禁
忌
の
侵
犯
、
い
ず
れ
の
理
由
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
単
に
火
を
つ
け
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
に
過
ぎ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
た
上
で
、
定
家
が
「
親
幕
派
的
世
界
の
人
」
で

あ
っ
た
た
め
に
、「
承
久
事
変
勃
発
直
前
の
、
極
端
に
神
経
を
と
が
ら

せ
て
い
た
後
鳥
羽
院
に
睨
ま
れ
て
い
た
の
が
真
の
原
因
」
で
あ
る
（
24
）

と
さ
れ
、
寺
島
恒
世
氏
も
、「
感
情
の
齟
齬
を
超
え
て
続
い
た
定
家
と

の
関
係
は
、
か
よ
う
な
和
歌
を
通
し
て
の
君
臣
関
係
の
構
図
の
中
に
模

索
さ
れ
て
き
た
に
相
違
な
く
、
そ
の
平バ

ラ
ン
ス衡

を
遂
に
欠
い
た
の
が
こ
の
事

件
で
あ
っ
た
」（
21
）
と
さ
れ
、
久
保
田
淳
氏
も
ま
た
、「
炯
眼
な
院
は

定
家
と
今
は
な
き
実
朝
と
の
嘗
て
の
交
渉
も
察
知
し
て
い
た
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。」「
専
制
君
主
は
自
身
と
対
立
す
る
存
在
と
臣
下
と
の

直
接
交
渉
を
決
し
て
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
」（
21
）
と
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
れ
と
は
別
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
は
関
わ
り
な
が
ら
も
、
結
局
の

と
こ
ろ
事
件
の
原
因
を
後
鳥
羽
院
と
定
家
と
の
気
質
的
対
立
に
帰
す
る

説
も
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。
村
山
修
一
氏
は
、「
定
家
の
場
合
、
直
接

の
動
機
は
、
む
し
ろ
彼
が
歌
に
託
し
て
上
皇
へ
の
訴
願
を
達
し
よ
う
と

し
た
こ
と
に
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
定
家
の
圭け

い

角か
く

あ
る
行
動
と
、
遠

慮
の
な
い
上
皇
の
歌
道
批
判
は
、
折
に
ふ
れ
て
こ
の
気
ま
ぐ
れ
な
専
制

君
主
の
心
情
を
刺
戟
し
激
発
さ
せ
た
。
そ
の
集
積
が
こ
こ
に
至
っ
て
爆

発
し
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（
21
）
と
さ
れ
、
池
田
彌
三
郎
氏
も
、

「
母
の
忌
日
に
出
席
を
強
要
さ
れ
た
自
分
の
嘆
き
を
訴
え
た
の
が
、
院

に
は
い
か
に
も
皮
肉
に
聞
き
と
れ
、
言
外
の
非
難
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
院
も
多
少
は
内
心
忸じ

く

怩じ

た
る
も
の
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か

ら
、
余
計
そ
の
気
持
ち
を
逆
な
で
に
さ
れ
た
よ
う
で
、
我
慢
が
な
ら
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
」（
21
）
と
さ
れ
、
塚
本
邦
雄
氏
も
、「
す
で
に
新
古

今
竟き

よ
う

宴え
ん

前
後
か
ら
、
ふ
た
り
の
間
に
は
冷
た
い
も
の
が
漂
っ
て
お
り
、

（　 ）1 ─　 ─
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（
中
略
）
柳
の
歌
の
、
特
に
や
や
押
し
つ
け
が
ま
し
い
下
句
の
嘆
き
な

ど
、
神
経
の
と
が
っ
た
後
鳥
羽
に
は
鼻
持
ち
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
こ

の
一
首
に
触
発
さ
れ
て
、
定
家
の
い
っ
さ
い
に
嫌
悪
を
感
じ
た
と
考
え

る
ほ
う
が
あ
た
っ
て
い
よ
う
」（
29
）
と
さ
れ
、
安
藤
次
男
氏
も
、「
こ

と
は
承
久
の
乱
前
夜
の
苛
立
っ
た
政
治
状
況
や
、
一
親
幕
派
公
卿
の
去

就
の
み
に
か
か
わ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
院
と
定
家
と
の
、
も
と
も

と
の
資
質
の
違
い
で
あ
る
。」「
こ
れ
は
も
う
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
定
家
の

性
癖
で
あ
っ
た
」（
30
）
と
さ
れ
、
久
保
田
淳
氏
も
ま
た
、「
ふ
た
り
が

お
た
が
い
の
才
を
認
め
あ
い
、
心
を
か
よ
わ
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た

な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
し
こ
り
を
残
す
結
果
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
院
に
し
て
み
れ
ば
、「
け
ぶ
り
く
ら
べ
」
の
歌
は
こ
の
も
っ
と

も
ら
し
い
様
子
の
巨
匠
に
た
い
す
る
、
積
年
の
憤ふ

ん

懣ま
ん

を
爆
発
さ
せ
る
た

め
の
、
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」（
31
）

と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
事
件
を
め
ぐ
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
提
示

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
真
相
は
今
も
っ
て
明
ら
か
で
は
な
い
と
言
う
こ

と
が
出
来
よ
う
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
を
概
観
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
い
ず
れ
の
見
解
に
も

お
の
お
の
一
理
あ
る
も
の
の
、
そ
の
多
く
が
定
家
の
和
歌
を
充
分
に
解

析
し
得
な
い
ま
ま
で
立
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
否
め
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
事
件
の
経
緯
を
閲
す
る
限
り
、
定
家
の
詠
ん
だ
和
歌
が

そ
の
発
端
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ

う
。
と
い
う
こ
と
は
、
仮
に
事
件
の
背
景
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
由
が
錯

雑
し
て
い
た
と
し
て
も
、
後
鳥
羽
院
を
激
昂
へ
と
導
き
、
定
家
を
謹
慎

へ
と
追
い
や
っ
た
定
家
院
勘
事
件
の
主
因
は
、「
煙
く
ら
べ
」
の
歌
一

首
を
措
い
て
他
に
は
な
か
っ
た
と
断
言
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
定
家
院
勘
事
件
の
原
点
に
位
置
す
る
「
煙
く

ら
べ
」
の
歌
に
今
一
度
立
ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
鳥
羽
院
激
怒
の

真
因
に
肉
薄
し
た
い
と
思
う
。

三
　
隠
さ
れ
た
寓
意

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
「
煙
く
ら
べ
」
の
歌
そ
の
も
の
を
解
析
し
な
が
ら
、

定
家
院
勘
事
件
に
対
す
る
私
見
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

す
べ
て
は
こ
の
一
首
か
ら
始
ま
っ
た
。

野
外
ノ
柳

道
の
べ
の
野
原
の
柳
し
た
も
え
ぬ
あ
は
れ
歎
の
煙
く
ら
べ
に

　

一
首
の
歌
意
は
、「
道
の
ほ
と
り
の
野
原
の
柳
は
下
萌
え
し
た
。
あ

あ
、
あ
た
か
も
、
嘆
き
の
た
め
に
立
昇
る
私
の
胸
の
煙
と
競
い
合
う
か

の
よ
う
に
」（
32
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
首
に
は
、「
野
外
ノ
柳
」
と
い
う
兼
題
に
則
っ
て
「
野
」
が

詠
ま
れ
、「
柳
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
上
の
句
は
、
道
の
ほ
と
り

に
広
が
る
野
原
に
柳
が
生
え
、
そ
の
柳
が
春
を
迎
え
て
下
萌
え
し
た
と

い
う
自
然
の
景
を
叙
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
下
の
句
は
一
転
し

て
内
界
へ
と
視
線
が
注
が
れ
、「
あ
は
れ
」
と
い
う
感
動
詞
と
共
に
、

み
ず
か
ら
の
悲
嘆
を
露
骨
な
ま
で
に
披
瀝
し
て
い
る
。
全
体
は
、
う
る

わ
し
い
春
の
到
来
に
よ
る
自
然
の
変
化
に
こ
と
寄
せ
て
、
内
心
の
思
い

を
直
截
に
表
現
し
た
嘆
き
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。

　

結
句
に
い
う
「
煙
く
ら
べ
」
と
は
、
煙
と
煙
と
の
嘆
き
比
べ
と
い
う

こ
と
で
、
柳
の
「
下
萌
え
」
す
な
わ
ち
柳
の
芽
吹
き
に
よ
る
け
む
る
よ

う
な
様
子
と
、
人
知
れ
ず
心
の
内
で
思
い
悩
む
「
下
燃
え
」
に
よ
っ
て

生
じ
た
嘆
き
の
「
煙
」
と
を
比
較
す
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。
嘆
き
の

思
い
は
く
す
ぶ
り
続
け
る
「
煙
」
と
し
て
表
現
さ
れ
、
そ
れ
が
「
下
萌

（　 ）1─　 ─
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え
」
の
「
煙
」
と
対
比
さ
れ
て
、「
煙
く
ら
べ
」
の
歌
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
自
然
と
人
事
と
の
対
比
を
、
掛
詞
を
駆
使
し
な
が
ら
鮮
や

か
に
纏
め
上
げ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
一
首
の
価
値
が
あ
る
と
言
う
こ
と

が
出
来
よ
う
。
た
だ
し
、
具
体
的
な
事
物
の
生
み
出
す
「
煙
」
を
嘆
き

の
思
い
が
も
た
ら
す
「
煙
」
に
擬
え
る
こ
と
は
極
め
て
常
套
的
な
表
現

で
あ
り
、
定
家
自
身
に
も
そ
の
作
例
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、「
煙

く
ら
べ
」
の
歌
が
詠
ま
れ
る
三
年
ほ
ど
前
に
も
、「
し
た
も
ゆ
る
な
げ

き
の
け
ぶ
り
空
に
見
よ
い
ま
も
野
山
の
秋
の
夕
暮
」（
33
）
の
作
が
あ
り
、

「
し
た
も
ゆ
る
」
や
「
な
げ
き
の
け
ぶ
り
」
な
ど
の
詞
句
か
ら
「
煙
く

ら
べ
」
の
歌
と
の
類
縁
性
を
強
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
久
保
田
淳

氏
が
、「
野
焼
き
や
山
焼
き
の
煙
を
心
の
嘆
き
が
外
に
あ
ら
わ
れ
た
も

の
と
見
た
て
る
発
想
は
好
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
新
柳
が
煙
っ
た
よ
う

に
萌も

え
で
る
さ
ま
も
、
同
様
に
胸
の
煙
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
」（
34
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
煙
く
ら
べ
」
の
歌
も
類

型
発
想
の
歌
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
確
か
に
そ
の
通
り
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
こ
と

を
す
べ
て
首
肯
し
た
上
で
、
こ
の
歌
に
は
こ
れ
ま
で
の
歌
に
は
な
い
何

か
別
様
の
も
の
が
あ
る
筈
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
歌
は
あ
の
後
鳥
羽
院
を
激
怒
さ
せ
た
曰
く
付
き
の
歌
だ
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
歌
は
如
何
に
月
並
み
で
類
型
的
な
歌
に
見
え
よ

う
と
も
、
こ
の
何
処
か
に
後
鳥
羽
院
を
激
昂
さ
せ
ず
に
は
置
か
な
い
巧

み
な
陥
穽
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
筈
な
の
で
あ
る
。

　

今
一
度
、
当
該
歌
を
見
て
み
よ
う
。

　

こ
の
一
首
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
部
分
は
腰
句
、
す
な
わ
ち
「
下
も

え
ぬ
」
と
い
う
第
三
句
で
あ
る
。
こ
の
一
句
は
、
柳
の
芽
吹
き
を
意
味

す
る
「
下
萌
え
」
と
人
知
れ
ず
心
の
内
で
思
い
悩
む
こ
と
を
意
味
す
る

「
下
燃
え
」
と
い
う
同
音
意
義
の
働
き
に
よ
っ
て
、
景
か
ら
情
、
外
界

か
ら
内
界
へ
の
転
調
を
見
事
に
果
た
し
、
一
首
全
体
を
破
綻
な
く
存
立

さ
せ
る
と
い
う
要
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

し
か
し
、
も
し
も
こ
の
一
句
が
単
な
る
掛
詞
で
は
な
く
、
具
体
的
な
光

景
を
暗
示
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
一
首
は
こ
れ
ま
で
と
は
全

く
別
の
意
味
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ

に
は
柳
の
「
下
萌
え
」
か
ら
心
の
「
下
燃
え
」
へ
と
切
り
替
わ
る
、
ま

さ
に
そ
の
あ
わ
い
に
「
柳
の
下
燃
え
」
と
い
う
新
た
な
光
景
が
一
瞬
点

滅
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
柳
の
木
の
下
で
何
か
が
燃
え
、

盛
ん
に
煙
を
上
げ
て
い
る
と
い
う
具
体
的
な
光
景
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
柳
の
木
の
下
で
燃
え
、
盛
ん
に

煙
を
立
ち
昇
ら
せ
て
い
る
、
そ
の
煙
と
は
一
体
何
の
煙
な
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

い
さ
さ
か
唐
突
の
よ
う
だ
が
、
漢
籍
に
は
柳
の
木
と
煙
と
の
関
わ
り

を
示
唆
す
る
故
事
成
語
が
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
所
謂
「
竹
林

の
七
賢
」
に
数
え
挙
げ
ら
れ
て
い
る
嵆け

い

康こ
う

に
ま
つ
わ
る
逸
話
で
あ
る
。

　
「
竹
林
の
七
賢
」
と
は
、
中
国
三
国
時
代
の
魏
か
ら
晋
に
か
け
て
登

場
し
た
阮げ

ん

籍せ
き

・
嵆け

い

康こ
う

・
山さ

ん

濤と
う

・
向

し
よ
う

秀し
ゆ
う・
劉り

ゆ
う怜れ
い・
阮げ

ん

咸か
ん

・
王お

う

戎じ
ゆ
うの
七
人
か

ら
な
る
名
士
の
総
称
で
、
世
俗
的
束
縛
を
厭
い
、
自
由
で
高
踏
的
な
態

度
に
憧
れ
、
竹
林
に
集
っ
て
は
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
清
談
に
耽
っ
た
と

い
わ
れ
る
伝
説
的
な
人
び
と
で
あ
る
。
就
中
、
阮
籍
と
共
に
「
竹
林
の

七
賢
」
の
領
袖
と
目
さ
れ
た
人
物
こ
そ
が
嵆
康
で
あ
る
（
31
）。

　

嵆
康
（
二
二
三
─
二
六
二
年
）、
字
は
叔

し
ゆ
く

夜や

。
魏
の
宗
室
と
婚
を
結

び
、
中

ち
ゆ
う

散さ
ん

大た
い

夫ふ

を
拝
し
た
こ
と
か
ら
嵆
中
散
と
も
称
さ
れ
た
。
老
荘
思

想
に
通
じ
、
詩
文
を
よ
く
し
、
博
学
多
才
で
、
奇
才
の
誉
れ
が
高
か
っ

た
。
琴
の
名
手
と
し
て
も
聞
こ
え
、
洛
西
に
遊
び
、
華
陽
亭
に
宿
っ
た

折
、
古
の
楽
人
と
名
乗
る
者
か
ら
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
秘
曲
「
広こ

う

陵
り
よ
う

散さ
ん

」
は
特
に
名
高
い
。
性
格
は
、
恬
淡
寡
欲
に
し
て
自
由
奔
放
、
歯
に

衣
着
せ
ぬ
言
動
で
為
政
者
た
ち
か
ら
憎
悪
の
的
に
さ
れ
た
。
友
人
の
事

件
に
連
座
し
て
投
獄
さ
れ
、
死
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。
処
刑
直
前
、
今
生

（　 ）1 ─　 ─
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の
名
残
り
に
「
広
陵
散
」
を
つ
ま
び
き
、
従
容
と
し
て
死
に
つ
い
た
。

著
書
に
、『
養よ

う

生せ
い

論
』『
釈

し
や
く

私し

論
』『
声せ

い

無む

哀あ
い

楽ら
く

論
』
な
ど
が
あ
り
、
獄

中
で
綴
っ
た
自
伝
的
作
品
「
幽ゆ

う

憤ふ
ん

詩し

」
は
代
表
作
と
さ
れ
る
。
因
み
に
、

嵆
康
は
近
代
の
作
家
魯
迅
が
こ
よ
な
く
愛
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
、

魯
迅
の
編
に
な
る
『
嵆
康
集
』
一
〇
巻
が
あ
る
（
31
）。

　

嵆
康
に
ま
つ
わ
る
数
々
の
逸
話
の
中
で
も
、
私
が
こ
こ
で
特
に
注
目

し
た
い
の
は
、『
晋
書
』「
嵆
康
伝
」
に
記
さ
れ
た
次
の
一
節
で
あ
る
。

性
ハ
絶
巧
ニ
シ
テ
而
好
ムレ
鍛た

ん
ヲ
。
宅
中
ニ
有
二リ
テ
一
栁
樹
一
甚
ダ
茂
ル
。
乃す

な
は
チ

激
レシ
テ
水
ヲ
、
圜め

ぐ
レラ
シ
之
ヲ
、
毎ご

と
ニ二
夏
月
一
、
居
二リ
テ
其
ノ
下
ニ一
以
テ
鍛
ス
。

�

（『
晋
書
』
巻
第
四
九
）（
31
）

　

嵆
康
は
生
ま
れ
つ
き
大
変
に
器
用
で
、
鍛
冶
を
好
ん
だ
。
家
の
庭
に

は
一
株
の
柳
が
あ
り
見
事
な
茂
み
を
つ
く
っ
て
い
た
。
嵆
康
は
水
の
勢

い
を
強
く
し
て
、
そ
れ
を
木
の
周
り
に
廻
ら
し
、
毎
年
夏
に
な
る
と
そ

の
柳
の
下
で
鍛
冶
に
い
そ
し
ん
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
嵆
康
は
殊
の
ほ
か
鍛
冶
を
好
み
、
柳
の
木
の
下
で

鍛
冶
仕
事
を
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
後
世
こ
の

記
述
か
ら
「
柳

り
ゆ
う

下か

に
鍛た

ん

す
」
あ
る
い
は
「
柳
下
に
鍛き

た

ふ
」
と
い
う
故
事

成
語
が
生
ま
れ
た
。
因
み
に
、
こ
の
成
語
は
、『
大
漢
和
辞
典
』『
日
本

国
語
大
辞
典
』
は
勿
論
の
こ
と
、『
字
源
』『
大
字
典
』
な
ど
一
般
的
な

辞
書
類
に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
漢
籍
に
お
い
て

「
柳
の
下
…
…
」
と
言
え
ば
、
嵆
康
の
こ
の
逸
話
か
ら
鍛
冶
を
連
想
す

る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出

来
よ
う
。
柳
の
木
の
下
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
は
鍛
冶
で
あ
り
、
柳
の

下
か
ら
立
ち
昇
る
の
は
鍛
冶
の
煙
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
常
識
が
、
漢

籍
に
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
定
家
は
『
晋
書
』
の
こ
の
記
述
を
念
頭
に
置
い
て
「
煙
く
ら
べ
」

の
歌
を
詠
出
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

定
家
の
漢
学
的
素
養
に
つ
い
て
、
村
山
修
一
氏
は
、「
定
家
ほ
ど
に

漢
学
的
素
養
を
も
ち
、
漢
詩
に
得
意
な
歌
人
も
少
な
く
、」「
彼
の
漢
籍

研
究
が
歌
人
と
し
て
は
珍
し
く
熱
心
で
、
造
詣
も
深
か
っ
た
こ
と
、『
明

月
記
』
を
通
読
す
れ
ば
誰
し
も
感
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
」（
31
）
と
さ

れ
、
石
田
吉
貞
氏
も
、「
彼
が
目
を
通
し
た
と
思
わ
れ
る
漢
籍
を
、
彼

の
日
記
や
著
書
か
ら
拾
い
出
し
て
み
る
と
（
中
略
）、
そ
れ
が
彼
の
見

た
も
の
の
す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
を
思
う
時
、
こ
の
方
面
に
お
け
る
教

養
の
幅
の
広
さ
は
確
か
に
認
め
て
よ
い
と
思
う
」（
39
）
と
評
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
定
家
の
和
歌
に
は
漢
籍
を
踏
ま
え
た
作
が
少
な
く
な
く
、

外
典
だ
け
に
限
っ
て
も
『
詩
経
』『
山
海
経
』『
荘
子
』『
韓
非
子
』『
史

記
』『
説
苑
』『
漢
書
』『
孔
子
家
語
』『
捜
神
記
』『
陶
淵
明
集
』『
文
選
』

『
白
氏
文
集
』『
蒙
求
』
な
ど
多
彩
な
文
献
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
（
40
）。

そ
の
中
に
は
『
晋
書
』
を
踏
ま
え
た
と
思
し
き
作
も
あ
り
（
41
）、
事
件

の
三
年
前
に
あ
た
る
建
保
六
年
（
一
二
一
七
年
）
春
の
和
歌
に
は
「
嵆

康
」
の
名
を
取
り
込
ん
だ
自
作
の
漢
詩
句
ま
で
存
在
す
る
（
42
）。
ま
た
、

定
家
が
執
筆
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
『
奥お

く

入い
り

』
に
も
『
晋
書
』

か
ら
の
引
用
が
複
数
見
ら
れ
（
43
）、「
明
石
」
の
巻
の
注
に
は
、「
晋
書

嵆
康
伝
」
と
明
記
し
た
う
え
で
、
嵆
康
が
洛
西
の
華
陽
亭
に
宿
っ
た
折
、

古
の
楽
人
と
名
乗
る
者
か
ら
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
秘
曲
「
広
陵
散
」
に

因
ん
だ
挿
話
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
44
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
判

断
し
て
、
定
家
が
『
晋
書
』
を
読
み
、「
竹
林
の
七
賢
」
を
代
表
す
る

嵆
康
に
つ
い
て
も
熟
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
定
家
の
詠
ん
だ
「
煙
く
ら
べ
」

の
歌
に
、「
柳
下
に
鍛
す
」
と
い
う
故
事
成
語
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た

蓋
然
性
は
高
い
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
柳
の
「
下
萌
え
」
に
は
「
下

燃
え
」
の
意
が
掛
け
ら
れ
、「
煙
く
ら
べ
」
の
「
煙
」
に
は
鍛
冶
の
煙

が
暗
示
さ
れ
て
い
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
何
故
定
家
は
こ
の
「
煙
く
ら
べ
」

（　 ）1─　 ─
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の
歌
に
鍛
冶
の
寓
意
を
込
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
何

故
鍛
冶
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

鍛
冶
と
聞
い
て
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
後
鳥
羽
院
の
御
事
蹟
で
あ

る
。
後
鳥
羽
院
は
、
歴
代
天
皇
の
な
か
で
も
、
際
立
っ
て
文
武
百
般
に

通
じ
、
多
才
多
能
を
謳
わ
れ
た
帝
で
あ
ら
れ
た
。
後
鳥
羽
院
が
手
を
染

め
、
熱
中
さ
れ
た
も
の
は
、
和
歌
・
連
歌
・
管
絃
・
琵
琶
・
蹴
鞠
・
有

職
故
実
・
囲
碁
・
双
六
・
闘
鶏
・
鶉

う
ず
ら
あ
わ
せ

合
・
相
撲
・
水
練
・
競
馬
・
流
鏑

馬
・
犬
追
物
・
笠
懸
・
狩
猟
な
ど
枚
挙
に
遑
が
な
い
程
で
あ
る
（
41
）。

　

中
で
も
、
殊
の
ほ
か
好
ま
れ
た
も
の
の
一
つ
に
鍛
冶
が
あ
る
。

剣つ
る
ぎな

ど
を
御
覧
じ
知し

る

事
さ
へ
、
い
か
で
習な

ら

は
せ
給
へ
る
に
か
、
道

の
者
に
も
や
ゝ
ま
さ
り
て
、
か
し
こ
く
お
は
し
ま
せ
ば
、
御
前
に

て
よ
き
あ
し
き
な
ど
定さ

だ

め
さ
せ
た
ま
ふ
。

�

（『
増
鏡
』
第
二
、
新
島
守
）（
41
）

御
所
焼
と
は
次
家
・
次
延
に
作
ら
せ
て
、
君
御
手
づ
か
ら
焼や

か

せ
給

た
ま
ひ

け
り
。
公
卿
・
殿
上
人
・
北
面
・
西
面
の
輩
、
御
気
色
好よ

き

程
の
者

は
、
皆
給た

ま
は
つて
帯は

き

け
り
。

�

（『
承
久
記
』
上
）（
41
）

上
皇
武
事
を
好
ま
せ
給
ふ
御
性
質
な
り
け
れ
ば
、
刀
剣
を
打
つ
事

を
好
ま
せ
給
ひ
、
み
づ
か
ら
打
た
せ
給
ふ
時
の
御
相
槌
は
、
九
条

太
政
大
臣
時と

き

信の
ぶ

公
・
二
位
僧
都
・
大
宮
中
納
言
等
の
人
々
な
り
し
。

さ
て
正
月
よ
り
十
二
月
に
至
る
ま
で
の
番
鍛
冶
を
定
め
給
ひ
、
備

前
則の

り

宗む
ね

・
粟あ

は

田た

口ぐ
ち

国く
に

安や
す

そ
の
ほ
か
名
あ
る
鍛
冶
共
を
召
さ
れ
て
刀

を
打
た
し
め
給
へ
り
。
後
に
隠
岐
国
へ
遷
ら
せ
給
ひ
て
も
、
な
ほ

か
の
国
に
て
十
二
月つ

き

の
番
鍛
冶
を
置
か
せ
給
ひ
、
御
手
づ
か
ら
打

た
せ
給
ふ
刀
の
御
銘
を
助す

け

秀ひ
で

と
切
ら
せ
給
へ
り
。
菊
一
文
字
の
刀

も
こ
の
御
時
の
事
な
り
し
。

�

（
尾
崎
雅
嘉
『
百
人
一
首
一ひ

と

夕よ
が
た
り話

』
巻
の
九
）（
41
）

刀
剣
へ
の
愛
着
は
こ
と
に
有
名
で
あ
る
。（
中
略
）
彼
は
宮
中
に

ま
で
刀
鍛
冶
を
召
し
、
菊
花
銘
入
り
の
太
刀
を
み
ず
か
ら
指
揮
し

て
焼
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
御
所
焼
き
」「
菊き

く

御ぎ
よ
さ
く作

」
と
よ
ば
れ
、

現
代
に
ま
で
伝
わ
る
名
刀
で
あ
る
。
機
嫌
の
よ
い
と
き
は
、
こ
れ

を
公く

卿ぎ
よ
うや
北
面
・
西
面
の
武
士
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
と
『
承
久
記
』

に
伝
え
る
。（
中
略
）
平
安
朝
の
優
雅
な
作
柄
は
、
こ
の
こ
ろ
院

の
気
性
を
反
映
し
て
、
勇
壮
・
凛り

ん

烈れ
つ

の
趣
を
加
え
る
。
銘
の
菊
花

は
中な

か
ご心

の
鎺は

ば
きの

下
に
十
六
弁
の
意
匠
と
し
て
彫
り
こ
ん
だ
。
皇
室

紋
章
の
起
源
と
い
わ
れ
る
。
／
な
お
、
御ご

番ば
ん

鍛か

じ冶
は
後
年
、
隠
岐

（
島
根
県
）
配
流
に
な
っ
て
か
ら
も
小
規
模
な
が
ら
つ
と
め
ら
れ
、

院
の
無ぶ

り
よ
う聊

を
慰
め
た
ら
し
い
。
刀
工
の
地
位
向
上
と
と
も
に
そ
の

志
願
者
は
全
国
に
輩
出
し
、
鍛
刀
の
黄
金
時
代
を
呈
す
る
の
も
こ

の
こ
ろ
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

�

（
塚
本
邦
雄
「
後
鳥
羽
院
」）（
49
）

　

後
鳥
羽
院
と
鍛
冶
と
の
こ
う
し
た
浅
か
ら
ぬ
関
わ
り
に
思
い
を
致
す

な
ら
ば
、
定
家
の
歌
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
後
鳥
羽
院
そ
の
人
に
向
け
て
詠

ま
れ
た
歌
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
定
家
は

「
煙
く
ら
べ
」
の
歌
に
よ
っ
て
、
後
鳥
羽
院
が
熱
中
し
て
い
る
鍛
冶
、

し
か
も
明
ら
か
に
刀
剣
造
り
を
暗
示
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
が
後
鳥
羽
院
の
激
昂
と
無
関
係
で
は
な

か
っ
た
筈
で
あ
る
。
実
際
、
後
鳥
羽
院
は
こ
の
歌
に
隠
さ
れ
た
鍛
冶
の

寓
意
を
的
確
に
読
み
取
り
、
定
家
の
真
意
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
見
抜
か
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
後
鳥
羽
院
も
ま
た
『
晋
書
』
を
読
み
、「
竹
林
の
七
賢
」

に
つ
い
て
深
い
知
見
を
有
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
少
な
く
と

（　 ）9 ─　 ─
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も
、
鍛
冶
に
と
り
わ
け
造
詣
が
深
か
っ
た
後
鳥
羽
院
に
と
っ
て
、
同
じ

よ
う
に
鍛
冶
に
熱
中
し
た
と
い
う
嵆
康
の
逸
話
は
「
柳
下
に
鍛
す
」
の

故
事
と
共
に
鮮
烈
に
記
憶
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
鍛
冶
の
寓
意
を
解
き
明
か
さ
れ
た
後
鳥
羽
院
が
、
こ

の
歌
を
目
に
さ
れ
る
や
否
や
、
堪
え
難
い
怒
り
に
襲
わ
れ
た
の
は
何
ゆ

え
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
　
後
鳥
羽
院
の
逆
鱗

　

後
鳥
羽
院
が
、
鍛
冶
を
暗
示
す
る
定
家
の
歌
に
対
し
て
、
過
剰
と
も

思
え
る
反
応
を
示
さ
れ
た
の
は
、
後
鳥
羽
院
と
刀
剣
と
の
間
に
横
た
わ

る
数
奇
な
運
命
が
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
に
相
違
な
い
。

　

高
倉
天
皇
の
第
四
皇
子
と
し
て
生
を
受
け
ら
れ
た
後
鳥
羽
院
が
、
第

八
十
二
代
後
鳥
羽
天
皇
と
し
て
践
祚
さ
れ
た
の
は
、
寿
永
二
年

（
一
一
八
三
年
）
八
月
、
わ
ず
か
四
歳
の
砌
で
あ
ら
れ
た
。
時
代
は
折

し
も
源
平
合
戦
の
さ
な
か
、
平
家
一
門
が
擁
す
る
安
徳
天
皇
は
西
国
に

あ
っ
た
た
め
、
後
鳥
羽
天
皇
の
践
祚
は
、
天
下
に
安
徳
、
後
鳥
羽
ふ
た

所
の
天
皇
が
併
立
す
る
と
い
う
異
例
の
事
態
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
も
、
践
祚
に
不
可
欠
な
三
種
の
神
器
は
安
徳
天
皇
と
共
に
あ
っ
た

た
め
、
後
鳥
羽
天
皇
は
神
器
な
し
の
践
祚
を
執
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
九
条
兼
実
の
日
記
『
玉
葉
』
が
、「
不
ルレ
得
二
剣
璽
ヲ一
践
祚

之
例
、
希
代
之
珍
事
也
」（
10
）
と
記
す
ほ
ど
、
そ
れ
は
異
常
な
出
来
事

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
翌
々
年
に
は
、
平
家
が
壇
ノ
浦
で
滅
亡
し
、
安
徳

天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
は
後
鳥
羽
天
皇
お
ひ
と
方

と
は
な
ら
れ
た
も
の
の
、
神
器
が
揃
っ
て
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
三

種
の
神
器
の
う
ち
、
八や

咫た
の

鏡か
が
みと

八や

坂さ
か

瓊に
の

曲ま
が

玉た
ま

は
無
事
確
保
さ
れ
た
が
、

安
徳
天
皇
も
ろ
と
も
海
中
に
没
し
た
天

あ
め
の

叢む
ら

雲く
も
の

剣つ
る
ぎだ

け
は
如
何
に
し
て

も
発
見
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

後
鳥
羽
天
皇
は
皇
位
に
不
可
欠
な
三
種
の
神
器
の
う
ち
天
叢
雲
剣
を
所

持
し
な
い
天
皇
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

定
家
は
、
こ
う
し
た
後
鳥
羽
院
と
刀
剣
と
の
並
々
な
ら
ぬ
因
縁
に
つ

い
て
充
二
分
に
承
知
し
て
い
な
が
ら
、
敢
え
て
後
鳥
羽
院
が
熱
中
す
る

鍛
冶
を
和
歌
に
詠
み
込
ん
だ
の
だ
。
し
か
し
、
定
家
が
「
煙
く
ら
べ
」

の
歌
で
た
だ
単
に
鍛
冶
を
暗
示
し
、
後
鳥
羽
院
と
刀
剣
と
の
浅
か
ら
ぬ

因
縁
を
詠
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
後
鳥
羽
院
を
激
怒
さ
せ
る
に

は
至
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
後
鳥
羽
院
の
激
怒
は
た
だ

単
に
刀
剣
だ
か
ら
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
三
種
の
神
器
の
一
つ
、
天

叢
雲
剣
に
起
因
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い

う
こ
と
は
、
こ
の
歌
に
は
ほ
か
な
ら
ぬ
天
叢
雲
剣
と
つ
な
が
る
何
か
が

隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
の
ど
こ
か
に
、
天

叢
雲
剣
を
指
し
示
す
何
ら
か
の
暗
示
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ

き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
想
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た

日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
に
ま
つ
わ
る
条
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
天
叢
雲
剣
の
来

歴
の
な
か
で
も
特
に
興
味
深
い
次
の
よ
う
な
説
話
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
。

　

東
国
平
定
の
た
め
に
東
征
の
任
を
申
し
出
ら
れ
た
日
本
武
尊
は
、
回

り
道
を
さ
れ
て
伊
勢
神
宮
に
参
拝
、
叔
母
で
あ
る
倭

や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

姫
命
か
ら
一
振

の
剣
、
す
な
わ
ち
天
叢
雲
剣
を
授
か
り
、
そ
れ
を
腰
に
佩
い
て
東
国
へ

と
向
か
わ
れ
た
。

是こ

の
歳と

し

に
、
日

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
、
初
め
て
駿す

る

河が

に
至
り
た
ま
ふ
。
其そ

の
処

と
こ
ろ

の
賊あ

た

、
陽い

つ
はり
従し

た
がひ
て
、
欺あ

ざ
むき
て
曰い

は

く
、「
是こ

の
野
に
、
麋お

ほ

鹿し
か

甚は
な
はだ

多お
ほ

し
。
気い

き

は
朝あ

さ

霧ぎ
り

の
如ご

と

く
、
足
は
茂も

き

林は
や
しの

如
し
。
臨い

で
まし

て
狩か

り
た

ま
へ
」
と
い
ふ
。
日
本
武
尊
、
其そ

の
言こ

と

を
信う

け
た
ま
ひ
、
野の

中な
か

に

入い

り
て
、
覓か

り獣
し
た
ま
ふ
。
賊あ

た

、
王み

こ

を
殺
さ
む
と
い
ふ
情

こ
こ
ろ

有あ

り
て
、
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王み
こ

と
は
日
本
武
尊
を
謂い

ふ
。
火
を
放つ

け
て
其そ

の
野
を
焼
く
。
王み

こ

欺あ
ざ
むか

え
ぬ

と
知し

ろ
し
め
し
て
、
則す

な
はち

燧ひ
う
ちを

以も

ち
て
火
を
出

う
ち
い
だし

、
向む

か
ひ
び
つ焼け

て
免

ま
ぬ
か

る
る
こ
と
得え

た
ま
ふ
。
一あ
る

に
云い

は
く
、
王み
こ

の
佩は

か
せ
る
剣
つ
る
ぎ
も
ら
く
も

藂
雲
、
自お
の

づ
か
ら
に
抽ぬ

け
て
、
王み
こ

の
傍
か
た
は
らの

草
を
薙な

ぎ
攘は
ら

ふ
。
是こ
れ

に
因よ

り
て
免
ま
ぬ
かる

る
こ
と
得
た
ま
ふ
。
故か
れ

、
其そ

の
剣
つ
る
ぎ

を
号な
づ

け
て
草く
さ
な
ぎ薙

と
曰い

ふ
と
い
ふ
。

�

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
七
、
景
行
天
皇
）（
11
）

　

日
本
武
尊
が
、
駿
河
の
国
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
そ
の
土
地
の
賊

が
偽
っ
て
従
い
、
こ
の
野
に
は
大
鹿
が
た
い
そ
う
多
い
の
で
、
狩
り
を

な
さ
い
ま
せ
と
尊
を
欺
い
た
。
そ
の
言
葉
を
信
用
さ
れ
た
尊
が
、
野
の

中
に
入
っ
て
狩
り
を
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
賊
は
尊
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と

野
に
火
を
放
っ
た
。
謀
ら
れ
た
と
知
っ
た
尊
は
、
即
座
に
火
打
を
打
っ

て
火
を
起
こ
し
、
迎
え
火
を
つ
け
て
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
。
一
説
に
は
、
こ
の
と
き
、
腰
に
帯
び
て
い
た
天
叢
雲
剣
が
、
ひ
と

り
で
に
抜
け
て
周
り
の
草
を
薙
ぎ
払
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
難
を
逃
れ
る

こ
と
が
で
き
た
と
も
い
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
剣
を
名
付
け
て
草
薙
剣
と

い
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
説
話
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
三
種
の
神
器
の
一
つ
で
あ
る

天
叢
雲
剣
が
「
野
」
と
関
わ
り
、「
火
」
と
関
わ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

し
か
も
、「
野
」
と
「
火
」
は
説
話
の
単
な
る
背
景
と
し
て
で
は
な
く
、

天
叢
雲
剣
が
草
薙
剣
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
ま
さ
に
呼
称
の
起

源
譚
に
深
く
関
与
し
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
草
薙
剣
は
「
野
」
や

「
火
」
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
定
家
の
詠
ん
だ
「
煙
く
ら
べ
」
の
歌
に
は
、

『
晋
書
』
に
お
け
る
鍛
冶
の
寓
意
だ
け
で
な
く
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け

る
草
薙
剣
の
説
話
も
ま
た
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
定
家
の
歌
に
い
う
「
野
原
の
柳
下
も
え
ぬ
」
と
は
、「
柳
」

の
「
下
」
に
広
が
る
「
野
原
」
が
燃
え
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
こ

こ
に
は
野
火
と
深
く
関
わ
る
草
薙
剣
の
説
話
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と

言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、「
野
原
」
に
広
が
る
「
草
」
は
、

「
柳
」
の
「
な
ぎ
」
と
相
俟
っ
て
「
く
さ
な
ぎ
」
す
な
わ
ち
「
草
薙
」

の
語
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、「
も
え
ぬ
」
の

「
え
ぬ
」
に
「
得
ぬ
」
の
意
が
掛
け
ら
れ
、
感
動
詞
の
「
あ
は
れ
」
を
「
哀

れ
」
と
受
け
取
る
な
ら
ば
、
こ
の
歌
に
は
、「
草
薙
」
の
剣
を
「
得
ぬ
」

こ
と
の
「
哀
れ
」
な
る
「
嘆
き
」
と
い
う
裏
の
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
歌
は
、
草
薙
剣
を
手
に

す
る
こ
と
の
叶
わ
な
い
後
鳥
羽
院
の
悲
嘆
を
詠
じ
た
辛
辣
極
ま
り
な
い

揶
揄
の
歌
と
し
て
見
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
。
定
家
は
、
後
鳥
羽
院
が

い
か
に
鍛
冶
に
執
心
し
、
い
か
に
見
事
な
銘
刀
を
数
多
く
焼
き
上
げ
よ

う
と
も
、
最
も
肝
心
な
草
薙
剣
そ
の
も
の
を
得
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
、

鍛
冶
の
煙
だ
け
で
な
く
嘆
き
の
煙
を
あ
げ
る
ば
か
り
だ
と
痛
烈
な
皮
肉

を
込
め
て
表
現
し
た
。
こ
れ
が
、「
煙
く
ら
べ
」
の
歌
の
真
意
だ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

事
件
当
日
、
欠
席
の
旨
を
申
し
出
て
い
た
定
家
に
対
し
て
、
歌
会
へ

の
出
席
を
再
三
要
請
し
た
の
は
順
徳
天
皇
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
上
意
の
背
後
に
後
鳥
羽
院
の
ご
意
向
が
強
く
反
映
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
定
家
は
そ
れ
に
不
承
々
々
従
い

な
が
ら
も
、
執
拗
な
ま
で
の
招
請
に
辟
易
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
こ
の

と
き
、
後
鳥
羽
院
へ
の
辛
辣
な
揶
揄
を
内
包
し
つ
つ
、
腹
立
ち
ま
ぎ
れ

に
放
っ
た
一
首
が
「
煙
く
ら
べ
」
の
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
れ
は
事
も
あ
ろ
う
に
、
文
武
百
般
に
通
じ
、
多
才
多
能
を
謳
わ
れ
た

後
鳥
羽
院
の
唯
一
に
し
て
最
大
の
弱
点
を
鋭
く
衝
く
と
い
う
悪
意
に
満

ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
、
草
薙
剣
は
天
皇
の
統
べ
る
権
威
の
う
ち
の
軍
事
力
を
象

徴
し
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
草
薙
剣
を
所
持
し
な

い
後
鳥
羽
院
は
、
と
り
わ
け
軍
事
力
に
劣
等
意
識
を
強
く
さ
れ
て
い
た

（　 ）11 ─　 ─
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こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、
後
鳥
羽
院
は
欠
落
す
る
軍
事
力
を
補
う
か

の
よ
う
に
、
優
れ
た
刀
鍛
冶
を
集
め
て
天
下
の
銘
刀
を
次
々
と
焼
か
せ

た
だ
け
で
な
く
、
上
皇
直
属
の
軍
と
し
て
従
来
か
ら
あ
っ
た
北
面
の
武

士
に
加
え
、
新
た
に
西
面
の
武
士
を
新
設
し
て
軍
事
力
の
増
強
を
図

り
、
天
皇
家
の
軍
事
力
を
誇
示
す
る
か
の
よ
う
に
鎌
倉
倒
幕
の
意
志
を

鮮
明
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
後
鳥
羽
院
の
ご
意
向
を
嘲
笑

う
か
の
よ
う
に
、
後
鳥
羽
院
の
内
奥
に
巣
食
う
劣
等
意
識
の
中
枢
に
向

け
て
、
痛
烈
な
一
撃
を
加
え
た
の
が
定
家
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

無
論
、
定
家
は
表
面
上
で
は
草
薙
剣
の
こ
と
な
ど
億
尾
に
も
出
し
て

い
な
い
。「
野
」
に
し
て
も
「
柳
」
に
し
て
も
、
与
え
ら
れ
た
題
に
則
っ

て
、
類
型
的
な
一
首
を
仕
立
て
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
旦

定
家
が
「
柳
下
に
鍛
す
」
と
い
う
故
事
成
語
を
媒
介
と
し
て
「
柳
」
に

鍛
冶
の
寓
意
を
付
加
し
、
日
本
武
尊
に
よ
る
野
火
の
説
話
を
踏
ま
え
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
何
の
変
哲
も
な
い
「
柳
」
と
「
野
」
の
も
た
ら
す
意

味
は
一
変
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
定
家
は
、
兼
題
に
掲
げ
ら
れ
た
あ
り

き
た
り
な
歌
材
を
さ
り
気
な
く
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
背
後
に

「
草
薙
剣
」
と
い
う
決
定
的
と
も
言
う
べ
き
暗
示
を
ひ
そ
か
に
盛
り
込

む
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
兼
題
の
中
に
「
柳
」
が

含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
定
家
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
好
都
合
だ
っ
た
筈

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
柳
と
言
え
ば
、
定
家
邸
の
柳
が
後
鳥
羽
院
に

よ
っ
て
再
度
掘
り
取
ら
れ
た
出
来
事
が
真
っ
先
に
連
想
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
英
明
な
後
鳥
羽
院
は
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
に
惑
わ

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
歌
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
底
意
を
け
っ
し
て

見
逃
さ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
後
鳥
羽
院
は
和
歌
を
見
抜
く
眼
識
に

ひ
と
き
わ
秀
で
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
上
に
、
檀
ノ
浦
に
消
え

た
天
叢
雲
剣
、
す
な
わ
ち
草
薙
剣
の
こ
と
を
片
時
も
忘
れ
て
い
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　

実
際
、
後
鳥
羽
院
は
、
檀
ノ
浦
に
没
し
た
草
薙
剣
の
発
見
に
拘
り
つ

づ
け
て
い
た
。
壇
ノ
浦
の
合
戦
か
ら
二
か
月
後
の
元
暦
二
年
（
一
一
八
五

年
）
五
月
、
後
鳥
羽
院
は
全
国
二
十
二
の
神
社
に
幣
帛
を
奉
ら
せ
、
八

咫
鏡
と
八
坂
瓊
曲
玉
が
無
事
に
戻
っ
た
こ
と
の
感
謝
と
共
に
草
薙
剣
発

見
の
祈
願
を
さ
せ
て
い
る
（
12
）。
こ
の
奉
幣
は
、
規
模
こ
そ
小
さ
く
は

な
っ
て
い
っ
た
も
の
の
、
毎
年
執
り
行
わ
せ
た
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
、

合
戦
か
ら
二
年
後
の
文
治
三
年
（
一
一
八
七
年
）
七
月
、
後
鳥
羽
院
は

勅
使
を
派
遣
し
、
壇
ノ
浦
に
お
い
て
草
薙
剣
の
捜
索
を
行
わ
せ
て
い

る
（
13
）。
さ
ら
に
、
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
年
）
五
月
に
は
、
藤
原
秀ひ

で

能よ
し

に
院
宣
を
下
し
、
鎮
西
に
派
遣
し
て
九
月
に
帰
京
す
る
ま
で
海
中
に

没
し
た
草
薙
剣
を
念
入
り
に
捜
索
さ
せ
て
い
る
（
14
）。
こ
の
よ
う
に
、

後
鳥
羽
院
は
神
頼
み
と
現
地
探
索
と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
草
薙
剣
の

発
見
に
異
様
な
執
念
を
燃
や
し
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
建
暦
二
年

と
言
え
ば
、
壇
ノ
浦
の
合
戦
か
ら
す
で
に
二
十
七
年
を
経
過
し
、
天
皇

の
御
世
も
後
鳥
羽
か
ら
土
御
門
を
経
て
さ
ら
に
順
徳
の
治
世
を
迎
え
て

い
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
後
鳥
羽
院
は
海
中
に
没
し
た
草
薙
剣
を
い

ま
だ
諦
め
切
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
後
鳥

羽
院
に
と
っ
て
草
薙
剣
を
所
持
し
な
い
と
い
う
事
実
は
、
寝
て
も
覚
め

て
も
念
頭
を
去
ら
な
い
痛
恨
事
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
定
家
が
「
煙
く

ら
べ
」
の
歌
で
、
草
薙
剣
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
後
鳥
羽
院
の
嘆
き

を
揶
揄
し
た
の
は
、
最
後
と
な
っ
た
こ
の
と
き
の
草
薙
剣
探
索
か
ら
わ

ず
か
七
年
余
り
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
も
草
薙
剣
に
拘
り
つ
づ
け

る
後
鳥
羽
院
が
、
こ
の
歌
を
目
に
さ
れ
る
や
否
や
、
激
し
い
怒
り
に
襲

わ
れ
た
の
は
、
至
極
当
然
の
反
応
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ

は
致
命
的
な
も
の
だ
っ
た
だ
け
に
、
後
鳥
羽
院
は
激
怒
以
外
の
表
現
方

法
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
宝
剣
不
帯
と
い

う
ま
ぎ
れ
も
な
い
現
実
は
、
後
鳥
羽
院
に
と
っ
て
屈
辱
以
外
の
何
も
の

で
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
治
天
の
君
の
み
が
知
る
、
治
天
の
君
で

（　 ）12─　 ─
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あ
る
が
ゆ
え
の
深
い
懊
悩
が
あ
っ
た
の
だ
。

　
『
順
徳
院
御
記
』
は
、「
殊
に
上
皇
逆げ

き

鱗り
ん

有
り
」
と
記
し
て
い
る
。
草

薙
剣
の
不
帯
こ
そ
は
、
後
鳥
羽
院
と
い
う
巨
大
な
竜
の
ま
さ
し
く
逆
鱗

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
鳥
羽
院
の
逆
鱗
中
の
逆
鱗
を
傍
若
無
人
に
撫
で
上

げ
た
の
が
定
家
の
詠
ん
だ
「
煙
く
ら
べ
」
の
歌
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
は
、

そ
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

結
　
び

　

承
久
の
乱
に
よ
っ
て
隠
岐
と
京
と
に
分
か
た
れ
た
後
鳥
羽
院
と
定
家

は
、
そ
の
後
二
度
と
再
び
相
見
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
後
鳥
羽
院
が
定
家
に
対
し
て
科
し
た
院
勘
は
、
終
に
宥
免
の
機
会

を
逸
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

定
家
自
身
が
、
事
の
真
相
に
つ
い
て
み
ず
か
ら
開
示
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
歌
が
表
面
的
に
は
類
型
的
な
述

懐
歌
と
し
て
成
立
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
裏
に
あ
る
寓
意
を
敢
え
て
説

明
す
る
こ
と
は
み
ず
か
ら
の
辛
辣
な
悪
意
を
暴
露
す
る
こ
と
に
他
な
ら

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
後
鳥
羽
院
に
し
て
み
て
も
、
こ
の
歌

が
い
か
に
無
礼
千
万
で
、
不
愉
快
こ
の
上
な
い
歌
で
あ
ろ
う
と
も
、
激

怒
の
真
相
に
つ
い
て
み
ず
か
ら
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
定
家
へ
の
非
難
を
高
め
る
こ
と
に
は
な
っ
た
も
の

の
、
み
ず
か
ら
の
致
命
的
な
喪
失
感
を
改
め
て
思
い
知
る
こ
と
に
他
な

ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
後
鳥
羽
院
の
周
辺
に
い
た

人
び
と
に
と
っ
て
も
同
様
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。
順
徳
天
皇
を
は
じ
め
と

す
る
当
時
の
人
び
と
が
仮
に
激
怒
の
真
相
に
つ
い
て
知
り
得
た
と
し
て

も
、
そ
れ
を
公
言
す
る
こ
と
は
憚
ら
れ
た
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
敢

え
て
そ
れ
を
暴
き
立
て
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
後
鳥
羽
院
自
身
の
絶
望
を

さ
ら
に
深
め
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
が
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
後
鳥
羽
院
や
定
家
と
い
っ
た
当
事

者
だ
け
で
な
く
、
そ
の
周
辺
に
い
た
人
び
と
も
ま
た
、
こ
の
事
件
に
つ

い
て
結
局
の
と
こ
ろ
口
を
緘
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
。

　

こ
う
し
て
、
定
家
が
辛
辣
な
意
図
を
込
め
て
詠
ん
だ
「
煙
く
ら
べ
」

の
歌
一
首
は
、
後
鳥
羽
院
に
よ
る
定
家
院
勘
と
い
う
事
実
だ
け
を
残
し

て
そ
の
真
相
を
闇
へ
と
葬
り
去
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

こ
の
歌
は
八
百
年
の
間
、
中
世
文
学
最
大
の
謎
の
一
つ
と
し
て
文
学
史

の
中
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
）��

『
順
徳
院
御
記
』（「
増
補
史
料
大
成
」
第
一
巻
「
歴
代
宸
記
」、
臨

川
書
店
、
昭
和
四
〇
年
、
二
五
四
頁
）

（
２
）��

久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』
上
巻
（
河
出
書
房
新
社
、

昭
和
六
〇
年
、
四
三
七
─
四
三
八
頁
）

（
３
）��

『
順
徳
院
御
記
』（「
増
補
史
料
大
成
」
第
一
巻
「
歴
代
宸
記
」、
臨

川
書
店
、
昭
和
四
〇
年
、
二
五
四
頁
）

（
４
）��

九
条
道
家
『
玉
蘂
』
承
久
二
年
三
月
五
日
条
（
思
文
閣
出
版
、
昭

和
五
九
年
、
二
三
一
頁
）

（
５
）��

『
順
徳
院
御
記
』（「
増
補
史
料
大
成
」
第
一
巻
「
歴
代
宸
記
」、
臨

川
書
店
、
昭
和
四
〇
年
、
二
五
七
─
二
五
八
頁
）

（
６
）��

『
順
徳
院
御
記
』（「
増
補
史
料
大
成
」
第
一
巻
「
歴
代
宸
記
」、
臨

川
書
店
、
昭
和
四
〇
年
、
二
五
九
頁
）

（
７
）��
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』（「
歌
論
歌
学
集
成
」
第
七
巻
、
三
弥
井
書

店
、
平
成
一
八
年
、
二
八
四
・
二
八
六
頁
）

（
８
）��
安
田
章
生
『
藤
原
定
家
研
究
』
増
補
版
（
至
文
堂
、
昭
和
五
〇
年
、

二
六
六
頁
）

（　 ）13 ─　 ─
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（
９
）��

佐
藤
恒
雄
「「
煙
く
ら
べ
」
の
歌
」（
初
出
「
和
歌
史
研
究
会
会
報
」

第
八
二
号
、
昭
和
五
九
年
二
月
。『
藤
原
定
家
研
究
』、
風
間
書
房
、

平
成
一
三
年
、
六
二
二
頁
）

（
10
）��
藤
平
春
男
「
定
家
と
後
鳥
羽
院
」
補
注
（
２
）（『
藤
平
春
男
著
作

集
』
第
二
巻
、
笠
間
書
院
、
平
成
九
年
、
四
五
三
頁
）

（
11
）��
目
崎
徳
衛
『
史
伝
後
鳥
羽
院
』
承
の
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成

一
三
年
、
一
一
六
頁
）

（
12
）��

石
田
吉
貞
「
新
古
今
歌
壇
と
歌
風
の
分
裂
（
一
）
─
─
定
家
と
後

鳥
羽
院
・
実
朝
─
─
」（
昭
和
女
子
大
学
『
学
苑
』
第
三
九
七
号
、

昭
和
四
八
年
一
月
、
七
頁
）

（
13
）��

久
保
田
淳
『
藤
原
定
家
』（「
王
朝
の
歌
人
」
９
、
集
英
社
、
昭
和

五
九
年
、
二
一
五
頁
）

（
14
）��

頓
阿
『
井
蛙
抄
』
第
六
（「
歌
論
歌
学
集
成
」
第
一
〇
巻
、
三
弥

井
書
店
、
平
成
一
一
年
、
三
〇
四
頁
）

（
11
）��

『
月
刈
藻
集
』
下
（「
続
群
書
類
従
」
第
三
三
輯
上
、
訂
正
三
版
、

昭
和
五
二
年
、
平
文
社
、
八
五
頁
）

（
11
）��

戸
田
茂
睡
『
梨
本
集
』（「
歌
論
歌
学
集
成
」
第
一
六
巻
、
三
弥
井

書
店
、
平
成
一
六
年
、
二
三
九
頁
）

（
11
）��

『
源
氏
物
語
』
④
「
柏
木
」（「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」、
小
学

館
、
平
成
八
年
、
二
九
六
頁
）

（
11
）��

久
保
田
淳
『
藤
原
定
家
』（「
王
朝
の
歌
人
」
９
、
集
英
社
、
昭
和

五
九
年
、
二
一
四
─
二
一
五
頁
）

（
19
）��

石
田
吉
貞
「
新
古
今
歌
壇
と
歌
風
の
分
裂
（
一
）
─
─
定
家
と
後

鳥
羽
院
・
実
朝
─
─
」（
昭
和
女
子
大
学
『
学
苑
』
第
三
九
七
号
、

昭
和
四
八
年
一
月
、
七
頁
）

（
20
）��

『
明
月
記
』
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
年
）
二
月
二
日
条
に
は
「
去

月
廿
五
日
、
刑
部
卿
・
中
将
兄
弟
依
リ二
院
宣
一ニ
入
二リ
テ
蓬
門
一ニ
、
切
二リ
庭
ノ

柳
二
本
許
一リ
ヲ
、
立
二ツ
ト
高
陽
院
殿
ノ
御
壷
ニ一
云
々
。（
中
略
）
但
シ
末
世

之
法
、
草
木
モ
猶
以
テ
如
シレ
此
ク
ノ
。
開
元
一
株
之
柳
モ
、
難
キレ
期
シ二
長
慶

之
春
ヲ一
歟か

」（『
訓
注　

明
月
記
』
第
三
巻
、
松
江
今
井
書
店
、
平
成

一
四
年
、
一
七
八
頁
）
と
あ
り
、
明
く
る
建
保
元
年
（
一
二
一
三
年
）

一
月
一
八
日
条
に
は
「
昏
ニ
、
左
近
大
夫
将
監
家
綱
入
リ二
蓬
門
ニ一
見
テレ

柳
ヲ
、
可
キ二
帰
参
ス一
由
有
ル二
仰
事
一
由
示
スレ
之
ヲ
。
相
逢
ヒ
テ
乍
ラレ
立
チ
帰
参
ス
。

去
年
所
ノレ
召
ス
柳
皆
枯
レ
失
セ
了を
は
ン
ヌ
ト
云
々
」（
三
七
二
頁
）、
同
年
一
月

二
八
日
条
に
は
「
別
当
微
行
シ
テ
入
リ二
蓬
門
ニ一
、
見
テ二
柳
樹
二
本
ヲ一
、
可
キレ

堀
リ二
渡
ス
高
陽
院
ニ一
由
、
被
レル
ト
命
ゼ二
青
侍
ニ一
云
々
」（
三
七
八
頁
）、
同
年

一
月
二
九
日
条
に
は
「
以
テ二
使
者
ヲ一
与と
二
太
理
一
問
答
ス
。
柳
ノ
間
ノ
事
也
。

二
本
可
キ二
堀
リ
取
ル一
由
ト
云
々
。
是
又
称
ス二
勅
定
ノ
由
ヲ一
。
近
代
之
儀
、
草

木
モ
猶
如
シレ
此
ク
ノ
。
午
ノ
時
許
リ
侍
等
引
二
卒
シ
テ
数
多
ノ
人
数
ヲ一
堀
ルレ
之
ヲ
」

（
三
七
九
頁
）
と
あ
る
。
丸
谷
氏
の
指
摘
は
一
月
二
九
日
の
記
事
の

み
だ
が
、『
明
月
記
』
か
ら
は
、
事
件
の
八
年
前
と
七
年
前
の
二
回

に
亘
っ
て
後
鳥
羽
院
が
定
家
の
邸
か
ら
柳
の
木
を
そ
れ
ぞ
れ
二
本
ず

つ
徴
発
し
、
そ
れ
を
定
家
が
必
ず
し
も
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
様

が
窺
わ
れ
る
。

（
21
）��

丸
谷
才
一
『
後
鳥
羽
院
』（「
日
本
詩
人
選
」
10
、
筑
摩
書
房
、
昭

和
四
八
年
、
二
二
八
─
二
二
九
頁
）

（
22
）��

栗
山
理
一
『
定
家
伝
』（
古
川
書
房
、
昭
和
四
九
年
、
一
二
四
頁
）

（
23
）��

谷
山
茂
「
後
鳥
羽
院
」（
初
出
『
日
本
文
学
の
歴
史
』
第
五
巻
、

角
川
書
店
、
昭
和
四
二
年
。『
中
世
和
歌
の
想
念
と
表
現
』、
思
文
閣

出
版
、
平
成
五
年
、
二
九
〇
頁
）

（
24
）��

石
田
吉
貞
「
新
古
今
歌
壇
と
歌
風
の
分
裂
（
一
）
─
─
定
家
と
後

鳥
羽
院
・
実
朝
─
─
」（
昭
和
女
子
大
学
『
学
苑
』
第
三
九
七
号
、

昭
和
四
八
年
一
月
、
七
─
八
頁
）

（
21
）��
寺
島
恒
世
「
定
家
・
後
鳥
羽
院
・
家
隆
─
─
和
歌
に
お
け
る
〈
君

臣
〉
の
構
図
─
─
」『
論
集　

藤
原
定
家
』（「
和
歌
文
学
の
世
界
」

第
一
三
集
、
笠
間
書
院
、
昭
和
六
三
年
、
一
八
三
頁
）

（　 ）14─　 ─
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（
21
）��

久
保
田
淳
「
定
家
─
─
そ
の
生
涯
と
時
代
」（
初
出
『
訳
注
藤
原

定
家
全
歌
集
』
下
巻
、
解
説
、
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
六
一
年
。『
中

世
和
歌
史
の
研
究
』（
明
治
書
院
、
平
成
五
年
、
六
二
八
頁
）

（
21
）��
村
山
修
一
『
藤
原
定
家
』（「
人
物
叢
書
」、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和

三
七
年
、
一
一
五
頁
）

（
21
）��
池
田
彌
三
郎
「
藤
原
定
家
」（「
人
物
日
本
の
歴
史
」
６
、
小
学
館
、

昭
和
五
〇
年
、
九
四
頁
）

（
29
）��

塚
本
邦
雄
「
後
鳥
羽
院
」（「
人
物
日
本
の
歴
史
」
６
、
小
学
館
、

昭
和
五
〇
年
、
一
三
七
頁
）

（
30
）��

安
藤
次
男
『
藤
原
定
家
』（「
日
本
詩
人
選
」
11
、
筑
摩
書
房
、
昭

和
五
二
年
、
二
〇
三
・
四
六
頁
）

（
31
）��

久
保
田
淳
『
藤
原
定
家
』（「
王
朝
の
歌
人
」
９
、
集
英
社
、
昭
和

五
九
年
、
二
一
八
頁
）

（
32
）��

久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』
上
巻
（
河
出
書
房
新
社
、

昭
和
六
〇
年
、
四
三
八
頁
、
頭
注
）

（
33
）��

「
建
保
五
年
六
月
定
家
卿
百
番
自
歌
合
」（
久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原

定
家
全
歌
集
』
下
巻
「
拾
遺
愚
草
員
外
之
外
」、
河
出
書
房
新
社
、

昭
和
六
一
年
、
二
四
九
頁
）

（
34
）��

久
保
田
淳
『
藤
原
定
家
』（「
王
朝
の
歌
人
」
９
、
集
英
社
、
昭
和

五
九
年
、
二
一
四
頁
）

（
31
）��

嵆
康
の
伝
は
『
晋
書
』
巻
第
四
九
、
列
伝
巻
第
一
九
「
嵆
康
」
な

ら
び
に
『
三
国
志
』
巻
第
二
一
「
魏
書
」
王
粲
伝
等
に
見
え
る
。

（
31
）��

嵆
康
の
略
伝
を
作
文
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、『
晋
書
』『
三
国
志
』

を
は
じ
め
と
し
て
、『
中
国
学
芸
大
事
典
』（
大
修
館
書
店
、
昭
和

五
三
年
）、『
中
国
人
名
辞
典
』（
日
本
図
書
、
昭
和
五
三
年
）、『
中

国
文
学
小
事
典
』（
高
文
堂
出
版
、
昭
和
四
七
年
）、『
世
界
伝
記
大

事
典
』
２〈
日
本
・
朝
鮮
・
中
国
編
〉（
ほ
る
ぷ
出
版
、
昭
和
五
三
年
）、

『
世
界
人
物
逸
話
大
事
典
』（
角
川
書
店
、
平
成
八
年
）、『
中
国
歴
史

文
化
事
典
』（
新
潮
社
、
平
成
一
〇
年
）、『
世
界
大
百
科
事
典
』
８（
平

凡
社
、
改
訂
新
版
、
平
成
一
九
年
）
等
を
参
照
し
た
。

（
31
）��

『
晋
書
』
巻
第
四
九
、
列
伝
巻
第
一
九
「
嵆
康
」（「
百
衲
本

二
十
四
史
」、
台
湾
商
務
印
書
館
、
中
華
民
国
二
六
年
＝
昭
和
一
二

年
、
三
六
一
頁
）

（
31
）��

村
山
修
一
『
藤
原
定
家
』（「
人
物
叢
書
」、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和

三
七
年
、
五
九
・
三
六
七
頁
）

（
39
）��

石
田
吉
貞
『
新
古
今
世
界
と
中
世
文
学
』
上
（
北
沢
図
書
出
版
、

昭
和
四
七
年
、
二
九
〇
頁
）

（
40
）��

久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』
上
巻
・
下
巻
（
河
出
書
房

新
社
、
昭
和
六
〇
─
六
一
年
）
の
頭
注
な
ら
び
に
補
注
参
照
。

（
41
）��

建
久
元
年
（
一
一
九
〇
年
）
九
月
に
披
講
さ
れ
た
「
花
月
百
首
」

の
一
首
「
あ
く
が
れ
し
雪
と
月
と
の
色
と
め
て
こ
ず
ゑ
に
か
を
る
春

の
山
か
げ
」（
久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』
上
巻
、
河
出

書
房
新
社
、
昭
和
六
〇
年
、
九
五
頁
）
の
補
注
に
は
「『
蒙
求
』
な

ど
に
い
う
子
猷
尋
戴
の
故
事
を
か
す
め
る
か
」
と
記
し
た
う
え
で
、

『
晋
書
』「
王
徽
子
伝
」
の
本
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。　

（
42
）��

建
保
六
年
（
一
二
一
七
年
）
春
の
作
で
あ
る
「
拾
遺
愚
草
員
外
雑

歌
」
の
一
首
「
夕
立
の
菊
の
し
を
れ
葉
は
ら
ふ
と
て
花
ま
ち
ど
ほ
に

人
や
あ
ざ
け
る
」（
久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』
下
巻
、

河
出
書
房
新
社
、
昭
和
六
一
年
、
一
〇
四
頁
）
に
は
「
凌
レ
汗
猶
思

衙
鼓
早　

嵆
康
陶
令
定
作
レ
嘲
」
と
「
嵆
康
」
の
名
が
明
記
さ
れ
て

い
る
。

（
43
）��

『
奥
入
』（
第
二
次
）
定
家
自
筆
本
（「
源
氏
物
語
大
成
」
第
一
三
冊
、

資
料
篇
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
六
〇
年
、
一
一
三
頁
）
に
は
、「
藤

裏
葉
」
の
巻
「
か
つ
ら
を
折
り
し
人
や
知
る
ら
ん
」
の
注
に
『
晋
書
』

列
伝
第
二
二
、
郤げ

き

詵せ
ん

伝
の
故
事
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
逸
話
は

『
蒙
求
』
に
も
見
え
る
が
、『
奥
入
』
は
「
晋
書
云
」
と
し
て
『
晋
書
』

（　 ）11 ─　 ─
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か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

（
44
）��

『
奥
入
』（
第
二
次
）
定
家
自
筆
本
（「
源
氏
物
語
大
成
」
第
一
三
冊
、

資
料
篇
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
六
〇
年
、
一
〇
二
頁
）

（
41
）��
「
後
鳥
羽
上
皇
」（「
人
物
・
日
本
の
歴
史
」
第
四
巻
、
読
売
新
聞
社
、

昭
和
四
一
年
、
一
七
六
─
一
七
八
頁
）

（
41
）��

『
神
皇
正
統
記　

増
鏡
』（「
日
本
古
典
文
学
大
系
」、
岩
波
書
店
、

昭
和
四
〇
年
、
二
七
一
頁
）

（
41
）��

『
承
久
記
』（「
新
撰
日
本
古
典
文
庫
」、
現
代
思
潮
社
、
昭
和
五
七

年
、
八
七
頁
）

（
41
）��

尾
崎
雅
嘉
『
百
人
一
首
一
夕
話
』
巻
の
九
（『
百
人
一
首
一
夕
話
』

下
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
八
年
、
二
八
八
頁
）

（
49
）��

塚
本
邦
雄
「
後
鳥
羽
院
」（「
人
物
日
本
の
歴
史
」
６
、
小
学
館
、

昭
和
五
〇
年
、
一
三
三
─
一
三
四
頁
）

（
10
）��

九
条
兼
実
『
玉
葉
』
寿
永
二
年
八
月
二
〇
日
条
（「
図
書
寮
叢
刊
」、

九
条
家
本
『
玉
葉
』
八
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
平
成
一
四
年
、
二
一
七

頁
）

（
11
）��

『
日
本
書
紀
』
①
（「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」、
小
学
館
、
平

成
六
年
、
三
七
五
頁
）

（
12
）��

吉
田
経
房
『
吉
記
』
元
暦
二
年
五
月
六
日
条
（「
増
補
史
料
大
成
」

第
三
〇
巻
、
臨
川
書
店
、
昭
和
四
〇
年
、
一
四
四
頁
）

（
13
）��

『
百
錬
抄
』
第
一
〇
、
文
治
三
年
七
月
二
〇
日
条
（「
新
訂
増
補
國

史
大
系
」
第
一
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
〇
年
、
一
一
八
頁
）

（
14
）��

『
尊
卑
分
脉
』
第
二
篇
（「
新
訂
増
補
國
史
大
系
」
第
五
九
巻
、
吉

川
弘
文
館
、
昭
和
四
一
年
、
四
〇
八
頁
）。
藤
原
秀
能
『
如に

よ

願が
ん

法
師
集
』

（「
新
編
国
歌
大
観
」
第
七
巻
、
私
家
集
編
Ⅲ
「
歌
集
」、
角
川
書
店
、

平
成
元
年
、
二
九
九
頁
）

（　 ）11─　 ─
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承
久
二
年
、
藤
原
定
家
は
自
作
の
歌
が
後
鳥
羽
院
の
目
に
触
れ
、
突

如
院
勘
を
蒙
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
真
相
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま

で
に
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
が
、
今
も
っ
て
明
ら
か
で
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
件
の
経
緯
を
閲
す
る
限
り
、
定
家
の
詠
ん

だ
和
歌
が
事
件
の
原
点
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
否
定
で
き
な
い

事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
「
煙
く
ら
べ
」
の
歌
一
首
に
立

ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
鳥
羽
院
激
怒
の
真
因
に
肉
薄
し
て
み
よ
う

と
思
う
。

　

定
家
が
詠
ん
だ
歌
「
道
の
べ
の
野
原
の
柳
し
た
も
え
ぬ
あ
は
れ
歎
の

煙
く
ら
べ
に
」
に
は
、
寓
意
や
暗
示
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
私
は
考
え

る
。
こ
の
歌
の
「
柳
し
た
も
え
ぬ
」
と
い
う
詞
句
に
は
、「
竹
林
の
七
賢
」

の
一
人
で
あ
る
嵆
康
が
柳
の
下
で
鍛
冶
に
い
そ
し
ん
だ
と
い
う
『
晋

書
』
の
記
述
か
ら
鍛
冶
の
寓
意
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、「
野
原
」

が
燃
え
た
と
い
う
表
現
に
は
、
日
本
武
尊
が
野
火
に
取
り
巻
か
れ
た
と

い
う
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
か
ら
草
薙
剣
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
歌
は
草
薙
剣
を
手
に
す
る
こ
と
の
叶
わ
な
い
後
鳥

羽
院
の
悲
嘆
を
詠
じ
た
辛
辣
極
ま
り
な
い
揶
揄
の
歌
と
し
て
見
る
こ
と

が
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
鳥
羽
院
は
こ
の
歌
に
隠
さ
れ

た
定
家
の
真
意
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
見
抜
か
れ
た
た
め
、
激
昴
さ
れ
た
の

で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

（　 ）11 ─　 ─


