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岩

坪

健

本
稿
は
『
源
氏
流
極
秘
奥
儀
抄
』
の
真
木
柱
（『
源
氏
物
語
』
第
三
一
帖
）
か
ら
鈴
虫
（
第
三
八
帖
）
ま
で
を
掲
載
す
る
。
各
帖
の
担

当
者
（
井
上
大
佑
、
塚
本
舞
衣
、
香
ノ
木
麻
由
）
は
、
す
べ
て
本
学
博
士
課
程
在
学
者
で
あ
る
。
凡
例
な
ど
は
前
稿
と
同
じ
で
あ
る
の
で

省
略
す
る
。マ

キ
ハ
シ
ラ

三
十
一

真
木
柱

１

ク
ロ

キ
タ

カ
タ

ツ
キ

ユ
ヘ

キ
タ

カ
タ

コ
ノ
ヲ
ン
カ
タ

ひ
け
黒
の
北
の
方
に
も
の
ゝ
け
付
て
お
は
せ
し
故
、

２タマ玉
か
つ
ら
を
北
の
方
に
な
し
給
ひ
て
、
す
て
か
へ
、

３タイ
シ
ヤ
ウ

大
将
、
此
御
方
よ
り
か
へ
り

キ
タ

カ
タ

サ
ト

ハ
シ
ラ

ス
コ

ナ
カ

イ
レ

イ
タ
シ
タ
マ

マ
キ
ハ
シ
ラ

給
は
ね
ば
、
も
と
の
北
の
方
、
里
に
か
へ
ら
ん
と
お
ぼ
し
め
し
て
、

４ウタ歌
を
か
き
、
柱
の
少
し
わ
れ
た
る
中
江

お
し
入
て
出
給
ふ
を
、
槙
柱

マ
キ

カ
ミ

イ
ロ

の
巻
と
な
つ
け
た
り
。

５カキ書
給
ひ
し
紙
の
い
ろ
は
、
ひ
は
だ
色
な
り
。

ヤ
ト

マ
キ

ハ
シ
ラ

ワ
レ

ワ
ス
ル

６イマ今
は
と
て
宿
か
れ
ぬ
と
も
な
れ
き
つ
る
槙
の
柱
よ
我
を
忘
る
な

マ

キ
ハ
シ
ラ

真
木
柱

コ
テ
ン
イ
ハ
ク

ミ
キ

カ
レ

オ
ホ
ハ

８

ウ
ラ
ミ
シ
ュ
ツ
ク
ハ
イ

イ

フ
ク
ミ

イ
バ
ラ

ハ
リ

モ
ノ

イ
ク

ナ
ラ
ヒ

御
伝
ニ

曰
、

７チヤ
ウ
シ
ユ
ン

長

春
を
幹
に
し
て
、
枯
た
る
大
葉
あ
し
ら
ひ
也
。
是
は
恨
述
懐
の
意
を
含
て
、
茨
あ
ざ
み
な
ど
針
あ
る
物
を
活
る
を
習
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ハ
ナ
イ
レ

ハ
シ
ラ

カ
ク

コ
ト

コ
ノ
マ
キ

オ
コ
ル

コ
ヽ
ロ
ウ

と
す
。

９マタ又
、
花
入
を
柱
に
懸
る
こ
と
、
此
巻
よ
り
起
原
と
心
得
へ
し
。

ク
ア
ン
イ
ハ
ク

ハ
ナ
カ
タ

チ
ン
キ
ヤ
ク
キ
ニ
ン

シ
ヨ
ク
ハ
イ

イ
ク

マ
タ

キ
ヤ
ク

ス
ウ
ヘ
イ
コ
ノ
ミ

イ
ク

ウ
タ

愚
按
ニ

曰
、コ
ノ此
花
形
、
珍
客
貴
人
な
ど
の
初
会
に
は
活
べ
か
ら
す
。
又
、
客
よ
り
数
瓶
好
あ
れ
は
、
活
る
も
く
る
し
か
ら
ず
。
マ
タ又
、
歌

カ
キ
タ
マ

カ
ミ

イ
ロ

ハ
ナ

イ
ロ

ヨ
リ

ヒ
ア
フ
キ

コ
ノ
イ
ロ

ニ

ハ
ナ

ナ
ニ

を
書
給
へ
る
紙
の
色
、
ヒ
ハ
ダ
イ
ロ
也
。ヒ
ア
フ
キ

射
干
芝
蘭
モ
ヨ
シ
の
花
の
色
と
し
る
へ
し
。
依
而
、
檜
扇
を
い
く
る
も
よ
し
。
此
色
に
似
た
る
花
、
何
に

ア
カ
イ
ロ

ハ
ナ

カ
シ
ハ

イ
ク

て
も
よ
し
。マ
タ又
、
赤
色
の
花
も
よ
し
。「
は
い
も
た
ち
、
御
そ
も
、
や
け
こ
が
れ
な
ん
と
す
」
と
い
ふ
詞
に
よ
れ
り
。
又
、
柏
を
も
活
る

カ
シ
ハ
キ

な
り
。
玉
か
つ
ら
と
柏
木
と
、
お
と
ゞ
ひ
に
て
、
お
は
し
ま
す
を
し
ら
ず
、
い
ひ
わ
た
り
し
な
り
。

三
十
一

真
木
柱

明
石
の
中
宮
。
長
春
、
枯
レ
タ
ル

大
葉
、
茨
、
ア
ザ
ミ
、
射
干
、
芝
蘭
、（
掛
花
）。

も
の

け

【
訳
】
髭
黒
の
大
将
の
奥
方
に
物
の
怪
が
と
り
憑
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
玉
鬘
を
後
妻
に
な
さ
っ
て
（
前
妻
を
）
捨
て
替
え
、
髭

黒
の
大
将
は
こ
の
玉
鬘
の
元
か
ら
（
前
妻
の
所
に
）
お
帰
り
に
な
ら
な
い
の
で
、
元
の
奥
方
は
実
家
に
帰
ろ
う
と
お
思
い
に
な
り
、（
娘

で
あ
る
真
木
柱
は
）
和
歌
を
書
き
、（
常
に
寄
り
か
か
っ
て
い
た
）
柱
の
少
し
割
れ
て
い
る
中
に
（
歌
を
書
い
た
紙
を
）
押
し
入
れ
て
、

ひ
わ
だ

（
家
か
ら
）
お
出
に
な
ら
れ
る
の
で
、
真
木
柱
の
巻
と
名
づ
け
た
。（
歌
を
）
お
書
き
に
な
っ
た
紙
の
色
は
、
檜
皮
色
で
あ
る
。

今
は
も
う
こ
れ
で
こ
の
家
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
長
い
間
馴
れ
親
し
ん
で
き
た
真
木
の
柱
よ
、
私
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
で

お
く
れ
。

師
伝
に
よ
る
と
、
長
春
花
を
中
心
に
し
て
、
枯
れ
て
い
る
大
葉
を
添
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恨
み
や
不
満
を
述
べ
る
と
い
う
意
味
を
含

い
ば
ら

あ
ざ
み

と
げ

み
、
茨
や
薊
な
ど
棘
が
あ
る
も
の
を
活
け
る
こ
と
を
決
ま
り
と
す
る
。
ま
た
、
花
器
を
柱
に
掛
け
る
こ
と
は
、
こ
の
巻
か
ら
始
ま
る
と
心

得
る
が
よ
い
。

愚
案
に
よ
る
と
、
こ
の
形
式
は
、
珍
し
い
客
や
身
分
の
高
い
人
な
ど
の
（
い
ら
っ
し
ゃ
る
）
初
め
て
の
会
合
で
は
、
活
け
て
は
い
け
な

い
。
ま
た
、
客
か
ら
数
瓶
の
望
み
が
あ
れ
ば
、
活
け
て
も
差
し
さ
わ
り
な
い
。
ま
た
、（
真
木
柱
が
）
歌
を
お
書
き
に
な
っ
た
紙
の
色

『
源
氏
流
極
秘
奥
儀
抄
』
注
釈
（
五
）
３１
真
木
柱
〜
３８
鈴
虫

― ２ ―



は
、
檜
皮
色
で
あ
る
。
射
干
ま
た
は
芝
蘭
の
花
の
色
だ
と
知
っ
て
お
き
な
さ
い
。
よ
っ
て
、（
射
干
の
別
名
で
あ
る
）
檜
扇
を
活
け
て

も
よ
い
。
こ
の
色
に
似
て
い
る
花
は
、
何
で
も
（
活
け
て
）
よ
い
。
ま
た
、
赤
色
の
花
も
よ
い
。「（
髭
黒
の
大
将
の
前
妻
が
、
香
炉
の

灰
を
大
将
に
浴
び
せ
か
け
た
の
で
）
灰
が
立
ち
こ
め
、（
髭
黒
の
大
将
の
）
お
召
し
物
も
焼
け
焦
が
れ
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
に
よ

っ
て
い
る
。
ま
た
、
柏
も
活
け
る
の
で
あ
る
。
玉
鬘
と
柏
木
と
が
（
異
腹
の
）
姉
弟
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
（
柏
木
は
）
知
ら
ず
、

（
玉
鬘
に
）
絶
え
ず
言
い
寄
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

【
注
】
１
「
ひ
げ
く
ろ
の
北
の
方
に
も
の
ゝ
け
付
て
お
は
せ
し
ゆ
へ
」（『
龍
野
』）。
髭
黒
の
大
将
の
北
の
方
は
、
物
の
怪
が
と
り
憑
い
て

（
マ
マ
）

い
る
た
め
時
折
、
正
気
を
失
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

２
「
玉
か
つ
ら
を
北
の
か
た
に
な
し
給
ひ
て
、
す
て
候
へ
」（『
龍
野
』）。「
ひ
け
く

（
帰
り
）

ろ
の
大
将
の
北
の
か
た
に
な
り
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。

３
「
大
将
、
此
御
方
よ
り
か
へ
り
た
ま
は
ね
は
、
も
と
の
北
の
か
た
、
里
へ
か
へ

ら
ん
と
覚
し
め
し
て
」（『
龍
野
』）。

４
「
歌
を
か
き
、
柱
の
す
こ
し
ひ
ら
き
わ
れ
た
る
中
へ
お
し
入
て
、
い
で
給
ふ
を
、
ま
き
柱
の
巻

（

笄

）

と
申
に
て
候
」（『
龍
野
』）。「
出
給
ふ
と
て
、
此
歌
を
か
き
て
、
は
し
ら
の
す
こ
し
わ
れ
た
る
な
か
へ
、
か
う
か
ひ
の
さ
き
に
て
、
を
し

入
た
ま
ふ
な
り
」（『
小
鏡
』）。
北
の
方
の
娘
で
あ
る
真
木
柱
は
、
い
つ
も
寄
り
か
か
っ
て
い
た
柱
と
の
別
れ
を
惜
し
み
、
柱
の
割
れ
目
に

ひ
の
き

和
歌
を
書
い
た
紙
を
入
れ
た
。「
真
木
柱
」
は
杉
や
檜
で
作
っ
た
柱
で
、
ゆ
か
り
を
表
す
歌
語
。
こ
こ
で
は
娘
の
真
木
柱
と
、
父
親
の
髭

黒
の
大
将
と
の
ゆ
か
り
を
表
す
。
鎌
倉
初
期
に
順
徳
天
皇
が
著
し
た
歌
学
書
『
八
雲
御
抄
』
に
は
、「
も
の
の
ゆ
か
り
な
ど
を
も
、
真
木

（
檜
皮
色
）

柱
と
言
ふ
な
り
」
と
あ
る
。

５
「
か
き
給
ひ
し
紙
の
色
、
ひ
は
た
色
な
り
」（『
小
鏡
』）。
檜
皮
色
は
、
蘇
芳
（
紫
が
か
っ
た
赤
色
）
の

黒
み
が
か
っ
た
色
、
ま
た
は
檜
の
よ
う
な
赤
茶
色
。
柱
の
色
に
似
た
紙
の
色
を
使
用
し
た
の
は
、
紙
を
入
れ
た
こ
と
が
分
か
ら
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
か
。
あ
る
い
は
当
時
、
手
紙
に
付
け
る
草
花
の
色
は
、
紙
の
色
に
合
わ
せ
る
習
わ
し
が
あ
り
、
そ
れ
に
準
じ
た
か
。

６
巻

名
歌
。『
龍
野
』『
小
鏡
』
と
も
異
同
な
し
。
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
か
ら
、
北
の
方
の
娘
は
真
木
柱
と
呼
ば
れ
る
。
菅
原
道
真
が
左
遷
さ
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こ

ち

あ
る
じ

れ
た
と
き
、
自
邸
の
梅
を
詠
ん
だ
和
歌
、「
東
風
吹
か
ば
匂
ひ
起
こ
せ
よ
梅
の
花
主
な
し
と
て
春
を
忘
る
な
」（
拾
遺
和
歌
集
・
雑
春
・
一

こ
う
し
ん
ば

ら

〇
〇
六
）
の
発
想
に
よ
る
。

７
「
此
形
、
長
春
を
身
木
に
す
る
。
枯
大
葉
、
応
答
也
」（『
龍
野
』）。「
長
春
」
は
庚
申
薔
薇
の
漢
名
で
、

と
げ

月
季
花
と
も
言
う
。
三
角
状
の
棘
が
あ
り
、『
大
和
本
草
』
の
月
季
花
の
項
目
に
、「
イ
ハ
ラ
ノ
類
ナ
リ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。『
い
け
ば

な
総
合
大
事
典
』
に
よ
る
と
、
薔
薇
は
棘
が
あ
る
た
め
祝
い
の
席
に
は
用
い
な
い
が
、
庚
申
薔
薇
は
祝
言
で
も
活
け
た
と
あ
る
。「
長
春
」

と
こ
は
る

に
は
常
春
（
常
に
春
で
あ
る
）
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
玉
鬘
と
髭
黒
と
の
結
婚
を
示
す
か
。「
あ
し
ら
い
」
と
は
主
と
な
る
物

に
添
え
て
、
そ
の
働
き
を
助
け
る
物
の
う
ち
、
道
具
や
役
枝
以
外
の
枝
を
指
す
。
こ
の
場
合
は
長
春
を
支
え
る
大
葉
が
「
あ
し
ら
い
」
に

な
る
。
枯
れ
て
い
る
葉
は
活
け
花
に
は
一
般
的
に
好
ん
で
使
わ
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
髭
黒
の
大
将
に
捨
て
ら
れ
た
前
妻
を
象
徴
す
る

（

茨

）

あ
ざ
み

か
。

８
「
是
は
、
う
ら
み
述
懐
故
、
い
は
ら
物
、
あ
ざ
み
の
類
を
生
る
也
」（『
龍
野
』）。
茨
は
、
と
げ
の
あ
る
低
木
類
の
総
称
。
薊
は

山
や
野
に
自
生
す
る
多
年
草
で
、
枝
の
先
に
淡
紅
紫
色
の
頭
花
が
咲
き
、
葉
に
と
げ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
注
７
の
「
長
春
」
を
含
め
、
髭

黒
の
大
将
に
捨
て
ら
れ
た
前
妻
の
恨
み
を
暗
示
す
る
。

９
「
諸
花
入
レ
を
、
柱
に
う
ち
懸
る
事
は
、
此
巻
よ
り
起
る
な
り
」（『
龍

野
』）。
柱
や
長
押
に
花
器
を
掛
け
、
花
を
活
け
る
こ
と
を
い
う
。
江
戸
時
代
初
期
に
出
版
さ
れ
た
『
仙
伝
抄
』
に
「
な
げ
し
の
花
の
事
」

の
説
明
が
あ
り
、
古
く
か
ら
知
ら
れ
る
。
柱
の
割
れ
目
に
歌
を
書
い
た
紙
を
入
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
活
け
方
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ

う
。

身
分
の
高
い
人
な
ど
と
の
初
会
に
活
け
な
い
の
は
、
前
妻
の
恨
み
（
注
８
）
を
表
現
す
る
よ
う
な
活
け
方
で
あ
る
か
ら
か
。

シ
ャ
ガ

ひ
お
う
ぎ

注
５
を
参
照
。

射
干
は
檜
扇
の
漢
名
。
葉
が
扇
形
に
開
い
て
つ
く
こ
と
か
ら
檜
扇
と
呼
ば
れ
、
黄
赤
色
の
斑
点
の
あ
る
花
が
咲

く
。
そ
の
花
の
色
を
用
い
る
理
由
は
、
注

参
照
。「
芝
蘭
」
は
芝
草
（
霊
芝
。
万
年
茸
）
と
蘭
草
（
藤
袴
）
で
、
と
も
に
香
草
。
鬚

黒
の
大
将
は
玉
鬘
の
も
と
へ
行
く
た
め
、
装
束
に
香
を
焚
き
し
め
た
。
そ
の
香
り
を
表
現
し
た
か
。
ち
な
み
に
、「
芝
蘭
の
先
づ
敗
る
る

こ
と
を
嘲
る
」（
和
漢
朗
詠
集
・
上
・
秋
菊
・
二
六
八
）
に
お
け
る
「
芝
蘭
」
は
善
人
や
君
子
の
比
喩
。

鬚
黒
の
大
将
の
北
の
方
は
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物
の
怪
に
よ
っ
て
正
気
を
失
い
、
玉
鬘
の
も
と
へ
出
か
け
よ
う
と
す
る
鬚
黒
の
大
将
に
香
炉
の
灰
を
浴
び
せ
か
け
、
大
将
の
装
束
が
焼
け

（
灰
）

（
御
衣
）

（
焼
け
焦
が
れ
）

焦
げ
た
こ
と
に
よ
り
、香
炉
の
中
に
あ
る
炭
火
を
連
想
す
る
赤
色
の
花
を
活
け
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
は
い
も
た
ち
、御
そ
も
や
け
こ
か
れ

な
ん
と
せ
し
な
り
」（『
小
鏡
』）。
注
１３
参
照
。

柏
は
ブ
ナ
科
の
落
葉
高
木
。
柏
木
が
玉
鬘
を
、
異
母
姉
だ
と
知
ら
ず
に
求
婚
し
て
い

た
こ
と
に
よ
る
。

（
香
ノ
木
麻
由
）

ウ
メ
カ
エ

三
十
二

梅
枝

ケ
ン
シ

ロ
ク
シ
ヤ
ウ

イ
ン

モ
ノ

ア
リ

ト
キ

ア
サ

サ
イ
イ
ン

２

ス
キ

ウ
メ

１ムツ
キ
ノ
ツ
コ
モ
リ

正
月
晦
日
の
こ
ろ
、
源
氏
の
お
と
ゝ
六
条
の
院
に
て
た
き
物
あ
は
せ
有
し
時
、
朝
か
ほ
の
斎
院
よ
り
、
ち
り
過
た
る
梅
が
え
に
ふ
み
つ
け

３

モ
ノ
イ
レ

コ
ヨ
ウ

ツ
ケ

シ
ロ

ウ
メ

オ
リ

ツ
ケ

て
、
こ
ん
る
り
の
つ
ぼ
に
た
き
物
入
て
、
五
葉
の
え
だ
に
付
、
白
き
つ
ぼ
に
も
た
き
も
の
い
れ
て
、
梅
を
折
て
む
す
び
付
た
る
い
と
の
さ

ま
、
な
よ
び
か
に
え
な
ら
ず
、
お
も
し
ろ
く
し
な
さ
れ
た
る
、
そ
の
歌
。

カ

ウ
ツ

ソ
テ

ア
サ

４ハナ花
の
香
は
ち
り
に
し
え
た
に
と
ま
ら
ね
と
移
ら
ん
袖
に
浅
く
し
ま
め
や

ウ
メ
カ
エ

梅
枝

コ
テ
ン
イ
ハ
ク

ミ
キ
シ
ラ
ウ
メ

６

オ
オ
ハ

シ
ヤ
カ

ホ
カ

ツ
コ
モ
リ

ケ
ン
シ

御
伝
ニ

曰
、

５コノ
カ
タ

此
形
、
幹
白
梅
に
か
ぎ
る
也
。
あ
し
ら
ひ
は
又
、
大
葉
か
鳶
尾
な
る
へ
し
。
外
の
あ
し
ら
ひ
な
し
。
正
月
晦
日
こ
ろ
源
氏
の

大

臣

ロ
ク
シ
ャ
ウ
ノ
イ
ン

タ
キ
モ
ノ
ア
ハ
セ

マ
キ

お
と
ゞ
、
六
条
院
に
て
薫
合
あ
り
し
巻
也
と
心
得
へ
し
。

ク
ア
ン
イ
ハ
ク

ウ
メ

フ
ミ

タ
キ
モ
ノ

シ
カ

コ
ン

ハ
ナ

キ
キ
ヤ
ウ

愚
按
ニ

曰
、「
梅
が
え
に
文
つ
け
て
、
こ
ん
る
り
の
つ
ぼ
、
薫
い
れ
て
」
と
あ
り
。
然
れ
は
紺
る
り
の
花
、

７カフ
ト
サ
ウ

烏
頭
、
桔
梗
な
と
も
よ
し
。

マ
タ

マ
ツ

シ
ロ

タ
キ
モ
ノ
イ
レ

マ
タ

ナ
ラ
ヒ

又
、

８コ
ヨ
ウ

五
葉
の
松
に

９ハク
ク
ハ

白
花
も
よ
し
。「
白
き
つ
ぼ
に
薫
入
て
」
云
々
。
又
、
ハ
ナ花
の
も
と
を
、
き
ぬ
い
と
に
て
む
す
び
さ
げ
た
る
も
、
習
あ

フ
チ

カ
キ
ツ
ハ
タ

ム
ラ
サ
キ

ウ
へ

ク
サ
ク
サ
ノ
ハ
ナ
ヲ

り
。
マ
タ又
、
藤
、
杜
若
も
よ
し
。
紫
の
上
に
た
と
ふ
。
マ
タ又
、
艸
草
種
々
も
い
く
る
也
。

め
つ
ら
し
と
ふ
る
さ
と
人
も
ま
ち
そ
み
ん
花
の
に
し
き
を
着
て
か
へ
る
君

― ５ ―
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三
十
二

梅
枝

左
大
臣
。
白
梅
、
カ
フ
ト
サ
ウ
、
桔
梗
、
藤
、
杜
若
。

た
き
も
の

【
訳
】
一
月
下
旬
の
こ
ろ
、
大
臣
で
あ
る
光
源
氏
が
（
自
邸
の
）
六
条
院
で
薫
物
合
わ
せ
を
行
な
っ
た
と
き
、
朝
顔
の
斎
院
か
ら
（
光
源

氏
へ
）
花
が
す
っ
か
り
散
っ
て
し
ま
っ
た
梅
の
枝
に
手
紙
を
付
け
て
、
紺
瑠
璃
の
壺
に
薫
物
を
入
れ
て
、
五
葉
松
の
枝
に
（
紺
瑠
璃
の
壺

を
）
付
け
、
白
い
壺
に
も
薫
物
を
入
れ
て
、
梅
（
の
枝
）
を
折
り
（
白
い
壺
に
）
結
び
付
け
た
糸
の
様
子
は
し
な
や
か
で
素
晴
ら
し
く
、

趣
が
あ
る
よ
う
に
な
さ
れ
た
（
と
き
に
添
え
ら
れ
た
）
そ
の
和
歌
。

花
の
香
り
は
、
散
っ
て
し
ま
っ
た
枝
（
私
の
よ
う
に
老
い
た
身
）
に
は
残
り
ま
せ
ん
が
、
香
を
焚
き
し
め
た
（
明
石
の
姫
君
の
）
袖

に
香
り
が
淡
く
染
み
こ
む
で
し
ょ
う
か
、
い
や
深
く
染
み
こ
み
ま
す
。

師
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
形
式
の
中
心
は
白
梅
に
限
る
の
で
あ
る
。
共
に
合
わ
せ
る
も
の
は
、
大
葉
か
鳶
尾
が
よ
か
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
の
合

わ
せ
は
な
い
。
一
月
下
旬
頃
、
光
源
氏
の
大
臣
が
六
条
院
で
薫
物
合
わ
せ
を
行
な
っ
た
巻
で
あ
る
と
心
得
る
が
よ
い
。

愚
案
に
よ
る
と
、「
梅
の
枝
に
手
紙
を
付
け
て
、
紺
瑠
璃
の
壺
に
薫
物
を
入
れ
て
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
紺
瑠
璃
色
の
花
で
あ
る

と
り
か
ぶ
と

鳥
兜
や
桔
梗
な
ど
も
よ
い
。
ま
た
、
五
葉
の
松
に
白
色
の
花
も
よ
い
。「
白
い
壺
に
薫
物
を
入
れ
て
」
云
々
（
と
あ
る
）。
ま
た
、
花

の
元
を
絹
糸
で
結
び
糸
を
垂
ら
す
の
も
、
習
わ
し
が
あ
る
。
ま
た
、
藤
や
杜
若
も
よ
い
。
紫
の
上
に
な
ぞ
ら
え
る
。
ま
た
、
多
く
の
種

類
の
花
も
活
け
る
の
で
あ
る
。

珍
し
い
と
昔
な
じ
み
の
人
（
あ
な
た
の
妻
）
も
待
ち
受
け
て
見
る
だ
ろ
う
、
花
の
錦
を
着
て
帰
る
君
（
蛍
兵
部
卿
宮
）
を
。

つ
こ
も
り

け
ん
し

ゐ
ん

【
注
】
１
「
正
月
晦
日
の
こ
ろ
、
源
氏
の
お
と
ゝ
の
六
て
う
の
院
に
て
、
た
き
物
あ
は
せ
あ
り
し
」（『
小
鏡
』）。「
正
月
の
頃
、
源
氏
、
た

き
も
の
を
あ
わ
せ
給
ひ
し
時
」（『
龍
野
』）。「
六
条
の
院
」
は
、
六
条
の
御
息
所
の
住
居
が
あ
っ
た
六
条
京
極
辺
り
に
、
光
源
氏
が
造
営

し
た
邸
宅
。
敷
地
は
四
分
割
さ
れ
て
お
り
、
春
の
御
殿
に
紫
の
上
、
夏
の
御
殿
に
花
散
里
、
秋
の
御
殿
に
秋
好
中
宮
、
冬
の
御
殿
に
明
石

『
源
氏
流
極
秘
奥
儀
抄
』
注
釈
（
五
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の
君
を
住
ま
せ
た
。
薫
物
合
わ
せ
と
は
、
め
い
め
い
が
秘
密
に
調
合
し
た
薫
物
を
持
ち
寄
り
、
判
者
が
優
劣
を
判
定
す
る
遊
戯
。
薫
物
と

は
香
木
を
粉
末
に
し
た
も
の
を
、
蜂
蜜
な
ど
で
練
り
合
わ
せ
て
作
っ
た
も
の
で
、
そ
の
制
作
は
秘
伝
と
さ
れ
た
。

２
「
ち
り
す
き
た
る

む
め

（
文
）

梅
か
え
に
、
ふ
み
つ
け
て
」（『
小
鏡
』）。「
散
り
過
ぎ
た
る
梅
」
の
表
現
は
、「
春
過
ぎ
て
散
り
は
て
に
け
る
梅
の
花
た
だ
香
ば
か
り
ぞ
枝

（
紺
瑠
璃
）

に
残
れ
る
」（
拾
遺
和
歌
集
・
雑
春
・
一
〇
六
三
・
如
覚
法
師
）
の
よ
う
に
和
歌
に
例
が
あ
る
。

３
「
こ
ん
る
り
の
つ
ほ
に
た
き
物
入

え

う

つ
け

し
ろ

む
め

て
、
五
葉
の
え
た
に
付
、
白
き
つ
ほ
に
も
た
き
も
の
い
れ
て
、
梅
を
お
り
て
、
む
す
ひ
付
た
る
い
と
の
さ
ま
、
な
よ
ひ
か
に
え
な
ら
す
、

お
も
し
ろ
く
し
な
さ
れ
た
る
に
、
そ
の
歌
」（『
小
鏡
』）。

４
巻
名
歌
。『
小
鏡
』
も
『
龍
野
』
も
同
文
。
光
源
氏
は
娘
（
明
石
の
姫
君
）

も

ぎ

の
裳
着
（
成
人
式
）
の
準
備
の
た
め
、
薫
物
の
調
合
を
朝
顔
の
斎
院
に
依
頼
し
た
。
そ
の
薫
物
と
共
に
、
朝
顔
の
斎
院
か
ら
光
源
氏
へ
送

ら
れ
た
和
歌
。
朝
顔
の
斎
院
は
散
っ
て
盛
り
を
過
ぎ
た
梅
に
、
老
い
た
自
身
の
身
を
重
ね
、
明
石
の
姫
君
と
比
較
し
て
「
散
り
に
し
枝
」

と
へ
り
く
だ
っ
て
い
る
。
ま
た
初
句
の
「
花
の
香
」
に
は
、
光
源
氏
へ
贈
っ
た
香
の
意
を
掛
け
る
。

５
「
此
か
た
、
身
木
、
白
梅
に
限

り
申
候
」（『
龍
野
』）。
梅
に
限
る
の
は
、
朝
顔
の
斎
院
が
梅
の
枝
に
手
紙
を
付
け
て
送
っ
た
（
注
２
）
か
ら
。
ま
た
紅
梅
で
は
な
く
白
梅

（
鳶
尾
）

に
限
定
し
た
の
は
、
白
い
壺
（
注
３
）
に
よ
る
。

６
「
応
答
は
、
大
葉
も
の
か
、
し
や
か
が
外
の
あ
し
ら
い
、
な
し
。」（『
龍
野
』）。

い
ち
は

つ

貝
原
益
軒
が
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
著
し
、
翌
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
大
和
本
草
』
の
「
紫
羅
傘
」
項
に
は
、「
又
、
鳶
尾
と
云
。（
中

か
き
つ
ば
た

略
）
茎
短
く
、
葉
広
く
、
花
紫
に
燕
子
花
に
似
た
り
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
花
全
体
は
淡
い
青
紫
色
に
見
え
る
が
、
外
花
被
片
は
白
地
に

か
は
せ
み

し

や

が

な
で
し
こ

オ
レ
ン
ジ
色
の
斑
点
が
あ
り
、
一
九
世
紀
に
葛
飾
北
斎
が
描
い
た
「
翡
翠

鳶
尾
艸

瞿
麦
」
に
描
か
れ
て
い
る
。

７
カ
ブ
ト
ソ
ウ
は

う

ず

別
名
ト
リ
カ
ブ
ト
で
、
ヤ
マ
ト
リ
カ
ブ
ト
・
ホ
ソ
バ
ト
リ
カ
ブ
ト
な
ど
の
総
称
。
烏
頭
は
ヤ
マ
ト
リ
カ
ブ
ト
の
根
茎
で
、
そ
の
名
称
は
形

か
ら
す

ぶ

す

か
ぶ
と

が
烏
の
頭
に
似
る
こ
と
に
よ
る
。
有
毒
で
附
子
と
も
呼
び
、
狂
言
「
附
子
」
で
有
名
。
頂
部
に
兜
の
形
に
似
た
濃
青
紫
色
の
花
を
咲
か
せ

る
。
桔
梗
は
秋
の
七
草
の
一
つ
で
、
青
紫
色
の
花
が
咲
く
。
紺
色
の
花
を
活
け
る
の
は
、
朝
顔
の
斎
院
か
ら
贈
ら
れ
た
紺
瑠
璃
色
の
壺
に

― ７ ―
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よ
る
。

８
マ
ツ
科
の
常
緑
高
木
。
葉
は
長
さ
二
〜
六
セ
ン
チ
の
針
葉
で
、
五
本
ず
つ
束
に
な
っ
て
小
枝
に
密
生
す
る
。
五
葉
の
松
を
用

い
る
の
は
、
朝
顔
の
斎
院
か
ら
贈
ら
れ
た
紺
瑠
璃
の
壺
が
五
葉
松
に
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

９
朝
顔
の
斎
院
か
ら
贈
ら
れ
た

白
い
壺
に
よ
る
。
た
だ
し
物
語
で
は
、
白
い
壺
に
梅
の
枝
が
付
け
ら
れ
た
（
注
３
参
照
）。

梅
の
枝
を
白
い
壺
に
結
び
つ
け
た
こ
と

に
よ
る
（
注
３
参
照
）。

藤
も
杜
若
も
紫
色
の
花
が
咲
く
の
で
、
紫
の
上
に
例
え
る
。
こ
こ
で
紫
の
上
を
持
ち
出
す
の
は
、
薫
物
合

わ
せ
で
判
者
を
務
め
た
蛍
兵
部
卿
宮
が
様
々
な
薫
物
の
中
か
ら
、
紫
の
上
の
調
合
し
た
梅
花
と
い
う
薫
物
を
絶
賛
し
た
か
ら
か
。

多

く
の
種
類
の
花
を
活
け
る
の
は
、
光
源
氏
が
朝
顔
の
斎
院
の
ほ
か
、
六
条
院
に
住
む
紫
の
上
・
明
石
の
君
・
花
散
里
な
ど
様
々
な
女
性
に

薫
物
の
制
作
を
依
頼
し
た
こ
と
を
表
す
か
。

当
歌
は
『
小
鏡
』
に
も
掲
載
。
薫
物
合
わ
せ
の
判
者
を
務
め
た
蛍
兵
部
卿
宮
に
、
光
源

氏
が
御
礼
と
し
て
装
束
と
薫
物
を
贈
り
詠
ん
だ
歌
。「
花
の
錦
」
は
美
し
い
衣
装
を
花
に
見
立
て
た
表
現
。

（
塚
本
舞
衣
）

フ
チ

ウ
ラ
バ

三
十
三

藤
ノ
裏
葉

カ
リ

ヒ
メ
キ
ミ

ユ
フ
キ
リ

タ
イ
シ
ヤ
ウ

ソ
テ

ト
シ

ヒ
メ
キ
ミ

１クモ
ヰ
雲
井
の
雁
の
姫
君
を
、
夕
霧
の
大
将
、
み
ど
り
の
袖
の
む
か
し
よ
り
、
お
も
ひ
そ
め
て
年
を
ふ
る
に
、
姫
君
の
ち
ゝ
お
と
ゝ
、
ゆ
る
し

タ
マ

２

タ
マ

ヲ
ン
コ
ヽ
ロ

３

オ
ン
ニ
ハ

フ
チ

ハ
ナ

チ
ウ
シ
ヤ
ウ

給
は
ざ
り
し
が
、
さ
て
し
も
あ
る
べ
き
な
ら
ね
は
、
ゆ
る
し
給
は
ん
の
御
心
に
て
、
お
と
ゝ
の
御
庭
に
藤
の
花
の
さ
か
り
に
、
中
将
を

キ
コ

タ
マ

ウ
チ

タ
マ

よ
び
聞
え
給
ふ
。

４サカ
ツ
キ

盃
の
つ
い
で
に
、「
ふ
ぢ
の
う
ら
ば
の
」
と
、
打
す
さ
び
給
へ
る
也
。

フ
チ

ウ
ラ
ハ

キ
ミ

ワ
レ

タ
ノ

５ハル
ヒ
春
日
さ
す
藤
の
裏
葉
の
う
ち
と
け
て
君
し
お
も
は
ゝ
我
も
頼
ま
ん

フ
チ
ノ
ウ
ラ
ハ

藤
裏
葉

コ
テ
ン
イ
ハ
ク

フ
チ
バ
カ
リ

イ
ク

ナ
リ

ハ

タ
テ
バ

ナ
ラ

ト
コ

イ
ク

カ
ナ
ラ
ス

御
伝
ニ

曰
、

６コノ
カ
タ

此
形
、
藤
計
を
活
る
也
。

７イン
ヤ
ウ

陰
陽
の
葉
、
立
葉
、
習
ひ
あ
り
。

８ホカ外
の
あ
し
ら
ひ
は
な
し
。

９コノ
ユ
ヘ

此
故
に
床
に
生
る
に
、
必
あ
し
ら
ひ

コ
ト

ユ
ル
シ

イ
ク

コ
ト
ム
ヤ
ウ

シ
ク
ハ
ツ

コ
ヽ
ロ
ウ

を
そ
れ
�
�
に
い
た
す
也
。
フ
ヂ
ハ
カ
リ
イ
ク

藤
計
活
る
事
、
許
な
く
て
は
活
る
こ
と
無
用
。
こ
ろ
は
四
月
と
心
得
へ
し
。
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ク
ア
ン
イ
ハ
ク

カ
リ

ヒ
メ
キ
ミ

ユ
フ
キ
リ

タ
イ
シ
ヤ
ウ

愚
按
ニ

曰
、「
ク
モ
ヰ
雲
井
の
雁
の
姫
君
を
夕
霧
の
大
将
、
み
と
り
の
袖
の
む
か
し
よ
り
お
も
ひ
初
て
」
と
あ
り
。「
チ
ヽ父
お
と
ゞ
ゆ
る
し
給
は

カ
ナ
ラ
ス

イ
ク

ユ
フ
キ
リ

ヨ
ミ

マ
タ

す
」
と
あ
り
。
タ
ケ竹
に
カ
キ
ツ
ハ
タ

杜
若
も
此
さ
ま
也
。
必
ヒ
ガ
ン

飛
雁
、
是
に
キ
リ
入
る
へ
し
。
又
、
キ桐
を
生
る
、
夕
霧
の
訓
に
よ
る
也
。
又
、

サ

マ

ハ
ラ
ン

カ
ン
ム
リ

ト
コ
ロ

ハ

ニ

シ
ユ
シ
ヤ
ク
イ
ン
キ
ヤ
ウ
カ
ウ

朱
雀
院
行
幸
お
も
し
ろ
き
さ
ま
、
馬
蘭
に
て
冠
の
さ
を
ひ
と
し
く
し
給
ふ
と
云
所
を
い
く
る
也
。
葉
二

マ
イ

御
サ
ト
云

フ
チ

ナ
カ

シ
モ

チ
サ
キ

枚
（
図
Ａ
）
是
に
か
た
と
る
也
。
是
は
習
あ
る
こ
と
也
。
又
、
三
重
、
上
に
藤
、
中
に
ハ葉
も
の
、
下
に
小

ク
サ
ハ
ナ

イ
ク

ミ
ユ
キ

ミ
タ
ツ
ル

カ
ミ

フ
チ

マ
キ

ナ
ナ
リ

ナ
カ

ケ
ツ
ケ
イ
ウ
ン
カ
ク

し
た

ケ
ラ
イ

草
花
を
活
る
を
、
行
幸
と
見
立
る
也
。
上
の
藤
は
巻
の
名
也
。
中
は
月
卿
雲
客
、
下
は

と
す
る
也
。

三
十
三

藤
裏
葉
（
恋
）。
梅
壺
之
君
。
藤
、
竹
、
杜
若
、
桐
、
巴
蘭
、
草
花
。

【
訳
】
雲
居
の
雁
の
姫
君
を
、
夕
霧
の
大
将
は
、
緑
色
の
袖
（
を
身
に
着
け
て
い
た
六
位
）
の
頃
か
ら
、
想
い
初
め
て
年
を
経
て
も
、
姫

君
の
父
大
臣
は
、（
二
人
の
仲
を
）
お
許
し
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
の
で
、（
二
人
の
仲
を
）
許
し
て
や
ろ

う
と
決
心
さ
れ
て
、
大
臣
の
（
お
屋
敷
の
）
お
庭
の
藤
が
花
盛
り
の
頃
に
、
頭
中
将
（
で
あ
る
柏
木
）
を
使
い
に
や
っ
て
（
夕
霧
を
）
お

招
き
に
な
ら
れ
る
。
盃
を
勧
め
た
機
会
に
、「
藤
の
裏
葉
の
」
と
（
大
臣
が
）
口
ず
さ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

春
の
日
が
差
し
て
藤
の
若
葉
が
ほ
ど
け
る
よ
う
に
、
あ
な
た
の
心
の
内
も
う
ち
と
け
て
、
あ
な
た
が
（
私
の
娘
の
こ
と
を
）
想
っ
て

く
れ
る
の
な
ら
ば
、
私
も
（
あ
な
た
を
）
頼
り
に
し
よ
う
。

師
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
形
式
は
、
藤
だ
け
を
活
け
る
の
で
あ
る
。
陰
葉
と
陽
葉
、
立
葉
に
は
秘
伝
が
あ
る
。
そ
の
他
の
添
え
物
は
な
い
。

こ
の
た
め
床
の
間
に
活
け
る
と
き
に
、
必
ず
添
え
物
を
そ
れ
ぞ
れ
に
施
す
の
で
あ
る
。
藤
だ
け
を
活
け
る
こ
と
は
、
免
状
が
な
け
れ
ば
活

け
て
は
な
ら
な
い
。
時
節
は
四
月
だ
と
心
得
な
さ
い
。

愚
案
に
よ
る
と
、「
雲
居
の
雁
の
姫
君
を
夕
霧
の
大
将
は
、
緑
色
の
袖
で
あ
っ
た
（
六
位
の
）
頃
か
ら
想
い
初
め
て
」
と
あ
る
。「（
姫 （図 A）
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君
の
）
父
大
臣
は
（
二
人
の
仲
を
）
お
許
し
に
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。
竹
に
杜
若
（
を
活
け
る
の
）
も
、
こ
の
有
様
（
を
表
し
た
も

の
）
で
あ
る
。
必
ず
竹
の
飛
雁
と
い
う
葉
は
、
杜
若
に
切
り
込
み
を
入
れ
て
押
し
込
む
の
が
よ
い
。
ま
た
、
桐
を
活
け
る
の
は
、
夕
霧

き
り

の
霧
の
訓
読
み
に
よ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
朱
雀
院
の
行
幸
の
趣
の
あ
る
様
子
は
、
馬
蘭
を
用
い
て
、（
光
源
氏
の
）
位
の
座
を
（
冷

泉
帝
が
自
身
と
朱
雀
院
の
座
と
）
等
し
く
な
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
（
表
現
し
て
）
活
け
る
の
で
あ
る
。
二
枚
の
葉
は
、
御
座
所
を

さ
ん
じ
ゅ
う
ぎ
り

た
け
は
な
い

か
た
ど
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
伝
授
が
あ
る
。
ま
た
、
三
重
切
の
竹
花
入
れ
で
、
上
（
の
空
洞
）
に
藤
、
中
に
葉
の
つ
い
た
も
の
、

下
に
小
さ
な
草
花
を
活
け
る
の
を
、
行
幸
に
見
立
て
る
の
だ
。
上
の
藤
（
が
表
す
も
の
）
は
巻
の
名
で
あ
る
。
中
（
の
葉
）
は
月
卿
雲

客
を
、
下
（
の
草
花
）
は
下
々
の
者
た
ち
に
な
ぞ
ら
え
る
の
で
あ
る
。

【
注
】
１
「
雲
井
の
か
り
の
姫
き
み
を
、
夕
き
り
の
大
将
み
と
り
の
袖
の
む
か
し
よ
り
、
お
も
ひ
初
て
、
年
を
ふ
る
に
、
姫
君
の
ち
ゝ
お

と
ゝ
、
ゆ
る
し
給
は
さ
り
し
か
」（『
小
鏡
』）。「
夕
霧
の
君
、
雲
井
の
か
り
の
姫
宮
を
お
も
ひ
そ
め
た
ま
ひ
し
を
、
御
父
、
は
し
め
は
ゆ

る
し
た
ま
は
す
」（『
龍
野
』）。「
み
ど
り
の
袖
」
は
、
六
位
の
者
が
身
に
着
け
る
衣
。
夕
霧
は
幼
な
じ
み
で
あ
る
雲
居
の
雁
と
、
相
思
相

愛
の
仲
に
な
る
（

少
女
の
巻
）。
し
か
し
、
当
時
の
夕
霧
の
身
分
は
六
位
で
あ
り
、
雲
居
の
雁
の
父
で
あ
る
内
大
臣
は
そ
の
こ
と
を
理

由
の
一
つ
と
し
て
、
二
人
の
仲
を
認
め
な
か
っ
た
。
夕
霧
は
内
大
臣
に
認
め
ら
れ
な
い
ま
ま
、
雲
居
の
雁
を
長
く
想
い
続
け
る
こ
と
に
な

る
。

２
「
さ
て
し
も
あ
る
へ
き
な
ら
ね
は
、
ゆ
る
し
給
は
ん
の
御
心
に
て
」（『
小
鏡
』）。「
後
に
ゆ
る
し
候
は
ん
と
て
」（『
龍
野
』）。

梅
枝
の
巻
で
、
内
大
臣
は
入
内
の
叶
わ
な
い
雲
居
の
雁
の
処
遇
に
つ
い
て
悩
む
。
夕
霧
か
ら
の
求
婚
は
な
く
、
夕
霧
に
は
別
の
縁
談
の

噂
が
立
つ
。
そ
こ
で
内
大
臣
は
考
え
直
し
て
、
二
人
の
結
婚
を
認
め
る
気
に
な
る
が
、
こ
ち
ら
か
ら
折
れ
る
こ
と
で
世
の
物
笑
い
に
な
る

（
頭
）

こ
と
を
嫌
い
、
思
い
悩
む
。

３
「
お
と
ゝ
の
御
庭
に
、
藤
の
花
の
さ
か
り
に
、
中
将
を
よ
ひ
聞
え
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。「
東
の
中
将
を

む
か
ひ
」（『
龍
野
』）。
四
月
初
旬
、
自
宅
の
庭
の
藤
が
花
盛
り
に
な
っ
た
こ
と
に
か
こ
つ
け
て
、
内
大
臣
は
息
子
の
柏
木
を
使
い
に
し
て
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夕
霧
を
屋
敷
に
招
く
。

４
「
さ
か
つ
き
の
つ
ゐ
て
に
お
と
ゝ
、『
藤
の
う
ら
は
の
』
と
、
う
ち
す
さ
ひ
給
へ
る
な
り
」（『
小
鏡
』）。「
御

か
は
ら
け
の
折
か
ら
、『
藤
の
う
ら
葉
の
打
と
け
て
』
と
あ
り
し
を
」（『
龍
野
』）。
夕
霧
を
屋
敷
に
招
い
た
内
大
臣
は
酔
っ
た
ふ
り
を
し

な
が
ら
、
夕
霧
と
の
関
係
の
修
復
を
も
く
ろ
み
、「
藤
の
裏
葉
の
」
と
口
ず
さ
む
こ
と
で
、
雲
居
の
雁
と
の
結
婚
を
許
す
意
思
を
伝
え
る
。

和
歌
に
つ
い
て
は
注
５
参
照
。

５
巻
名
歌
。『
小
鏡
』
は
本
文
に
異
同
な
し
。『
龍
野
』
は
第
三
句
が
「
う
ら
と
け
て
」
で
、『
後
撰
和

う
ら
ば

歌
集
』（
春
下
・
一
〇
〇
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
と
同
文
。
内
大
臣
が
口
ず
さ
ん
だ
の
は
第
二
句
の
「
藤
の
裏
葉
の
」
で
、「
裏
葉
」（
末
葉
）

は
草
木
の
茎
や
枝
の
先
に
あ
る
若
葉
を
指
す
。

６
「
此
か
た
、
藤
ば
か
り
を
生
る
な
り
」（『
龍
野
』）。
藤
は
蝶
型
淡
紫
色
の
花
が
長
く

垂
れ
下
が
り
、
房
状
に
咲
く
。
花
の
時
節
は
晩
春
か
ら
初
夏
に
わ
た
り
、
和
歌
で
は
松
と
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、「
夏
に
こ

そ
さ
き
か
か
り
け
れ
藤
の
花
松
に
と
の
み
も
思
ひ
け
る
か
な
」（
拾
遺
和
歌
集
・
夏
・
八
三
・
重
之
）
の
よ
う
に
、
常
緑
で
あ
る
松
と
の

組
み
合
わ
せ
か
ら
「
千
歳
の
花
」
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
。
こ
の
藤
は
巻
名
に
関
わ
り
、
ま
た
藤
原
氏
を
象
徴
し
、「
藤
計
を
活
る
」

の
は
藤
原
氏
で
あ
る
内
大
臣
の
庭
に
咲
き
誇
る
藤
、
そ
し
て
藤
原
氏
の
栄
華
を
表
す
。

７
「
陰
陽
の
葉
、
立
葉
、
習
也
」（『
龍
野
』）。

『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』（
主
婦
の
友
社
、
一
九
八
〇
年
）
の
「
陰
葉
」
の
項
に
、「
陽
葉
は
表
面
を
み
せ
た
葉
、
陰
葉
は
裏
を
み
せ
た

葉
で
、
表
面
を
み
せ
る
葉
を
も
ち
い
た
と
き
、
裏
面
を
み
せ
た
葉
を
配
置
し
て
、
陰
陽
を
と
と
の
え
る
の
が
立
華
の
伝
で
あ
る
。
生
花
の

伝
も
多
く
は
こ
れ
に
よ
る
。
し
か
し
異
説
も
あ
っ
て
、
葉
の
表
面
が
『
あ
お
む
く
』
の
を
陰
、『
う
つ
む
く
』
の
を
陽
と
す
る
伝
も
み
え

る
」
と
あ
る
。『
龍
野
』
の
図
に
は
「
立
葉
、
陽
」「
裏
葉
、
陰
」
と
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。「
立
葉
」
は
葉
を
ま
っ
す
ぐ
に
立
て
た
も
の
、

「
裏
葉
」
は
巻
名
に
因
む
。

８
「
外
の
応
答
も
の
な
し
」（『
龍
野
』）。「
あ
し
ら
ひ
」
は

真
木
柱
の
巻
、
注
７
参
照
。

９
「
是
ゆ

へ
、
つ
ね
�
�
床
に
生
る
に
、
応
答
を
そ
れ
�
�
に
い
た
す
な
り
」（『
龍
野
』）。「
床
」
は
、
床
の
間
の
略
称
。
藤
は
支
え
が
な
い
と
活

け
ら
れ
な
い
の
で
、「
あ
し
ら
ひ
」
が
必
要
に
な
る
。

「
藤
計
は
、
ゆ
る
し
な
く
は
無
用
」（『
龍
野
』）。『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
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の
「
許
し
」
の
項
に
は
「
免
状
」
参
照
と
あ
り
、「
免
状
」
の
項
に
は
、「（
華
道
の
）
家
元
を
頂
点
と
し
て
形
成
さ
れ
る
傘
下
の
師
匠
お

よ
び
そ
の
享
受
者
は
、
免
許
に
よ
り
細
分
化
さ
れ
た
段
階
の
そ
れ
ぞ
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
家
元
の
流
儀
名
の
免
許
を
あ
た
え
ら
れ
、
家

元
制
度
の
組
織
に
組
み
こ
ま
れ
た
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
内
大
臣
の
許
し
が
な
け
れ
ば
結
婚
が
で
き
な
い
こ
と
も
響
か
す
か
。

「
頃

は
四
月
也
」（『
小
鏡
』）。

注
１
参
照
。

注
２
参
照
。

こ
こ
で
の
「
竹
」
は
雲
居
の
雁
を
表
す
（
注

参
照
）。
ま
た
和
歌

で
は
、
竹
は
常
緑
で
節
の
多
い
こ
と
か
ら
不
老
長
寿
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
こ
の
「
竹
」
は
六
位
で
あ
っ
た
夕
霧
の
「
み
ど
り
の

か
ん
む
り
ば

袖
」
と
、
雲
居
の
雁
へ
の
変
わ
ら
ぬ
想
い
も
表
現
す
る
か
。

杜
若
に
は
「
冠
葉
」
と
呼
ば
れ
る
葉
が
あ
り
、『
い
け
ば
な
総
合
大
事

典
』「
冠
葉
」
の
項
に
は
、「
か
き
つ
ば
た
の
花
苞
に
つ
い
て
い
る
葉
の
こ
と
を
い
い
、
花
よ
り
も
高
く
伸
び
る
特
徴
を
も
つ
」、「
か
き
つ

ば
た
の
生
花
（
し
ょ
う
か
、
せ
い
か
）
で
は
冠
葉
を
象
徴
す
る
長
い
葉
を
上
段
後
方
に
も
ち
い
る
ば
あ
い
が
多
い
」
と
あ
り
、
流
派
に
よ

っ
て
は
「
烏
帽
子
葉
」
と
も
呼
ぶ
。
こ
こ
で
の
「
杜
若
」
は
、
冠
を
付
け
た
夕
霧
に
な
ぞ
ら
え
る
か
。

「
竹
を
活
る
に
飛
雁
と
い
ふ

葉
を
、
は
さ
み
入
る
べ
し
。
是
は
雲
井
の
雁
と
い
ふ
故
事
也
」（

少
女
の
巻
、
注

の
本
文
）。「
飛
雁
」
と
は
未
生
流
で
は
、
竹
の
葉

の
成
長
の
状
態
で
葉
先
が
二
葉
開
い
た
も
の
を
「
魚
尾
」、
そ
の
中
葉
が
伸
び
て
未
だ
開
い
て
い
な
い
も
の
を
「
飛
雁
」、
そ
の
中
葉
が
開

い
て
三
葉
と
な
っ
た
も
の
を
「
金
魚
尾
」
と
い
う
。「
キ
リ
入
る
」
が
「
切
り
入
る
」
な
ら
ば
、
切
っ
て
中
に
入
れ
る
、
切
っ
て
中
に
押

し
込
む
、
と
い
う
意
味
。

「
桐
」
は
「
藤
」（
注
６
）「
杜
若
」（
注

）
と
同
じ
く
、
初
夏
に
紫
の
花
を
咲
か
せ
る
。

「
又
、

行
幸
の
お
り
、
お
も
し
ろ
か
り
し
は
、
そ
の
こ
ろ
の
ゐ
ん
と
申
は
、
御
あ
に
の
朱
雀
院
に
て
お
は
し
ま
す
。
主
上
は
、
人
こ
そ
し
ら
ね
、

（

六

条

の

院

）

（

冷

泉

院

）

（
座
）

（
院
カ
）

六
て
う
の
ゐ
ん
の
御
子
、
れ
い
せ
い
ゐ
ん
に
て
お
は
し
ま
す
。
御
さ
を
両
は
ん
に
て
あ
る
へ
き
を
、
六
て
う
の
ゐ
ん
、
な
を
卑
下
し
て
、

太
政
大
臣
の
御
さ
に
せ
ら
れ
た
り
。
朱
雀
院
御
覧
し
て
、
い
か
ゝ
と
て
、
あ
る
し
の
御
さ
を
な
を
さ
せ
給
ひ
、
院
の
御
さ
に
ひ
と
し
く
さ

せ
ら
れ
た
る
や
う
の
こ
と
を
」（『
小
鏡
』）。
朱
雀
院
と
冷
泉
帝
が
六
条
院
（
光
源
氏
の
邸
宅
）
を
訪
れ
た
折
、
下
座
に
置
か
れ
て
い
た
光
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源
氏
の
座
を
、
朱
雀
院
・
冷
泉
帝
と
同
列
に
直
し
た
こ
と
を
「
馬
蘭
」
で
表
現
す
る
。「
馬
蘭
」
は
「
葉
蘭
」
の
別
名
で
、
長
柄
を
も
つ

大
形
の
葉
は
長
楕
円
状
で
披
針
形
。『
大
和
本
草
』
の
「
馬
蘭
」
項
に
は
、「
其
葉
蘭
に
似
て
大
な
る
故
、
馬
蘭
と
名
づ
く
」
と
あ
る
。

『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
の
「
葉
蘭
」
項
に
は
、「
伝
統
的
な
花
材
と
し
て
生
花
に
お
い
て
も
っ
と
も
よ
く
つ
か
わ
れ
た
。
生
花
の
技
術

の
修
練
は
、
ハ
ラ
ン
に
は
じ
ま
っ
て
ハ
ラ
ン
に
終
わ
る
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
ラ
ン
扱
い
に
つ
い
て
は
流
派
に
よ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
定
め
が
き
め
ら
れ
て
い
る
。
裏
向
き
の
葉
を
陰
葉
と
い
い
、
表
向
き
の
葉
を
陽
葉
と
し
、
そ
の
生
付
き
か
ら
葉
の
中
心
か
ら

右
と
左
へ
出
る
葉
の
広
さ
の
異
な
り
方
を
み
さ
だ
め
る
。
陰
葉
、
陽
葉
、
右
葉
、
左
葉
の
そ
れ
ぞ
れ
の
使
い
方
を
き
め
て
い
る
」
と
あ

り
、「
伝
書
で
は
ハ
ラ
ン
（
葉
蘭
）
で
は
な
く
バ
ラ
ン
（
馬
蘭
）
と
し
る
し
て
い
る
」
と
あ
る
。「
陰
葉
」「
陽
葉
」
に
つ
い
て
は
注
７
参

照
。「
冠
の
さ
」
は
「
冠
の
座
」
と
も
「
冠
の
差
」
と
も
読
め
る
。「
冠
位
」（
聖
徳
太
子
が
定
め
た
、
冠
の
色
で
位
を
表
わ
し
た
制
度
）

に
ち
な
ん
で
、「
冠
」
は
位
を
意
味
す
る
と
解
釈
し
た
。

「
三
重
」
は
花
の
活
け
口
が
三
か
所
切
り
開
か
れ
て
い
る
、
竹
製
の
花
器
。

た
け
は
な
い

『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
の
「
竹
花
入
れ
」
項
に
は
、「
江
戸
時
代
に
は
い
る
と
町
人
階
級
の
台
頭
に
よ
っ
て
茶
道
人
口
が
増
大
し
、
花

の
世
界
に
も
抛
入
・
生
花
に
よ
る
諸
流
の
勃
興
を
み
、
そ
れ
に
と
も
な
い
こ
れ
ら
竹
花
入
れ
を
つ
く
る
必
要
が
生
じ
、
専
門
の
職
人
ま
で

あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
流
派
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
好
み
の
型
が
さ
だ
め
ら
れ
、
先
人
の
創
作
に
よ
る
竹
花
入
れ
を

手
本
と
す
る
『
古
人
の
法
』
に
よ
る
、
竹
花
入
れ
切
り
形
の
規
矩
が
『
極
秘
伝
』
と
し
て
門
弟
に
伝
授
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で

は
も
の

あ
る
」
と
あ
る
。

「
葉
も
の
」
は
「
葉
物
」
を
指
す
か
。『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
の
「
葉
物
」
項
に
は
、「
葉
の
扱
い
に
特
殊
な

技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
、
ま
た
は
葉
に
格
別
な
美
し
さ
や
特
色
の
あ
る
も
の
を
総
称
す
る
が
、
主
と
し
て
前
者
に
つ
い
て
い
わ
れ
、
立

華
や
生
花
の
よ
う
な
格
花
に
も
ち
い
ら
れ
る
」
と
あ
り
、「
生
花
に
は
手
法
や
状
態
に
よ
っ
て
組
み
葉
物
、
長
葉
も
の
な
ど
の
名
称
を
も

ち
い
る
流
儀
も
あ
る
。
組
み
葉
物
は
、
お
も
と
、
葉
ら
ん
、
か
き
つ
ば
た
、
花
し
ょ
う
ぶ
、
水
仙
な
ど
で
あ
り
、
長
葉
物
は
、
い
ち
は
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つ
、
し
ゃ
が
、
か
き
つ
ば
た
、
花
し
ょ
う
ぶ
、
か
ん
ぞ
う
、
蘭
、
水
仙
な
ど
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
葉
も
の
」
は
、「
杜
若
」

や
「
馬
蘭
」
を
指
す
か
。

「
巴
蘭
」
は
、「
巴
」
の
音
読
み
が
「
ハ
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
馬
蘭
」
の
こ
と
か
。「
馬
蘭
」
に
つ
い

て
は
、
注

を
参
照
。

（
井
上
大
佑
）

三
十
四

若
菜

上
ハ
ル

ネ

ヒ

オ
ン

２

タ
イ
シ
ヤ
ウ
キ
タ

カ
タ

オ
ン
コ

ト
モ
ナ

オ
リ

１ケ
ン
シ

源
氏
、
四
十
一
歳
の
春
、
子
の
日
の
御
い
は
ゐ
に
、
ひ
げ
ぐ
ろ
の
大
将
北
の
方
、
玉
か
づ
ら
の
御
子
た
ち
伴
ひ
給
ひ
し
折
か
ら
、

３ヒカ光
る

キ
ミ

コ
マ
ツ

オ
ン
ウ
タ
ア
ソ

ワ
カ
ナ

マ
キ

４

君
の
「
小
松
壱
つ
と
し
を
つ
く
べ
き
」
と
の
御
歌
遊
ば
し
ゝ
よ
り
、
若
菜
の
巻
と
は
い
ふ
也
。
め
て
た
か
り
し
こ
と
、
さ
ま
�
�
な
れ
ば

５

オ
ン
ウ
タ

と
て
、
玉
か
つ
ら
の
御
歌
、

ノ

コ
マ
ツ

ヒ
キ

イ
ノ

６ワ
カ
バ

若
葉
さ
す
野
へ
の
小
松
を
曳
つ
れ
て
も
と
の
い
は
ね
を
祈
る
け
ふ
哉

７六
条
院
御
歌
、

８

ワ
カ
ナ

小
松
原
末
の
よ
は
ひ
に
ひ
か
れ
て
や
野
へ
の
若
菜
も
と
し
を
つ
む
へ
き

若
菜
上

コ
テ
ン
イ
ハ
ク

ミ
キ
ワ
カ
マ
ツ

シ

ダ

キ

ハ

マ
ヘ

ハ

ス
コ

ト
メ

御
伝
ニ

曰
、

９コノ
カ
タ

此
形
、
幹
若
松
に
ク
マ
サ
ヽ

熊
笹
か
、
歯
朶
の
木
か
、
ゆ
づ
り
葉
な
と
前
に
あ
し
ら
ふ
。
ナ菜
の
葉
を
少
し
留
に
あ
し
ら
ふ
へ
し
。
コ
ノ
ハ
ナ

此
花
、

シ
ン

ナ
ヌ
カ

コ
ノ
ヒ

ナ
ヽ
ク
サ

カ
ユ

コ
マ
ツ
ヒ
キ

キ
シ
キ
ナ
リ

真
な
り
。
シ
ウ
キ

祝
儀
も
の
也
。
シ
ヤ
ウ
ク
ハ
ツ
ネ
ノ
ヒ

正
月
子
日
と
て
、
七
日
の
こ
と
也
。
ジ
ン
シ
ツ

人
日
と
て
、
此
日
は
七
種
の
粥
、
小
松
引
な
と
あ
る
儀
式
也
。

ク
ア
ン
イ
ハ
ク

ヲ
ン
カ
ナ
リ

ヲ
ン
ト
シ

ネ
ノ
ヒ

ハ
ツ
ネ

ヒ

ハ
ツ
ハ
ル

ク
テ
ン

マ
ツ

愚
按
ニ

曰
、
ケ
ン
シ

源
氏
の
御
賀
也
。
シ
シ
ウ
ニ

四
十
二
の
御
年
、
正
月
廿
三
日
を
子
日
と
す
。
初
子
の
日
と
い
ふ
は
初
春
也
。
口
伝
あ
り
。
フ
ネ舟
、
松
、

ス
ニ

ケ
イ

イ
ク

エ
ン

マ
タ

ハ
ナ

住
よ
し
の
景
を
活
る
も
縁
あ
り
。
又
、「
シ
ン
テ
ン

新
殿
を
し
つ
ら
ひ
て
」
と
い
ふ
。
シ
ン
タ
ク

新
宅
、
わ
た
ま
し
の
花
も
よ
し
。

三
十
四

若
菜
上
（
祝
儀
）。
桃
園
の
宮
。
若
松
、
熊
笹
、
歯
朶
、
ゆ
づ
り
葉
、
菜
ノ
葉
。
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【
訳
】
光
源
氏
が
四
十
一
歳
の
新
春
、
子
の
日
の
お
祝
い
に
、（
光
源
氏
を
祝
賀
す
る
た
め
に
）
髭
黒
の
大
将
の
奥
方
で
あ
る
玉
鬘
が
、

（
ご
自
分
の
）
御
子
息
た
ち
を
お
連
れ
に
な
っ
た
時
に
、
光
源
氏
が
「
小
松
は
一
つ
年
を
（
と
っ
た
と
）
告
げ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
御
歌

を
お
詠
み
に
な
っ
た
の
で
、
若
菜
の
巻
と
言
う
の
で
あ
る
。
喜
ば
し
い
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
の
で
、
玉
鬘
の
（
お
詠
み
に
な
っ
た
）

御
歌
、若

葉
が
伸
び
る
野
辺
の
小
松
を
引
く
よ
う
に
、
幼
い
子
ど
も
た
ち
を
引
き
連
れ
て
、（
私
を
育
て
て
く
だ
さ
っ
た
）
元
の
岩
根
（
で

あ
る
光
源
氏
）
を
祝
賀
す
る
今
日
で
あ
り
ま
す
な
あ
。

（
こ
れ
に
対
し
）
光
源
氏
の
（
お
詠
み
に
な
っ
た
）
御
歌
、

小
松
原
の
よ
う
な
孫
た
ち
の
末
の
長
い
年
齢
に
引
か
れ
て
、
野
辺
の
若
菜
を
摘
む
よ
う
に
、
私
も
年
を
積
み
長
生
き
で
き
る
で
あ
ろ

う
。

師
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
形
式
は
中
心
を
若
松
に
し
て
、
熊
笹
か
シ
ダ
の
木
か
ゆ
づ
り
葉
な
ど
を
前
に
添
え
る
。
新
菜
の
葉
を
少
し
、（
ほ

し
ん

か
の
草
木
が
倒
れ
な
い
よ
う
）
支
え
に
添
え
る
の
が
よ
い
。
こ
の
花
は
、
真
で
あ
る
。（
こ
の
活
け
花
は
）
お
祝
い
ご
と
で
あ
る
。
一
月

ね

じ
ん
じ
つ

の
子
の
日
と
は
、
一
月
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。
人
日
と
い
っ
て
、
こ
の
日
は
七
草
粥
（
を
食
べ
）、
小
松
を
引
く
な
ど
の
行
事
が
あ
る
。

愚
案
に
よ
る
と
、
光
源
氏
の
祝
賀
で
あ
る
。（
光
源
氏
が
）
四
十
二
歳
の
お
年
に
、
一
月
二
十
三
日
を
子
の
日
と
す
る
。
初
子
の
日
と

い
う
の
は
、
新
年
で
あ
る
。（
こ
れ
に
は
）
口
伝
が
あ
る
。
舟
（
の
花
器
）
に
松
を
、
住
吉
の
景
色
の
よ
う
に
活
け
る
の
も
縁
が
あ
る
。

わ
た
ま
し

ま
た
、「
新
築
の
御
殿
を
し
つ
ら
え
て
」
と
（
物
語
に
）
言
う
。
新
し
い
家
に
は
、
移
徙
の
花
も
よ
い
。

【
注
】
１
「
正
月
廿
三
日
に
、
ね
の
日
、
源
氏
の
ゐ
ん
の
御
か
た
へ
、
ね
の
ひ
の
い
は
ひ
に
参
り
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。「
源
氏
、
四
十
一
才

ね

ね

の
春
、
子
の
日
の
御
い
は
ゐ
に
」（『
龍
野
』）。
物
語
と
『
小
鏡
』
で
は
、
光
源
氏
は
四
十
歳
。
子
の
日
と
は
、
十
二
支
の
子
に
当
た
る
日
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は
つ
ね

の
こ
と
で
、
特
に
年
が
明
け
て
最
初
の
子
の
日
を
初
子
と
い
う
。
そ
の
日
に
は
小
松
を
引
き
若
菜
を
摘
ん
で
遊
宴
し
、
長
寿
を
願
う
風
習

が
あ
っ
た
。
玉
鬘
は
初
子
の
行
事
に
事
寄
せ
て
、
一
月
二
十
三
日
の
子
の
日
に
光
源
氏
の
四
十
の
祝
賀
を
催
し
た
。
当
時
は
四
十
歳
か
ら

玉
か
つ
ら
の
事

老
年
期
と
さ
れ
、
そ
の
歳
か
ら
十
年
ご
と
に
長
寿
を
祝
う
会
を
開
い
た
。

２
「
内
侍
の
か
み
、
御
子
に
し
給
ふ
ゆ
へ
な
れ
は
、
ね
の
日

に
よ
そ
へ
て
お
は
し
た
る
」（『
小
鏡
』）。「
ひ
げ
く
ろ
の
大
将
の
北
の
か
た
、
玉
か
つ
ら
の
、
御
子
た
ち
伴
ひ
た
ま
ひ
し
折
か
ら
」（『
龍

野
』）。
髭
黒
の
大
将
の
正
妻
で
あ
る
玉
鬘
が
、
夫
と
の
間
に
生
ま
れ
た
二
人
の
子
息
を
祝
賀
に
連
れ
て
き
た
。

３
「
光
る
君
へ
の
こ
ま

つ
ニ
テ
「
と
し
を
つ
む
べ
き
」
と
の
御
歌
、
あ
そ
は
せ
し
よ
り
、
わ
か
な
の
巻
と
い
ふ
事
と
承
り
ま
い
ら
せ
候
」（『
龍
野
』）。「
小
松
壱

つ
と
し
を
つ
く
べ
き
」
で
は
、
光
源
氏
の
詠
ん
だ
和
歌
（
注
８
）
の
本
文
と
一
致
し
な
い
の
で
、『
龍
野
』
の
本
文
が
正
し
い
か
。

４

（
遊
）

「
御
ゆ
う
ふ
か
く
、
さ
ま
�
�
に
て
め
て
た
か
り
し
」（『
小
鏡
』）。
祝
賀
に
参
加
し
た
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
に
楽
器
や
朗
詠
を
楽
し
む
様
子
。

５
「
玉
か
つ
ら
の
歌
」（『
小
鏡
』）。

６
『
小
鏡
』
所
収
の
和
歌
と
同
文
。
玉
鬘
が
光
源
氏
に
詠
み
か
け
た
歌
で
、「
小
松
」
は
自
身
の

子
ど
も
、「
も
と
の
い
は
ね
」
は
光
源
氏
に
喩
え
る
。「
曳
」
は
、「
小
松
」
の
縁
語
。

７
「
六
条
の
院
の
御
う
た
」（『
小
鏡
』）。

８

巻
名
歌
。『
小
鏡
』『
龍
野
』
も
同
文
。
玉
鬘
の
歌
（
注
６
）
に
対
す
る
返
歌
。「
小
松
原
」
は
小
松
の
多
く
生
え
た
原
。
初
子
の
日
に
小

松
を
引
く
行
事
が
あ
る
の
で
、「
引
か
れ
」
は
「
小
松
」
の
縁
語
。「
小
松
原
」
は
玉
鬘
の
子
ど
も
た
ち
、「
若
菜
」
は
光
源
氏
自
身
に
な

ぞ
ら
え
る
。「
つ
む
」
は
、
若
菜
を
「
摘
む
」
と
年
を
「
積
む
」
の
掛
詞
。

９
「
此
か
た
、
身
木
、
若
ま
つ
に
し
て
」（『
龍
野
』）。「
若

松
」
は
樹
齢
の
若
い
松
。『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
に
よ
る
と
、
松
は
「
日
本
の
伝
統
的
な
花
材
の
な
か
で
も
、
衆
木
に
す
ぐ
れ
て
第

一
等
の
も
の
」、
若
松
は
「
祝
言
第
一
の
花
材
」
と
さ
れ
、
こ
こ
で
は
光
源
氏
の
祝
賀
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。

「
熊
笹
か
、

（
焼
）

（
羊
歯
）

（
等
）

や
き
刃
に
笹
か
、
し
だ
か
、
ゆ
づ
り
葉
抔
、
前
に
応
答
」（『
龍
野
』）。
笹
は
タ
ケ
類
の
中
で
も
姿
の
小
さ
い
も
の
を
言
い
、
中
で
も
熊
笹

く
ま
ど

は
庭
園
に
最
も
よ
く
植
え
ら
れ
る
笹
の
一
種
で
あ
る
。
葉
は
緑
色
で
あ
る
が
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
葉
の
縁
が
白
く
枯
れ
、
隈
取
り
と
な
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し

だ

る
た
め
熊
笹
と
呼
ば
れ
る
。「
歯
朶
の
木
」
は
羊
歯
類
、
特
に
ウ
ラ
ジ
ロ
シ
ダ
を
指
す
こ
と
が
多
く
、
葉
の
裏
の
白
さ
は
白
髪
（
長
寿
）

（

整

ひ

て

）

（
落
つ
）

の
象
徴
と
さ
れ
た
。「
ゆ
づ
り
葉
」
は
常
緑
樹
で
、『
大
和
本
草
』
に
「
春
、
新
葉
、
生
ト
ヽ
ノ
ヒ
テ
後
、
旧
葉
ヲ
ツ
故
ニ
、
ユ
ツ
リ
ハ
ト

名
ツ
ク
」
と
あ
る
よ
う
に
、
春
に
新
し
い
葉
が
生
え
た
後
に
古
い
葉
が
落
ち
る
こ
と
か
ら
、
父
か
ら
子
に
譲
る
喩
え
と
し
て
「
ゆ
づ
り

葉
」
と
い
う
名
前
が
つ
い
た
と
す
る
。
熊
笹
・
シ
ダ
・
ゆ
づ
り
葉
は
い
ず
れ
も
正
月
飾
り
に
よ
く
用
い
ら
れ
た
の
で
、
物
語
の
一
月
の
場

面
に
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
、
光
源
氏
の
長
寿
を
祝
う
意
味
も
含
む
。
ま
た
、
ゆ
ず
り
葉
に
は
親
子
草
と
い
う
別
名
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
光

（
菜
）

源
氏
と
玉
鬘
の
親
子
関
係
を
表
す
か
。

「
な
の
葉
を
少
し
留
に
す
べ
し
」（『
龍
野
』）。「
菜
の
葉
」
は
春
に
採
れ
た
ば
か
り
の
新
菜

あ
つ
も
の

の
葉
。
初
子
の
日
に
若
菜
を
摘
み
、
羹
に
し
て
食
べ
た
こ
と
に
よ
る
。「
留
め
」
は
生
花
を
活
け
る
時
、
花
の
根
元
が
崩
れ
て
乱
れ
な
い

よ
う
に
用
い
る
技
法
。
当
場
面
の
よ
う
に
祝
儀
や
祝
言
な
ど
客
を
招
待
す
る
晴
れ
の
場
で
、
花
が
倒
れ
な
い
よ
う
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
。

「
留
め
」
の
技
法
は
使
う
草
木
の
み
で
施
す
場
合
と
、
補
助
的
な
道
具
を
使
う
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
花
器
の
種
類
や
流
派
に
よ
っ
て

方
法
が
異
な
る
。

「
此
花
、
真
な
り
」（『
龍
野
』）。「
真
」
と
は
『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
に
よ
る
と
、「
た
て
花
、
立
華
、
生
花

の
役
枝
名
」
で
、「
心
」「
身
」「
真
」
の
字
を
当
て
る
が
、
い
ず
れ
も
曲
が
っ
た
こ
と
を
嫌
う
意
味
が
あ
る
た
め
、
ま
っ
す
ぐ
な
も
の
が

す
ぐ
し
ん

用
い
ら
れ
る
。
ま
た
は
曲
が
っ
た
も
の
で
も
、
重
心
が
中
心
に
戻
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。「
真
」
と
い
う
役
枝
の
種
類
に
「
直
真
」

が
あ
る
。『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
に
よ
れ
ば
、「
水
際
か
ら
梢
ま
で
、
幹
に
ゆ
が
み
の
な
い
ま
っ
す
ぐ
な
真
」
を
指
し
、「
祈
祷
や
神

前
あ
る
い
は
、
祝
言
な
ど
の
花
の
真
に
も
ち
い
ら
れ
る
」
と
あ
り
、「
直
真
に
も
ち
い
ら
れ
る
花
材
の
最
高
の
も
の
は
若
松
で
、
こ
の
若

松
を
も
ち
い
た
直
真
を
真
の
真
」
で
あ
る
と
す
る
。
若
松
は
注
９
に
出
て
い
る
の
で
、
光
源
氏
の
四
十
歳
の
賀
に
合
わ
せ
た
手
法
で
あ
ろ

う
。

「
祝
義
も
の
也
」（『
龍
野
』）。
光
源
氏
の
祝
賀
を
指
す
（
注
１
参
照
）。

初
子
の
催
し
は
、
近
世
で
は
一
月
七
日
に
行
わ

れ
る
と
い
う
意
。

「
人
日
」
と
は
旧
暦
一
月
七
日
の
こ
と
で
、
五
節
句
の
一
つ
。
春
の
七
草
を
混
ぜ
た
粥
を
食
べ
る
風
習
が
あ
り
、
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そ
れ
を
食
べ
る
と
万
病
を
除
く
と
い
わ
れ
る
。

注
１
参
照
。

「
正
月
廿
三
日
を
子
の
日
と
す
」
に
つ
い
て
は
注
１
を
参
照
。
た

だ
し
、
こ
こ
で
は
光
源
氏
は
四
十
二
歳
と
さ
れ
、
注
１
の
四
十
一
歳
と
食
い
違
う
。

「
舟
」
は
舟
型
の
花
器
の
総
称
。『
い
け
ば
な

総
合
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
花
器
以
外
に
も
器
が
舟
型
の
も
の
は
少
な
く
な
い
が
、「
ふ
ね
」
と
だ
け
示
さ
れ
る
も
の
は
花
器
に
限
ら
れ

る
と
す
る
。「
舟
」
に
松
を
活
け
る
の
は
、
大
阪
市
住
吉
区
住
吉
に
あ
る
住
吉
大
社
を
表
現
し
て
い
る
。
松
は
住
吉
社
の
神
木
で
あ
り
住

吉
の
景
物
と
さ
れ
、
住
吉
社
は
古
く
か
ら
海
路
の
守
り
神
と
し
て
信
仰
を
集
め
た
。
明
石
の
君
の
父
で
あ
る
明
石
の
入
道
は
年
に
二
度
、

船
を
仕
立
て
て
参
詣
し
て
い
た
。
こ
の
巻
で
は
、
明
石
の
君
の
娘
で
あ
る
明
石
の
女
御
が
、
東
宮
の
御
子
で
あ
る
男
児
を
出
産
し
た
。
そ

れ
を
聞
い
た
明
石
の
入
道
は
、
自
分
の
願
い
は
果
た
さ
れ
た
と
、
京
へ
最
後
の
手
紙
を
出
し
て
山
に
こ
も
る
。
そ
し
て
手
紙
と
共
に
、
住

（
箱
）

（
封
）

吉
の
神
に
立
て
た
願
文
も
送
ら
れ
て
き
た
。「
す
み
よ
し
に
て
、
た
て
を
き
た
る
願
書
と
も
、
文
は
こ
に
入
て
、
ふ
う
し
て
、
の
ほ
せ
た

て
ま
つ
る
」（『
小
鏡
』）。

「
新
殿
し
つ
ら
ひ
て
」（『
小
鏡
』）。
新
居
を
準
備
す
る
の
は
、
光
源
氏
が
女
三
の
宮
と
結
婚
す
る
た
め
で

あ
る
。
女
三
の
宮
は
朱
雀
院
の
娘
で
、
朱
雀
院
の
出
家
に
あ
た
り
光
源
氏
の
元
へ
嫁
い
だ
。

「
わ
た
ま
し
」
と
は
古
く
は
貴
人
の
転

居
を
意
味
し
、
こ
こ
で
は
女
三
の
宮
が
六
条
院
（
光
源
氏
の
邸
宅
）
に
移
り
住
む
こ
と
を
示
す
。
引
越
し
に
際
し
て
、
火
難
を
避
け
る
願

い
を
こ
め
て
活
け
る
花
を
「
わ
た
ま
し
の
花
」
と
呼
ぶ
。『
い
け
ば
な
総
合
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
火
を
連
想
す
る
赤
い
花
、「
ひ
」
や

「
か
」（「
火
」
の
音
読
み
）
と
発
声
す
る
文
字
を
持
つ
花
は
使
用
せ
ず
、
取
り
合
わ
せ
て
よ
い
も
の
は
「
白
、
青
、
黄
色
の
も
の
と
水
草

の
類
」
と
す
る
。

（
香
ノ
木
麻
由
）

ワ
カ
ナ

三
十
五

若
菜
下

マ
キ

ロ
ク
シ
ヤ
ウ
ノ
イ
ン

ハ
ル

オ
リ

コ
ノ

ニ
ハ

２

マ
イ

１カミ上
の
巻
に
、
六
条
院
に
て
か
す
め
る
く
れ
、
春
の
折
ふ
し
お
も
し
ろ
き
に
、
此
御
か
た
の
庭
に
て
御
ま
り
あ
り
。
ゑ
も
ん
の
か
み
も
参
り
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ウ
チ

ヒ
ト
�
�

給
ふ
に
、
み
や
の
か
は
せ
給
ふ
ね
こ
、
い
つ
く
よ
り
か
、
し
ら
ぬ
ね
こ
を
ひ
て
、
ら
う
か
は
し
く
み
す
の
内
へ
い
り
て
さ
は
げ
は
、
人
々

オ
ヒ

タ
テ

４

ス
カ
タ

カ
シ
ハ
キ
カ
ヨ

ケ
ン
シ

キ
コ
ヘ

追
さ
わ
ぐ
。

３ミヤ宮
も
立
給
へ
り
。
ね
こ
の
つ
な
に
て
、
み
す
あ
か
り
て
御
姿
み
え
給
ふ
。
是
よ
り
柏
木
通
ひ
給
ふ
事
、
源
氏
に
も
れ
聞
た

り
。

５夕
や
み
は
道
た
と
�
�
し
月
ま
ち
て
か
へ
れ
我
せ
こ
其
ま
に
も
み
ん

ワ
カ
ナ
ノ
ケ

若
菜
下

コ
テ
ン
イ
ワ
ク

ミ
キ

テ
マ
リ

ヤ
ナ
キ

シ
ヤ
ウ
ハ
ウ
ナ
リ

イ
ト

イ
ヒ

ヤ
ナ
キ

エ
タ

ク
ハ
キ

ソ
ヘ

ナ
ラ
ヒ

ネ
コ

ツ
ナ

御
伝
ニ

曰
、

６コノ
カ
タ

此
形
、
幹
に
手
鞠
、
柳
、
定
法
也
。

７ネカ
イ
願
の
糸
と
云
て
、
柳
の
枝
一
本
、
花
器
に
添
て
た
ら
す
。

８コノ
エ
タ

此
枝
を
習
と
す
。
猫
の
綱
に

ヤ
ナ
キ

コ
レ
ナ
キ
ト
キ

ホ
カ

イ
ケ

ハ
ナ

イ
ク

ヤ
ナ
キ

ハ

ハ
ナ
イ
レ
ク
チ

た
と
へ
た
り
。

９コノ
ハ
ナ

此
花
、
柳
、
無
之
時
は
外
の
も
の
を
か
り
て
生
、
手
ま
り
の
花
を
活
る
に
は
、
ぜ
ひ
柳
か
葉
な
き
か
づ
ら
か
、
花
入
口
よ

イ
ク

ナ
ラ
ヒ

ハ
ナ

コ
ヽ
ロ
ウ

コ
ノ
マ
キ

テ
ン
シ
ユ

り
た
ら
し
活
る
を
習
と
す
。
シ
ウ
キ
祝
義
の
花
と
心
得
べ
し
。
十
月
廿
日
頃
也
。
此
巻
、
伝
授
こ
と
と
す
。

ク
ア
ン
イ
ワ
ク

ハ
ナ
ナ
リ

ス
ミ
ヨ
シ

カ
ミ

メ
ク
ミ

コ
ト
ハ

ウ
ラ
ナ
ミ

イ
ク
ル
コ
ト
ナ
ラ
ヒ

愚
按
ニ

曰
、
ジ
ン
キ

神
祇
の
花
也
。「
ナ
ニ
コ
ト

何
事
も
住
吉
の
神
の
恵
」
と
あ
る
詞
に
よ
れ
り
。
オ
ホ
ハ

大
葉
、
浦
波
に
た
と
へ
て
活
事
習
あ
り
。
つ
り
舟
に

カ
ス
�
�

ア
カ
シ

ナ
ニ
ハ

マ
リ

ア
カ

イ
ロ

数
々
あ
ら
ま
ほ
し
。「
ス

マ
須
磨
、
明
石
、
難
波
の
か
た
さ
ま
を
見
や
り
て
」
と
あ
る
に
よ
れ
り
。
又
、
鞠
あ
そ
び
あ
り
。
ハ
ナ花
の
赤
き
色
の

タ
イ
ク
ハ

イ
ク

ナ
ラ
ヒ

カ
ザ
リ
マ
リ

ヒ
イ
ロ
ナ
リ

マ
タ

マ
リ
バ

マ
ツ

サ
ク
ラ

ヤ
ナ
キ
ト
ウ

ヤ
ナ
キ

大
花
を
活
る
事
、
習
あ
り
。
錺
鞠
は
緋
色
也
。
又
、
か
ゝ
り
と
い
ふ
は
、
鞠
場
に
松
、
桜
、
柳
等
の
も
の
あ
り
。
柳
に
か
き
る
べ
か

サ
ク
ラ

ウ
タ

サ
ク
ラ

イ
ク

マ
タ

ツ
ナ

ら
す
。
か
ゝ
り
の
桜
と
も
歌
に
あ
れ
は
、
コ
デ
マ
リ

小
手
鞠
と
い
ふ
桜
な
と
活
る
こ
と
、
お
も
し
ろ
し
。
又
、「
ネ
コ猫
の
綱
に
て
み
す
あ
が
り
て
、

ヲ
ン
ス
カ
タ

コ

ジ

ネ
コ
ヤ
ナ
キ

イ
ク

エ
ン

マ
タ

ユ
フ

コ
ト
ハ

御
姿
み
え
た
ま
ふ
」
と
い
ふ
故
事
あ
れ
ば
、
猫
柳
を
活
る
も
縁
あ
り
。
又
、「
ハ
ル春
の
夕
く
れ
」
と
い
ふ
詞
に
よ
り
て
、
ヤ
ナ
キ
サ
ク
ラ

柳

桜
の
す
こ

チ
リ

イ
ケ

ヲ
ン
ガ

ハ
ル

ヨ

カ
ス

オ
ン
カ
タ

タ
テ
マ
ツ

し
散
か
ゝ
り
た
る
を
も
活
て
よ
し
。
源
氏
、
イ
ソ
ジ

五
十
の
御
賀
と
て
正
月
廿
日
は
か
り
、
春
の
夜
の
と
か
に
霞
む
よ
、
御
方
�
�
よ
び
奉
り

ヲ
ン
カ
ク

コ
レ

ニ
ヨ
カ
ク

ミ
ヤ

ヲ
ン
コ
ト

ワ
コ
ン

ユ
ウ
キ
リ
タ
イ
シ
ヤ
ウ

て
、
御
楽
あ
り
。
是
を
女
楽
と
い
ふ
。
ニ
ヨ
サ
ン

女
三
ノ

宮
、
き
ん
の
御
琴
、
松
か
糸
芒
か
。
ム
ラ
サ
キ
ノ
ウ
ヘ

紫
上
、和
琴
、
糸
芒
、
六
本
也
。
フ
エ笛
は
夕
霧
大
将

ヲ
ン
コ

イ
ク

コ
レ
ラ

ガ
ク

イ
フ

マ
タ

ミ
ヤ

ア
ヲ
ヤ
キ

ア
ヲ
ヤ
キ

ハ
シ
メ

の
御
子
、
タ
ケ竹
を
生
る
。
是
等
は
楽
に
手
だ
れ
な
る
を
云
。
又
、
ニ
ヨ
サ
ン

女
三
ノ

宮
の
み
た
て
、
青
柳
、
青
柳
の
は
つ
か
に
し
だ
り
始
て
、
う
ぐ

ハ
カ
セ

マ
タ

キ
ミ

ヲ
ン
ス
カ
タ

フ
ヂ

ミ
ネ

ハ
ナ

ひ
す
の
羽
風
に
も
み
だ
れ
ぬ
へ
し
。
又
、
ニ
ヨ
ウ
ゴ

女
御
の
君
の
御
姿
は
藤
也
。
こ
高
き
峯
よ
り
、
あ
た
り
に
な
ら
ぶ
花
な
く
、
さ
き
こ
ぼ
れ
た

― １９ ―

『
源
氏
流
極
秘
奥
儀
抄
』
注
釈
（
五
）
３１
真
木
柱
〜
３８
鈴
虫



フ
チ

ウ
ヘ

サ
ク
ラ
ウ
メ

コ
レ
ラ

ヲ
ン

る
藤
の
心
地
し
て
、
よ
し
あ
り
て
見
え
給
ふ
。
又
、
ム
ラ
サ
キ

紫
の
上
の
み
た
て
は
、
桜
梅
に
た
と
へ
た
り
。
是
等
は
御
か
た
ち
の
め
て
た
き

ミ

ハ
ナ

に
見
た
て
の
花
と
い
ふ
べ
し
。

三
十
五

同

下

朝
顔
の
さ
ゐ
院
。
柳
、
手
鞠
、
大
葉
。

【
訳
】（
若
菜
の
）
上
巻
に
お
い
て
、
六
条
院
で
霞
た
な
び
く
夕
暮
れ
、
春
の
折
節
の
趣
が
あ
る
と
き
に
、
こ
の
お
方
（
光
源
氏
）
の
庭
で

え
も
ん

か
み

蹴
鞠
が
催
さ
れ
た
。
衛
門
の
督
（
柏
木
）
も
参
上
な
さ
っ
て
い
て
、
宮
（
女
三
の
宮
）
の
飼
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
猫
を
、
ど
こ
か
ら
か

（
来
た
）
見
知
ら
ぬ
猫
が
追
い
か
け
て
、
無
作
法
に
御
簾
の
中
へ
入
り
鳴
き
騒
ぐ
の
で
、
人
々
（
女
房
た
ち
）
は
（
知
ら
ぬ
猫
を
）
追
い

騒
ぐ
。
宮
も
立
ち
な
さ
っ
た
。（
飼
い
）
猫
に
付
け
て
い
た
綱
に
よ
っ
て
、
御
簾
が
あ
が
っ
て
（
女
三
の
宮
の
）
お
姿
が
見
え
な
さ
っ
た
。

こ
れ
よ
り
、
柏
木
が
（
女
三
の
宮
の
元
へ
）
通
わ
れ
る
こ
と
が
、
光
源
氏
の
耳
に
入
っ
た
。

夕
闇
は
（
暗
く
て
）
道
が
は
っ
き
り
見
え
ま
せ
ん
。
月
（
が
出
る
の
）
を
待
っ
て
か
ら
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。
私
の
恋
人
よ
、（
あ
な

た
の
姿
を
）
そ
の
間
も
眺
め
た
い
の
で
す
。

師
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
形
式
は
、
中
心
に
手
鞠
と
柳
（
を
活
け
る
）
と
決
ま
っ
て
い
る
。
願
い
の
糸
と
言
っ
て
、
柳
の
枝
を
一
本
、
花
器

に
寄
り
添
わ
せ
て
垂
ら
す
。
こ
の
枝
を
決
ま
り
と
す
る
。
猫
の
綱
に
た
と
え
て
い
る
。
こ
の
花
と
柳
が
無
い
と
き
は
、
他
の
も
の
を
代
わ

か
ず
ら

り
に
活
け
、
手
鞠
の
花
を
活
け
る
と
き
は
、
ぜ
ひ
と
も
柳
か
、
葉
の
な
い
蔓
か
を
、
花
器
の
口
か
ら
垂
ら
し
て
活
け
る
の
を
定
め
と
す

る
。
祝
儀
の
花
と
心
得
る
が
よ
い
。（
祝
儀
は
）
十
月
二
十
日
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
巻
は
伝
授
を
専
ら
に
す
る
。

愚
案
に
よ
る
と
、
神
祇
の
花
で
あ
る
。「
何
事
も
住
吉
大
社
の
神
の
恵
み
」
と
あ
る
一
節
に
基
づ
く
。
大
葉
を
浦
波
に
た
と
え
て
活
け

る
の
は
習
わ
し
で
あ
る
。
釣
り
舟
（
の
花
器
）
に
（
草
花
が
）
数
多
く
あ
る
の
が
望
ま
し
い
。「
須
磨
、
明
石
、
難
波
の
方
角
を
眺
め

て
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、（
若
菜
上
の
巻
で
は
）
蹴
鞠
の
催
し
が
あ
る
。
花
が
赤
色
の
大
花
を
活
け
る
の
が
、
決
ま
り
で
あ
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る
。
飾
り
鞠
は
緋
色
で
あ
る
。
ま
た
、「
掛
か
り
」
と
い
う
の
は
、
蹴
鞠
を
す
る
庭
に
あ
る
松
、
桜
、
柳
な
ど
の
木
で
あ
る
。
柳
に
限

る
べ
き
で
は
な
い
。「
掛
か
り
の
桜
」
と
も
和
歌
に
あ
る
の
で
、
小
手
鞠
と
い
う
桜
な
ど
を
活
け
て
も
趣
が
あ
る
。
ま
た
、「
猫
の
綱
に

よ
っ
て
御
簾
が
上
が
り
、（
女
三
の
宮
の
）
お
姿
が
見
え
な
さ
っ
た
」
と
い
う
事
が
あ
る
の
で
、
猫
柳
を
活
け
る
の
も
ゆ
か
り
が
あ
る
。

ま
た
、「
春
の
夕
暮
れ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
り
、
柳
や
桜
が
少
し
散
り
か
か
っ
て
い
る
の
を
活
け
て
も
よ
い
。
光
源
氏
が
（
兄
の
朱
雀

院
の
）
五
十
歳
の
祝
賀
（
の
予
行
演
習
）
と
し
て
、
一
月
二
十
日
頃
、
春
の
夜
の
の
ど
か
に
霞
む
夜
に
、
女
君
た
ち
を
お
呼
び
に
な
っ

き
ん

こ
と

い
と
す
す
き

て
、
音
楽
会
を
開
く
。
こ
れ
を
女
楽
と
言
う
。
女
三
の
宮
は
琴
の
御
琴
で
、
松
か
糸
薄
か
（
を
活
け
る
）。
紫
の
上
は
和
琴
で
、
糸
薄

を
六
本
（
活
け
る
の
）
で
あ
る
。
笛
は
夕
霧
の
大
将
の
御
子
息
で
、
竹
を
活
け
る
。
こ
れ
ら
は
音
楽
の
腕
前
が
優
れ
て
い
る
人
々
を
言

う
。
ま
た
、
女
三
の
宮
に
見
立
て
る
の
は
青
柳
で
、
青
柳
が
わ
ず
か
に
垂
れ
下
が
り
始
め
て
、
鶯
の
羽
風
に
も
乱
れ
て
し
ま
う
（
様

子
）
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
女
御
の
君
（
明
石
の
女
御
）
の
お
姿
は
藤
で
あ
る
。
小
高
い
峰
か
ら
、
あ
た
り
に
（
藤
に
）
匹
敵
す
る
花
が

な
く
、
咲
き
あ
ふ
れ
る
藤
の
よ
う
で
、
風
情
が
あ
る
よ
う
に
お
見
え
に
な
る
。
ま
た
、
紫
の
上
の
見
立
て
は
、
桜
と
梅
に
た
と
え
る
。

こ
れ
ら
は
お
姿
が
美
し
い
の
で
、
見
立
て
の
花
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
き

て
う
の
ゐ
ん

に
わ

【
注
】
１
「
上
の
巻
に
六
条
院
に
て
、
か
す
め
る
く
れ
、
は
る
の
折
ふ
し
、
お
も
し
ろ
き
に
、
此
御
か
た
の
庭
に
て
、
御
ま
り
あ
り
」

（『
小
鏡
』）。「
源
氏
の
も
と
に
て
、
御
ま
り
あ
り
ま
い
ら
せ
候
」（『
龍
野
』）。
六
条
院
は
光
源
氏
の
邸
宅
（

少
女
の
巻
の
注

参
照
）。

（
追
ひ
）

２
「
ゑ
も
ん
の
か
み
も
参
り
給
ふ
に
、
み
や
の
か
は
せ
給
ふ
ね
こ
、
い
つ
く
よ
り
か
、
し
ら
ぬ
ね
こ
を
ひ
て
、
ら
う
か
は
し
く
、
み
す
の

（

怯

え

騒

ぐ

）

（
飼
わ
）

内
へ
い
り
て
さ
は
け
は
、
人
々
お
ひ
へ
さ
は
く
」（『
小
鏡
』）。「
柏
木
の
ゑ
も
ん
も
ま
い
り
給
ひ
し
に
、
女
三
の
宮
の
か
わ
せ
し
猫
を
、

（
猫
）

し
ら
ぬ
ね
こ
の
来
り
て
追
け
れ
は
」（『
龍
野
』）。『
小
鏡
』
と
の
本
文
で
は
、
女
三
の
宮
の
飼
い
猫
が
見
知
ら
ぬ
猫
を
追
う
と
も
読
め
る

み
や

た
ち

が
、『
龍
野
』
は
物
語
と
同
じ
で
よ
そ
の
猫
が
飼
い
猫
を
追
う
。

３
「
宮
も
立
給
へ
り
」（『
小
鏡
』）。
女
三
の
宮
が
立
ち
上
が
っ
た
の
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は
、
テ
キ
ス
ト
で
は
あ
た
り
が
騒
然
と
し
た
か
ら
と
解
釈
で
き
る
が
、
物
語
は
異
な
る
。
物
語
で
は
庭
で
貴
公
子
た
ち
が
蹴
鞠
を
興
じ
て

い
る
の
を
、
女
房
た
ち
が
簾
の
前
で
見
て
い
る
た
め
、
立
ち
上
が
ら
な
い
と
見
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
。
た
だ
し
高
貴
な
女
性
が
立
つ
の

（
御
簾
）

は
、
無
作
法
な
こ
と
と
さ
れ
た
。

４
「
ね
こ
の
つ
ね
に
て
、
み
す
あ
か
り
て
、
御
す
か
た
見
え
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。「
綱
に
て
み
す
の

（
上
が
り
）

あ
か
り
し
と
き
、
見
そ
め
た
ま
ひ
、
柏
木
、
か
よ
ひ
そ
め
し
に
、
源
氏
に
も
れ
き
こ
へ
し
を
」（『
龍
野
』）。
高
貴
な
女
性
は
男
性
か
ら
姿

を
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
用
心
し
て
、
部
屋
の
奥
に
座
っ
て
い
る
。
端
近
に
い
た
女
三
の
宮
の
立
ち
姿
を
夕
霧
は
軽
薄
と
思
っ
た
が
、
柏
木

は
一
目
惚
れ
し
た
。

５
巻
名
歌
。『
小
鏡
』
も
『
龍
野
』
も
同
文
。『
万
葉
集
』（
巻
四
・
相
聞
・
七
一
二
・
大
宅
娘
女
）
の
歌
と
は
本

文
が
少
し
異
な
り
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
所
収
歌
（
巻
一
・
三
七
一
）
と
同
じ
。
光
源
氏
は
「
さ
ら
ば
、
道
た
ど
た
ど
し
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
」

と
、
こ
の
歌
を
引
き
、
女
三
の
宮
の
も
と
か
ら
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
女
三
の
宮
に
「
月
待
ち
て
、
と
も
言
ふ
な
る
も
の
を
」
と
言
わ
れ
て

留
ま
る
。
そ
の
翌
朝
、
光
源
氏
は
敷
物
の
下
に
隠
さ
れ
た
柏
木
の
手
紙
を
見
つ
け
、
二
人
の
密
通
に
気
づ
く
。

６
「
此
形
、
身
木
、
手

ま
り
、
柳
、
定
法
な
り
」（『
龍
野
』）。
手
鞠
は
初
夏
に
、
白
色
の
小
さ
な
花
が
多
数
集
ま
り
球
状
に
咲
く
。
若
菜
の
上
巻
で
、
柏
木
は
蹴

鞠
の
最
中
に
女
三
の
宮
の
姿
を
見
て
、
密
か
に
通
い
始
め
る
。
手
鞠
を
活
け
る
の
は
、
鞠
の
よ
う
に
球
状
に
咲
く
花
の
形
を
、
蹴
鞠
の
鞠

に
見
立
て
た
か
ら
。

７
「
手
が
い
の
糸
と
申
て
、
柳
の
ほ
そ
枝
一
本
、
花
入
に
そ
へ
て
、
下
へ
た
ら
し
候
」（『
龍
野
』）。
テ
キ
ス
ト
の

本
文
は
「
願
い
の
糸
」、『
龍
野
』
は
「
手
飼
い
の
糸
」
と
異
な
る
。「
願
い
の
糸
」
と
は
七
夕
に
願
い
を
込
め
、
竹
の
竿
の
先
に
付
け
て

織
女
星
に
た
む
け
る
五
色
の
糸
の
こ
と
で
、『
太
平
記
』
に
「
竹
竿
に
願
糸
を
懸
け
」
と
あ
る
。
一
方
、「
手
飼
い
」
と
は
生
き
物
を
自
分

の
手
元
で
飼
う
こ
と
を
言
い
、「
手
飼
い
の
糸
」
と
は
飼
っ
て
い
る
生
き
も
の
を
繋
ぐ
糸
の
こ
と
で
、
こ
の
場
合
は
女
三
の
宮
の
飼
い
猫

に
付
け
た
綱
を
指
す
。

８
「
此
枝
を
習
と
申
也
。
右
の
巻
の
心
な
り
。
猫
の
つ
な
な
り
。
そ
れ
を
手
か
い
の
糸
と
申
な
り
」（『
龍

野
』）。
テ
キ
ス
ト
の
「
ね
が
い
の
糸
」
は
、「
て
が
い
の
糸
」
の
読
み
間
違
え
で
あ
ろ
う
。

９
「
此
花
、
柳
な
く
は
、
外
の
物
を
借
り
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（

蔓

）

て
生
。
手
ま
り
の
花
生
る
に
は
、
せ
ひ
柳
か
、
葉
な
き
か
つ
ら
か
、
花
入
の
口
よ
り
た
ら
し
申
事
、
習
と
す
る
な
り
」（『
龍
野
』）。「
か

づ
ら
」
は
蔓
草
の
総
称
。
柳
も
蔓
も
細
長
い
植
物
で
、
猫
の
綱
に
例
え
る
。
柏
木
が
密
通
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
蹴
鞠
と
猫
で
あ

（
祝
儀
）

る
た
め
、
蹴
鞠
に
見
立
て
た
手
鞠
花
と
、
猫
の
綱
に
な
ぞ
ら
え
た
柳
か
蔓
を
一
緒
に
活
け
る
。

「
祝
義
な
り
」（『
龍
野
』）。
祝
儀
の

花
と
は
、
祝
い
事
の
席
に
用
い
る
た
て
花
、
立
華
、
生
花
な
ど
を
い
う
。『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
花
材
は
季
節
の

花
を
中
心
に
用
い
る
が
、
適
切
な
も
の
が
な
い
と
き
に
は
常
緑
樹
、
な
か
で
も
松
を
用
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
花
材
は
枯
れ
枝
、
枯
れ

葉
、
破
れ
葉
の
な
い
も
の
を
選
ぶ
。
祝
い
の
花
を
用
い
る
の
は
、
光
源
氏
が
住
吉
を
参
拝
し
て
、
一
門
の
繁
栄
を
祈
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

こ
ろ

「
頃
は
十
月
廿
日
の
日
」（『
小
鏡
』）。
住
吉
詣
で
は
十
月
二
十
日
に
行
な
わ
れ
た
。

神
祇
の
花
を
活
け
る
の
は
、
光
源
氏
の
娘

（
明
石
の
女
御
）
が
産
ん
だ
子
が
東
宮
に
な
っ
た
の
で
、
光
源
氏
が
住
吉
へ
お
礼
参
り
を
し
た
こ
と
に
よ
る
。『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』

か
み

に
よ
る
と
、
神
前
の
花
に
は
榊
を
用
い
る
の
が
古
く
、
の
ち
に
は
松
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
。

「
な
に
事
も
、
す
み
よ
し
の
神
の
め

く
み
の
有
か
た
く
お
ほ
え
て
」（『
小
鏡
』）。
明
石
の
女
御
の
子
が
東
宮
に
な
っ
た
こ
と
を
、
光
源
氏
は
住
吉
の
神
の
恵
と
考
え
た
。
ま

た
、
明
石
の
入
道
も
住
吉
の
神
へ
立
願
を
行
な
っ
て
い
た
。

住
吉
は
摂
津
国
の
歌
枕
で
、
松
、
波
、
神
と
共
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多

い
。
波
が
松
を
洗
う
様
子
や
岸
に
寄
る
波
が
歌
わ
れ
、
大
葉
を
浦
波
に
見
立
て
る
の
は
住
吉
の
海
の
景
色
を
表
現
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

「
釣
り
舟
」
は
船
の
形
を
し
た
舟
形
花
器
を
鎖
で
釣
っ
て
飾
っ
た
、
活
け
花
の
飾
り
方
。
釣
り
舟
は
、
住
吉
社
が
海
上
安
全
の
守
護
神

す

ま

あ
か
し

（
難
波
）

と
し
て
信
仰
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

「
す
み
よ
し
に
て
、
む
か
し
の
須
磨
、
明
石
、
な
に
は
の
か
た
さ
ま
を
見
や
り
て
、
心
し
る
と

お
も
ひ
出
し
つ
る
心
を
つ
く
へ
し
」（『
小
鏡
』）。
須
磨
・
明
石
・
難
波
は
住
吉
と
同
じ
く
、
海
辺
の
風
景
が
広
が
る
地
で
あ
る
。

赤

い
大
輪
を
活
け
る
の
は
「
錺
鞠
は
緋
色
な
り
」
の
一
文
に
よ
る
が
、
蹴
鞠
の
鞠
は
鹿
の
皮
で
作
り
、
白
色
か
茶
色
が
多
い
。
た
だ
し
唐
鞠

は
、
五
色
の
革
を
縫
い
あ
わ
せ
て
製
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
飾
り
鞠
は
、
丸
め
た
綿
を
芯
に
し
て
表
面
を
色
糸
で
飾
る
手
ま
り
か
。
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「
掛
か
り
」
は
蹴
鞠
を
す
る
場
所
に
植
え
ら
れ
た
樹
木
を
言
い
、
北
東
に
桜
、
南
東
に
柳
、
北
西
に
松
、
南
西
に
楓
を
植
え
た
。

た
と
え
ば
『
続
後
撰
和
歌
集
』
の
詞
書
に
、「
参
議
雅
経
う
ゑ
お
き
て
侍
り
け
る
ま
り
の
か
か
り
の
さ
く
ら
を
思
ひ
や
り
て
よ
み
侍
り
け

る
」（
雑
上
・
一
〇
四
三
・
藤
原
教
定
朝
臣
）
と
あ
る
。

桜
の
品
種
の
一
つ
。
花
は
長
い
枝
の
先
に
手
鞠
状
に
群
が
っ
て
咲
き
、
花

の
色
は
紅
色
で
八
重
咲
き
。
江
戸
時
代
の
園
芸
書
『
地
錦
抄
』（
一
七
〇
〇
年
前
後
に
刊
行
）
の
「
桜
の
る
い
の
章
」
に
、「
小
手
鞠
」

「
大
手
鞠
」
の
記
述
が
あ
る
。

「
故
事
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
注
４
参
照
。
江
戸
時
代
の
書
で
あ
る
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』（
一
八
〇

五
年
刊
行
）
に
「
ネ
コ
ヤ
ナ
ギ
」
の
項
が
あ
る
。
枝
に
芽
鱗
で
お
お
わ
れ
た
冬
芽
が
つ
き
、
早
春
に
気
温
が
上
が
る
と
芽
鱗
が
脱
落
し
、

そ
の
下
か
ら
灰
白
色
の
苞
に
お
お
わ
れ
た
花
穂
が
現
れ
る
。『
い
け
ば
な
総
合
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
つ
ぼ
み
の
状
態
が
、

猫
が
丸
く
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
姿
に
似
て
い
る
の
で
、
猫
柳
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。

「
春
の
ゆ
ふ
く
れ
」（『
小
鏡
』
寄
合

語
）。
柏
木
は
春
の
夕
暮
れ
に
女
三
の
宮
を
垣
間
見
た
。

「
柳
桜
」
は
、
柳
と
桜
の
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
景
色
を
表
現
す
る
語
。
例
、

「
見
渡
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
都
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る
」（
古
今
和
歌
集
・
春
歌
上
・
五
六
・
素
性
法
師
）。
柳
と
桜
を
活
け
る
の
は
、

蹴
鞠
を
行
な
う
場
に
柳
と
桜
が
植
え
ら
れ
て
お
り
（
注

参
照
）、
ま
た
物
語
に
お
い
て
桜
が
散
り
ゆ
く
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
よ
る
。

「
五
十
の
賀
」
は
、
五
十
歳
を
迎
え
た
人
を
祝
う
儀
式
。
光
源
氏
は
、
兄
の
朱
雀
院
の
五
十
の
賀
を
行
う
こ
と
を
計
画
す

る
。

「
正
月
廿
日
は
か
り
な
れ
は
、
春
の
夜
、
の
と
か
に
か
す
む
夜
、
御
か
た
�
�
を
よ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
御
楽
あ
り
。
こ
れ
を

き
ん

こ
と

女
か
く
と
い
ふ
也
」（『
小
鏡
』）。「
女
楽
」
は
朱
雀
院
の
五
十
の
賀
に
お
い
て
、
女
三
の
宮
が
琴
の
琴
を
披
露
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の

予
行
演
習
と
し
て
六
条
院
に
住
む
女
君
た
ち
が
行
な
っ
た
演
奏
会
。
女
三
の
宮
の
ほ
か
紫
の
上
は
和
琴
、
明
石
の
御
方
は
琵
琶
、
明
石
の

そ
う

に
よ
さ
ん

み
や

女
御
は
筝
の
琴
を
そ
れ
ぞ
れ
奏
で
る
。
筝
は
中
国
伝
来
の
楽
器
で
、
十
三
本
の
絃
か
ら
な
る
。

「
女
三
の
宮
の
き
ん
の
御
琴
」（『
小

き
ん

こ
と

鏡
』）。
琴
の
琴
は
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
諸
楽
器
の
中
で
最
も
重
ん
じ
ら
れ
た
。
絃
は
七
本
。
女
三
の
宮
は
光
源
氏
と
結
婚
す
る
前
か
ら
、
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父
の
朱
雀
院
か
ら
琴
の
琴
を
教
わ
っ
て
い
た
。

糸
薄
は
薄
よ
り
全
体
的
に
小
型
で
葉
が
細
く
、
琴
の
絃
に
見
立
て
た
か
。
松
は
琴
を

ね

表
す
。「
琴
の
音
に
峯
の
松
風
通
ふ
ら
し
い
づ
れ
の
を
よ
り
調
べ
そ
め
け
ん
」（
拾
遺
和
歌
集
・
雑
上
・
四
五
一
・
斎
宮
女
御
）
の
歌
に

も
、
松
と
琴
が
詠
み
合
さ
れ
て
い
る
。

「
む
ら
さ
き
の
上
は
わ
こ
ん
」（『
小
鏡
』）。
和
琴
は
、
日
本
固
有
の
楽
器
で
絃
は
六
本
。

ゆ
ふ

こ

六
本
の
糸
薄
は
、
絃
が
六
本
あ
る
和
琴
に
な
ぞ
ら
え
る
。

「
ふ
え
は
夕
き
り
の
御
子
」（『
小
鏡
』）。
笛
は
夕
霧
の
長
男
が
演
奏
し

た
。
当
時
の
女
君
は
管
楽
器
を
た
し
な
ま
な
い
の
で
、
少
年
が
笛
を
担
当
し
た
。

竹
か
ら
笛
を
作
る
の
で
、
竹
を
笛
に
見
立
て
た
。

に
よ
さ
ん

ま
た
、『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
に
よ
る
と
、
竹
は
伝
統
的
な
花
材
で
祝
儀
に
使
わ
れ
、
松
や
梅
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
。

「
女
三

み
や

あ
お
や
き

（
羽
）

の
宮
の
御
か
た
ち
は
、
二
月
中
の
十
日
は
か
り
の
青
柳
の
、
は
つ
か
に
し
た
り
は
し
め
て
、
う
く
ひ
す
の
は
風
に
も
み
た
れ
ぬ
へ
し
」

（『
小
鏡
』）。
光
源
氏
は
演
奏
す
る
女
君
た
ち
を
見
て
、
各
人
を
花
に
喩
え
る
。
女
三
の
宮
の
小
柄
で
か
わ
い
ら
し
く
気
品
の
あ
る
様
子

ま

は
、
鶯
の
羽
風
に
も
乱
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
か
弱
い
青
柳
に
例
え
ら
れ
た
。
青
柳
と
鶯
に
つ
い
て
は
、「
依
依
嫋
嫋
、
復
た
青
青
。
勾
引

う

え
だ

た

す
、
春
風
、
無
限
の
情
。
白
雪
、
花
繁
く
し
て
空
し
く
地
を
撲
ち
。
緑
糸
、
条
弱
く
し
て
鶯
に
勝
へ
ず
」（『
白
氏
文
集
』
巻
六
十
四
、

み
ね

「
揚
柳
枝
詞
」
八
首
の
第
三
首
）
に
例
が
あ
る
。

「
女
御
の
き
み
の
御
す
か
た
は
、
こ
た
か
き
峯
よ
り
、
あ
た
り
に
な
ら
ふ
花
な
く
、

ふ
ち

ほ
と

（

様

態

）

さ
き
こ
ほ
れ
た
る
藤
の
心
ち
し
て
、よ
し
あ
り
て
見
え
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。

「
む
ら
さ
き
の
上
は
、大
き
さ
な
と
よ
き
程
に
て
、や
う
た
い

む
め

あ
ら
ま
ほ
し
く
、
あ
た
り
に
も
に
ほ
ひ
み
ち
て
、
花
と
い
は
ゝ
、
さ
く
ら
、
梅
に
た
と
へ
て
も
、
な
を
物
こ
と
に
す
く
れ
た
り
」（『
小

鏡
』）。

（
塚
本
舞
衣
）

カ
シ
ハ
キ

三
十
六

柏
木イ

フ
コ
ト

ゲ
ツ
ケ
イ
ウ
ン
カ
ク

シ
ツ
ケ
ツ
セ
イ
ウ
ン

マ
ツ

ク
サ
キ

カ
シ
ハ
キ

１コノ
マ
キ
カ
シ
ハ
キ

此
巻
柏
木
と
云
事
、
月
卿
雲
客
を
、
月
日
星
雲
、
か
す
み
、
先
、
よ
ろ
つ
の
木
草
に
な
ぞ
ら
ふ
る
に
、
ゑ
も
ん
の
か
み
を
柏
木
に
よ
そ
へ

― ２５ ―
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カ
シ
ハ
キ

イ
フ

２

ニ
ヨ
サ
ン

ミ
ヤ

コ
ト

ヤ
マ
ヒ

３

タ
イ
ナ
コ
ン

た
れ
ば
、
さ
て
、
柏
木
と
云
也
。
扨
、
此
人
、
女
三
の
宮
の
事
ゆ
へ
に
病
か
き
り
に
な
り
て
、
い
ま
は
の
を
り
、
大
納
言
に
な
さ
る
。

４

ナ
ヲ

い
ま
は
と
て
も
え
ん
け
ふ
り
も
む
す
ほ
ゝ
れ
た
へ
ぬ
思
ひ
の
猶
や
残
ら
ん

５女
三
宮
、
是
を
け
ふ
り
く
ら
べ
と
い
ふ
。

６

ミ
タ

ケ
フ
リ

た
ち
そ
ひ
て
き
え
や
し
な
ま
し
う
き
事
を
お
も
ひ
乱
る
ゝ
煙
く
ら
へ
に

柏
木

コ
テ
ン
イ
ワ
ク

オ
ホ
ハ

シ
セ
ツ

ハ
ナ

シ
グ
レ
カ
サ

カ
タ

オ
ホ
ハ

シ
タ

イ
ク

ナ
リ

モ
チ

ニ
ヨ
サ
ン

ミ
ヤ

御
伝
ニ

曰
、

７コノ
カ
タ

此
形
、
大
葉
に
時
節
の
花
を
時
雨
笠
の
形
の
や
う
に
、
大
葉
の
下
に
生
る
也
。

８シ
ウ
キ

祝
義
に
用
ふ
べ
か
ら
ず
。

９カシ
ハ
キ

柏
木
、
女
三
の
宮

コ
ト
ユ
ヘ

ヤ
マ
ヒ

タ
イ
ナ
コ
ン

コ
ヽ
ロ
ウ

の
事
故
に
、
病
か
ぎ
り
に
な
り
て
、
い
ま
は
の
を
り
、
大
納
言
に
な
さ
る
と
心
得
へ
し
。

ク
ア
ン
イ
ワ
ク

サ
ケ

ヲ
ン
コ
ヽ
ロ
（
マ
マ
）

タ
マ
ヒ

ミ
ナ

愚
按
ニ

曰
、
ソ
ノ
コ
ヽ
ロ

其
心
を
ほ
の
め
か
し
て
、
酒
を
し
ゐ
て
、
御
心
よ
ら
ぬ
御
め
つ
か
ひ
を
し
給
し
よ
り
云
云
。
チ
ク
ヤ
ウ

竹
葉
、
モ
ヽ桃
、
キ
ク菊
、
皆
、
サ
ケ酒
に

カ
リ

ユ
イ
ゴ
ン

マ
キ

イ
ル

マ
タ

よ
せ
あ
り
。
さ
て
、
ク
モ
イ

雲
井
の
雁
に
遺
言
あ
る
巻
な
れ
は
、
ヒ
カ
ン

飛
雁
を
ラ
ク
カ
ン

落
雁
に
も
、
ハ
サ
ミ
入
へ
し
。
ス
コ少
し
し
ほ
る
ゝ
か
た
よ
し
。
又
、

マ
ツ

イ
ケ
カ
タ

イ
ワ
ネ

岩
根
の
松
と
い
ふ
活
方
あ
り
。

誰
か
世
に
か
た
ね
は
ま
き
し
と
人
と
は
ゝ
い
か
ゝ
岩
ね
の
松
は
こ
た
へ
ん

ミ
キ
ヒ
ロ
ク
チ

イ
ケ

イ
ワ

マ
タ

フ
タ
モ
ト

ナ
ラ
イ

マ
タ

右
広
口
に
マ
ツ松
を
活
、
岩
に
て
と
め
る
也
。
又
、
ケ
フ
リ
ク
ラ

煙
競
べ
と
て
、
ヤ
ナ
キ
柳
を
二
本
さ
す
こ
と
あ
り
。
習
あ
り
。
ニ
ヘ
イ

二
瓶
も
又
よ
し
。
両
方
、

柳
也
。

三
十
六

柏
木
（
病
痾
）
頭
の
な
ひ
し
の
介
。
大
葉
、
時
節
ノ
花
、
竹
葉
、
桃
、
菊
、
柳
。

く
ぎ
ょ
う

て
ん
じ
ょ
う
び
と

【
訳
】
こ
の
巻
を
柏
木
と
い
う
こ
と
は
、
公
卿
と
殿
上
人
（
の
役
職
）
を
、
月
・
日
・
星
・
雲
・
霞
・
松
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
草
木
に
た

え
も
ん
の
か
み

と
え
る
が
、
衛
門
督
を
柏
木
に
な
ぞ
ら
え
る
の
で
、
そ
れ
で
柏
木
（
の
巻
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
人
（
柏
木
）
は
女
三
の
宮

と
の
密
通
に
よ
り
重
体
に
陥
り
、
臨
終
の
折
、（
今
上
帝
が
柏
木
を
）
大
納
言
に
（
昇
進
）
な
さ
れ
る
。
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今
は
（
も
う
最
期
）
と
（
私
を
火
葬
に
す
る
）
煙
も
燃
え
く
す
ぶ
っ
て
、（
あ
な
た
へ
の
）
絶
え
な
い
思
い
の
火
は
ど
こ
ま
で
も
残

る
だ
ろ
う
か
。

（
そ
の
返
歌
は
）
女
三
の
宮
で
、
こ
れ
を
煙
競
べ
と
い
う
。

（
あ
な
た
の
煙
と
）
一
緒
に
（
私
も
）
消
え
て
し
ま
お
う
か
し
ら
。
つ
ら
い
事
を
思
い
乱
れ
、
火
が
乱
れ
る
煙
と
（
あ
な
た
の
煙
と
）

比
べ
る
た
め
に
も
。

師
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
形
式
は
大
き
い
葉
に
季
節
の
花
を
（
合
わ
せ
、
大
き
い
葉
を
）
時
雨
笠
の
形
の
よ
う
に
し
て
、
大
き
い
葉
の
下
に

（
花
を
）
活
け
る
の
で
あ
る
。
お
祝
い
事
に
用
い
て
は
い
け
な
い
。
柏
木
は
、
女
三
の
宮
と
の
密
通
に
よ
り
重
体
に
陥
り
、
臨
終
の
折
に

大
納
言
に
（
昇
進
）
な
さ
れ
る
と
心
得
な
さ
い
。

愚
案
に
よ
る
と
、（
光
源
氏
は
、
自
分
の
正
妻
で
あ
る
女
三
の
宮
の
密
通
に
気
づ
い
た
と
い
う
）
そ
の
心
を
ほ
の
め
か
し
て
、（
柏
木

に
）
お
酒
を
強
い
て
、
ご
機
嫌
が
良
く
な
い
目
つ
き
を
な
さ
れ
て
か
ら
云
々
。
竹
葉
・
桃
・
菊
は
、
み
な
お
酒
に
ゆ
か
り
が
あ
る
。
さ

は
さ

て
、（
柏
木
の
異
母
妹
で
あ
る
）
雲
居
の
雁
に
（
柏
木
の
）
遺
言
が
あ
る
巻
な
の
で
、
飛
雁
を
落
雁
に
も
挟
ん
で
入
れ
る
の
が
よ
い
。

少
し
し
お
れ
る
有
様
が
よ
い
。
ま
た
、
岩
根
の
松
と
い
う
活
け
方
が
あ
る
。

「
誰
が
こ
の
世
に
種
を
蒔
い
た
の
か
（
実
父
は
誰
な
の
か
）」
と
人
が
尋
ね
た
な
ら
ば
、
こ
の
岩
根
の
松
（
で
あ
る
若
君
）
は
ど
う
答

え
る
で
し
ょ
う
か
。

右
記
（
の
和
歌
の
内
容
を
表
現
す
る
に
）
は
口
が
広
い
花
器
に
松
を
活
け
、
岩
で
留
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
煙
競
べ
と
い
っ
て
、
柳
を

二
本
さ
す
こ
と
が
あ
る
。（
そ
れ
に
は
）
決
ま
り
が
あ
る
。
二
瓶
（
を
使
う
の
）
も
、
ま
た
よ
い
。
両
方
（
の
瓶
に
）、
柳
（
を
活
け
る

の
）
で
あ
る
。
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【
注
】
１
「
此
巻
、
か
し
は
木
と
云
事
。
月
卿
雲
客
を
、
月
、
日
、
星
、
雲
、
か
す
み
、
ま
つ
、
よ
ろ
つ
の
木
草
に
な
そ
ら
ふ
る
に
、
ゑ

さ
ん
み

も
ん
の
か
み
を
、
か
し
は
木
に
よ
そ
へ
た
れ
は
、
さ
て
、
か
し
は
木
と
云
な
り
」（『
小
鏡
』）。「
月
卿
雲
客
」
と
は
、
公
卿
（
三
位
以
上
）

し

い

と
殿
上
人
（
四
位
、
五
位
）
の
総
称
。
柏
木
は
ブ
ナ
科
の
落
葉
高
木
で
、
樹
木
を
守
る
神
が
宿
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
皇
居
を
守

衛
す
る
衛
門
の
異
称
に
な
る
。

２
「
扨
、
此
人
、
女
三
の
宮
の
事
ゆ
へ
に
、
病
か
き
り
に
な
り
て
」（『
小
鏡
』）。「
衛
門
も
お
も
ひ
わ

づ
ら
ひ
」（『
龍
野
』）。
柏
木
は
女
三
の
宮
と
密
通
し
（

若
菜
下
の
巻
の
注
４
）、
そ
れ
に
気
づ
い
た
光
源
氏
に
皮
肉
を
言
わ
れ
た
こ
と

を
気
に
病
ん
で
重
病
に
陥
る
。

３
「
い
ま
は
の
お
り
、
大
納
言
に
な
さ
る
」（『
小
鏡
』）。
柏
木
の
臨
終
が
近
い
と
聞
い
た
今
上
帝
は
、

え
も
ん
の
か
み

ご
ん
の
だ
い
な
ご
ん

柏
木
を
衛
門
督
（
従
四
位
）
か
ら
権
大
納
言
（
正
三
位
）
に
昇
進
さ
せ
た
。
そ
の
喜
び
か
ら
、
も
う
一
度
参
内
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と

考
え
た
こ
と
に
よ
る
特
別
待
遇
で
あ
っ
た
が
、
柏
木
は
二
度
と
回
復
し
な
か
っ
た
。

４
巻
名
歌
。『
小
鏡
』
も
『
龍
野
』
も
異
同
な
し
。

死
を
悟
っ
た
柏
木
が
、
女
三
の
宮
に
贈
っ
た
和
歌
。「
思
ひ
」
の
「
ひ
」
に
「
火
」
を
掛
け
る
。
火
葬
の
煙
は
燃
え
く
す
ぶ
っ
て
残
る
よ

う
に
、
相
手
へ
の
思
い
は
こ
の
世
に
残
る
と
い
う
意
味
で
、
柏
木
の
執
心
を
表
す
。

５
「
女
三
の
宮
の
「
け
ふ
り
く
ら
へ
」
と
は
申
け

れ
」（『
小
鏡
』）。「
思
ひ
」
の
「
火
」
か
ら
煙
が
立
ち
の
ぼ
る
よ
う
に
、
互
い
に
思
い
の
程
を
く
ら
べ
合
う
こ
と
を
い
う
。

６
『
小
鏡
』

と
同
文
。「「
立
ち
そ
ひ
て
き
へ
や
し
な
ま
し
う
き
こ
と
を
」
と
の
歌
」（『
龍
野
』）。
柏
木
が
、
自
分
の
死
後
も
女
三
の
宮
へ
の
思
い
は
煙

の
よ
う
に
残
る
だ
ろ
う
と
詠
ん
だ
の
に
対
し
て
、
女
三
の
宮
は
私
も
そ
の
煙
と
と
も
に
消
え
て
し
ま
い
た
い
と
返
す
。「
煙
競
べ
」
は
二

人
の
嘆
き
の
象
徴
。

７
「
此
か
た
、
大
葉
に
時
節
の
花
を
、
時
雨
笠
の
形
の
や
う
に
、
大
葉
の
下
に
生
る
な
り
」（『
龍
野
』）。
時
雨

は
、
晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
降
っ
た
り
や
ん
だ
り
す
る
小
雨
。
時
雨
笠
は
時
雨
を
防
ぐ
笠
。
大
き
い
葉
を
笠
に
見
立
て
て
、
そ
の
下
に

時
節
の
花
を
活
け
る
。「
涙
を
雨
に
よ
そ
へ
て
、
時
雨
笠
の
心
を
と
り
生
る
也
」（『
龍
野
』）
と
あ
る
よ
う
に
、
時
雨
は
柏
木
の
死
を
悲
し

（
祝
儀
）

む
人
々
の
涙
に
な
ぞ
ら
え
る
。

８
「
無
祝
義
也
」（『
龍
野
』）。
柏
木
の
死
を
描
く
場
面
で
あ
る
た
め
、
祝
い
事
に
は
使
わ
な
い
。

９
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（
よ
か
ら
ぬ
カ
）

注
２
を
参
照
。

注
３
を
参
照
。

「
け
ん
し
、
す
こ
し
其
心
を
ほ
の
め
か
し
て
、
酒
を
し
ゐ
て
、
御
心
よ
ら
ぬ
御
め
つ
か
ひ
を
し

給
ひ
し
よ
り
」（『
小
鏡
』）。
物
語
で
は
、

若
菜
下
の
巻
で
行
わ
れ
た
試
楽
で
光
源
氏
か
ら
皮
肉
を
言
わ
れ
た
柏
木
は
、
女
三
の
宮
と
密

通
し
た
と
い
う
罪
の
意
識
で
気
分
が
悪
く
な
り
、
酒
が
進
ま
な
い
の
を
光
源
氏
は
見
咎
め
て
酒
を
強
要
す
る
。

竹
葉
は
竹
の
葉
、
ま

た
酒
の
別
名
。

桃
の
花
は
、
日
本
で
は
桃
の
節
句
に
活
け
る
。
ま
た
桃
の
実
は
、
日
本
で
は
古
く
か
ら
邪
気
を
払
う
霊
的
な
も
の
で

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

よ
み
の
こ
く

あ
る
と
さ
れ
、『
古
事
記
』
に
は
伊
弉
諾
尊
が
黄
泉
国
か
ら
逃
げ
帰
っ
た
際
、
桃
の
実
の
お
陰
で
難
を
逃
れ
た
話
が
あ
る
。
ま
た
、
桃
太

郎
が
鬼
を
退
治
す
る
の
も
、
桃
が
邪
気
を
払
う
と
信
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

菊
は
中
国
か
ら
渡
来
し
た
植
物
だ
が
、
日
本
で
改
良

が
進
み
、
近
世
に
は
多
く
の
品
種
が
あ
り
、
薬
用
・
食
用
・
鑑
賞
と
幅
広
く
使
用
さ
れ
る
。

竹
葉
・
桃
・
菊
の
す
べ
て
が
、
酒
に
ゆ

も
た
ひ

ほ
と
り

は
し

も
と

し
ょ
う
び

い

か
り
が
あ
る
。
竹
葉
は
、「
甕
の
頭
の
竹
葉
は
春
を
経
て
熟
す
。
階
の
底
の
薔
薇
は
夏
に
入
つ
て
開
く
」（
和
漢
朗
詠
集
・
夏
・
首
夏
・
一

じ
ょ
う
し

四
七
・
白
居
易
）
と
詠
ま
れ
た
よ
う
に
、
酒
の
異
称
で
あ
る
。
桃
は
中
国
で
、
三
月
三
日
の
上
巳
の
節
句
と
関
連
付
け
ら
れ
、
そ
の
日

に
曲
水
の
宴
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
宮
中
や
貴
族
の
邸
宅
で
行
わ
れ
た
行
事
で
、
庭
園
に
あ
る
曲
が
り
く
ね
っ
た
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
参

会
者
が
所
々
に
座
り
、
上
流
か
ら
流
さ
れ
る
杯
が
自
分
の
前
を
通
り
過
ぎ
な
い
う
ち
に
詩
歌
を
詠
め
れ
ば
、
杯
を
取
り
上
げ
て
酒
が
飲
め

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
桃
と
酒
に
ゆ
か
り
が
あ
る
と
す
る
。
菊
は
、
旧
暦
九
月
九
日
の
重
陽
の
節
句
に
用
い
ら
れ
た
。
古
来
中
国
で
は
こ

の
日
に
小
高
い
丘
に
登
り
、
長
生
き
の
効
能
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
菊
の
花
を
浸
し
た
菊
酒
を
飲
み
、
厄
除
け
を
す
る
風
習
が
あ
っ
た
。
こ

れ
が
日
本
に
も
伝
わ
り
、
宮
廷
行
事
と
し
て
菊
の
宴
が
催
さ
れ
た
。

「
限
の
お
り
、
夕
き
り
の
大
将
は
、
か
の
大
納
言
の
い
も
う
と

（
仲
）

む
こ
そ
か
し
。
雲
井
の
か
り
は
、
い
も
う
と
な
り
。
い
と
な
か
よ
き
事
な
れ
は
、
よ
ひ
よ
せ
給
ひ
て
、
さ
ま
�
�
に
い
ひ
を
き
」（『
小

鏡
』）。
物
語
と
『
小
鏡
』
で
は
、
柏
木
が
臨
終
の
際
に
遺
言
を
残
し
た
の
は
異
母
妹
で
あ
る
雲
居
の
雁
で
は
な
く
、
雲
居
の
雁
と
結
婚
し

た
、
す
な
わ
ち
妹
婿
の
夕
霧
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
『
小
鏡
』
を
読
み
誤
っ
た
か
。

飛
雁
と
は
、
特
に
未
生
流
に
お
い
て
よ
く
見
ら
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れ
る
表
現
法
で
、
竹
の
二
枚
の
葉
の
間
に
芽
吹
き
葉
が
あ
る
も
の
を
言
う
。
こ
こ
で
は
雲
井
の
雁
に
遺
言
を
残
し
た
た
め
、「
雲
井
の
雁

と
い
ふ
故
事
」（

少
女
の
巻
の
注

）
に
関
わ
る
飛
雁
を
用
い
る
。

「
落
雁
」
は
葉
を
落
と
し
た
竹
で
、
亡
く
な
る
柏
木
に
な
ぞ

ら
え
た
か
。

亡
き
柏
木
を
悲
し
む
巻
な
の
で
、
少
し
し
お
れ
た
姿
を
良
い
と
す
る
。

「
岩
根
の
松
」
と
い
う
言
葉
は
、
女
三
の

か
お
る

い

か

宮
が
産
ん
だ
男
児
（
薫
の
君
）
の
五
十
日
の
祝
い
の
時
に
、
光
源
氏
が
女
三
の
宮
に
こ
っ
そ
り
詠
み
か
け
た
和
歌
（
注

）
に
あ
る
。
五

十
日
の
祝
い
と
は
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
五
十
日
目
に
行
う
祝
宴
。

『
小
鏡
』
に
も
掲
載
。
こ
の
和
歌
は
、「
梓
弓
い
そ
べ
の
小
松

た
が
世
に
か
よ
ろ
づ
世
か
ね
て
種
を
ま
き
け
む
」（
古
今
和
歌
集
・
雑
上
・
九
〇
七
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
に
よ
る
。「
岩
根
の
松
」
の
「
岩

根
」
は
「
言
は
ね
」
を
連
想
さ
せ
、「
松
」
は
本
歌
の
「
小
松
」
に
よ
り
薫
の
君
を
指
す
。
光
源
氏
は
薫
の
出
生
の
秘
密
を
匂
わ
せ
る
歌

を
女
三
の
宮
に
詠
み
か
け
て
、
相
手
の
心
中
を
推
し
測
ろ
う
と
し
た
。

「
広
口
」
は
広
い
口
を
し
た
花
器
の
こ
と
で
、
高
さ
に
く
ら

べ
て
口
付
き
が
大
き
い
も
の
を
指
す
。「
右
広
口
」
と
は
花
器
の
左
側
に
草
花
を
寄
せ
て
右
側
を
広
く
し
た
、
と
も
解
釈
で
き
る
。

松
は
『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
に
よ
る
と
、「
祝
言
な
ど
の
立
華
に
つ
か
わ
れ
る
花
材
と
し
て
、
格
式
の
高
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
」

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
薫
の
五
十
日
の
祝
い
と
し
て
松
を
活
け
た
。「
岩
に
て
と
め
る
也
」
と
は
、
花
が
流
れ
な
い
よ
う
に
活
け
る
た
め
の

い
し
ど

技
法
の
一
つ
で
あ
る
。『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
で
は
「
石
留
め
」
と
い
う
方
法
を
紹
介
し
て
お
り
、「
も
ち
い
る
草
木
に
相
応
す
る
石

を
み
た
て
、
石
と
石
と
を
寄
せ
合
わ
せ
て
草
木
の
根
を
留
め
る
方
法
と
、
す
わ
り
の
良
い
石
を
み
た
て
て
、
そ
の
石
の
下
に
草
木
の
茎
を

踏
ま
せ
て
留
め
る
「
踏
み
留
め
」
と
よ
ば
れ
る
方
法
」
が
あ
る
と
す
る
。
光
源
氏
が
詠
ん
だ
和
歌
に
「
岩
根
の
松
」
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
て
、
松
を
岩
で
留
め
た
。

注
５
６
を
参
照
。

二
本
の
柳
で
煙
競
べ
を
表
現
す
る
。
柳
を
用
い
る
の
は
、
女
三
の
宮
を
柳
に
た

と
え
た
か
ら
（

若
菜
下
の
巻
の
注

）、
ま
た
柳
が
煙
の
有
様
に
似
て
い
る
か
ら
か
。

二
つ
の
花
器
を
並
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
柳
を

活
け
て
煙
競
べ
に
よ
そ
え
る
。
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（
香
ノ
木
麻
由
）

ヨ
コ
フ
ヘ

三
十
七

横
笛

エ
モ
ン

ツ
マ

オ
チ
ハ

ミ
ヤ

ト
ヲ

オ
リ

１カシ
ハ
キ

柏
木
の
衛
門
の
妻
、
落
葉
の
宮
は
ゑ
も
ん
に
遠
く
御
わ
か
れ
給
ひ
、
御
こ
ゝ
ろ
の
ほ
と
、
い
と
あ
は
れ
に
お
は
し
ま
し
ゝ
折
ふ
し
、

２ナカ
ア
キ

中
秋

ツ
キ
ヨ

タ
イ
シ
ヤ
ウ

タ
ツ

ア
リ

ト
キ

モ
チ
タ
マ

ヨ
コ
フ
エ

タ
イ
シ
ヤ
ウ

ス
ヽ

タ
マ
ヒ

５

の
月
夜
、

３ユフ
キ
リ

夕
霧
の
大
将
御
尋
ね
有
し
に
、

４エ衛
も
ん
、
今
は
の
時
ま
て
持
給
ひ
し
横
笛
を
出
し
、
大
将
に
進
め
給
け
れ
ば
、
し
ら
べ
玉
ひ

ア
ハ
レ

モ
ヨ
ホ

オ
ン
ウ
タ

ユ
メ

ヨ
コ
フ
エ

マ
キ

て
、
哀
を
催
し
、
よ
み
給
ひ
し
御
歌
あ
り
。

６
フ
エ
タ
ケ

「
笛
竹
に
ふ
き
よ
る
」
と
の
夢
の
つ
た
へ
に
て
、
横
笛
の
巻
と
は
い
ふ
也
。

コ
ト

ネ
コ
ソ

７ヨコ
フ
エ

横
笛
の
し
ら
べ
は
琴
に
か
は
ら
ぬ
を
む
な
し
く
成
し
音
社
つ
き
せ
ね

ヨ
コ
フ
エ

横
笛

コ
テ
ン
イ
ハ
ク

フ
シ

ホ
ト
ヲ
キ

キ
リ
ト
メ

タ
ケ

モ
ト
エ
タ

ハ

ヲ
ク

御
伝
ニ

曰
、

８ミキ
タ
ケ

幹
竹
也
。

９タケ竹
二
本
、
節
の
上
、
一
寸
三
歩
程
置
、
切
留
も
竹
の
ふ
し
の
本
枝
に
葉
七
八
枚
置
べ
し
。
ツ図
の
如
く
あ
し
ら
ひ
、

ク
ハ

キ

ハ
ナ

キ
ク
サ

ツ
ウ
ヨ
ウ

モ
ノ

イ
ク

シ
ヤ
ガ

ハ
ナ
イ
レ

ク
チ

タ
ラ
ス

バ

サ
タ
マ
リ

草
は
あ
し
く
、
木
ノ

花
、
躰
は
木
草
ニ

通
用
の
物
を
生
へ
し
。
マ
ヘ前
に
鳶
尾
三
本
、
花
入
の
口
江

そ
へ
て
垂
へ
し
。
コ
レ是
を
お
よ
び
葉
と
て
定
て

ナ
ラ

ヒ
ト
ヘ
キ
リ

ハ
ナ
イ
レ

サ
タ
マ

ネ
ナ
リ

モ
チ
フ

ヨ
コ
フ
エ

ハ
シ
マ

習
ひ
也
。
コ
ノ
カ
タ

此
形
は
一
重
切
の
花
入
、
定
る
也
。
ひ
と
よ
き
り

一
節
切

、
シ
ヤ
ク
ハ
チ

尺
八
と
も
い
ふ
也
。

唐
に
て
銅
簫
と
云
物
也

ソ
ノ其
う
し
ろ
根
也
。
タ
ケ竹
を
用
る
は
、
横
笛
に
始
る
と

コ
ヽ
ロ
ウ

心
得
べ
し
。
八
月
十
五
、
六
日
の
頃
の
事
也
。シ

ヤ
ク
ハ
チ

ニ

フ
エ

フ

愚
按
曰
、
ヒ
ト
ヨ
キ
リ

一
節
切
は
、
ふ
し
一
つ
こ
め
た
る
尺
八
に
似
た
る
笛
也
。
も
ろ
こ
し
に
て
は
、
ト
ウ
シ
ヤ
ウ
と
い
ふ
。
セ
キ
ヘ
キ

赤
壁
ノ

賦
に
も
み
え

キ
ヨ
ク

フ
キ
タ
マ

マ
タ

ク
サ
ハ
ナ

カ
ス

イ
ク

ム
シ

イ
ク

シ
セ
ン
ム
シ

た
り
。
夕
霧
の
大
将

双
鳧
連

ソ
ウ
フ
レ
ン

の
曲
を
吹
給
ふ
。
又
、
ム
ク
ラ
葎
、草
花
、
数
�
�
活
る
も
よ
し
。
フ
エ笛
を
虫
の
こ
ゑ
と
い
ふ
。
ク
サ草
あ
ま
た
活
れ
は
、
自
然
虫
の

コ
ヽ
ロ
ウ

ね
は
こ
も
る
と
心
得
へ
し
。

ム
ク
ラ

ツ
ユ露
し
け
き
葎
の
や
と
に
い
に
し
へ
の
秋
に
か
は
ら
ぬ
む
し
の
こ
ゑ
か
な

ム
ク
ラ

三
十
七

横
笛
。
お
ち
の
内
大
臣
。
歌
口
を
か
く
す
な
ら
ひ
葉
。
竹
、
葎
、
草
花
数
々
。

【
訳
】
柏
木
の
衛
門
の
妻
で
あ
る
落
葉
の
宮
は
、
衛
門
（
柏
木
）
と
遠
く
お
別
れ
（
死
別
）
な
さ
れ
て
、
お
気
持
ち
の
有
様
が
、
た
い
そ
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う
お
い
た
わ
し
か
っ
た
頃
、
中
秋
の
名
月
の
夜
、
夕
霧
の
大
将
が
（
落
葉
の
宮
を
）
お
訪
ね
に
な
り
、
柏
木
が
臨
終
の
時
ま
で
お
持
ち
に

な
っ
て
い
た
横
笛
を
（
落
葉
の
宮
が
）
取
り
出
し
、
夕
霧
の
大
将
に
お
勧
め
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、（
夕
霧
の
大
将
が
横
笛
を
）
演
奏
な
さ

れ
て
、
情
緒
を
ひ
き
起
こ
し
お
詠
み
に
な
っ
た
御
歌
が
あ
る
。「
笛
竹
に
吹
き
寄
る
」
と
の
（
夕
霧
が
見
た
）
夢
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
、

横
笛
の
巻
と
は
い
う
の
で
あ
る
。

横
笛
の
調
子
は
特
に
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
は
か
な
く
消
え
た
（
故
人
が
吹
き
鳴
ら
し
た
）
音
色
が
尽
き
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

師
伝
に
よ
る
と
、
中
心
は
竹
で
あ
る
。
竹
は
二
本
で
、（
中
心
の
一
本
は
）
節
の
上
を
一
寸
三
歩
（
四
セ
ン
チ
弱
）
ほ
ど
置
き
、
支
え

（
の
竹
）
も
竹
の
節
の
元
の
枝
に
葉
を
七
、
八
枚
置
く
の
が
よ
い
。
図
の
よ
う
に
あ
し
ら
い
、
草
は
不
都
合
で
、
木
の
花
や
、
姿
が
草
木

に
似
通
う
も
の
を
活
け
る
の
が
よ
い
。
前
に
鳶
尾
を
三
本
、
花
器
の
口
に
添
え
て
垂
ら
す
の
が
よ
い
。
こ
れ
を
お
よ
び
葉
と
い
っ
て
、
決

ひ
と
よ

ま
っ
た
し
き
た
り
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
一
重
切
り
の
花
器
（
に
活
け
る
）
と
、
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
節
切
り
は
、
尺
八
（
中

ド
ウ
シ
ョ
ウ

国
で
は
洞
簫
と
い
う
楽
器
で
あ
る
）
と
も
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
後
ろ
根
（
締
め
）
で
あ
る
。
竹
を
用
い
る
の
は
、
横
笛
（
の
巻
）
か
ら

始
ま
る
と
心
得
な
さ
い
。
八
月
十
五
、
六
日
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

愚
案
に
よ
る
と
、
一
節
切
り
は
、
節
が
一
つ
含
ま
れ
て
い
る
尺
八
に
似
た
笛
で
あ
る
。
中
国
で
は
、
洞
簫
と
い
う
。「
赤
壁
の
賦
」
に

も
見
ら
れ
る
。
夕
霧
の
大
将
は
想
夫
恋
の
曲
を
お
吹
き
に
な
る
。
ま
た
、
葎
や
草
花
を
い
ろ
い
ろ
活
け
る
の
も
よ
い
。
笛
（
の
音
）

を
、
虫
の
声
と
い
う
。
草
を
た
く
さ
ん
活
け
れ
ば
、
自
然
と
虫
の
音
は
こ
も
る
と
心
得
な
さ
い
。

（
涙
に
劣
ら
ず
）
露
が
た
く
さ
ん
お
り
て
草
が
生
い
茂
っ
た
我
が
家
に
、
昔
の
秋
と
変
わ
ら
な
い
虫
の
声
が
聞
こ
え
る
（
よ
う
に
、

故
人
と
変
わ
ら
な
い
笛
の
音
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
）
な
あ
。

【
注
】
１
「
か
の
ゑ
も
ん
の
か
み
の
北
の
か
た
、
お
ち
は
の
宮
を
は
、
一
条
の
宮
と
も
申
。
ゑ
も
ん
の
死
し
給
ひ
て
後
、
あ
は
れ
と
お
も
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（
衛
門
）

ひ
し
中
の
か
た
み
な
れ
ば
」（『
小
鏡
』）。「
柏
木
の
衛
門
の
妻
、
お
ち
は
の
宮
は
、
ゑ
も
ん
に
遠
く
御
わ
か
れ
あ
り
し
御
心
の
ほ
ど
、
い

と
あ
わ
れ
に
お
は
し
ま
し
候
。
折
ふ
し
」（『
龍
野
』）。
柏
木
の
北
の
方
で
あ
る
落
葉
の
宮
は
、
亡
夫
を
偲
び
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
。

２
「
八
月
な
か
は
の
月
」（『
小
鏡
』）。「
仲
秋
の
月
の
夜
」（『
龍
野
』）。
陰
暦
八
月
十
五
日
、
仲
秋
の
名
月
の
日
で
あ
る
。

３
「
大
将

ま
い
り
給
ひ
て
」（『
小
鏡
』）。「
夕
霧
の
大
将
、
御
尋
ね
あ
り
し
に
」（『
龍
野
』）。
夕
霧
は
落
葉
の
宮
が
気
に
な
り
、
た
び
た
び
訪
問
し

（
今
際
）

て
い
た
。

４
「
内
よ
り
笛
を
取
出
し
て
、
大
将
に
す
ゝ
め
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。「
衛
門
、
い
ま
わ
の
時
ま
で
持
給
ひ
し
横
ふ
え
を

（
出
し
）

い
た
し
、
大
将
に
す
ゝ
め
給
ひ
候
へ
は
」（『
龍
野
』）。
物
語
で
は
落
葉
の
宮
の
母
親
が
、
柏
木
の
形
見
で
あ
る
笛
を
夕
霧
に
渡
す
。

５

（
調
べ
）

（

催

し

カ

）

「
し
ら
へ
給
ひ
て
、
あ
わ
れ
を
も
よ
ふ
う
し
給
ひ
し
御
歌
、
あ
り
ま
い
ら
せ
候
」（『
龍
野
』）。
夕
霧
は
、
柏
木
の
笛
を
試
し
に
吹
く
。

６
「「
笛
竹
に
ふ
き
よ
る
」
と
の
夢
の
つ
た
へ
に
て
、
横
笛
の
巻
と
申
に
て
こ
そ
候
へ
」（『
龍
野
』）。「
笛
竹
に
吹
き
寄
る
」
は
、
夕
霧
の

夢
に
出
て
き
た
柏
木
が
詠
ん
だ
和
歌
「
ふ
え
竹
に
ふ
き
よ
る
風
の
こ
と
な
ら
は
す
ゑ
の
よ
な
か
き
ね
に
つ
た
へ
な
ん
」（『
小
鏡
』）
の
一

節
で
、
こ
の
笛
の
音
が
吹
き
寄
せ
る
風
に
乗
り
ど
こ
か
に
伝
わ
っ
て
行
く
の
な
ら
ば
、
末
永
く
私
の
子
孫
に
伝
え
て
ほ
し
い
、
と
い
う
意

味
。
柏
木
と
女
三
の
宮
の
息
子
で
あ
る
薫
に
笛
を
伝
え
て
ほ
し
い
、
と
い
う
柏
木
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
薫
は
世
間
で
は
、
光
源

氏
の
子
と
さ
れ
て
い
る
。

７
巻
名
歌
。『
小
鏡
』
も
『
龍
野
』
も
同
文
。
夕
霧
が
、
注

の
和
歌
に
対
し
て
詠
ん
だ
返
歌
。「
む
な
し
く

成
し
音
」
は
、
亡
き
柏
木
が
吹
い
た
笛
の
音
の
こ
と
。

８
「
此
か
た
、
身
木
、
竹
な
り
」（『
龍
野
』）。『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
に

よ
る
と
竹
は
伝
統
的
な
花
材
で
あ
り
、
竹
の
節
目
を
い
か
し
て
世
を
継
ぐ
と
い
う
意
味
を
も
た
せ
て
使
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
柏
木
の

横
笛
（
竹
製
）
を
表
す
だ
け
で
は
な
く
、
笛
を
薫
に
継
承
し
て
ほ
し
い
と
い
う
柏
木
の
心
情
も
踏
ま
え
る
か
。

９
「
竹
二
本
、
節
上
一

寸
三
分
程
置
、
切
留
、
そ
の
ふ
し
の
所
に
、
枝
も
と
の
葉
、
七
、
八
枚
置
べ
し
」（『
龍
野
』）。『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
に
は
、「
タ
ケ

の
状
態
に
あ
わ
せ
て
タ
ケ
の
上
部
の
切
り
方
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
っ
た
。
タ
ケ
の
上
と
い
う
の
は
末
と
も
い
い
、
末
を
切
り
ど
め
に
す
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る
と
き
の
寸
法
な
ど
も
、
横
に
出
る
枝
か
ら
ど
の
く
ら
い
な
ど
と
長
さ
を
も
さ
だ
め
て
い
た
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
竹
の
節
か
ら
四

き
り
と
め

セ
ン
チ
ほ
ど
間
隔
を
あ
け
て
切
る
と
い
う
こ
と
か
。「
切
留
」
と
は
、
主
に
少
し
高
さ
が
あ
る
花
器
に
投
げ
入
れ
的
な
花
を
活
け
る
時
に

使
用
す
る
手
法
。
草
木
を
傾
け
て
活
け
る
た
め
、
花
器
内
の
壁
と
花
器
口
の
二
点
で
固
定
す
る
の
で
、
草
木
は
そ
の
切
り
口
が
花
器
の
内

壁
に
沿
う
よ
う
斜
め
に
切
っ
て
用
い
る
。
切
り
口
を
花
器
の
内
壁
に
沿
わ
せ
、
そ
こ
を
支
点
と
し
て
草
木
を
花
器
口
に
も
た
れ
さ
せ
る
こ

（
な
ら
ず
）

と
で
角
度
が
固
定
で
き
る
。

松
風
の
巻
、
注
８
参
照
。

「
図
の
こ
と
く
、
応
答
に
草
は
な
ら
す
、
木
花
、
扨
は
木
草
へ
通
用
物
を

生
べ
し
」（『
龍
野
』）。「
木
草
に
通
用
の
物
」
と
は
、
草
と
木
の
両
方
の
性
質
に
通
じ
る
花
材
の
こ
と
。『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
の

つ
う
よ
う
も
の

「
通
用
物
」
項
で
は
、「
種
々
の
草
木
を
取
り
合
わ
せ
る
立
華
の
拵
え
に
お
い
て
、
木
の
も
の
は
木
に
、
草
の
も
の
は
草
に
縁
が
切
れ
な
い

よ
う
に
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
習
い
が
あ
る
。」
と
す
る
。
和
歌
で
は
、「
木
に
も
あ
ら
ず
草
に
も
あ
ら
ぬ
竹
の
よ
の
は
し
に

わ
が
身
は
な
り
ぬ
べ
ら
な
り
」（
古
今
和
歌
集
・
雑
下
・
九
五
九
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
よ
う
に
、
竹
は
木
で
も
草
で
も
な
い
植
物
と
さ

（
鳶
尾
）

れ
る
が
、
活
け
花
に
お
い
て
は
竹
は
木
に
も
草
に
も
な
る
た
め
、
取
り
合
わ
せ
の
花
材
も
通
用
物
に
す
る
。

「
前
へ
し
や
か
三
本
、

（
添
え
て
）
（
垂
ら
す
）

イ
チ
ハ
ツ

花
入
の
口
へ
そ
ゑ
て
た
ら
す
べ
し
」（『
龍
野
』）。
鳶
尾
は
ア
ヤ
メ
科
の
多
年
草
。『
大
和
本
草
』
に
は
「
紫
羅
傘
」
の
項
に
「
又
鳶
尾
ト

云
」
と
し
て
、「
鳶
尾
ハ
、
イ
チ
ハ
ツ
ナ
ル
事
分
明
也
。（
中
略
）
い
ち
は
つ
は
茎
短
く
葉
ひ
ろ
く
花
紫
に
燕
子
花
に
似
た
り
」
と
あ
る
。

（
覆
い
カ
）

「
是
を
、
お
ゝ
ひ
葉
と
て
、
定
る
習
な
り
」（『
龍
野
』）。
鳶
尾
の
葉
を
垂
ら
す
こ
と
を
テ
キ
ス
ト
は
「
お
よ
び
葉
」、『
龍
野
』
は
「
お

お
ひ
葉
」
で
本
文
が
異
な
る
。「
お
よ
ぶ
」
は
及
び
腰
の
よ
う
に
、
腰
を
曲
げ
手
を
伸
ば
す
よ
う
な
不
安
定
な
姿
勢
を
指
す
意
味
を
持
つ
。

こ
こ
で
は
葉
の
様
子
を
そ
の
よ
う
な
姿
勢
に
な
ぞ
ら
え
た
か
。
一
方
、『
龍
野
』
の
「
お
ゝ
ひ
葉
」
は
、
花
器
の
口
を
覆
う
よ
う
に
垂
ら

（
一
重
切
）

す
葉
、
と
い
う
意
味
か
。

「
此
か
た
は
、
一
ト
ゑ
切
の
花
入
に
定
る
也
」（『
龍
野
』）。
一
重
切
り
と
は
竹
製
の
花
器
で
、
活
け
口
が

（
一
重
切
）

竹
の
胴
の
部
分
に
一
つ
切
り
開
け
ら
れ
た
も
の
の
総
称
。

「
一
ト
ゑ
切
と
言
に
よ
り
、
尺
八
共
い
ふ
也
」（『
龍
野
』）。
テ
キ
ス
ト
の
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ひ
と
よ

「
一
節
切
り
」
は
尺
八
の
一
種
で
あ
る
竹
の
笛
の
よ
う
に
、
節
が
一
つ
あ
る
花
器
の
こ
と
。
ま
た
尺
八
切
り
と
い
う
花
器
は
、
楽
器
の
尺

八
の
よ
う
に
反
っ
て
い
る
竹
を
尺
八
に
見
立
て
た
も
の
で
、
置
き
活
け
用
と
掛
け
活
け
用
が
あ
り
、『
龍
野
』
の
図
に
は
「
掛
花
納
」
と

ど
う
し
ょ
う

記
さ
れ
て
い
る
。「
銅
簫
」
は
、
中
国
の
管
楽
器
で
あ
る
洞
簫
の
こ
と
。
約
六
〇
〜
八
〇
セ
ン
チ
の
真
っ
直
ぐ
な
竹
管
の
上
端
に
、
歌
口

（
笛
、
尺
八
な
ど
の
口
に
あ
て
る
孔
の
こ
と
）
を
設
け
た
笛
。
日
本
で
は
、
尺
八
の
別
名
に
も
用
い
る
。

『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』

の
「
後
ろ
根
締
め
」
項
に
よ
る
と
、「
投
入
花
や
生
花
の
下
段
足
元
に
つ
か
っ
て
花
姿
を
ひ
き
締
め
る
花
材
と
そ
の
働
き
を
根
締
め
」
と

呼
び
、
根
締
め
を
後
ろ
に
つ
け
た
場
合
の
こ
と
を
後
ろ
根
締
め
と
い
う
。
こ
こ
で
の
「
う
し
ろ
根
」
は
、
後
ろ
根
締
め
の
こ
と
か
。

「
其
後
、
根
ほ
り
竹
な
と
用
ゆ
る
は
、
此
巻
、
横
笛
よ
り
始
り
用
ゆ
る
也
」（『
龍
野
』）。
竹
を
用
い
る
の
は
、
巻
名
の
横
笛
が
竹
で
作
っ

た
笛
で
あ
り
、
柏
木
の
遺
愛
の
笛
を
夕
霧
が
受
け
取
っ
た
こ
と
に
よ
る
。「
根
ほ
り
竹
」
は
根
が
付
い
た
ま
ま
の
竹
の
こ
と
で
、
安
定
し

て
活
け
や
す
い
た
め
に
用
い
た
か
。

注
２
参
照
。
た
だ
し
物
語
で
は
「
秋
の
夕
べ
」（
三
五
二
頁
）
で
日
を
特
定
し
て
い
な
い
が
、

「
月
さ
し
出
で
て
曇
り
な
き
空
」（
三
五
四
頁
）
と
あ
る
の
で
、
中
秋
の
名
月
（
旧
暦
八
月
十
五
日
）
の
頃
と
し
た
か
。

『
日
本
国
語

大
辞
典

第
二
版
』
に
よ
る
と
、
尺
八
は
縦
吹
管
楽
器
で
、
管
の
上
端
の
外
側
を
斜
め
に
三
日
月
形
に
そ
ぎ
取
っ
て
作
ら
れ
た
歌
口
に
、

直
接
唇
を
当
て
て
吹
奏
す
る
。
ま
た
尺
八
に
は
、
奈
良
時
代
に
中
国
か
ら
伝
わ
り
平
安
中
期
こ
ろ
ま
で
使
わ
れ
た
も
の
、
室
町
中
期
に
南

中
国
か
ら
伝
来
し
た
も
の
、
江
戸
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
中
で
も
室
町
中
期
に
伝
来
し
た
も
の
を

一
節
切
と
い
う
。
一
節
切
は
長
さ
が
約
三
三
セ
ン
チ
で
、
根
に
近
い
方
を
歌
口
と
し
、
真
ん
中
よ
り
や
や
歌
口
よ
り
に
節
が
一
つ
あ
る
こ

と
か
ら
一
節
切
と
呼
ば
れ
る
。

注

を
参
照
。

「
赤
壁
ノ
賦
」
に
、「
客
に
洞
簫
を
吹
く
者
有
り
、
歌
に
倚
り
て
之
に
和
す
」

と
あ
る
。「
赤
壁
ノ
賦
」
と
は
北
宋
の
詩
人
で
、
唐
宋
八
家
の
一
人
で
あ
る
蘇
軾
が
、
武
漢
市
の
西
に
あ
る
赤
鼻
山
を
遊
覧
し
た
際
、
そ

こ
を
古
戦
場
の
赤
壁
と
誤
っ
て
作
っ
た
漢
詩
で
、
名
文
の
誉
れ
高
い
。
正
し
く
は
湖
北
省
嘉
魚
県
の
西
、
長
江
の
南
岸
に
あ
り
、
三
国
時
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（
想
夫
恋
）

代
に
孫
権
・
劉
備
の
連
合
軍
と
曹
操
軍
と
が
戦
っ
た
。

「
さ
う
ふ
れ
ん
、
ふ
き
給
ひ
て
さ
う
ふ
れ
ん
は
、
ひ
わ
を
ひ
き

給
ひ
し
れ
い
じ
ん
に
あ
り
。

」（『
小
鏡
』）。「
想
夫

恋
」
は
雅
楽
の
唐
楽
、
平
調
の
曲
。
元
々
は
「
相
府
蓮
」
と
い
う
漢
字
が
あ
て
ら
れ
、
相
府
は
大
臣
官
邸
を
意
味
す
る
。
晋
の
時
代
の
大

臣
で
あ
る
王
倹
が
蓮
の
花
を
植
え
て
愛
で
た
時
の
曲
と
も
、
王
倹
が
一
時
失
脚
し
、
後
に
清
廉
だ
と
わ
か
っ
て
返
り
咲
い
た
の
を
清
廉
な

蓮
の
花
に
喩
え
た
曲
と
も
い
う
。
の
ち
に
「
想
夫
恋
」
と
い
う
漢
字
が
あ
て
ら
れ
、
男
性
を
思
慕
す
る
女
心
の
曲
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
場
合
は
、
落
葉
の
宮
が
亡
夫
で
あ
る
柏
木
を
偲
ぶ
曲
に
な
る
。
物
語
で
は
琵
琶
、『
小
鏡
』
で
は
笛
で
想
夫
恋
を
夕
霧
が
演

奏
し
、
落
葉
の
宮
も
琴
で
合
奏
す
る
。

「
葎
」
は
、
広
範
囲
に
生
い
茂
っ
て
草
む
ら
を
作
る
草
の
類
。「
草
花
、
数
々
活
く
る
」
と

は
、
物
語
の
「（
落
葉
の
宮
邸
の
）
前
栽
の
花
ど
も
、
虫
の
音
し
げ
き
野
辺
と
乱
れ
た
る
夕
映
え
を
見
わ
た
し
た
ま
ふ
」（
三
五
三
頁
）
の

場
面
を
、
活
け
花
で
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

文
楽
や
歌
舞
伎
な
ど
で
は
、
鈴
虫
な
ど
の
鳴
き
声
を
笛
の
音
で
表
し
、
そ
の
擬
音
を

ね

「
虫
の
音
」
と
呼
ぶ
。

生
い
茂
っ
た
草
の
中
に
虫
が
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
、
と
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
龍
野
』
の
本
文

は
異
な
り
、「
コ
ノ
花
、
草
類
な
ら
ぬ
と
云
は
、
草
に
う
も
る
ゝ
と
云
心
、
う
も
る
ゝ
れ
は
、
音
の
出
ぬ
と
云
ヲ
嫌
ふ
ナ
リ
」
で
、
そ
れ

に
よ
れ
ば
草
の
類
を
活
け
る
と
、
虫
の
音
が
こ
も
っ
て
聞
こ
え
な
く
な
る
の
で
避
け
る
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。

『
小
鏡
』
に
も
掲

載
。
物
語
で
は
落
葉
の
宮
の
母
が
、『
小
鏡
』
で
は
落
葉
の
宮
が
夕
霧
に
詠
ん
だ
和
歌
。「
葎
の
宿
」
は
、
夫
に
先
立
た
れ
荒
廃
し
た
落
葉

の
宮
邸
を
指
し
、「
虫
の
声
」
は
笛
の
音
に
喩
え
る
。

「
コ
ノ
前
へ
た
ら
す
葉
は
、
歌
口
ヲ
お
ゝ
ひ
カ
ク
ス
ノ
心
ナ
リ
」（『
龍

野
』）。「
歌
口
」
は
注

参
照
。
こ
こ
で
は
笛
を
吹
く
と
き
、
歌
口
を
口
で
覆
う
こ
と
を
、
花
器
の
口
を
葉
で
覆
う
こ
と
で
表
す
か
。「
な

ら
ひ
葉
」
の
「
な
ら
ひ
」
は
、「
習
ひ
」
か
「
並
び
」
か
不
明
。

（
香
ノ
木
麻
由
）

ス
ヽ
ム
シ

三
十
八

鈴
虫
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ア
ハ
レ

１コノ
マ
キ

此
巻
は
、
八
月
十
五
夜
月
の
お
も
し
ろ
く
す
み
わ
た
り
て
、
か
き
り
な
く
哀
な
れ
は
、

２ロク
シ
ヤ
ウ
イ
ン

六
条
ノ

院
は
う
そ
ふ
き
な
か
め
給
ひ
て
、

３ニウ
タ
ウ

入
道
の

ミ
ヤ

ヒ
カ

キ
ミ

ヲ
ン
オ
ト

宮
の
御
か
た
へ
光
る
君
、
御
音
つ
れ
お
は
し
ま
し
て
、

４ツキ
コ
ラ
ン

月
御
覧
ず
る
に
、

５ミ
マ
ヘ

御
前
の
せ
ん
ざ
い
に
、
は
な
た
れ
た
る
む
し
と
も
の
中
に
、

６

ハ
ナ

７

ヨ
ミ

ウ
タ

す
ゝ
む
し
の
花
や
か
に
な
き
け
れ
は
、
む
か
し
と
今
の
こ
ゝ
ろ
を
こ
め
て
読
給
ひ
し
歌
あ
り
。
そ
れ
を
名
と
せ
り
。

８

ク
サ

ナ
ヲ
ス
ヽ

こ
ゝ
ろ
も
て
草
の
や
と
り
を
い
と
へ
と
も
猶
鈴
む
し
の
こ
ゑ
そ
ふ
り
せ
ぬ

ス
ヽ
ム
シ

鈴
虫ゴ

デ
ン

サ
ウ
ク
ハ
ハ
カ
リ
シ
ヤ
ウ
ク
ハ
ン

ヤ
マ
カ
ヤ

ハ

テ

タ
イ
シ

マ
キ

９コノ
カ
タ

此
形
を
御
伝
に
は
、
草
花
斗
賞
翫
に
す
る
也
。
カ
ミ上
の
山
萱
の
葉
つ
か
ひ
、
手
づ
ま
大
事
也
。
八
月
十
五
夜
の
月
と
み
る
へ
し
。
巻
に

イ
ハ
ク

ア
ハ
レ

イ
ン

曰
、「
月
の
お
も
し
ろ
く
す
み
わ
た
り
て
、
か
ぎ
り
な
く
哀
な
れ
は
、
ロ
ク
シ
ヤ
ウ

六
条
ノ

院
は
う
そ
ぶ
き
な
か
め
給
て
」
と
あ
れ
は
也
。

ク
ア
ン

タ
カ

イ
ク

マ
タ

ツ
キ

マ
タ

ス
ヽ

愚
按
に
、
シ
ラ
キ
ク

白
菊
を
高
く
活
る
も
よ
し
。
又
、
ハ
ク
ク
ハ

白
花
を
月
と
し
た
る
も
お
も
し
ろ
し
。
又
、
ス
ヽ
ナ

鈴
菜
を
い
く
る
、
鈴
む
し
に
た
と
へ
た
り
と

コ
ヽ
ロ
ウ

心
得
へ
し
。

三
十
八

鈴
虫

雲
井
の
か
り
の
君
。
山
萱
、
草
花
、
白
菊
、
鈴
菜
。

【
訳
】
こ
の
巻
は
、
八
月
十
五
夜
の
月
が
趣
深
く
澄
み
わ
た
っ
て
、
こ
の
上
も
な
く
情
趣
が
あ
る
の
で
、
六
条
の
院
（
光
源
氏
）
は
詩
歌

を
口
ず
さ
み
物
思
い
に
ふ
け
り
な
が
ら
（
月
を
）
見
て
お
ら
れ
て
、
入
道
の
宮
（
女
三
の
宮
）
の
お
部
屋
を
光
源
氏
が
お
訪
ね
に
な
り
、

月
を
ご
覧
に
な
る
と
、
お
庭
の
植
え
込
み
に
放
た
れ
て
い
る
虫
た
ち
の
中
に
、
鈴
虫
が
は
な
や
か
に
鳴
い
た
の
で
、
昔
と
今
の
気
持
ち
を

こ
め
て
お
詠
み
に
な
っ
た
和
歌
が
あ
る
。
そ
れ
を
（
巻
の
）
名
と
し
た
。

（
自
分
の
）
意
志
で
草
の
宿
り
を
嫌
っ
た
（
よ
う
に
六
条
院
を
嫌
っ
て
出
家
し
た
）
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
鈴
虫
の
声
（
の

よ
う
な
あ
な
た
の
声
）
は
古
び
て
い
な
い
な
あ
。

こ
の
形
式
を
師
伝
で
は
、
草
花
だ
け
観
賞
す
る
の
で
あ
る
。
上
の
山
萱
の
葉
遣
い
は
、
腕
前
が
大
事
で
あ
る
。
八
月
十
五
夜
の
月
と
み
る
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の
が
よ
い
。
こ
の
巻
に
、「
月
が
趣
深
く
澄
み
わ
た
っ
て
、
こ
の
上
も
な
く
情
趣
が
あ
る
の
で
、
六
条
の
院
（
光
源
氏
）
は
詩
歌
を
口
ず

さ
み
物
思
い
に
ふ
け
り
な
が
ら
（
月
を
）
見
て
お
ら
れ
て
」
と
あ
る
か
ら
だ
。

す
ず
な

愚
案
で
は
、
白
菊
を
高
く
活
け
る
の
も
よ
い
。
ま
た
、
白
い
花
を
月
と
し
た
の
も
趣
深
い
。
ま
た
、
菘
を
活
け
る
の
は
、
鈴
虫
に
喩
え

て
い
る
と
心
得
な
さ
い
。

【
注
】
１
「
此
巻
、
す
ゝ
む
し
と
云
事
は
、
八
月
十
五
日
夜
の
月
の
お
も
し
ろ
く
す
み
わ
た
り
て
、
か
き
り
な
く
あ
は
れ
な
れ
は
」（『
小

鏡
』）。「
頃
は
八
月
十
五
夜
の
月
に
」（『
龍
野
』）。
旧
暦
八
月
十
五
日
の
夜
は
中
秋
の
名
月
と
さ
れ
、
月
見
の
宴
が
行
わ
れ
た
。

２

「
六
条
院
は
う
そ
ふ
き
な
か
め
給
ひ
て
」（『
小
鏡
』）。
物
語
で
は
八
月
十
五
日
の
夜
、
出
家
を
し
た
女
三
の
宮
が
勤
行
を
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
光
源
氏
が
訪
れ
、
経
文
を
口
ず
さ
ん
だ
。

３
「
入
道
の
宮
の
御
か
た
へ
お
は
し
ま
し
て
」（『
小
鏡
』）。「
光
る
君
、
御
お
と
づ
れ

（

前

栽

）

（
放
）

あ
り
し
」（『
龍
野
』）。

４
「
月
御
覧
す
る
に
」（『
小
鏡
』）。

５
「
御
ま
へ
の
せ
ん
さ
い
に
、
は
な
た
れ
た
る
む
し
と
も
の
中
に
」

（『
小
鏡
』）。
光
源
氏
は
女
三
の
宮
の
庭
を
秋
の
風
情
に
造
り
か
え
、
虫
を
放
っ
た
。

６
「
す
ゝ
む
し
の
花
や
か
に
な
き
け
れ
は
」（『
小

鏡
』）。「
鈴
む
し
の
な
く
音
を
聞
て
」（『
龍
野
』）。「
鈴
虫
」
は
『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』
で
は
「
松
虫
の
古
称
」
と
し
な
が
ら

も
、
語
誌
で
は
「
鳴
き
声
に
よ
っ
て
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
献
は
近
世
に
入
る
ま
で
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
う
え
、
近
世
の
文
献
に

お
い
て
も
両
者
は
混
同
さ
れ
て
お
り
、
一
概
に
ど
ち
ら
と
も
決
め
難
い
」
と
解
説
し
て
い
る
。
鈴
虫
と
松
虫
の
鳴
き
声
の
違
い
が
区
別
で

ね

き
り
ぎ
り
す
ひ
ぐ
ら
し

き
る
資
料
は
少
な
く
、
謡
曲
「
野
々
宮
」
で
は
「
松
虫
の
音
は
り
ん
り
ん
と
し
て
」、
謡
曲
「
松
虫
」
で
も
、「
蟋
蟀
茅
蜩
い
ろ
い
ろ
の

い
ろ
ね

わ

色
音
の
中
に
別
き
て
わ
が
偲
ぶ
松
虫
の
声
り
ん
り
ん
り
ん
り
ん
と
し
て
夜
の
声
」
と
あ
り
、
こ
の
当
時
の
松
虫
の
鳴
き
声
は
現
代
の
鈴
虫

と
同
じ
で
あ
る
。『
龍
野
』
の
著
者
（
円
尾
祐
利
）
が
執
筆
し
た
『
東
山
殿
花
伝
抄
』（
た
つ
の
市
立
龍
野
歴
史
文
化
資
料
館
蔵
）
に
も
、

「
松
虫
ト
ハ
、
リ
ン
リ
ン
ト
間
ノ
ツ
ヽ
ク
故
ニ
、
マ
ツ
ム
シ
ト
名
ツ
ク
」、「
ス
ヽ
ム
シ
ト
ハ
、
チ
ン
チ
ン
チ
ロ
リ
ト
、
ス
ヽ
ノ
如
キ
ナ
キ
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あ
ん
ど
う
た
め
あ
き
ら

ネ
ア
ル
故
ニ
名
ツ
ク
」
と
記
さ
れ
、
現
代
と
は
逆
で
あ
る
。
一
方
、
江
戸
時
代
の
国
学
者
安
藤
為
章
（
生
没
一
六
五
九
〜
一
七
一
六
年
）

が
晩
年
に
著
し
た
随
筆
『
年
山
紀
聞
』
に
は
、「
色
を
も
て
い
は
ゞ
、
黒
は
ま
つ
虫
、
あ
め
い
ろ
な
る
は
す
ゞ
む
し
」
と
あ
る
が
、
同
じ

頃
に
刊
行
さ
れ
た
『
和
漢
三
才
図
会
』（
一
七
一
二
年
自
序
）
で
は
松
虫
は
「
褐
色
」、
鈴
虫
は
「
真
黒
」
と
さ
れ
現
代
と
同
じ
で
あ
る
。

７
「
む
か
し
と
い
ま
の
心
を
こ
め
て
、
よ
み
給
ひ
し
歌
を
、
名
と
し
た
る
巻
に
て
候
」（『
龍
野
』）。
女
三
の
宮
が
出
家
し
た
後
も
、
光
源

氏
は
女
三
の
宮
に
対
す
る
未
練
が
あ
る
。

８
巻
名
歌
。『
小
鏡
』『
龍
野
』
同
文
。
尼
に
な
っ
た
女
三
の
宮
へ
の
執
着
を
詠
ん
だ
、
光
源

ふ

氏
の
和
歌
。「
草
の
宿
り
」
は
六
条
院
、「
鈴
虫
の
声
」
は
女
三
の
宮
の
声
に
な
ぞ
ら
え
る
。「
ふ
り
」
に
「
古
り
」
と
「
鈴
」
の
縁
語
の

「
振
り
」
を
掛
け
る
。

９
「
此
か
た
は
、
草
花
斗
、
賞
翫
す
る
也
」（『
龍
野
』）。
秋
の
野
辺
を
模
し
た
庭
（
注
５
参
照
）
な
の
で
、
草

花
を
使
う
の
で
あ
ろ
う
。

「
上
の
山
か
や
、
葉
遣
ひ
、
て
つ
ま
、
大
事
」（『
龍
野
』）。
萱
は
屋
根
を
葺
く
の
に
用
い
ら
れ
る
イ
ネ

科
、
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
の
総
称
で
、
主
と
し
て
薄
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
。『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』
に
よ
る
と
、
薄
は
、「
夏
か
ら
秋
に

か
け
て
、
活
け
花
で
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
あ
し
ら
い
の
花
材
で
あ
る
」
と
あ
り
、「
美
し
く
な
び
く
葉
の
姿
が
こ
の
ま
れ
」
た

と
あ
る
。

「
八
月
十
五
夜
の
月
と
見
る
べ
し
」（『
龍
野
』）。
物
語
で
も
八
月
十
五
日
（
注
１
参
照
）
が
舞
台
と
な
る
。『
龍
野
』
の

図
で
は
薄
の
葉
を
一
か
所
、
丸
く
巻
い
て
い
て
、
こ
の
丸
を
満
月
に
見
立
て
た
か
。
薄
を
巻
い
た
ま
ま
保
つ
の
は
難
し
い
の
で
、「
上
の

て
づ
ま

山
萱
の
葉
使
い
、
手
妻
大
事
な
り
」
と
し
た
か
。

注
１
を
参
照
。

注
２
を
参
照
。

菊
は
旧
暦
九
月
九
日
の
重
陽
の
節
句
に

用
い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
中
秋
の
名
月
に
な
ぞ
ら
え
た
か
。

「
白
花
」
は
白
い
花
の
総
称
。「
白
花
」
は

松
風
の
巻
の
注

で

す
ず
な

か
ぶ

も
月
に
た
と
え
た
。

「
鈴
菜
」（
菘
）
は
蕪
の
異
名
で
、
春
の
七
草
の
一
つ
。
こ
の
場
面
は
秋
だ
が
、
鈴
虫
の
「
鈴
」
と
の
縁
で
用

い
た
か
。

（
香
ノ
木
麻
由
）
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