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は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
前
期
の
古
典
学
者
・
契
沖
（
一
六
四
〇
～
一
七
C
こ
　
か
詠
ん
だ
竃
牲
寺
の
和
歌
を
お
も
な
素
材
と
し

て
、
近
付
に
お
け
る
歌
こ
と
ば
拡
大
の
ご
し
ま
を
考
察
す
る
。

契
沖
が
詠
ん
だ
室
生
寺
の
和
歌
と
は
、
次
の
三
百
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
百
と
第
一
．
閂
と
は
、
契
沖
の
和
歌
の
集
人
戒
で

あ
る
『
浸
吟
集
類
題
』
巻
十
三
　
弼
旅
歌
　
に
収
め
ら
れ
た

む
ろ
ふ
と
い
ふ
山
寺
に
ま
う
て
、
こ
も
り
ゐ
け
る
時

旅
に
し
て
今
日
も
暮
ぬ
と
聞
も
う
し
む
ろ
ふ
の
寺
の
入
相
の
か
ね
（
四
〇
二
二
）

た
れ
か
ま
た
後
も
こ
も
り
て
撮
み
ん
室
生
の
山
の
有
明
の
月
（
四
〇
二
四
）

で
あ
り
、
ま
た
第
二
首
は
同
じ
く
『
漫
吟
集
類
題
』
巻
二
十
　
雑
歌
四
　
の

む
ろ
ふ
と
い
ふ
山
寺
に
ま
う
て
け
る
時
、
山
賊
と
も
の
、
け
か
し
き
む
し
ろ
に
な
み
ゐ
て
、
あ
ほ
を
の
み
く
ふ
を
見
て

山
里
に
か
く
て
し
過
す
年
月
を
け
に
も
る
い
ひ
の
あ
は
れ
と
そ
お
も
ふ
　
（
石
八
〇
二
）

で
あ
る
。

室
生
寺
は
、
契
沖
に
と
っ
て
栴
別
の
思
い
が
あ
る
場
所
で
あ
っ
た
。
十
二
歳
で
出
家
し
た
契
沖
は
、
高
野
山
で
修
業
を
積
ん
だ

の
ち
、
人
坂
圧
玉
の
H
堂
陀
擢
院
と
い
う
寺
の
住
職
と
な
っ
た
が
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
　
四
月
、
一
十
七
歳
の
と
き
に
寺
を
去

り
、
お
も
に
人
和
の
地
に
お
い
て
放
浪
と
修
業
の
日
々
を
送
っ
た
。
安
藤
為
責
の
『
．
付
尖
』
は
、
そ
の
と
き
の
様
丁
を

一
笠
一
鉢
随
意
周
遊
、
諸
相
州
長
谷
寺
、
絶
食
念
涌
一
ヒ
日
、
登
室
畑
山
、
練
行
　
L
日
。

一
笠
一
鉢
に
て
随
意
に
周
遊
し
、
和
州
長
谷
寺
に
詣
り
て
絶
食
念
滴
す
る
こ
と
と
日
、
室
生
山
に
登
り
て
練
行
す
る
こ
と
二
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と
記
し
、
契
沖
が
長
谷
寺
と
室
生
寺
と
で
厳
し
い
修
業
の
日
々
を
過
こ
し
た
こ
と
を
は
え
て
い
る
。
ま
た
僧
・
義
剛
の
『
録
契
沖

追
弔
』
　
に
は
、

王
吐
山
南
石
一
巌
宙
。
師
愛
〓
ハ
幽
絶
、
以
ね
堪
姶
形
骸
、
ハ
以
首
触
右
、
脳
血
塗
地
。
無
由
命
終
、
不
得
已
血
去
。

室
生
山
の
南
に
▲
厳
宙
有
り
。
師
〔
＝
契
沖
）
そ
の
幽
絶
な
る
を
愛
し
、
形
骸
を
拾
つ
る
に
嘩
っ
と
以
為
ふ
。
ハ
ち
首
を
以

て
ん
に
触
て
、
脳
山
地
に
攣
る
。
命
終
る
に
由
無
く
、
」
む
を
得
ず
し
て
上
る
。

と
あ
っ
て
、
契
沖
が
室
生
山
の
両
に
あ
っ
た
巌
罠
の
幽
絶
な
る
さ
ま
を
愛
し
、
一
度
は
こ
の
他
で
生
命
を
絶
と
う
と
さ
え
思
っ
た
、

と
述
へ
て
い
を

そ
の
後
、
契
沖
は
和
泉
国
で
の
寄
寓
隼
浦
を
経
て
人
坂
に
戻
り
、
日
本
古
典
の
研
究
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
た
。
そ
の
某
紙
に

は
、
t
署
『
力
薬
代
匠
記
』
を
は
じ
め
『
古
今
余
朗
抄
』
『
勢
語
臆
断
』
『
厚
顔
抄
』
（
記
紀
歌
謡
の
〓
解
）
『
百
人
」
n
改
観
抄
』

『
源
‖
拾
遺
』
『
新
勅
撰
集
評
注
』
な
と
l
－
．
典
の
江
別
、
『
勝
地
吐
憾
肌
用
』
『
規
了
名
所
補
興
抄
』
な
ど
歌
枕
　
（
名
所
）
　
の
研
究
、

『
和
寸
正
濫
紗
』
『
和
芋
止
濫
適
妨
抄
』
な
と
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
研
究
、
か
あ
り
、
質
昆
と
も
に
郡
を
抜
い
て
い
る
。
そ
の
研
究

の
特
徴
が
、
中
世
の
U
k
に
よ
る
伝
授
に
対
し
、
文
献
に
基
つ
く
尖
証
的
方
法
を
確
立
し
た
点
に
あ
る
こ
と
は
、
二
［
う
ま
で
も
な

い
で
あ
ろ
う
。

玉
代
士
寸
で
の
日
々
は
、
決
し
て
長
期
間
で
は
な
か
っ
た
が
、
契
沖
の
隼
涯
に
お
い
て
、
古
典
の
研
究
に
本
格
的
に
進
む
直
前
に

あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
、
い
っ
た
ん
は
「
形
骸
を
捨
て
」
よ
う
と
さ
え
思
っ
た
享
年
の
地
を
詠
ん
だ
契
沖
の
和
歌
に
、
私
た
ち
は

と
の
よ
う
な
意
義
を
見
山
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
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T
　
和
歌
に
み
る
室
生

契
沖
の
三
竃
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
従
来
室
生
の
地
お
よ
び
室
生
寺
が
と
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
き
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

室
生
寺
は
奈
良
時
代
末
に
創
建
さ
れ
た
古
刺
で
あ
り
、
仏
教
美
術
・
建
築
の
宝
庫
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
室

生
の
地
は
、
意
外
に
も
古
典
文
学
の
世
界
に
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
と
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
分
野
を
和
歌
に

限
っ
て
記
述
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

1

　

F

万

薫

集

』

の

室

生

『
万
葉
集
』
に
寄
生
の
地
を
詠
ん
だ
歌
は
わ
ず
か
に
一
首
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
巻
十
一
の
よ
み
人
知
ら
ず
、

日
本
之
　
室
原
乃
毛
桃
　
本
繁
　
盲
人
干
物
平
　
本
成
不
止
　
（
▲
．
八
一
四
）

右
一
百
、
寄
果
喩
恩
。

人
和
の
　
室
生
の
毛
桃
　
本
繁
く
　
二
＝
ひ
て
し
も
の
を
　
成
ら
ず
は
止
ま
じ

右
の
一
首
、
果
に
寄
せ
て
恩
ひ
を
喩
へ
た
る
な
り
。

口
語
訳

人
和
の
　
宅
生
の
毛
桃
の
　
本
が
茂
っ
て
い
る
よ
う
に
し
げ
し
げ
と
　
二
［
っ
た
か
ら
に
は
　
実
ら
ず
じ
ま
い
と
い
う
こ
と
は

な
か
ろ
う

と
い
う
恋
の
成
就
を
願
う
歌
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
は
原
文
「
篭
原
」
を
「
む
ろ
ふ
」
と
訓
読
し
、
こ
れ
を
室
生
の
地
の
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
異

説
も
あ
る
。
た
と
え
は
、
嘉
元
元
年
（
一
▲
▲
〇
二
）
　
こ
ろ
の
成
立
と
さ
れ
る
『
歌
枕
名
寄
』
　
は
、
こ
の
歌
の
　
「
日
本
室
原
」
　
を

「
未
勘
国
（
所
在
未
詳
）
」
　
の
項
に
分
類
し
て
い
る
し
　
（
後
述
）
、
他
に
、
『
和
名
抄
』
の
城
下
耶
三
原
郷
　
（
現
在
の
磯
城
郡
日
原

本
町
唐
古
）
と
す
る
説
、
葛
　
L
郡
室
（
現
／
－
の
御
所
市
電
）
と
す
る
説
、
な
ど
か
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
異
説
が
並
行
し
て
い

る
の
は
、
い
ず
れ
の
説
に
も
決
（
止
的
な
根
拠
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
は
、
澤
潟
久
孝
『
萬
葉
集
往
繹
』
で
は
、
＝
販

初
に
「
室
隼
は
宇
陀
郡
室
生
村
、
軍
隼
・
寸
の
あ
る
と
こ
ろ
」
と
二
［
い
な
が
ら
、
次
い
で
土
屋
文
明
『
萬
菓
集
私
‖
』
と
－
。
＝
日
東
仏

『
人
目
本
地
名
辞
否
』
が
城
下
郡
室
原
郷
説
で
あ
る
の
を
紹
介
し
て
「
或
い
は
そ
こ
か
と
も
恩
ほ
れ
る
」
と
述
べ
、
断
定
を
避
け

5
）

て
い
る
。

2
　
実
観
の
歌
と
「
室
生
の
け
も
も
」

続
く
上
朝
文
学
に
お
い
て
も
、
雲
丹
の
地
は
ほ
と
ん
と
登
場
し
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
『
万
葉
集
』
　
の
こ
の
歌
を
踏
ま
え

た
作
＝
m
は
、
唯
一
の
例
外
を
除
い
て
伝
わ
ら
ず
、
室
生
が
歌
枕
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
唯
一
の
例
外
は
、
藤
原
家
良
編
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
（
『
新
撰
人
帖
』
『
新
撰
六
帖
題
和
歌
』
と
も
い
う
）
　
の
小
に
あ
る
。

『
新
撰
和
歌
・
ハ
帖
』
は
、
鎌
倉
時
代
、
寛
几
凡
年
（
一
一
円
▲
）
か
ら
二
年
に
か
け
て
、
家
良
・
為
家
・
知
家
・
信
婁
∵
光
俊
の

石
人
の
歌
人
が
『
L
L
今
和
歌
六
帖
』
の
歌
題
に
つ
い
て
、
各
人
一
百
、
合
計
五
二
七
首
ず
つ
詠
じ
、
こ
れ
を
歌
題
こ
と
に
部
類
配

列
し
て
六
帖
に
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
」
ハ
帖
、
桃
を
題
と
す
る
五
首
の
一
つ
に
、
右
大
介
光
俊
の

あ
か
ね
さ
す
色
こ
そ
ま
が
へ
日
の
本
の
む
ろ
ふ
の
け
も
も
花
さ
か
り
か
も
（
二
四
一
五
）

と
い
う
歌
が
あ
る
。
作
者
の
右
大
弁
光
俊
と
は
葉
室
光
俊
、
す
な
わ
ち
貞
観
（
一
二
〇
三
～
一
二
七
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。
奴
は
、
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定
家
に
和
歌
を
学
び
な
が
ら
、
の
ち
為
家
ら
御
子
左
派
に
対
抗
し
て
反
衡
イ
左
派
を
結
集
し
て
活
動
、
新
奇
さ
を
ね
ら
っ
た
歌
風

で
『
万
葉
集
』
を
尊
重
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
貞
観
が
、
ま
さ
に
『
〃
葉
集
』
の
前
掲
軟
を
本
歌
と
し
た
作
U
m
を
残
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
お
よ
び
貞
観
に
対
し
て
は
、
源
承
（
一
一
一
円
～
没
年
未
詳
。
俗
名
は
藤
原
為
定
。
為
豪
の
二
男
）

が
歌
学
仕
口
『
和
歌
口
伝
（
愚
管
抄
）
』
に
お
い
て
厳
し
く
非
難
し
て
い
る
。
た
と
え
は
「
序
」
　
で
、

新
六
帖
（
今
耽
寛
元
六
帖
）
軟
作
者
五
人
に
て
よ
み
侍
り
し
を
、
た
が
ひ
に
鮎
を
ゆ
る
さ
れ
し
か
は
ひ
と
し
き
思
ひ
い
で
き

に
け
る
に
や
、
此
六
帖
の
歌
を
ば
、
常
盤
井
入
道
殿
（
藤
原
実
氏
）
此
道
あ
ら
ず
な
り
な
ん
ず
と
い
さ
め
仰
せ
ら
れ
き
。

と
述
へ
て
い
る
が
、
文
巾
の
実
氏
の
言
葉
は
「
（
和
歌
の
）
正
道
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

源
承
の
『
和
歌
口
伝
』
　
で
江
目
さ
れ
る
の
は
、
「
八
　
万
葉
集
歌
と
る
事
」
の
項
で
、
『
万
葉
集
』
　
の
歌
を
本
歌
と
し
た
り
、
そ

の
名
所
（
歌
枕
）
を
取
っ
た
り
す
る
こ
と
を
、
御
子
左
家
の
教
え
に
背
く
も
の
と
し
て
非
難
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
口
調

は
真
観
に
対
し
て
特
に
辛
辣
で
、
貞
観
の
作
四
百
と
本
歌
と
な
っ
た
『
万
葉
集
』
の
歌
と
を
あ
げ
た
後
、

本
歌
を
と
る
姿
も
あ
ら
ほ
に
そ
れ
と
き
こ
ゆ
。
こ
と
く
し
く
耳
に
た
つ
を
秀
逸
と
恩
へ
り
。
常
家
ホ
レ
許
レ
之
。

と
言
っ
て
い
る
。
源
承
は
、
御
了
左
家
嫡
流
の
二
条
家
流
の
一
員
と
し
て
の
自
負
を
も
っ
て
貢
観
ら
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
二
条
家
を
本
流
と
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
裏
観
の
歌
、
こ
と
に
『
万
葉
集
』
の
歌
を
本
歌
と
す
る
作
品
は
異
端
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
「
室
生
の
け
も
も
」
の
歌
そ
の
も
の
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
当
然
弟
難
の
対
象
と
な

る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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3
　
道
我
の
歌

も
う
一
人
例
外
的
に
室
生
の
地
を
歌
に
詠
ん
だ
の
は
、
僧
・
道
我
（
一
二
八
円
～
一
二
四
一
▲
）
　
で
あ
る
。
道
我
は
、
僧
侶
と
し

て
権
僧
正
、
東
寺
　
の
長
者
の
高
症
に
あ
っ
た
か
、
二
条
派
の
歌
人
と
し
て
も
、
▲
　
条
為
世
の
横
で
あ
る
『
続
千
l
賊
和
歌
集
』
以

ト
の
勅
撰
和
歌
集
に
ー
白
人
集
す
る
な
と
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
、
為
世
門
の
「
和
歌
四
大
干
」
の
一
人
と
数
え

ら
れ
た
兼
好
法
師
と
交
遊
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
『
徒
然
草
』
〓
六
十
段
に
登
場
す
る
「
清
閑
＃
僧
正
」
と
は
、
こ
の
道
我
の
こ
と

と
さ
れ
る
。

室
年
の
地
が
登
場
す
る
道
我
の
作
口
川
は
　
▲
首
あ
る
。
そ
の
節
▲
は
、
『
続
丁
載
和
歌
集
』
巻
八
鵬
旅
に
採
ら
れ
た
、

長
谷
寺
よ
り
室
生
へ
ま
う
で
侍
り
け
る
に
、
山
蹄
に
日
暮
れ
て
、
踵
の
声
き
こ
え
柏
り
け
れ
ば
　
　
法
印
道
我

い
ま
そ
き
く
夕
こ
え
く
れ
て
初
細
山
ひ
ば
ら
の
お
く
の
人
相
の
か
ね
　
（
八
一
三
）

で
あ
る
。
「
夕
こ
え
く
れ
て
」
は
（
山
を
）
夕
方
に
越
え
て
い
く
う
ち
に
R
が
暮
れ
る
こ
と
、
ま
た
「
ひ
ば
ら
（
楢
原
）
」
は
　
輪

山
・
初
瀬
山
一
帯
を
拇
す
。
夕
暮
れ
の
零
隼
路
に
あ
っ
て
、
静
寂
の
中
に
鐘
の
首
が
聞
こ
え
て
く
る
情
u
駒
を
歌
っ
た
歌
で
あ
る
。

寄
生
の
語
は
詞
れ
H
に
見
え
る
た
け
で
、
歌
小
に
現
わ
れ
る
地
名
は
初
湖
山
で
あ
っ
て
室
隼
で
は
な
い
し
、
そ
の
舞
ム
日
も
軍
畑
守
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
長
谷
寺
か
ら
室
生
寺
に
や
る
山
道
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
勅
撰
和
歌
集
に
あ
っ
て
は
、
軍
畑
の
地
が
登

場
す
る
希
有
の
例
で
あ
る
。

道
我
に
は
も
う
一
首
、
家
集
『
権
僧
正
道
我
集
』
雑
に

大
和
何
基
隼
寺
に
詣
て
、
暁
下
向
し
侍
し
に
、
谷
々
に
望
む
し
て
、
あ
け
ほ
の
～
月
か
す
か
に
山
菜
に
の
こ
り
侍
し
か

影
う
す
き
月
は
お
の
へ
に
人
や
ら
て
　
谷
の
戸
と
つ
る
あ
け
は
の
～
雲
　
（
一
〇
二
．
）
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と
い
う
故
が
あ
る
。
「
お
の
へ
」
は
、
歴
史
的
仮
名
遇
い
で
は
「
を
の
へ
」
　
で
、
尾
（
尾
根
、
峰
）
　
の
上
の
点
。
こ
ち
ら
は
室
生

寺
か
ら
の
帰
路
に
、
谷
間
の
空
に
展
開
し
て
い
た
月
と
芸
と
の
情
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
月
が
山
の
尾
根
に
入
ら
な
い
う
ち
に
、

あ
け
ほ
の
の
芸
が
谷
の
H
を
閉
じ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
大
意
で
あ
る
。

以
上
、
道
我
の
室
生
寺
に
関
わ
る
二
百
の
歌
を
見
て
き
た
が
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
百
日
は
長
谷
寺
か
ら
室
生
寺
に

向
か
う
途
上
で
、
二
首
R
は
￥
生
寺
か
ら
の
帰
路
に
、
詠
ん
だ
歌
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
道
我
は
、
室
生
寺
に
参
詣
し
、
そ
の
往

復
の
道
中
で
は
歌
を
詠
ん
で
い
な
が
ら
、
室
生
寺
そ
の
も
の
を
詠
ん
だ
歌
を
残
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

4
　
道
我
の
歌
に
み
る
趣
向

こ
こ
で
、
遺
我
の
一
首
R
の
歌
を
も
う
一
皮
検
討
し
て
み
よ
う
。

『
続
千
載
和
歌
集
』
巻
八
喝
旅

長
谷
寺
よ
り
寄
生
へ
ま
う
で
侍
り
け
る
に
、
山
路
に
日
暮
れ
て
、
錨
の
声
き
こ
え
侍
り
け
れ
ば
　
　
法
印
道
我

い
ま
ぞ
き
く
夕
こ
え
く
れ
て
初
潮
山
ひ
ば
ら
の
お
く
の
入
相
の
か
ね
　
（
八
二
二
）

こ
の
歌
は
初
瀬
山
・
槍
原
に
人
相
の
鎧
を
配
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
干
朝
和
歌
に
よ
く
見
ら
れ
る
組
合
わ
せ
な
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
『
詞
花
和
歌
集
』
巻
三
秋
に

霧

を

よ

め

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

源

兼

呂

夕
霧
に
こ
ず
ゑ
も
み
え
ず
は
つ
せ
山
い
り
あ
ひ
の
銀
の
を
と
は
か
り
し
て
　
（
一
二
一
）

と
あ
り
、
ま
た
『
丁
戟
和
歌
集
』
巻
ト
ヒ
雑
巾
に

大
半
大
弐
垂
家
人
迫
み
ま
か
り
て
後
、
山
寺
ノ
憤
■
日
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
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藤
原
有
家
朝
臣

初
瀬
山
い
り
あ
ひ
の
鎖
を
聞
く
た
び
に
む
か
し
の
と
を
く
な
る
ぞ
か
な
し
き
（
二
五
豊

と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
初
細
山
と
人
相
の
鎚
を
詠
ん
で
い
る
。
後
者
の
詞
書
に
あ
る
垂
家
人
道
と
は
、
作
者
有
家
の
父
で
あ
る
。

ま
た
初
源
山
・
檜
原
と
「
夕
越
え
暮
れ
て
」
と
い
う
表
現
を
合
わ
せ
た
も
の
と
し
て
、

『
新
古
人
′
和
歌
集
』
巻
十
購
旅

長
月
の
比
、
初
潮
に
請
で
け
る
道
に
て
よ
み
付
け
る
　
　
　
神
M
法
師

初
潮
山
ゆ
ふ
こ
え
く
れ
て
宿
と
へ
ば
　
▲
輪
の
恰
原
に
秋
か
ぜ
ぞ
吹
（
九
六
六
）

と
い
う
歌
も
あ
る
。
歌
人
・
遺
我
は
、
こ
れ
ら
の
歌
を
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

道
我
の
故
は
、
「
夕
越
え
暮
れ
て
」
「
初
湖
山
」
「
輸
原
」
「
入
相
の
鈍
」
と
い
う
、
ト
朝
和
歌
に
よ
く
使
わ
れ
る
語
を
組
み
A
＝
わ

せ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
、
二
空
し
く
ヤ
凡
な
歌
に
思
え
る
が
、
実
は
一
つ
の
L
人
が
施
さ
れ
て
い
る
D
そ
れ
は
「
檜
原
の
奥
」

と
い
う
表
現
で
あ
る
。

詞
井
に
よ
れ
ば
、
作
者
・
退
我
は
、
長
谷
寺
か
ら
室
生
寺
へ
向
か
う
途
次
、
山
路
に
あ
っ
て
日
が
暮
れ
る
こ
ろ
、
鈍
の
声
が
聞

こ
え
て
き
た
の
で
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
と
き
聞
こ
え
て
き
た
の
は
室
隼
寺
の
鐘
で
あ
り
、
「
齢
原

の
奥
」
と
は
、
只
体
的
に
は
「
軍
輩
」
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
道
我
は
歌
中
に
「
室
生
」
の
語
を
用
い
て
は

い
な
い
の
で
あ
る
。

干
朝
和
歌
の
世
界
で
は
、
「
室
牲
」
と
い
う
歌
枕
は
存
在
せ
ず
、
何
の
イ
メ
ー
ジ
も
も
た
な
い
。
ま
た
、
■
の
2
で
と
り
あ
げ

た
源
承
の
『
和
歌
口
伝
』
が
述
へ
る
よ
う
に
、
二
条
家
流
で
は
『
万
葉
集
』
の
名
所
を
歌
に
詠
む
こ
と
は
、
異
端
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
『
万
菓
袋
』
の
「
寄
生
の
け
も
も
」
は
恋
の
成
就
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
る
。
道
我
は
、
∩
身
の
足

で
詣
で
た
寄
生
の
地
を
和
歌
に
詠
む
に
あ
た
っ
て
、
「
室
生
」
の
語
を
避
け
、
王
朝
和
歌
の
歌
枕
で
あ
る
「
初
瀬
山
」
や
「
槍
原
」
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を
使
っ
て
表
現
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
歌
は
、
詞
書
が
無
け
れ
は
、
一
見
初
瀬
の
植
原
を
詠
ん
で
い
る
よ

う
に
み
え
る
が
、
実
は
室
生
寺
の
鐘
を
遠
く
に
聞
い
て
い
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
室
生
と
い
う
語
を

使
わ
ず
、
歌
枕
と
し
て
棚
用
さ
れ
る
語
を
組
み
合
わ
せ
、
間
接
的
な
表
現
で
宇
年
を
詠
む
。
そ
こ
に
道
我
の
趣
向
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

一
▲
　
契
沖
の
和
歌
と
宅
生

そ
れ
で
は
、
前
章
を
踏
ま
え
て
、
も
う
一
度
契
沖
が
室
牛
を
詠
ん
だ
歌
を
見
て
み
よ
う
。

『
漫
吟
集
類
題
』
巻
卜
三
　
碗
旅
歌

む
ろ
ふ
と
い
ふ
山
寺
に
ま
う
て
、
こ
も
り
ゐ
け
る
時

旅
に
し
て
今
日
も
春
め
と
聞
も
う
し
む
ろ
ふ
の
寺
の
入
相
の
か
ね
（
円
〇
二
一
）

た
れ
か
ま
た
後
も
こ
も
り
て
独
み
ん
室
生
の
両
の
有
明
の
月
（
四
〇
二
円
）

同
　
巻
▲
　
卜
　
稚
歌
四

む
ろ
ふ
と
い
ふ
山
寺
に
ま
う
て
け
る
時
、
山
賊
と
も
の
、
け
か
し
き
む
し
ろ
に
な
み
ゐ
て
、
あ
ほ
を
の
み
く
ふ
を
見
て

山
里
に
か
く
て
し
過
す
年
月
を
け
に
も
る
い
ひ
の
あ
は
れ
と
そ
お
も
ふ
（
九
八
〇
三
）

ま
ず
一
首
臼
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
二
上
暴
傷
の

題

知

ら

ず

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

よ

み

人

知

ら

ず

山
寺
の
人
相
の
鐘
の
声
こ
と
に
今
日
も
茄
れ
ぬ
と
聞
く
ぞ
悲
し
き
（
一
二
一
九
）

と
い
う
、
山
寺
の
人
相
の
鐘
を
歌
っ
た
作
□
m
を
蹄
ま
え
て
成
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
、
『
和
独
朗
詠
集
』
の
「
山
寺
」
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の
項
に
も
見
え
る
な
ど
、
著
名
な
作
品
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
契
沖
が
こ
こ
で
入
相
の
鍔
に
配
し
て
詠
み
込
ん
だ
山
十
寸
は
、
下
朝
和
歌
の
定
刊
と
も
言
え
る
長
谷
寺
で
は
な
く
、
王

則
文
学
に
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
室
生
寺
で
あ
っ
た
。
室
生
と
い
う
語
は
従
来
の
軟
に
川
例
が
無
い
の
で
、
た
と
え
は
和
歌
本
文

巾
で
は
こ
の
語
を
避
け
て
山
寺
と
し
、
詞
書
に
の
み
掲
げ
る
、
と
い
う
よ
う
な
手
段
を
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
契
沖
は

あ
え
て
「
室
隼
の
寺
」
と
い
う
語
を
詠
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
「
宅
生
」
を
歌
に
詠
み
た
い
と
い
う
契
沖
の
積
極
的
な

点
上
心
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

▲
▲
百
日
は
、
有
明
の
月
と
い
う
歌
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
語
は
、
男
女
の
後
朝
の
別
れ
の
つ
ら
さ
を
あ
ら
わ
し
た
場
＜
日
が
多

い
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
間
も
な
く
山
の
端
に
入
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
遁
世
、
出
家
老
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
そ
の
一
例
と
し
て
、

『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
－
六
雑
上

世
を
そ
む
き
な
ん
と
思
ひ
立
ち
け
る
こ
ろ
、
月
を
見
て
よ
め
る
　
　
　
寂
趨
払
帥

あ
り
あ
け
の
月
よ
り
ほ
か
は
た
れ
を
か
は
山
路
の
友
と
契
を
く
へ
き
二
万
四
二
）

を
あ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
詞
苔
の
「
世
を
そ
む
き
な
ん
と
恩
ひ
け
ち
け
る
こ
ろ
」
と
は
「
目
安
し
よ
う
と
州
心
い
始
め
た
こ
ろ
」

の
意
で
あ
る
。
ま
た
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
　
の
同
じ
巻
に
は

摂
政
太
政
人
臣
大
将
に
侍
し
峠
、
パ
歌
ム
ー
首
よ
ま
せ
侍
け
る
に
　
　
前
人
僧
正
慈
〓

／
l
あ
け
の
月
の
ゆ
く
ゑ
を
な
が
め
て
ぞ
野
寺
の
鐘
は
聞
く
へ
か
り
け
る
（
一
正
二
一
）

と
い
う
歌
も
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
契
沖
の
一
首
R
の
歌
も
、
一
門
R
と
同
様
、
王
朝
和
歌
の
調
へ
を
も
ち
な
か
ら
、
壬
生
の
地
を

詠
ん
で
い
る
点
が
注
R
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
肖
R
は
、
詞
書
に
あ
る
よ
う
に
、
「
山
賊
と
も
」
が
櫨
し
き
（
汚
れ
た
）
む
し
ろ
に
並
ん
で
座
り
、
粟
を
飲
み
込
む
よ
う
に
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食
べ
て
い
た
様
子
を
見
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
「
け
に
も
る
い
ひ
の
あ
は
れ
と
そ
お
も
ふ
」
と
は
、
「
笥
（
食
器
）
に
盛
る
飯
の
菜
」

の
東
に
「
あ
は
れ
」
を
掛
け
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
で
注
意
す
へ
さ
は
「
け
に
ら
る
い
ひ
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
の
一
語
は
、
『
万
葉
集
』
巻
二
　
「
有
間
皇
子
自
ら
傷
み

て
松
が
枝
を
結
ぶ
歌
二
百
」
　
の
内
の
一
首
で
、

家
百
者
　
笥
ホ
盛
飯
乎
　
草
枕
　
旅
ホ
之
有
者
　
椎
之
菓
ホ
盛
（
一
門
．
▲
）

家
に
あ
れ
は
　
笥
に
盛
る
飯
を
　
草
枕
　
旅
に
し
あ
れ
ば
　
椎
の
葉
に
盛
る

口
語
訳

家
に
吊
れ
ば
　
器
に
盛
る
飯
を
　
（
草
枕
）
　
旅
に
あ
る
の
で
　
椎
の
葉
に
盛
る
の
か

と
い
う
有
名
な
歌
に
見
え
る
も
の
で
、
契
沖
も
当
然
こ
れ
を
踏
豆
え
て
い
る
に
相
違
な
い
の
だ
が
、
実
は
こ
の
「
け
に
も
る
い
ひ
」

と
い
う
語
は
、
歌
語
と
し
て
ほ
特
異
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

藤
原
俊
成
は
、
そ
の
歌
論
書
『
古
来
風
体
抄
』
卜
に
お
い
て
、
有
間
皇
子
の
こ
の
歌
を
評
し
て
、

「
飯
」
な
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
の
頃
の
人
も
、
う
ち
う
ち
に
は
知
り
た
れ
と
、
歌
な
と
に
は
詠
む
へ
く
も
あ
ら
ね
と
、
止
日
の

人
は
心
の
襲
晴
な
く
て
、
か
く
詠
み
け
る
な
る
へ
し
。
こ
の
歌
、
歌
様
は
い
み
じ
く
を
か
し
き
歌
な
り
。

口
語
訳「

飯
」
だ
と
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
頃
の
人
も
、
内
々
に
は
知
っ
て
い
て
も
、
歌
な
と
に
は
詠
み
そ
う
に
も
な
い
け
れ
と
、

昔
の
人
は
、
ヤ
常
の
と
き
と
晴
れ
が
ま
し
い
と
き
の
区
別
の
意
識
が
な
く
て
、
こ
の
歌
の
よ
う
に
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
歌
は
、
歌
様
の
非
常
に
趣
の
あ
る
歌
で
あ
る
。

と
述
へ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
俊
成
の
時
代
に
は
、
飯
と
い
う
の
は
日
常
語
で
あ
っ
て
、
和
歌
の
中
に
用
い
る
へ
き
で
は
な
い
、

と
い
う
意
識
が
人
々
の
間
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
俊
戊
の
こ
の
言
葉
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
『
力
葉
集
』
に
こ
の
著
名
な
用
例
か
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あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勅
撰
集
の
中
に
は
「
け
に
も
る
い
ひ
」
と
い
う
表
現
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
王
朝
和
歌

の
世
界
で
は
、
歌
に
詠
む
こ
と
を
忌
避
す
る
こ
と
ば
と
い
う
点
で
、
室
生
と
共
通
し
て
い
る
。

契
沖
は
こ
れ
ら
二
百
の
和
歌
に
お
い
て
、
干
朝
和
歌
の
伝
統
的
な
表
現
に
沼
い
な
が
ら
も
、
王
朝
和
歌
で
は
詠
ま
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
室
生
の
地
を
、
自
ら
の
修
益
の
場
と
し
て
の
実
感
を
こ
め
て
詠
み
込
ん
だ
り
、
『
力
葉
集
』
以
後
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
「
け
に
も
る
い
ひ
」
と
い
う
表
現
を
再
生
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
こ
に
、
歌
こ
と
ば
を
拡
人
し
よ
う
と

す
る
契
沖
の
意
志
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
　
契
沖
の
歌
枕
研
究

前
章
で
は
、
歌
人
と
し
て
の
契
沖
が
、
従
来
は
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
室
生
の
地
を
、
∩
己
の
作
U
m
に
詠
み
込
ん

だ
こ
と
を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
次
に
、
古
典
学
者
と
し
て
の
契
沖
が
、
そ
の
名
所
（
歌
枕
）
研
究
に
お
い
て
「
室
生
」
を
と
の
よ

ぅ
に
と
ら
え
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
本
章
で
は
、
第
一
章
で
と
り
あ
げ
た
二
つ
の
和
歌
を
、
契
沖
が
と
の
よ

う
に
扱
っ
て
い
る
の
か
、
詞
へ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

1
　
F
万
葉
代
匠
記
し
F
類
字
名
所
補
翼
抄
』

一
の
1
で
見
た
と
お
り
、
『
万
糞
集
』
巻
十
一
「
室
生
（
原
文
は
室
原
）
の
け
も
も
」
の
歌
の
「
宴
原
」
に
つ
い
て
は
、
い
く

っ
か
の
異
な
る
比
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
決
定
的
な
根
拠
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
十
四
世
紀

初
め
の
成
立
と
さ
れ
る
澄
月
編
『
歌
枕
名
寄
』
は
、
中
世
の
名
所
歌
集
の
中
で
、
最
も
組
織
的
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
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「
来
勘
田
　
下
」
　
の
項
に

日
本
室
原

力
十
一

日
本
之
　
宰
原
月
毛
桃
　
木
繁
　
三
＝
大
－
物
乎
　
丞
成
不
正
（
九
七
四
〇
）

新

六

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

光

俊

あ
か
ね
さ
す
色
こ
そ
ま
が
へ
日
の
本
の
む
ろ
ふ
の
け
も
も
花
ざ
か
り
か
も
（
九
七
凹
一
）

と
あ
っ
て
、
「
日
本
之
宅
原
」
は
所
在
未
詳
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』
は
、
「
日
本
之
宅
原
」

に
つ
い
て
、
と
の
よ
う
に
述
へ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
『
契
沖
全
集
』
に
は
、
初
稿
本
と
精
撰
木
、
二
種
規
の
『
万
葉
代
匠
記
』
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
初
稿
本
に
は
、

次
の
よ
う
に
言
う
。

や
ま
と
の
む
ろ
ふ
の
け
も
～
　
日
本
之
と
か
け
る
を
、
ひ
の
も
と
の
と
和
鮎
を
し
た
れ
と
、
た
ゝ
よ
も
し
に
、
や
ま
と
の
と

讃
へ
し
。
和
州
（
以
卜
二
千
本
）
　
［
の
別
名
］
　
（
以
上
二
手
本
）
な
り
。
葦
原
は
和
名
集
云
。
大
和
図
城
下
郡
宅
原
。
こ
れ
室
仲

山
と
い
ふ
窪
地
な
り
。
村
も
有
な
り
。
な
ら
す
は
や
ま
し
は
、
桃
の
賢
に
よ
せ
て
、
蓬
を
恩
の
な
る
と
い
へ
り
。

ま
ず
「
日
本
」
を
「
ひ
の
も
と
」
　
で
は
な
く
「
や
ま
と
」
と
読
む
へ
き
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
人
和
の
同
（
す
な
わ
ち
奈
良
県
）

と
限
定
し
て
い
る
。
次
い
で
『
和
名
集
（
和
名
抄
）
』
を
引
い
て
「
笠
原
」
を
室
生
に
比
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
契

沖
の
勘
違
い
で
あ
る
。
『
和
名
抄
』
に
あ
る
城
F
郡
宅
原
と
は
、
現
在
の
田
原
本
町
の
地
で
あ
っ
て
、
室
牛
山
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
『
和
名
抄
』
を
根
拠
と
し
て
「
こ
れ
室
畑
山
と
い
ふ
姦
地
な
り
」
と
い
う
結
論
が
出
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

精
撰
本
で
は
、
初
稿
本
の
誤
り
を
訂
正
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
へ
て
い
る
。

日
本
之
宅
原
乃
毛
桃
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螢
句
ハ
ヤ
マ
ト
ノ
ト
讃
へ
ン
。
室
原
ハ
和
名
集
流
布
本
二
城
下
郡
二
載
テ
、
注
二
他
本
也
ト
ア
ル
ハ
他
本
ノ
誤
ナ
リ
。
廷
喜

式
■
ム
。
宇
陀
郡
室
生
龍
穴
神
社
。
樫
隼
ト
モ
カ
ケ
リ
。
召
ノ
喩
フ
ル
意
ハ
第
七
第
十
二
眈
二
見
工
ク
リ
。

「
日
本
」
を
「
ヤ
マ
ト
」
と
読
む
こ
と
は
同
じ
だ
が
、
『
和
名
抄
』
に
よ
る
城
F
郡
説
を
一
小
し
た
上
で
こ
れ
を
斥
け
、
『
延
喜
式
』

を
引
用
し
て
、
宇
陀
郡
室
生
の
地
に
比
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
推
定
が
可
能
で
あ
る
。
契
沖
の
魂
に
は
、
最
初
か
ら
（
お
そ
ら
く
『
和
名
抄
』
を
見
る
以

前
か
ら
）
　
「
宅
原
」
は
ハ
1
陀
郡
の
毒
性
の
地
、
「
軍
牛
山
と
い
ふ
靂
地
」
　
に
違
い
な
い
、
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

『
和
名
抄
』
の
城
卜
郡
基
原
が
そ
れ
と
は
異
な
る
こ
と
に
気
か
つ
か
な
い
ま
ま
、
初
稿
本
を
は
＝
い
た
。
後
に
そ
の
誤
り
に
気
つ
い

た
が
、
あ
く
ま
で
宇
陀
郡
の
室
生
に
比
定
す
る
た
め
、
『
延
喜
式
』
を
引
用
し
て
精
撰
赤
の
記
述
を
殖
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
推

定
か
‖
し
け
れ
ば
、
こ
の
比
定
に
は
、
『
力
柴
集
』
　
の
中
に
峯
生
と
い
う
地
名
を
見
た
い
、
と
い
う
契
沖
の
川
心
い
が
作
用
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
比
定
に
よ
り
、
「
室
生
」
は
確
実
に
力
薬
集
に
み
え
る
地
名
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
契
沖
の
名
所
研
究
の
一
つ
で
あ
る
『
規
‥
子
名
所
補
盟
抄
』
円
で
は
、
室
生
を
項
目
と
し
て
立
て
、
『
力
葉
集
』
　
の
こ
の

歌
を
示
し
て
い
る
。
宇
智
郡
と
あ
る
が
正
し
く
は
宇
陀
郡
で
あ
る
。

室

生

種

付

と

も

　

　

　

　

　

　

　

　

人

和

7

智

郡

力
十
一

日
本
の
む
ろ
ふ
の
け
も
ゝ
本
し
け
み
我
君
物
を
な
ら
す
は
や
ま
し

こ
の
は
か
、
歌
枕
の
リ
ス
ト
で
あ
る
『
勝
地
通
考
日
録
』
　
の
大
和
の
項
に

室
生
（
宇
陀
　
或
樫
生
）

を
挙
げ
、
ま
た
『
大
和
団
地
名
類
字
』
　
に

一
室
生
山
（
延
書
式
）
　
樫
生
山
（
三
代
日
録
）
　
宇
陀
郡
（
宇
陀
の
町
よ
り
円
型
許
良
）
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一
室
隼
龍
穴
神
社
（
宇
陀
）

を
．
小
し
て
い
る
。

2
　
F
勝
地
吐
懐
編
』

一
の
3
、
一
の
4
で
と
り
あ
げ
た
道
我
の
「
今
そ
き
く
」
の
歌
を
、
契
沖
は
そ
の
名
所
研
究
に
お
い
て
、
と
の
よ
う
に
扱
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
几
和
三
年
二
六
一
七
）
、
連
歌
師
・
里
村
呂
琢
が
編
纂
し
た
『
類
字
名
所
和
歌
集
』
を
、

ま
ず
調
へ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
吾
は
、
「
南
北
朝
期
に
成
キ
し
た
『
勅
撰
名
所
和
歌
要
抄
』
と
宗
碩
編
の
　
『
勅
撰
名

所
和
歌
抄
出
』
と
を
典
拠
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
『
古
今
集
』
か
ら
『
新
杭
古
今
集
』
ま
で
の
勅
撰
二
卜
一
代
集
中
よ
り
、
名

所
和
歌
を
選
出
し
類
衆
し
た
も
の
」
（
村
田
秋
男
氏
解
題
）
　
で
あ
っ
て
、
契
沖
以
前
の
代
表
的
な
名
所
研
究
の
¶
H
物
で
あ
る
。
そ

し
て
、
契
沖
の
名
所
研
究
も
、
こ
の
『
類
字
名
所
和
歌
集
』
を
訂
補
す
る
作
業
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

道
我
の
　
「
今
ぞ
き
く
」
の
歌
は
、
『
類
字
名
所
和
歌
集
』
巻
一
、
泊
減
の
項
に
見
え
る
。
こ
の
項
に
は
、
貫
之
の
　
「
人
は
い
さ

心
も
し
ら
す
t
l
r
郷
は
花
そ
む
か
し
の
か
に
匂
ひ
け
る
　
（
原
文
の
ま
ま
）
」
を
筆
頭
に
八
十
八
首
も
の
歌
が
列
挙
さ
れ
て
い
て
、
泊

誠
が
土
朝
和
歌
の
歌
枕
と
し
て
愛
好
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
四
十
七
番
目
に
遺
我
の
歌
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

紋
千
載
旅
　
　
今
そ
き
く
夕
超
茄
て
糾
せ
山
ひ
は
ら
か
お
く
の
人
あ
ひ
の
か
ね
　
　
法
印
道
我

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
道
我
の
故
は
、
数
多
い
泊
潮
の
歌
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
『
額
了
名

所
和
歌
実
』
　
に
は
室
生
の
項
が
無
く
、
宰
隼
を
歌
枕
と
し
て
認
め
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

契
沖
が
、
『
類
字
名
所
和
歌
集
』
　
の
記
減
の
誤
り
を
正
し
、
例
を
補
っ
た
著
作
が
『
勝
地
叶
傾
編
』
で
あ
る
。
そ
の
　
『
勝
地
吐
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45

懐
編
』
（
一
巻
本
）
中
巻
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

室

生

樫

生

と

も

　

　

　

　

　

　

　

人

相

丁

陀

郡

長
谷
寺
よ
り
室
井
へ
ま
う
て
付
け
る
に
、
山
路
に
〓
く
れ
て
、
鈍
の
野
聞
え
侍
り
け
れ
は
　
　
は
印
迫
我

離

†

戴

　

旅

＜
′
そ
き
く
夕
こ
え
く
れ
て
は
つ
せ
山
ひ
は
ら
の
奥
の
入
相
の
か
ね

契
沖
は
、
室
生
を
歌
に
詠
ま
れ
る
名
所
、
歌
枕
の
一
つ
と
し
て
認
め
、
道
我
の
歌
を
室
牡
の
歌
と
し
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は

こ
こ
に
、
「
室
性
」
を
、
『
力
葉
集
』
の
「
室
生
の
け
も
も
」
と
は
異
な
っ
た
歌
こ
と
ば
と
し
て
認
定
し
よ
う
と
い
う
契
沖
の
意
志

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
志
が
、
歌
人
と
し
て
自
作
に
室
畑
の
語
を
詠
み
こ
ん
だ
姿
勢
と
相
通
じ
る
こ
と
は
、

も
は
や
二
∩
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
室
生
を
詠
ん
だ
二
▲
人
の
歌
人
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
結
び
と
し
た
い
。

ま
ず
真
鶴
は
、
『
万
葉
集
』
を
引
い
て
「
等
圧
の
け
も
も
」
を
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
、
桃
の
題
詠
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
で

あ
り
、
頁
観
白
身
が
、
室
生
の
実
景
を
H
の
当
た
り
に
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

次
に
道
我
は
、
実
際
に
室
生
寺
に
謡
で
、
そ
の
道
小
に
お
け
る
実
感
を
も
と
に
詠
ん
で
い
る
が
、
干
朝
和
歌
に
川
例
の
無
い
室

生
と
い
う
語
を
使
わ
ず
、
伝
統
的
な
こ
と
ば
を
尋
ね
A
＝
わ
せ
て
詠
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

契
沖
は
、
室
生
で
過
し
た
実
感
を
詠
む
に
際
し
て
、
「
室
生
の
寺
」
「
軍
畑
の
両
」
と
い
う
語
を
使
用
し
た
。
ま
た
古
典
学
者
と

し
て
『
万
葉
集
』
の
室
原
を
室
井
に
比
足
し
、
『
万
葉
集
』
に
室
生
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
一
方
、
道
我
の
　
「
い
ま
そ
き



契沖にみる歌ことばの拡大（浅見）

く
」
の
歌
を
室
生
を
詠
ん
だ
故
と
し
て
認
め
、
室
生
を
、
人
里
離
れ
た
霊
地
、
仏
道
修
業
の
場
、
と
い
う
イ
メ
ー
ン
の
歌
こ
と
ば

と
し
た
の
で
あ
る
。

室
生
寺
は
、
山
刺
で
あ
る
だ
け
に
、
王
朝
の
昔
か
ら
詠
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
歌
こ
と
ば

が
拡
大
し
て
い
く
一
つ
の
小
さ
な
、
し
か
し
確
実
な
歩
み
を
契
沖
の
室
生
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
（
1
）
久
松
潜
一
『
契
沖
』
　
人
物
叢
書
一
▲
○
　
吉
川
弘
文
館
一
九
六
三
年
　
四
二
～
四
四
百

「
契
沖
年
譜
」
『
契
沖
全
集
』
第
卜
六
巻
　
岩
波
書
店
一
九
七
六
年

両
名
の
『
行
実
』
『
録
契
沖
追
弔
』
の
本
文
に
は
異
同
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
全
集
』
所
収
の
も
の
に
よ
り
、
訓
読
は
筆
者
に
お
い
て
行
な
っ

た。

（
2
）
室
生
寺
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
遠
R
出
典
氏
の
著
書
に
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

連
日
出
典
『
室
生
寺
史
の
研
究
』
巌
雨
笠
書
店
　
　
九
七
九
年

連
日
出
典
『
室
生
寺
　
－
山
峡
に
秘
め
ら
れ
た
歴
史
－
』
新
人
物
往
来
社
　
▲
九
九
五
年

（
3
）
拙
精
「
室
生
寺
の
魅
力
」
で
は
、
文
学
に
現
れ
る
軍
生
寺
に
つ
い
て
、
『
万
丑
集
』
か
ら
近
世
の
名
所
記
に
い
た
る
概
観
を
不
し
た
。
『
読

売
新
聞
』
（
大
阪
版
）
　
九
九
九
年
八
月
三
日
附
夕
刊
　
文
化
砥

（
4
）
原
文
二
読
み
卜
し
本
官
∵
∴
り
語
訳
は
、
小
島
竃
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注
・
訳
『
常
葉
集
③
』
（
新
編
L
j
A
古
典
文
学
全
集
　
小

学
館
一
九
九
五
年
）
　
に
よ
る
。

（
5
）
澤
約
久
孝
『
蘭
葉
集
注
搾
　
巻
第
－
一
』
中
央
公
論
社
　
■
九
L
八
一
年

（
6
）
佑
佐
人
伝
綱
編
『
日
本
歌
学
人
系
』
第
四
巻
　
風
間
書
房
一
九
互
六
年

福
‖
秀
一
『
中
世
和
歌
史
の
研
究
』
角
川
¶
＝
店
　
　
九
七
一
▲
年

井
「
ハ
示
雄
・
望
月
俊
江
「
『
源
承
和
歌
日
伝
』
注
解
（
▲
）
」
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』

〔
7
）
引
用
文
中
の
　
（
　
）
　
は
割
り
注
を
ホ
す
。
以
下
も
同
じ
。

一
九
八
五
年
－
　
月



契沖にみる軟ことばの拡人（浅見）

（
8
）
井
上
ホ
雄
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究
　
南
北
朝
期
』
明
治
書
院
　
　
九
六
五
咋
　
改
訂
新
版
　
九
九
∩
年

（
9
）
「
消
閑
寺
僧
什
」
は
、
道
我
で
は
な
く
、
遺
源
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
。
安
良
同
塵
作
『
徒
然
卓
全
注
釈
』
角
川
舌
情
一
九
六

八
年

（
1
0
）
　
娘
に
「
初
減
」
は
、
「
泊
瀬
し
．
良
谷
」
と
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
引
用
の
本
文
の
表
記
に
そ
れ
ぞ
れ
し
た
が
う
。

（
1
1
）
「
の
み
く
ふ
」
は
あ
ま
り
み
な
い
語
で
あ
る
が
、
『
日
蝕
辞
書
』
に
「
金
へ
も
の
を
噛
ま
な
い
で
呑
み
下
す
」
と
あ
る
。
1
刃
忠
隼
・
森
川

武
・
丘
繭
実
編
訳
『
邦
訳
‖
葡
群
1
1
日
』
山
石
波
い
い
店
　
　
九
八
〇
咋
　
四
」
　
真
人
。

（
1
2
）
原
文
・
読
み
卜
し
本
文
・
〓
語
訳
は
、
小
島
憲
之
・
人
卜
止
俊
・
東
野
治
之
校
注
・
訳
『
．
1
，
堅
某
集
①
』
へ
新
編
日
本
古
地
文
丁
全
域
　
小

学
館
一
九
九
州
年
）
　
に
よ
る
。

（
1
3
）
本
文
・
日
詰
訳
は
、
橋
本
木
美
男
・
台
上
＝
保
・
藤
平
春
男
校
＝
・
訳
『
歌
論
集
』
（
日
本
古
典
文
ツ
全
集
第
訓
巻
　
小
一
7
飽
一
九
L
h

年
）
　
に
よ
る
。

（
1
4
）
村
H
秋
男
編
『
類
7
名
所
和
歌
集
　
本
文
編
』
等
問
］
1
b
院
　
　
九
八
　
年

本
稿
中
に
引
用
し
た
『
漫
吟
集
類
題
』
『
力
菓
代
匠
記
』
『
頓
7
名
所
捕
翼
抄
』
『
勝
地
呵
怯
編
』
『
勝
地
通
名
H
録
」
「
人
和
岡
地
名
類
γ
』
　
は

『
契
沖
全
集
』
（
岩
汲
ぶ
信
）
、
『
新
撰
和
歌
六
帖
し
『
続
千
載
和
歌
集
』
『
歌
枕
名
寄
』
は
『
新
編
国
歌
大
観
ト
（
角
川
－
．
＝
情
）
、
『
板
椚
日
通
我
集
』

は
『
私
家
集
人
成
』
（
明
治
書
院
）
、
『
拾
迫
和
歌
集
』
『
詞
花
和
歌
集
』
『
丁
戴
和
歌
集
』
『
新
古
今
和
歌
集
』
は
『
新
R
本
｛
典
文
学
人
系
』
（
山
車

波
か
店
）
　
の
本
文
に
拠
っ
た
。
淡
了
の
字
体
に
つ
い
て
は
、
適
．
日
の
†
体
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。




