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部
分
に
み
る
よ
う
に
、
歌
の
判
者
で
あ
る
顕
昭
が
、
左
方
の
兼
宗
卿
の
歌
に
つ
い
て
「
心
の
占
」
と
い
う
表
現
は
あ
ま
り
に
も
耳
馴
れ
て
い
る
の
で
新

し
さ
が
な
い
旨
を
指
摘
し
て
い
る
（
次
掲
用
例
傍
線
部
分
参
照
）。

 
「
千
三
百
四
十
番　

 

　
左　
公
経
卿　
　
　
　

 

二
六
七
八
こ
ひ
わ
ぶ
る
な
み
だ
や
そ
ら
に
く
も
る
ら
ん
光
も
か
は
る
ね
や
の
月
か
げ

 

　
右　
兼
宗
卿

 

二
六
七
九
こ
り
は
て
ぬ
う
き
身
の
ほ
ど
を
う
た
が
ひ
し
こ
こ
ろ
の
う
ら
に
つ
く
べ
か
り
け
り

 

左
歌
、
な
み
だ
に
そ
ら
を
く
も
ら
せ
て
ね
や
の
月
か
げ
を
か
は
る
と
侍
る
、
い
と
を
か
し
く
見
え
は
べ
り

 

右
歌
は
、
か
く
こ
ひ
ん
も
の
と
は
わ
れ
も
思
ひ
に
き
心
の
う
ら
ぞ
ま
さ
し
か
り
け
る
、
と
申
す
歌
に
つ
き
て
、
お
も
ひ
し
ま
ま
に
い
と
は
る
る
う
き
身

を
こ
り
は
て
ぬ
る
よ
し
は
、
こ
と
わ
り
ふ
か
く
は
べ
れ
ど
、
こ
こ
ろ
の
う
ら
ぞ
ま
さ
し
か
り
け
る
と
申
す
こ
と
の
あ
ま
り
に
み
み
な
れ
て
侍
れ
ば
に
や
、

左
は
猶
め
づ
ら
し
く
や
侍
ら
ん
」

（
８
） 

用
例
（
２
５
）「
ま
さ
し
て
ふ
」
や
「
う
ら
ま
さ
に
せ
よ
」
は
「
占
」
へ
の
信
頼
に
基
づ
く
表
現
で
あ
り
、
用
例
（
２
６
）
は
、「
占
」
で
は
吉
と
出
た
の
に
、

そ
れ
と
は
異
な
る
現
実
（
恋
人
が
来
な
い
こ
と
）
を
嘆
く
歌
で
あ
る
。

（
９
） 

『
大
鏡
』
で
は
「
占
」
に
関
す
る
記
述
が
一
例
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、『
栄
花
物
語
』
で
は
六
例
あ
り
、
そ
の
扱
い
に
差
が
み
ら
れ
る
。

（
１
０
）
伴
信
友
『
正
卜
考　
三
』　
（
一
八
四
四
年
頃
）
に
「
或
雑
書
に
、
辻
占
と
云
ふ
は
、
四
辻
に
出
て
、
手
に
黄
楊
の
櫛
を
持
ち
心
に
道
祖
神
を
念
じ
て
、

歌
を
唱
ふ
、
其
歌
を
、
辻
や
辻
、
四
辻
の
内
の
、
一
の
辻
、
占
ま
さ
し
か
れ
、
辻
占
の
神
、
こ
れ
を
三
返
し
、
見
え
来
る
人
の
語
を
以
て
、
吉
凶
を
定
む
、

と
記
せ
り
、」
と
あ
る
。

（
う
え
の　
み
ほ
こ
・
准
教
授
）
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定
の
表
現
を
伴
う
。
下
に
見
え
る
三
五
二
一
の
歌
に
は
『
ま
さ
で
に
も
来
ま
さ
ぬ
、
君
』
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
も
、
次
句
の
『
告
ら
ぬ
君
が

名
』
に
か
か
る
も
の
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
従
来
、
こ
れ
を
結
句
の
『
占
に
出
に
け
り
』
に
続
く
も
の
と
見
て
、『
武
蔵
野
で
占
い
師
が
鹿
の
肩

骨
を
焼
い
て
占
い
を
し
、
ま
さ
に
あ
り
あ
り
と
、
私
が
他
人
に
告
げ
た
こ
と
も
な
い
あ
の
人
の
名
が
、
そ
の
占
い
に
顕
れ
て
し
ま
っ
た
』
と
解
し
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
解
は
成
立
し
な
い
。『
ま
さ
で
に
も
』
が
『
も
』
の
働
き
に
よ
っ
て
否
定
表
現
（
こ
こ
は
「
告
ら
ぬ
君
が
名
」）
に
か
か
わ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
第
二
句
の
『
占
部
か
た
焼
き
』
の
卜
占
と
結
句
の
『
占
に
出
に
け
り
』
の
占
い
と
は
別
種
の
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（『
釋
注
』）
と
し
、
こ
の
歌
の
解
釈
を
「
武
蔵
野
で
占
い
師
が
象
を
焼
い
て
焙
り
出
し
て
も
、
は
っ
き
り
と
お
告
げ
な
ど
あ
る
は
ず
の
な
い
あ
の
方
の
名
、

そ
の
名
が
、
あ
ん
な
占
い
に
顕
れ
て
し
ま
っ
た
」（『
釋
注
』）
と
す
る
。
こ
の
見
解
は
伊
藤
博
の
他
の
著
作
『
古
典
集
成
』（
新
潮
社
）
や
『
万
葉
の
い

の
ち
』（
塙
新
書　
一
九
八
三
年
）
な
ど
で
も
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 

こ
の
伊
藤
説
に
対
し
て
、『
全
注　
巻
十
四
』（
水
島
義
治　
一
九
八
六
年
）
は
、「
古
典
集
成
は
、
こ
の
『
占
』
を
第
二
句
の
肩
焼
き
＝
太
占
で
は
な
く
、

『
私
的
な
夕
占
・
道
行
占
な
ど
の
類
』
と
し
て
『
武
蔵
野
で
占
い
師
が
肩
骨
を
焼
い
て
焙
り
出
し
て
も
あ
り
あ
り
と
お
告
げ
な
ど
あ
る
筈
の
な
い
あ
の

方
の
名
な
の
に
、
あ
ん
な
占
い
に
現
れ
て
し
ま
っ
た
』
と
口
訳
し
て
い
る
。
伴
信
友
に
よ
れ
ば
、
鹿
卜
・
亀
卜
が
『
正
卜
』、
足
占
・
琴
占
・
夕
占
・

石
占
・
水
占
・
夢
占
・
山
菅
占
・
苗
占
な
ど
が
『
雑
占
』
で
あ
る
と
い
う
。
古
典
集
成
の
解
は
、
正
卜
で
は
は
っ
き
り
と
お
告
げ
な
ど
あ
る
は
ず
の
な

い
君
の
名
が
雑
占
で
出
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
従
い
難
い
。」
と
し
た
う
え
で
、「
母
親
が
娘
を
問
い
つ
め
、
娘
は
つ
い
に
白
状
し
て
し
ま

い
、
そ
れ
を
相
手
の
男
に
言
い
わ
け
し
て
い
る
歌
」
で
あ
り
「『
私
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
の
。
肩
焼
き
に
出
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
も
の
』

と
嘘
を
言
う
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

 

そ
も
そ
も
上
代
文
献
の
「
占
」
に
お
い
て
、
ま
し
て
や
そ
の
占
い
が
仮
に
も
「
正
卜
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
相
手
の
名
前
が
告
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は

考
え
難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
小
稿
で
は
、『
全
注
』
の
説
に
従
う
。

（
６
） 

廣
岡
義
隆
「
仏
足
石
歌
碑
」（『
古
京
遺
文
注
釈
』　
上
代
文
献
を
読
む
会
編　
桜
楓
社　
一
九
八
九
年
）

（
７
） 

新
編
国
歌
大
観
で
は
「
心
の
占
」
の
用
例
は
約
七
〇
例
以
上
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
一
二
〇
二
年
頃
成
立
の
『
千
五
百
番
歌
合
』
に
は
、
以
下
の
傍
線
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を 

我わ

が
問
ひ
し
か
ば 

夕
占
の 

我わ
れ

に
告の

ら
く
〜
」（
⑬
三
三
一
八
）
↓
「
ユ
フ
ウ
ラ
と
訓
ま
れ
て
い
る
の
は
集
中
こ
の
例
だ
け
で
あ
る
。
ユ
フ
ケ
と
訓

ま
れ
て
い
る
の
が
九
例
あ
り
（
中
略
）、
両
者
は
同
じ
と
思
わ
れ
る
。」（『
全
注
』）
／
「
夕
に
衢
に
出
て
、
往
来
人
の
言
を
聴
て
、
そ
の
言
を
も
て
神

教
と
し
て
、
占
問
ふ
事
に
合
せ
判
断
る
術
」（
伴
信
友　
『
正
卜
考
』）

　
　
・「
水
占
」（
み
な
う
ら
）

 
 「

妹い
も
に
逢あ

は
ず
久
し
く
な
り
ぬ
饒
石
川
清
き
瀬
ご
と
に
水み

な
う
ら占
延は

へ
て
な
」（
⑰
四
〇
二
八
）
↓
「
美
奈
宇
良
は
、
水
占
な
る
べ
し
、
然
れ
ど
も
他
に
證
考

た
る
こ
と
な
し
、
波
倍
底
奈
は
、
し
ひ
て
按
ふ
る
に
、
延
て
む
に
て
、
清
き
河
瀨
の
水
中
に
、
繩
を
延
わ
た
し
置
て
、
そ
れ
に
流
れ
か
ゝ
り
た
る
も
の
、

或
は
其
物
の
數
な
ど
に
よ
り
て
、
卜
ふ
る
事
に
は
あ
ら
ざ
る
か
」（『
正
卜
考　
三
』）

　
　
・「
石
占
」（
い
し
う
ら
）

 
 

「
〜
天あ

ま
く
も雲
の 

そ
く
へ
の
極き

は
み 
天
地
の 

至
れ
る
ま
で
に 

杖つ
ゑ
つ
き
も 

つ
か
ず
も
行ゆ

き
て 

夕ゆ
ふ
け占
問
ひ 

石い
し
う
ら占
も
ち
て 

我わ

が
や
ど
に 

み
も
ろ
を
立
て
て
〜
」

（
③
四
二
〇
）
↓
「
石
の
經
重
に
よ
り
て
、
物
の
吉
凶
を
定
む
る
術
な
る
べ
し
」（『
攷
證
』）

　
　
・「
足
占
」（
あ
し
う
ら
）

 
 

「
月つ

く
よ夜

に
は
門か

ど

に
出い

で
立
ち
夕ゆ

ふ
け占

問
ひ
足あ

し
う
ら占

を
ぞ
せ
し
行ゆ

か
ま
く
を
欲ほ

り
」（
④
七
三
六
）
↓
『
注
釋
』
で
は
、「
行
き
ゆ
か
ず
聞
か
ま
ほ
し
き
を
い
づ

方
に
踏
み
定
む
ら
む
あ
し
の
浦
山
」（
續
古
今
集
巻
九　

中
納
言
定
頼
）
や
「
俗
に
童
子
な
ど
の
す
る
趣
に
て
、
ま
づ
歩
き
て
踏
止
る
べ
き
標
を
定
め

お
き
て
、
さ
て
吉
凶
の
辭
を
も
て
歩
く
足
に
合
せ
つ
ゝ
踏
み
わ
た
り
、
標
の
處
に
て
踏
止
ま
り
た
る
足
に
當
り
た
る
辭
を
も
て
、
吉
凶
を
定
る
わ
ざ
に

も
や
あ
ら
む
」
と
『
正
卜
考　
三
』
に
あ
る
の
を
踏
ま
え
、「
目
標
の
と
こ
ろ
ま
で
『
行
か
う
か
』『
行
く
ま
い
か
』
と
く
り
か
へ
し
て
行
つ
て
行
き
つ

い
た
と
こ
ろ
が
『
行
く
ま
い
』
で
あ
つ
た
ら
も
一
度
や
り
直
す
か
足
の
間
隔
を
加
減
し
た
り
す
る
事
」
と
す
る
。『
釋
注
』
は
「
足
の
歩
み
に
合
わ
せ

て
吉
と
凶
と
を
繰
り
返
し
唱
え
、
目
標
に
つ
い
た
時
に
吉
な
ら
ば
吉
、
凶
な
ら
ば
凶
と
判
断
す
る
占
い
か
」
と
す
る
。

（
５
） 

⑭
三
三
七
四
の
「
ま
さ
で
に
も
告
ら
ぬ
君
が
名
占
に
出
に
け
り
」
の
解
釈
に
関
し
て
、
伊
藤
博
『
釋
注
』
と
水
島
義
治
『
全
注
』
と
で
見
解
を
異
に
す

る
。
伊
藤
博
は
、「
第
三
句
の
『
ま
さ
で
に
』
は
も
っ
ぱ
ら
占
い
の
確
か
さ
を
い
う
語
で
、
そ
れ
に
『
も
』
が
接
続
す
る
『
ま
さ
で
に
も
』
は
下
に
否
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今
著
聞
集
』
は
『
古
今
著
聞
集
』（
有
朋
堂
書
店　
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
参
照
）、『
簾
中
抄　
下
』『
二
中
歴
』
は
『
史
籍
集
覧

２
３
』（
近
藤
出
版
部　
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
参
照
）、『
袋
草
紙
』
は
『
續
群
書
類
従　
第
十
六
輯
下
』、『
観
智
院
本　
類
聚
名
義
抄
』
は
『
天

理
図
書
館
善
本
叢
書　

和
書
之
部
』、『
艶
道
通
鑑
』
は
『
日
本
思
想
大
系
６
０
』（
岩
波
書
店
）、『
万
葉
考
』
は
、『
賀
茂
真
淵
全
集
１
』（
續
群
書
類

従
完
成
会
）に
基
づ
く（
行
論
の
必
要
に
応
じ
て
、本
文
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
）。ま
た
、本
文
引
用
の
注
釈
書『
全
釈
』『
釋
注
』『
評
釈
』『
全

注
』『
注
釋
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
萬
葉
集
全
釈
』（
鴻
巣
盛
廣
）、『
萬
葉
集
釋
注
』（
伊
藤
博
）、『
評
釈
萬
葉
集
』（
佐
佐
木
信
綱
）、『
萬
葉
集
全
注　
巻

第
十
一
』（
稲
岡
耕
二
）、『
萬
葉
集
注
釋
』（
澤
潟
久
孝
）
に
よ
る
。
引
用
文
献
著
者
の
敬
称
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
以
上
の
文
献
か
ら

の
引
用
本
文
に
付
さ
れ
て
い
る
傍
線
は
す
べ
て
上
野
に
よ
る
。

 

な
お
、
筆
者
は
、
近
年
、
萬
葉
集
に
お
け
る
視
覚
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。「
占
」
は
、
現
在
見
え
て
い
な
い
未
来
や
人
の
心
を
言
葉
に
よ
っ

て
見
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
り
、
一
つ
の
「
見
」
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
考
え
た
の
が
小
稿
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
） 

該
当
箇
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
世
尊
若
人
の
是
（
の
）
如
キ
神
呪
を
誦
持
し
て
、
我
を
請
召
（
せ
）
む
時
に
は
、
我
レ
請
を
聞
キ
巳
（
り
）
て
、

卽
其
の
所
に
至
（
り
）
て
願
を
遂ト

グ
ル
こ
と
得う

令
（
め
）
む
。
世
尊
是
レ
灌
頂
の
法
句
な
り
、
定
成
就
の
句
な
り
、
眞
實
の
〔
之
〕
句
な
り
、
無
虚
誑

の
句
な
り
。是
レ
平
等
の
行
な
り
、諸
の
衆
生
に
於
て
是
レ
正マ

サ
シ
キ
善
根
な
り
。」（
春
日
政
治　
『
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
の
国
語
学
的
研
究
』

所
収　
巻
八　
大
吉
祥
天
女
増
長
財
物
品
第
十
七
）。
上
記
の
「
正ま

さ
シ
キ
」
の
用
例
の
一
文
前
（
波
線
部
分
）
に
「
眞
實
」「
無
虚
誑
」
と
あ
り
、
そ
れ

を
言
い
換
え
て
い
る
の
が「
是
レ
正マ

サ
シ
キ
善
根
な
り
」で
あ
る
。従
っ
て
こ
こ
で
の「
正ま

さ
シ
キ
」は
、正
し
い
、偽
り
の
な
い
状
態
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

（
３
） 

萬
葉
集
の「
正
」表
記
に
つ
い
て
は
拙
稿「
萬
葉
集『
正
目
』考
―
―
佛
足
石
歌
碑
歌
を
契
機
と
し
て
―
―
」（『
国
文
学
論
集
４
８
号
』二
〇
一
五
年
一
月
）

に
お
い
て
述
べ
た
。

（
４
） 

萬
葉
集
中
の
「
夕
占
」・「
水
占
」・「
石
占
」・「
足
占
」
の
作
品
と
各
「
占
」
に
関
す
る
注
釈
書
類
の
説
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
・「
夕
占
」（
ゆ
ふ
う
ら
・
ゆ
ふ
け
）

 
 

「
紀き伊
の
国
の 

浜
に
寄
る
と
い
ふ 

鰒あ
は
び
た
ま玉 

拾ひ
り

は
む
と
言
ひ
て 

妹い
も

の
山 

背せ

の
山
越
え
て 
行ゆ

き
し
君 

い
つ
来き

ま
さ
む
と 

玉た
ま
ほ
こ桙

の 

道
に
出い

で
立
ち 

夕ゆ
ふ
う
ら占
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性
へ
の
揺
ら
ぎ
と
い
う
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
よ
う
や
く
中
世
に
お
い
て
散
文
脈
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
る
。
萬
葉
集
以
前
に
習
俗
的
な
表
現
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
早
期
か
ら
散
文
脈
に
も
自
然
に
用
い
ら
れ
て
い

て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
萬
葉
集
始
発
の
「
歌
語
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
長
く
韻
文
脈
特
有
の
表
現
と
し
て
命
脈
を
保

つ
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
近
世
に
な
る
と
、「
夕
占
」
は
「
辻
占
」
と
表
現
さ
れ
、
増
穂
残
口
『
艶
道
通
鑑
』「
神
祇
之
恋　
十
二
」
に
「
辻
や
辻　
四
辻
が
う

ら
の　
市
四
辻　
う
ら
正ま
さ

し
か
れ　
辻
う
ら
の
神
」
と
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（『
日
本
思
想
大
系　
六
十
』）。
こ
の
歌
は
同

じ
く
近
世
の
伴
信
友
『
正
卜
考
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
（
注
1
0
）近
世
に
い
た
っ
て
も
、「
占
」
の
正
確
性
を
「
ま
さ
（
し
）」
と
歌
う
点

だ
け
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
い
わ
ば
萬
葉
語
と
し
て
の
「
言
霊
」
と
も
い
う
べ
き
「
歌
語
」
の
持
つ
力
が
、
約
一
千
年
の
時
を
生
き
抜

い
て
き
た
、
そ
の
一
つ
の
証
が
「
占
ま
さ
」
に
看
取
で
き
る
。

　
賀
茂
真
淵
が
『
万
葉
考
』
で
「
正ま
さ

し
は
專
ら
占
に
い
ふ
言
」
と
言
及
し
て
以
来
、
近
年
の
注
釈
書
で
あ
る
『
新
全
集
』
に
至
る
ま
で

そ
の
説
を
踏
ま
え
て
き
た
が
、
上
代
文
献
で
は
「
正ま
さ

し
」
は
「
占
」
以
外
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
逆
に
、
散
文
脈
で
は
長
ら

く
「
占
」
の
正
し
い
こ
と
を
「
ま
さ
し
」「
ま
さ
に
」
と
表
現
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
勘
案
す
る
と
、「
占
ま
さ
」
は
、
萬
葉
集
に

始
発
す
る
言
葉
と
し
て
「
占
」
の
正
し
い
こ
と
を
い
う
歌
の
詞
（「
歌
語
」）
と
定
義
し
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
注
）

（
１
） 

引
用
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。『
萬
葉
集
』『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
風
土
記
』『
日
本
霊
異
記
』『
源
氏
物
語
』『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』『
保
元
物
語
』

は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）、「
佛
足
石
歌
碑
歌
」『
今
昔
物
語
集
』「
歌
占
」
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）、『
古
今
集
』『
拾

遺
集
』『
貫
之
集
』『
和
泉
式
部
集
』『
後
拾
遺
集
』『
新
撰
和
歌
六
帖
』『
続
後
拾
遺
集
』『
大
江
戸
倭
歌
集
』
は
『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）、『
古
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こ
れ
ま
で
韻
文
脈
に
お
い
て
の
み
確
認
で
き
て
い
た
「
占
」
の
正
確
性
を
「
ま
さ
し
」
と
す
る
表
現
が
、
中
世
の
散
文
脈
に
登
場
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
室
町
時
代
の
能
の
詞
章
（
一
四
〇
〇
年
頃
）
に
も
、
次
掲
（
３
７
）
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
。

 

（
３
７
）
か
や
う
に
候
ふ
者
は
、
加か

が賀
の
國く
に
し
ら
や
ま

白
山
の
麓ふ
も
とに

住す

ま
ひ
す
る
者
に
て
候
、
さ
て
も
こ
の
程ほ
ど

い
づ
く
と
も
知
ら
ぬ
男お
と
こ
み
こ巫の

候
ふ

が
、
小こ
ゆ
み弓

に
短た
ん
じ
や
く冊を

付
け
歌う
た
う
ら占

を
引
き
候
ふ
が
、
け
し
か
ら
ず
ま
さ
し
き
よ
し
を
申
し
候
ふ
間
、
今こ
ん
に
ち日

ま
か
り
出
で
占
を
引

か
せ
ば
や
と
思
ひ
候
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
雅
の
能　
「
歌
占
」　
『
謡
曲
集　
上
』　
『
大
系
』）

逆
に
、
先
掲
（
２
３
）（
２
４
）
で
み
た
よ
う
に
、
韻
文
脈
に
お
い
て
も
「
占
ま
さ
し
」「
占
ま
さ
に
」
で
は
な
い
表
現
「
占
た
が
ふ
」

が
出
て
き
た
の
も
中
世
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
占
」
の
正
確
性
表
現
に
関
し
て
は
、
中
世
に
な
る
と
散
文
脈
と
韻
文
脈
の
表
現
が
交

差
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

第
四
章　
　
結
び

　
小
稿
は
、「
占
」
が
正
し
い
こ
と
を
表
す
「
占
ま
さ
に
」（「
占
ま
さ
し
」）
と
い
う
表
現
が
、
人
麻
呂
歌
集
歌
を
出
発
点
と
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
元
々
習
俗
的
に
言
わ
れ
て
い
た
も
の
を
踏
ま
え
て
人
麻
呂
が
和
歌
に
詠
ん
だ
の
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
た
。
上
代

か
ら
中
世
ま
で
の
韻
文
脈
と
散
文
脈
に
お
い
て
、「
占
」
の
正
し
さ
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
調
査
し
た
結
果
、「
占
ま

さ
に
」
と
い
う
表
現
は
人
麻
呂
歌
集
歌
を
始
発
と
す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
上
代
散
文
に
も
上
代
歌
謡
に
も
「
占

ま
さ
」
が
一
切
確
認
で
き
ず
（
上
代
散
文
で
は
「
占
」
の
正
確
性
は
別
の
表
現
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
）、
散
文
の
世
界
で
は
中
世

に
お
い
て
よ
う
や
く
「
占
ま
さ
」
が
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
歌
語
と
し
て
命
脈
を
保
っ
て
き
た
こ
の
表
現
が
、「
占
」
の
信
頼
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乱
の
前
兆
で
あ
っ
た
の
だ
と
占
い
か
ら
判
明
し
た
こ
と
を「
こ
の
こ
と
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」（
傍
線
部
分
）と
確
信
的
に
記
述
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、（
３
４
）・（
３
５
）
で
は
、「
占
」
に
対
す
る
疑
い
の
念
が
記
さ
れ
て
お
り
、
留
意
さ
れ
る
。（
３
４
）
で
は
、「
一
つ

口
な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
占
ひ
申
す
」（
＝
「
占
い
の
結
果
が
陰
陽
師
に
よ
っ
て
異
な
る
」『
新
全
集
』
頭
注
）
こ
と
に
対
し
、「
あ
や
し
う
」

と
不
信
感
を
表
明
し
て
い
る
。（
３
５
）
で
も
、
藤
原
妍
子
の
病
に
関
す
る
占
い
が
良
く
な
い
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、
人
為
的

努
力
を
施
す
こ
と
に
よ
り
「
さ
り
と
も
転
ぜ
さ
せ
た
ま
は
じ
や
」（
＝
そ
う
は
い
っ
て
も
恢
復
な
さ
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
）
と
述

べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
占
」
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
平
安
時
代
の
歴
史
物
語
で
は
、「
占
」
の
正
確
性
は
「
さ
る

べ
き
も
の
の
示
し
た
て
ま
つ
り
け
る
」「
こ
の
こ
と
に
こ
そ
あ
れ
」と
い
っ
た
和
文
体
の
表
現
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の
一
方
で「
占
」

へ
の
疑
い
が
示
さ
れ
る
記
述
も
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
平
安
時
代
和
文
体
の
文
章
で
は
、
上
代
散
文
脈
同
様
、「
占
」
の
正
確
性
を
「
ま
さ
」
で
表
現
す
る
事
例
は
な
い
も
の
の
、
和
漢
混

交
文
に
比
べ
、「
占
」の
正
確
性
描
写
は
表
現
の
幅
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。ま
た
、上
代
文
献
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、

神
意
を
根
拠
と
す
る
「
占
」
へ
の
疑
い
が
、
平
安
時
代
の
歴
史
物
語
分
野
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
右
の
よ
う
な
散
文
脈
に
お
け
る
「
占
」
の
正
確
性
描
写
の
流
れ
の
中
で
、
注
目
さ
れ
る
の
が
鎌
倉
時
代
中
期
（
一
二
五
〇
年
以
降
成

立
）
の
『
古
今
著
聞
集
』
で
あ
る
（
次
掲
３
６
）。
こ
こ
で
は
、
文
平
と
い
う
人
物
の
占
い
の
的
確
さ
を
「
ま
さ
し
」
と
表
現
し
て
い
る
。

 （
３
６
） 

そ
の
後の
ち
く
ら
う
ど

蔵
人
は
、
い
た
ら
ぬ
く
ま
な
く
、
若も

し
や
あ
ふ
と
て
、
求も
と

め
あ
り
き
つ
つ
、
佛ぶ
つ
し
ん神

に
さ
へ
祈い
の

り
申
せ
ど
も
か
ひ
な
し
。

思
ひ
わ
び
て
、
文ふ
ん
ひ
ら平

と
申
す
陰お
ん
み
や
う
じ

陽
師
こ
そ
、
こ
の
比
ご
ろ
た
な
ご
こ
ろ

掌
を
さ
し
て
推す
ゐ
さ
つ察

ま
さ
し
か
な
れ
、
こ
の
事こ
と
う
ら
な占は

せ
ん
と
思
ひ
て
、

罷ま
か
り
向む
か
ひ
て
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
古
今
著
聞
集
』　
巻
第
八　
好
色　
『
古
今
著
聞
集
』）
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白
髮
い
み
じ
う
白
き
女
の
た
だ
一ひ
と
り人
行
く
が
、
立
ち
と
ま
り
て
、「
な
に
わ
ざ
し
た
ま
ふ
人
ぞ
。
も
し
夕
占
問
ひ
た
ま
ふ
か
。

何な
に
ご
と事
な
り
と
も
、
思
さ
む
こ
と
か
な
ひ
て
、
こ
の
大
路
よ
り
も
広
く
な
が
く
栄
え
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
ぞ
」
と
う
ち
申
し
か
け

て
ぞ
ま
か
り
に
け
る
。
人
に
は
あ
ら
で
、
さ
る
べ
き
も
の
の
示
し
た
て
ま
つ
り
け
る
に
こ
そ
は
べ
り
け
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
大
鏡
』　
兼
家
）

 （
３
３
） 
年
ご
ろ
天
変
な
ど
し
て
、
兵
乱
な
ど
占う
ら
なひ

申
し
つ
る
は
、
こ
の
こ
と
に
こ
そ
あ
り
け
れ
と
、
よ
ろ
づ
の
殿と
の

ば
ら
、
宮
ば
ら
、

さ
る
べ
く
用
意
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
栄
花
物
語
』　
巻
第
五　
『
新
全
集
』）

（
３
４
） 

粟
田
殿
、
夢ゆ
め
み見
騒
が
し
う
お
は
し
ま
し
、
も
の
の
さ
と
し
な
ど
す
れ
ば
に
や
、
御
心こ
こ
ち地
も
浮
き
た
る
さ
ま
に
思
さ
れ
て
、

陰お
ん
み
や
う
じ

陽
師
な
ど
に
物
を
問
は
せ
た
ま
ふ
に
も
、「
所
を
替
へ
さ
せ
た
ま
へ
」
と
申
す
め
れ
ば
、
さ
る
べ
き
所
な
ど
思
し
求
め
さ

せ
た
ま
へ
ど
、
ま
た
、
御
よ
ろ
こ
び
な
ど
、
一
つ
口
な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
占
ひ
申
す
を
、
あ
や
し
う
思
さ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
栄
花
物
語
』　
巻
第
四　
『
新
全
集
』）

（
３
５
） 

（
守
道
は
）「
御
悩
み
の
は
じ
め
、
御
祓は
ら
へな

ど
仕
う
ま
つ
り
し
に
、
か
か
ら
む
と
や
は
思
ひ
か
け
さ
ぶ
ら
ひ
し
。
御
占う
ら

な
ど
は

よ
ろ
し
か
ら
ず
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
ど
も
、
さ
ば
か
り
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
こ
と
ど
も
に
、
さ
り
と
も
転
ぜ
さ
せ
た
ま
は
じ
や
と
こ

そ
、思
ひ
た
ま
へ
し
か
」と
て
、「
心こ
こ
ろ
う憂

き
御
事
」と
ぞ
、涙
も
浮
き
て
さ
ぶ
ら
ふ
。（『
栄
花
物
語
』　
巻
第
二
十
九　
『
新
全
集
』）

右
掲
（
３
２
）
は
一
〇
四
〇
年
前
後
に
、（
３
３
）
〜
（
３
５
）
は
一
〇
三
〇
年
頃
に
そ
れ
ぞ
れ
成
立
し
た
と
さ
れ
る
和
文
体
の
歴
史

物
語
で
あ
る
。
（
注
9
）『

大
鏡
』
の
（
３
２
）
は
、
兼
家
の
正
室
時
姫
が
夕
占
を
し
た
と
こ
ろ
、「
広
く
な
が
く
栄
え
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
ぞ
」（
波

線
部
分
参
照
）
と
言
わ
れ
た
と
い
う
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
用
例
傍
線
部
分
に
お
い
て
「
人
間
で
は
な
く
て
、
し
か
る
べ
き
神
仏
と
い
っ

た
よ
う
な
も
の
が
、
こ
の
母
君
さ
ま
の
未
来
を
お
告
げ
申
し
上
げ
た
」（『
新
全
集
』
現
代
語
訳
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

神
意
を
絶
対
的
根
拠
と
す
る
も
の
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』
の
（
３
３
）
傍
線
部
分
で
も
、
数
年
来
の
天
変
地
異
は
兵
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日本古典文学作品における「占」13
 （

３
０
） 

亦
、
是
雄
ガ
此
ク
占
ヘ
バ
、
實
ナ
ル
事
感
ジ
テ
、
先
ヅ
是
雄
ガ
方カ
タ
ニ
向ム
カ
ヒテ
拜
シ
ケ
リ
。
其ソ
ノ
ノ
チ後
、
法
師
ヲ
バ
検ケ

ビ

ヰ

シ

非
違
使
ニ
取ト
ラ
セ

テ
ケ
リ
、
妻メ

ヲ
バ
永
ク
不ス
マ
ズ
ナ
リ

棲
成
ニ
ケ
リ
。　
　
　
　
（『
今
昔
物
語
』　
「
天
文
博
士
弓
削
是
雄
、
占
夢
語
第
十
四
」　
『
大
系
』）

右
掲
（
２
９
）（
３
０
）
は
平
安
時
代
初
期
（
八
二
〇
年
頃
か
）
と
平
安
時
代
末
期
（
一
一
二
〇
年
頃
か
）
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
説

話
で
あ
る
。（
２
９
）
で
は
「
占
」
の
正
確
性
を
「
虚
實
を
知
ら
ま
く
」
と
し
、（
３
０
）
で
は
「
實
ナ
ル
事
」
と
表
現
し
て
お
り
（
傍

線
部
分
参
照
）、
説
話
で
は
「
占
」
の
正
確
性
を
「
實
」
に
よ
り
表
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
同
じ
く
和
漢
混
交
体
で
中
世
の

軍
記
物
語
の
『
保
元
物
語
』（
一
二
二
〇
年
頃
成
立
）
に
お
け
る
「
占
」
の
正
確
性
の
表
現
も
、
こ
の
「
實
」
の
流
れ
に
あ
る
（
次
掲

３
１
参
照
）。

 （
３
１
） 

法
皇
、
こ
れ
を
夢
と
も
な
く
現う
つ
つと

も
な
く
御
覧
あ
り
て
、
人
々
に
は
か
う
と
も
仰お
ほ

せ
ら
れ
ず
、
山さ
ん
じ
や
う上に

無ぶ
さ
う双

の
伊こ
れ
お
か岡

の
板い
た

と

申
す
巫か
ん
な
ぎ女

を
召
さ
れ
て
、「
御
不
審
の
事
あ
り
。
き
つ
と
占う
ら
なひ

申
せ
」
と
仰
せ
あ
る
。（
中
略
）
巫
女
、（
中
略
）「
こ
れ
は
い

か
に
、
い
か
に
」
と
申
し
け
れ
ば
、
法
皇
、
御
夢む
さ
う想

に
御
覧
ぜ
ら
れ
つ
る
に
少
も
違た
が

は
ね
ば
、
真
実
の
御
託た
く
せ
ん宣

よ
」
と
思
し

召め

さ
れ
、
急い
そ

ぎ
御お
ん
ざ座

を
す
べ
ら
せ
給
ふ
。　
（『
保
元
物
語
』　
「
法
皇
熊
野
御
参
詣　
並
び
に　
御
託
宣
の
事
」　
『
新
全
集
』）

右
の
（
３
１
）
で
は
「
占
」
の
正
確
性
を
「
真
実
」
と
記
述
し
て
お
り
、
和
漢
混
交
体
に
お
け
る
「
占
」
の
正
確
性
描
写
の
特
徴
を
表

し
て
い
る
。

　
で
は
、
和
文
体
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

 （
３
２
） 

こ
の
御
母
、
い
か
に
思お
ぼ
し
け
る
に
か
、
い
ま
だ
若
う
お
は
し
け
る
折
、
二に
で
う條
の
大お
ほ
ぢ路
に
出い

で
て
、
夕ゆ
ふ
け占
問
ひ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
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し
か
し
、
前
章
で
み
た
萬
葉
集
の
「
占
」
に
関
す
る
Ａ
・
Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
相
当
す
る
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
（
２
５
）
と
（
２
６
）
に
も
確

認
で
き
、
（
注
8
）一
〇
〇
六
年
頃
成
立
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
『
拾
遺
集
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
占
」
に
関
す
る
歌
わ
れ
方
が
萬
葉
的

な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。（
２
７
）
は
、
詞
書
に
「
を
と
こ
の
こ
む
と
い
ひ
は
べ
り
け
る
を
ま
ち
わ
づ
ら

ひ
て
ゆ
ふ
け
を
と
は
せ
け
る
に
よ
に
こ
じ
と
つ
げ
は
べ
り
け
れ
ば
こ
こ
ろ
ぼ
そ
く
お
も
ひ
て
よ
み
は
べ
り
け
る
」
と
あ
る
歌
で
、
な
か

な
か
来
な
い
男
を
待
ち
わ
び
て
夕
占
を
し
た
と
こ
ろ
、
男
は
来
な
い
と
夕
占
で
告
げ
ら
れ
た
た
め
に
、
相
手
の
来
訪
を
あ
て
に
す
る
手

段
が
絶
た
れ
た
女
の
悲
し
さ
を
歌
う
。
こ
こ
で
の
「
た
の
む
か
た
な
き
ゆ
ふ
う
ら
」
と
い
う
の
は
、
夕
占
の
正
確
性
を
疑
う
表
現
で
は

な
く
、
夕
占
に
出
た
結
果
を
信
じ
る
が
故
に
、
男
の
来
訪
を
あ
て
に
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
い
う
も
の
で
、
新
し
い
表
現
で
あ
る
。

一
二
四
三
年
頃
成
立
の
（
２
８
）
は
、
下
句
「
つ
け
の
を
く
し
の
し
る
し
み
せ
な
む
」
が
、
小
稿
冒
頭
に
掲
載
し
た
「
雑
書
」
類
に
あ

る
「
く
し
」
を
鳴
ら
す
記
述
を
歌
に
詠
む
も
の
で
あ
る
が
、「
占
」
の
正
確
性
に
関
し
て
は
、「
う
ら
ま
さ
に
」
と
い
う
表
現
を
踏
襲
し

て
い
る
。

　
中
古
以
降
の
韻
文
脈
で
は
、「
夕
占
」「
占
」
の
正
確
性
を
表
す
表
現
の
幅
は
（
２
３
）
で
み
た
よ
う
に
広
が
っ
て
い
る
面
も
あ
る
が
、

基
本
的
に
は
「
占
ま
さ
に
」「
占
ま
さ
し
」
と
い
う
表
現
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
、
中
古
以
降
の
散
文
脈

で
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
中
古
の
散
文
脈
で
は
上
代
散
文
脈
と
同
様
、「
占
」
の
正
確

性
を
「
ま
さ
に
」「
ま
さ
し
」
と
表
現
す
る
例
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
例
を
み
て
み
よ
う
。

 （
２
９
） 

禅ぜ
ん
じ
ぜ
ん
じ
ゅ

師
善
珠
、
命み
や
う
じ
ゆ終の

時
に
臨
み
て
、
世よ
の
ひ
と俗

の
法
に
依
り
て
、
飯い
ひ
う
ら占

を
問
ひ
し
時
に
、
神
霊
、
トか
み
な
ぎ者

に
託く
る

ひ
て
言
は
く
「
我
、

必
ず
日
本
の
国
王
の
夫ぶ
に
ん
た
ぢ
ひ

人
丹
治
比
の
孃ヲ
ミ
ナ女

の
胎ハ
ラ

に
宿
り
て
、
王
子
に
生う
ま

れ
む
。
吾
が
面
の
黶ふ
す
べ
つ著

き
て
生
ま
れ
む
を
以も

て
、

虚こ
じ
つ實
を
知
ら
ま
く
の
み
」
と
い
ふ
。（『
日
本
霊
異
記
』　
「
智
と
行
と
並
に
具
は
れ
る
禅
師
の
重
ね
て
人
身
を
得
て
、
国
皇
の

み
子
と
生
ま
れ
し
縁　
第
三
十
九
」　
『
新
全
集
』）
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日本古典文学作品における「占」11

だ
ろ
う
か
」
の
意
）
や
（
２
２
）「
ま
さ
し
か
り
け
る
」（
＝
「
正
し
か
っ
た
の
だ
な
あ
」
の
意
）
に
み
る
通
り
で
あ
る
。

　
中
世
以
降
に
な
る
と
「
心
の
占
」
へ
の
不
信
が
歌
わ
れ
る
用
例
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

 （
２
３
） 
さ
り
と
も
と
お
も
ふ
今
夜
も
更ふ
け
ゆ行

く
は
心
の
う
ら
や
又
た
が
ふ
ら
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
続
後
拾
遺
集
』　
八
一
四
）

 （
２
４
） 
し
の
び
つ
つ
更
け
て
や
こ
ん
と
待
つ
よ
は
の
心
の
う
ら
も
た
が
ひ
ぬ
る
か
な　
　
　
　
（『
大
江
戸
倭
歌
集
』　
⑤
一
四
二
三
）

右
の
（
２
３
）
は
一
三
二
六
年
頃
の
も
の
で
あ
る
が
、
先
掲
（
２
０
）・（
２
２
）
の
「
ま
さ
し
」
と
い
う
確
信
で
は
な
く
「
た
が
ふ
」

と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。自
分
の
心
さ
え
も
信
頼
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
当
時
の
人
々
の
心
理
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
心
の
占
」
に
対
し
、
萬
葉
集
か
ら
続
く
「
占
」「
夕ゆ
ふ
け占
」
を
詠
む
歌
は
、
中
古
以
降
も
以
下
の
よ
う
に
散
見
で
き
る
。

 （
２
５
） 

ま
さ
し
て
ふ
や
そ
の
ち
ま
た
に
ゆ
ふ
け
と
ふ
う
ら
ま
さ
に
せ
よ
い
も
に
あ
ふ
べ
く　
　
　
（『
拾
遺
集
』　
⑬
八
〇
六　
人
丸
）

 （
２
６
） 

ゆ
ふ
け
と
ふ
う
ら
に
も
よ
く
あ
り
こ
よ
ひ
だ
に
こ
ざ
ら
む
き
み
を
い
つ
か
ま
つ
べ
き　
　
（『
拾
遺
集
』　
⑬
八
〇
七　
人
丸
）

 （
２
７
） 

こ
ぬ
ま
で
も
ま
た
ま
し
も
の
を
な
か
な
か
に
た
の
む
か
た
な
き
こ
の
ゆ
ふ
け
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
後
拾
遺
』　
⑫
六
九
九　
読
み
人
知
ら
ず
）

 （
２
８
） 

あ
ふ
こ
と
を
と
ふ
や
ゆ
ふ
け
の
う
ら
ま
さ
に
つ
け
の
を
く
し
の
し
る
し
み
せ
な
む　
　
　
　
（『
新
撰
和
歌
』　
六
帖　
信
実
）

右
掲
（
２
５
）（
２
６
）
は
、
萬
葉
集
の
人
麻
呂
の
作
品
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
先
掲
（
４
）
と
比
較
す
れ
ば
了

解
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
麻
呂
作
品
と
は
異
な
る
。（
２
５
）
に
お
い
て
は
「
や
そ
の
ち
ま
た
」
を
「
ま
さ
し
て
ふ
」（
＝
「
占
い
が
的
確

で
あ
る
と
い
う
」
の
意
）
と
表
現
し
て
お
り
、
人
麻
呂
歌
集
の
「
言
霊
の
八
十
の
衢
」
に
み
る
神
の
言
葉
と
し
て
の
緊
張
感
は
な
い
。
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前
掲
（
２
１
）
は
詞
書
に
「
あ
ひ
し
れ
り
け
る
人
の
物
へ
ゆ
く
に
む
ま
の
は
な
む
け
し
け
る
あ
ひ
た
に
、
雨
ふ
り
て
え
い
か
す
な
り
に

け
れ
は
よ
め
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
旅
立
つ
人
へ
の
惜
別
の
念
が
雨
に
通
じ
た
か
ら
か
、
行
く
人
を
遺
留
し
て
雨
が
降
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
と
い
う
歌
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。（
２
２
）
は
、
詞
書
に
「
も
の
へ
い
に
し
人
の
久
し
く
音
も
せ
ぬ
を
、
物
な
と
ゝ
（
と
）

は
す
る
に
、
こ
の
ほ
と
ゝ
い
ひ
け
る
も
過
け
れ
は
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
相
手
の
男
が
自
分
の
こ
と
を
い
ず
れ
は
忘
れ
て
し
ま
う
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
た
か
つ
て
の
自
分
の
予
想
が
、
そ
の
通
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
く
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
歌
語
と
地
の
文
と
の

融
合
が
顕
著
な
『
源
氏
物
語
』（
第
十
九
帖 

薄
雲
）
に
お
い
て
も
、「
さ
か
し
き
人
の
心
の
占
ど
も
に
も
も
の
問
は
せ
な
ど
す
る
に
も
」

と
用
い
ら
れ
て
い
る
。こ
の
箇
所
に
つ
い
て『
新
全
集
』頭
注
で
は「
尼
君
を
は
じ
め
と
す
る
思
慮
あ
る
人
々
の
判
断
。『
心
の
占
は
歌
語
』」

と
し
、
古
今
集
七
〇
〇
番
歌
（
右
掲
用
例
２
０
）
を
踏
ま
え
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
古
今
集
の
「
心
の
占
」
の
影
響
力
の
大

き
さ
が
理
解
さ
れ
る
。
（
注
7
）

　
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
萬
葉
集
を
始
め
と
す
る
上
代
文
献
で
は
「
占
」
は
神
意
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
占
」
の
根
拠
は
、
神
意

に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
平
安
時
代
か
ら
み
ら
れ
る
「
心
の
占
」
で
は
、
自
分
の
心
が
「
占
」
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
見

す
る
と
、
萬
葉
集
と
古
今
集
の
時
代
と
の
間
に
大
き
な
断
絶
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
神
意
か
ら
人
の
心
へ
と
「
占
」
の
根
拠
が

移
っ
て
い
っ
た
土
壌
は
、
前
章
に
お
い
て
み
た
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
作
品
群
に
既
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
萬
葉
後
期
に

お
い
て
「
占
」
の
絶
対
性
が
揺
ら
ぐ
歌
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
、「
心
の
占
」
と
い
う
新
た
な
表
現
を
生
み
出
す
背

景
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
さ
て
、
古
今
集
の
「
占
」
の
用
例
先
掲
（
２
０
）
は
、「
占
」
の
根
拠
を
自
分
の
心
と
す
る
新
し
さ
は
あ
る
も
の
の
、
一
方
で
「
占
」

へ
の
確
信
の
強
さ
を
「
ま
さ
し
か
り
け
る
」
と
し
て
い
る
点
で
は
前
章
の
Ａ
グ
ル
ー
プ
に
通
じ
る
萬
葉
的
な
も
の
と
い
え
る
。
古
今
集

の「
占
」は
伝
統
的
要
素
と
非
伝
統
的
要
素
の
混
在
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。こ
れ
以
降
、こ
の
古
今
集
の「
心

の
占
」
へ
の
確
信
を
歌
う
表
現
が
同
時
代
作
品
に
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
掲
用
例
（
２
１
）「
か
よ
へ
は
や
」（
＝
「
通
じ
る
か
ら
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日本古典文学作品における「占」9

い
の
だ
ろ
う
か
。」
と
口
語
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
夕
占
と
は
異
な
る
現
実
へ
の
戸
惑
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
（
８
）〜（
１
１
）の
用
例
で
は
、神
意
と
し
て
の「
占
」の
言
葉
へ
の
絶
対
性
が
揺
ら
い
で
い
る
。こ
の
よ
う
な
、神
域
へ
の
揺
ら
ぎ
が
、

次
章
に
み
る
よ
う
な
中
古
以
降
の
「
占
」
の
世
界
観
の
土
壌
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
章　
　
中
古
〜
中
世
文
献
に
お
け
る
「
占
」
の
正
確
性
に
関
す
る
表
現

　
古
今
集
に
は
萬
葉
集
に
詠
ま
れ
て
い
な
い
「
心
の
占う
ら
」
が
登
場
す
る
。
次
掲
（
２
０
）
は
古
今
集
唯
一
の
「
占
」
の
用
例
で
あ
り
、

か
つ
「
心
の
占
」
を
歌
う
初
出
の
作
品
で
あ
る
。

 （
２
０
） 

か
く
恋
ひ
む
も
の
と
は
我
も
思
ひ
に
き
心
の
占
ぞ
ま
さ
し
か
り
け
る　
　
　
（『
古
今
集
』　
恋
四　
七
〇
〇　
読
人
し
ら
ず
）

右
掲
（
２
０
）
は
、「
こ
の
よ
う
に
激
し
く
恋
い
焦
が
れ
る
だ
ろ
う
と
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
私
も
最
初
か
ら
思
っ
て
い
た
よ
。
心
中
ひ

そ
か
に
占
っ
た
結
果
に
誤
り
は
な
か
っ
た
の
だ
」（『
新
全
集
』）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
心
の
占
」
は
「
心
中
に
、
前
も
っ
て

感
得
し
た
り
判
断
し
た
り
す
る
こ
と
。
心
中
に
立
て
た
う
ら
な
い
。
予
感
。
予
想
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
本
人
が
心
の
中
で
行
う
「
占
」
で
あ
る
。
平
安
時
代
以
降
、
特
に
私
家
集
に
お
い
て
好
ま
れ
た
表
現
だ
っ
た
よ
う
だ
（
次
掲

２
１・２
２
参
照
）。

 （
２
１
） 

君
お
し
む
心
の
う
ら
に
か
よ
へ
は
や
け
ふ
と
ま
る
へ
く
雨
の
ふ
る
ら
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
貫
之
集
』　
七
二
五
）

 （
２
２
） 

忘
れ
な
む
も
の
そ
と
思
ひ
し
そ
の
か
み
の
心
の
う
ら
そ
ま
さ
し
か
り
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
（『
和
泉
式
部
集
』　
一
〇
三
）
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前
掲
（
１
７
）
は
、
七
三
五
年
頃
の
も
の
と
さ
れ
る
薬
師
寺
所
蔵
の
佛
足
石
歌
碑
歌
で
あ
る
。
行
道
後
の
直
会
の
よ
う
な
雅
宴
に
お
け

る
披
露
歌
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
廣
岡
義
隆
『
佛
足
石
歌
体
に
つ
い
て
』『
萬
葉
集
研
究
１
７
』
一
九
八
九
年
）。
歌
意
は
「
釈
迦
が
自
ら

先
頭
に
立
っ
て
お
踏
み
に
な
っ
た
足
跡
を
私
は
拝
し
お
慕
い
申
し
上
げ
よ
う
。（
極
楽
で
釈
迦
に
）
直
接
お
会
い
す
る
ま
で
は
。
ま
さ

し
く
お
会
い
す
る
ま
で
は
。」と
い
う
も
の
（
注
6
）で

、浄
土
で
釈
迦
と
会
う
こ
と
へ
の
確
信
を「
ま
さ
に
」に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。（
１
８
）

の
傍
線
部
分
の
「
正
」
表
記
に
つ
い
て
、『
全
集
本
』
頭
注
で
は
「
原
文
『
正
本
』
と
あ
る
。
二
字
で
モ
ト
と
読
み
、『
正
』
の
字
を
読

ま
な
い
も
の
が
多
い
。こ
こ
は
正
真
正
銘
の
と
、モ
ト
を
強
調
す
る
の
で
あ
り
、『
正
』を
マ
サ
シ
キ
と
読
む
。」と
指
摘
し
て
い
る
。（
１
９
）

は
「
碑
文
」
の
内
容
で
あ
る
が
、
神
々
し
い
湯
元
が
あ
る
こ
と
を
確
か
に
ご
覧
に
な
っ
た
の
だ
と
碑
文
作
成
の
根
拠
を
述
べ
る
核
心
部

分
に
「
ま
さ
に
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
正
真
正
銘
の
正
し
さ
や
表
現
主
体
の
確
信
を
意
味
す
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
は

い
る
が
、「
占
」
の
正
否
を
い
う
文
脈
と
は
一
切
無
縁
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
例
の
「
ま
さ
」
に
は
正
真
正
銘
の
正
し
さ
を
意
味
す
る
言

葉
を
使
用
す
る
表
現
主
体
の
い
わ
ば
「
緊
張
感
」
が
体
現
し
て
い
る
。
習
俗
的
な
表
現
と
は
質
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
前
期
萬
葉
の
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
状
況
に
対
し
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
用
例
は
作
者
未
詳
歌
を
中
心
と
す
る
後
期
萬
葉

の
も
の
で
あ
る
。
先
掲
用
例
（
８
）
は
、『
全
釈
』
が
「
今
宵
の
逢
瀬
を
楽
し
ん
で
ゐ
た
の
に
、
期
待
は
空
し
く
裏
切
ら
れ
て
、
途
方

に
く
れ
た
女
心
の
悲
し
さ
が
、
さ
こ
そ
と
う
な
づ
か
れ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
、「
占
」
へ
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
た
哀
情
が
歌

わ
れ
て
い
る
。（
９
）
の
傍
線
部
分
は
、「
袖
を
ち
ぎ
っ
て
い
く
た
び
夕
占
を
行
っ
て
も
何
の
効
果
も
な
く
、
空
し
く
男
を
待
た
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
嘆
き
」（『
釋
注
』）
が
歌
わ
れ
て
い
る
。（
１
０
）
も
『
評
釈
』
が
「
月
が
よ
い
の
で
、
門
前
に
立
ち
出
で
足
占
を
し
て
、
吉

兆
が
現
は
れ
た
の
で
出
か
け
て
行
つ
た
時
で
も
、
や
は
り
愛
人
に
逢
ふ
こ
と
が
出
來
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。」
と
訳
し
て
い
る

よ
う
に
、
足
占
を
し
て
吉
が
出
て
い
て
も
そ
の
占
通
り
に
な
っ
て
く
れ
る
か
不
安
を
抱
い
て
い
る
男
の
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（
１
１
）
は
『
全
注
』
に
「
夕
占
に
も
『
今
夜
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
』
と
出
た
。
そ
れ
な
の
に
、
私
の
夫
は
ど
う
し
て
今
夜
来
て
く
れ
な
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日本古典文学作品における「占」7

　
こ
こ
で
改
め
て
着
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
散
文
脈
で
は
「
占
」
が
正
し
い
こ
と
を
「
ま
さ
に
」「
ま
さ
し
」
と
表
現
し
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
散
文
脈
で
は
先
掲
（
１
２
）「
言
へ
る
が
如
く
」
や
（
１
５
）「
実
に
然
あ
ら
ば
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
既
に
上
代
文
献
に
お
い
て
「
占
」
の
正
確
性
の
表
現
は
散
文
脈
と
韻
文
脈
で
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、

散
文
脈
で
は
「
占
ま
さ
」
の
用
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
萬
葉
集
以
外
に
お
い
て
も
最
初
か
ら
「
占
」
の
正
確
性
を
「
ま
さ
」
と
言

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
習
俗
的
に
そ
の
よ
う
な
表
現
が
元
々
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
萬
葉
集
以
外

の
上
代
文
献
に
散
見
さ
れ
て
も
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。し
か
し
上
代
歌
謡
に
は
一
例
も
確
認
で
き
な
い（
小
稿
冒
頭
で
も
み
た
よ
う
に
、

民
間
の
「
占
」
に
関
す
る
記
述
が
確
認
で
き
る
資
料
が
登
場
す
る
の
は
平
安
時
代
末
期
で
あ
る
）。

　
そ
も
そ
も
、
上
代
文
献
に
お
い
て
「
ま
さ
に
」「
ま
さ
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
掲
用
例
１
７
〜
１
９
に
み
る
よ
う
に
「
占
」

と
は
無
縁
の
文
脈
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
占
」
の
正
し
さ
を
「
ま
さ
」
に
よ
り
表
現
す
る
こ
と
が
当
初
か
ら
当
た
り
前
に
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

 （
１
７
） 

丈ま
す
ら
を夫

の　
進
み
先
立
ち　
踏
め
る
足あ

と跡
を　
見
つ
つ
偲
は
む　
直た
だ

に
會あ

ふ
ま
で
に　
正ま
さ

に
會
ふ
ま
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佛
足
石
歌
碑
歌　
６
番
歌　
「
古
代
歌
謡
集
」所
収　
『
大
系
』）

 （
１
８
） 

亦ま
た

、
一
千ち

の
鉤ち

を
作
り
、
償つ
く
のへ

ど
も
、
受
け
ず
し
て
、
云い

ひ
し
く
、「
猶な
お
そ其

の
正ま
さ

し
き
本も
と

の
鉤ち

を
得え

む
と
欲お
も

ふ
」
と
い
ひ
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
古
事
記
』上
巻　
海
神
の
国
訪
問　
『
新
全
集
』）

 （
１
９
） 

法ほ
ふ
こ
う
の
む
と
せ

興
六
年
の
十
月
、
歳ほ
し

は
丙ひ
の
え
た
つ辰に

在や
ど

る
と
し
、
我
が
法
王
大
王
と
惠
慈
法
師
ま
た
葛
城
の
臣
と
、
夷い

よ与
の
村む
ら

に
逍せ
う
え
う遙

し
た
ま

ひ
、
正ま
さ

に
神く
す

し
き
井ゐ

を
観み

た
ま
ひ
、
世
に
妙た
へ

な
る
験し
る
しあ

る
こ
と
を
歎あ
は
れみ

た
ま
ひ
て
、
そ
の
意こ
こ
ろを

叙の

べ
ま
く
欲ほ

り
し
た
ま
ふ
。

さ
て
聊
い
さ
さ
かに
碑
文
一ひ
と
つ首
を
作
り
た
ま
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
風
土
記
』　
「
伊
予
の
国
風
土
記
逸
文
」　
『
新
全
集
』）
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右
の
『
古
事
記
』
の
用
例
（
１
４
）
で
は
、
天
皇
の
夢
に
出
雲
大
神
が
現
れ
、「
本
牟
智
和
気
御
子
が
物
を
言
え
な
い
の
は
、
出
雲
大

神
の
祟
り
で
あ
る
」（『
新
全
集
』
頭
注
）
と
悟
る
場
面
で
あ
る
が
、
そ
の
夢
の
事
の
真
偽
を
占
に
よ
り
判
定
し
、「
出
雲
大
神
の
御
心

な
り
き
」
と
い
う
結
果
を
絶
対
的
な
真
実
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。

 （
１
５
） 
長な
が
お
か岡

の
神か
み

の
社や
し
ろ。

郡こ
ほ
りの

東
ひ
む
が
しに

在あ

り
。
同お
な

じ
き
天
す
め
ら
み
こ
と

皇
、
高か
う
ら羅

の
行か
り
み
や宮

よ
り
還か
へ

り
幸い
で
まし

て
、
酒さ
か
ど
の殿

の
泉い
づ
みの

辺へ

に
在い
ま

し
き
。
こ
こ
に
、

膳み
に
へを
薦す
す
む
る
時と
き
に
、
御み
そ
な
へ具
の
甲よ
ろ
ひ鎧
、
光か
か
や明
き
て
常つ
ね
に
異こ
と
な
り
き
。
仍よ

り
て
、
占う
ら
と問
は
せ
た
ま
ふ
に
、
トう
ら
べ部
の
殖ゑ
さ
か坂
、
奏ま

を云
し

し
く
、「
こ
の
地く
に
に
い
ま
す
神か
み
、
甚い
と
み
よ
ろ
ひ

御
鎧
を
願ほ

り
す
」
と
ま
を
す
。
天
す
め
ら
み
こ
と
皇
、
宣の

り
た
ま
ひ
し
く
、「
実ま
こ
とに
然し
か
あ
ら
ば
、
神か
み
の
社
や
し
ろ

に
納い

れ
奉
た
て
ま
つら
む
。
永な
が
き
世よ

の
財た
か
らと
為な

る
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ふ
。
因よ

り
て
永な
が
よ世
の
社や
し
ろと
号な
づ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
肥
前
国
風
土
記
』　
基
肄
の
郡　
『
新
全
集
』）

 （
１
６
） 

郡こ
ほ
りの

北き
た

十
里さ
と

に
碓う
す
ゐ井

あ
り
。
古ふ
る
お
き
な老の

曰い

へ
ら
く
、
大お
ほ
た
ら
し
ひ
こ

足
日
子
の
天
す
め
ら
み
こ
と

皇
、
浮う
き
し
ま嶋

の
帳と
ば
りの

宮み
や

に
幸い
で
まし

て
、
水み
も
ひの

供お
も
の
な

御
無
か
り
き
。

す
な
は
ち
、
卜う
ら
べ者

を
遣や

り
て
、
占う
ら
ど訪

ひ
所
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

々
を
穿ほ

ら
し
め
き
。　
　
　
　
　
　
（『
常
陸
国
風
土
記
』
信
太
の
郡　
『
新
全
集
』）

右
掲
『
風
土
記
』
の
（
１
５
）
で
は
、「
占
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
神
意
を
「
実
に
然
あ
ら
ば
」
と
い
う
表
現
で
「
占
」
の
正
確
性
を

表
現
し
て
い
る
。（
１
６
）
で
も
、
景
行
天
皇
の
行
幸
先
に
飲
料
水
が
無
か
っ
た
た
め
、「
占
」
に
よ
り
水
の
在
処
を
確
定
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
り
、
や
は
り
「
占
」
に
よ
る
神
意
は
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
上
代
散
文
脈
で
は
、「
占
」
に
よ
っ
て
神
意
を
伺
い
、
起
き
て
い
る
現
象
や
こ
れ
か
ら
起
き
る
で
あ
ろ
う

事
柄
の
理
由
づ
け
・
根
拠
と
し
て
表
現
さ
れ
、
そ
こ
に
は
「
占
」
へ
の
揺
る
ぎ
な
い
信
頼
が
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
人
麻
呂
歌
集
歌

を
は
じ
め
と
す
る
萬
葉
集
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
「
占
」
に
み
る
確
信
と
通
じ
る
。
上
代
散
文
脈
で
は
「
占
」
を
絶
対
視
す
る
世
界
観
に
基
づ

い
て
お
り
、
人
麻
呂
歌
集
や
前
期
萬
葉
歌
も
こ
の
世
界
観
に
基
づ
く
わ
け
で
あ
る
。
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日本古典文学作品における「占」5
 （

１
１
） 

夕ゆ
ふ
け占
に
も
今こ
よ
ひ夜
と
告の

ら
ろ
我わ

が
背せ

な
は
あ
ぜ
ぞ
も
今こ
よ
ひ夜
よ
し
ろ
来き

ま
さ
ぬ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑭
三
四
六
九　
東
歌
）

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
右
の
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
発
想
が
、
以
下
に
み
る
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』・『
風
土
記
』
と
い
っ
た
上
代

散
文
脈
の
「
占
」
の
世
界
観
と
一
致
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
上
代
散
文
脈
で
は
「
占
」
へ
の
確
信
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る

か
み
て
み
る
。

 （
１
２
） 

人ひ
と
あ有
り
て
占う
ら
へ
て
云い

は
く
、「
是こ

の
邑さ
と
の
人ひ
と
、必か
な
らず
魅お

に鬼
の
爲た
め
に
迷ま

と惑
は
さ
れ
む
」と
い
ふ
。久ひ
さ
に
あ
ら
ず
し
て
言い

へ
る
が
如ご
と
く
、

其そ
れ
に
抄か

す掠
め
ら
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
日
本
書
紀
』　
巻
第
十
九　
欽
明
天
皇
五
年　
『
新
全
集
』）

 

（
１
３
）
是こ

の
歳と
し

に
、
卜う
ら
べ者
に
命
み
こ
と
の
りし
て
、
海あ
ま
の
お
ほ
き
み

部
王
の
家い
へ
ど
こ
ろ地
と
糸
い
と
ゐ
の
お
ほ
き
み

井
王
の
家
地
と
を
占う
ら
なふ
。
卜う
ら
なへ
る
に
便す
な
はち
襲よ

吉
し
。
遂つ
ひ

に
宮み
や

を

訳を

さ

た
語
田
に
營つ
く

る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
日
本
書
紀
』　
巻
第
二
十　
敏
達
天
皇
四
年　
『
新
全
集
』）

右
掲
（
１
２
）・（
１
３
）
は
い
ず
れ
も
『
日
本
書
紀
』
の
用
例
で
あ
る
が
、（
１
２
）
で
は
、「
占
」
の
正
確
性
を
「
言
へ
る
が
如
く
」

と
表
現
し
て
い
る
。（
１
３
）
で
も
、
傍
線
部
分
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
占
で
吉
と
出
た
の
で
そ
こ
に
宮
殿
を
造
営
し
た
と
い
う

も
の
で
、
い
ず
れ
も
「
占
」
へ
の
絶
対
的
な
確
信
を
背
景
と
す
る
記
述
で
あ
る
。

 （
１
４
） 

是こ
こ

に
、
天
す
め
ら
み
こ
と

皇
、
患う
れ

へ
賜た
ま

ひ
て
、
御み

ね寝
し
ま
せ
る
時
に
、
御み
い
め夢

に
覚さ
と

し
て
曰い

は
く
、「
我あ

が
宮み
や

を
修つ
く
ろ理

ひ
て
、
天
皇
の
御み
あ
ら
か舎

の

如
く
せ
ば
、
御み
こ
ま
こ
と

子
真
事
と
は
む
」
と
、
如か
く
さ
と

此
覚
す
時
に
、
ふ
と
ま
に
に
占う
ら
な相

ひ
て
、
何い
づ

れ
の
神
の
心
ぞ
と
求
め
し
に
、
爾そ

の

祟た
た
り
は
、
出い
づ
も
の
お
ほ
か
み

雲
大
神
の
御み
こ
こ
ろ心
な
り
き
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
古
事
記
』　
中
巻　
垂
仁
天
皇　
『
新
全
集
』）
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第
二
章　
　
上
代
文
献
に
お
け
る
「
占う
ら
」
の
正
確
性
に
関
す
る
表
現

　
萬
葉
集
の
「
占
」
を
歌
う
作
品
は
十
九
首
確
認
で
き
、
そ
の
う
ち
の
九
例
が
「
夕
占
」
で
あ
る
。
他
に
も
水
占
・
石
占
・
足
占
・
肩

占
な
ど
多
様
な
占
が
歌
わ
れ
る
。
（
注
4
）い

ず
れ
も
「
占
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
は
神
意
（
神
の
意
思
を
表
す
言
葉
）
で
あ
る
点
で
、
共
通

す
る
。
例
え
ば
先
掲
（
４
）
で
は
、
神
の
言
葉
と
し
て
「
告の

る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
占
」
の
根
拠
が
神
意
（
神
の
言
葉
）
に

あ
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
も
の
の
、そ
れ
へ
の
信
頼
を
歌
う
作
品
の
あ
り
方
で
、大
き
く
二
つ
の
流
れ
に
分
け
ら
れ
る
。一
つ
は「
占
」

へ
の
確
信
を
歌
う
も
の
（
次
掲
Ａ
グ
ル
ー
プ
）、
も
う
一
つ
は
「
占
」
へ
の
不
安
・
不
信
を
歌
う
も
の
（
次
掲
Ｂ
グ
ル
ー
プ
）
で
あ
る
。

Ａ
グ
ル
ー
プ
の
作
品
は
前
期
萬
葉
の
時
代
の
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
作
品
は
後
期
萬
葉
の
時
代
に
集
中
し
て
い
る
。
以

下
、
代
表
的
な
作
品
を
列
挙
す
る
。

Ａ　
「
占
」
へ
の
確
信
・
信
頼
に
基
づ
く

 （
５
） 

言こ
と
だ
ま霊

の
八や

そ十
の
衢ち
ま
たに

夕ゆ
ふ
け占

問
ふ
占う
ら
ま
さ正

に
告の

る
妹い
も

は
相あ
ひ
よ寄

ら
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑪
二
五
〇
六　
人
麻
呂
歌
集
）

 （
６
） 

大お
ほ
ぶ
ね船

の
津つ
も
り守

が
占う
ら

に
告の

ら
む
と
は
ま
さ
し
に
知
り
て
我わ

が
二ふ
た
り
ね

人
寝
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
②
一
〇
九　
大
津
皇
子
）

 （
７
） 

武む
ざ
し
の

蔵
野
に
占う
ら
へ部

か
た
焼
き
ま
さ
で
に
も
告の

ら
ぬ
君
が
名
占う
ら

に
出で

に
け
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ　
「
占
」
へ
の
不
安
を
表
出
す
る

 （
８
） 

夕ゆ
ふ
け占

に
も
占う
ら

に
も
告の

れ
る
今こ
よ
ひ夜

だ
に
来き

ま
さ
ぬ
君
を
何い

つ時
と
か
待
た
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑪
二
六
一
三　
作
者
未
詳
）

 （
９
） 

逢あ

は
な
く
に
夕ゆ
ふ
け占
を
問
ふ
と
幣ぬ
さ
に
置
く
に
我わ

が
衣こ
ろ
も
で手
は
ま
た
そ
継つ

ぐ
べ
き　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑪
二
六
二
五　
作
者
未
詳
）

 （
１
０
） 

月つ
く
よ夜
よ
み
門か
ど
に
出
で
立
ち
足あ
し
う
ら占
し
て
行
く
時
さ
へ
や
妹い
も
に
逢あ

は
ず
あ
ら
む　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑫
三
〇
〇
六　
作
者
未
詳
）

（
⑭
三
三
七
四　
東
歌
）

（
注
5
）
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日本古典文学作品における「占」3

と
あ
る
こ
と
や
、
平
安
時
代
初
期
加
点
の
訓
点
資
料
『
興
福
寺
本　
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
』
に
、「
正
」
に
「
マ
サ
」
と
古
点

が
附
さ
れ
て
い
る
（
注
2
）こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
。『
観
智
院
本　
類
聚
名
義
抄
』
に
は
、「
適
」（
佛
、
上
）「
的
」（
佛
、
中
）「
期
」（
佛
、

中
）
に
も
マ
サ
シ
の
訓
を
附
し
て
お
り
、
適
切
・
的
確
な
ど
の
意
を
含
有
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
の
国
学
者
賀
茂
真
淵

の
『
萬
葉
考
』（『
賀
茂
真
淵
全
集
１
』）
に
も
、「
正ま
さ

し
は
專
ら
占
に
い
ふ
言
」
と
あ
る
。

　
管
見
の
限
り
で
は
、
こ
の
「
占
ま
さ
（
に
）」
と
い
う
表
現
は
、
萬
葉
集
の
人
麻
呂
歌
集
歌
ま
で
遡
る
。

 （
４
）言こ
と
だ
ま霊
の
八や

そ十
の
衢ち
ま
たに
夕ゆ
う
け占
問
ふ
占う
ら
ま
さ正
に
告の

る
妹い
も
は
相あ
ひ
よ寄
ら
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑪
二
五
〇
六　
人
麻
呂
歌
集　
古
体
歌
）

右
掲
（
４
）
の
上
句
「
言
霊
の
八
十
の
衢
」
と
は
「
神
の
言
霊
が
多
く
存
在
し
、
多
く
の
道
の
分
岐
す
る
辻
」
で
あ
り
（
佐
佐
木
隆
『
言

霊
と
は
何
か
』
中
公
新
書　
二
〇
一
三
年
）、「
言
霊
の
活
動
の
活
撥
な
四
辻
で
夕
占
を
し
た
。
正
し
く
お
告
げ
が
あ
っ
た
、
あ
の
娘
は

靡
き
寄
る
だ
ろ
う
と
。」（『
全
注
巻
第
十
一
』）
と
「
占
」
の
言
葉
を
力
強
く
表
現
す
る
。
そ
の
よ
う
な
神
域
に
お
い
て
「
正
し
く
お
告

げ
が
あ
っ
た
」（『
全
注
』）
こ
と
を
い
う
も
の
と
し
て
、「
正
」
表
記
が
選
択
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
（
注
3
）

　
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
浮
上
す
る
。
果
た
し
て
、
こ
の
「
占
ま
さ
」
は
、
人
麻
呂
歌
集
歌
（
用
例
４
）
を
出
発
点
と
す
る
の
か
、
そ

れ
と
も
元
々
「
占
」
に
対
し
て
習
俗
的
に
広
く
言
わ
れ
て
い
た
表
現
を
踏
ま
え
て
人
麻
呂
が
和
歌
に
詠
ん
だ
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
従
来
、
看
過
さ
れ
て
き
た
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
古
典
文
学
に
お
い
て
は
、「
占
」
の
正
確
性
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て

い
る
の
か
と
い
う
考
察
を
通
し
、
解
決
の
糸
口
を
探
っ
て
み
た
い
。
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2

　
　
説
云
、
三
度
誦
此
歌
作
堺
散
米
、
鳴
櫛
齒
後
堺
内
來
、
若
屋
内
人
言
語
聞
天
知
吉
凶

（『
二
中
歴
』　
第
九　
咒
術
歴　
『
史
籍
集
覧
２
３
』）

右
掲
（
１
）『
簾
中
抄
』
は
一
一
七
〇
年
前
後
成
立
の
百
科
事
典
形
式
の
書
物
で
あ
り
、（
２
）
の
『
二
中
歴
』
は
一
四
四
〇
年
頃
成
立

の
雑
書
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
右
の
歌
を
三
度
と
な
え
て
（
用
例
波
線
部
分
参
照
）、
米
の
う
ち
ま
き
と
鳴
櫛
を
三
度
行
い
、
そ
こ
に

来
る
人
の
言
葉
を
聞
い
て
吉
凶
を
判
断
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
「
占
」
の
習
俗
的
な
あ
り
方
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
文
献
で
あ
る
。
右
の
雑
書
類
所
収
歌
の
類
歌
が
、
こ
れ
ら
の
書
物
よ
り
先
行
す
る
平
安
末
期
一
一
五
七
年
頃
成
立
の
藤
原
清
輔
に

よ
る
歌
学
書
『
袋
草
紙
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

 （
３
）
フ
ナ
ト
サ
ヘ
ユ
フ
ケ
ノ
カ
ミ
ニ
モ
ノ
ト
ハ
ゝ
ミ
チ
ユ
ク
ヒ
ト
ヨ
ウ
ラ
マ
サ
ニ
セ
ヨ　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
袋
草
紙
』　
上
巻　
『
續
群
書
類
従　
第
十
六
輯
下
』）

こ
の
『
袋
草
紙
』
の
歌
に
は
、（
１
）・（
２
）
の
よ
う
に
「
占
」
の
説
明
書
き
が
無
く
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
こ
の
歌
が
歌
わ
れ
た
の

か
は
判
然
と
し
な
い
。
と
は
い
え
、（
１
）
〜
（
３
）
の
歌
に
は
い
ず
れ
に
も
八
十
の
衢ち
ま
たに

い
る
諸
々
の
神
（
ふ
な
と
の
神
・
さ
え
の

神
・
夕ゆ
う
け占

の
神
）
が
歌
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
神
々
に
物
を
問
い
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、
道
行
く
人
が
的
確
に
「
占
」
を
表
す
こ
と
を
希
求

す
る
内
容
で
共
通
し
て
い
る
。
恐
ら
く
（
３
）
も
（
１
）・（
２
）
と
さ
ほ
ど
差
異
の
な
い
占
の
環
境
下
で
歌
わ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
右
の
資
料
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
に
は
、（
１
）「
う
ら
ま
さ
し
か
れ
」や（
２
）・（
３
）「
う
ら
ま
さ
に
せ
よ
」（
傍
線
部
分
参
照
）な
ど
、

「
占
ま
さ
」
と
い
う
共
通
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ま
さ
」
は
「
正
」
の
表
記
を
あ
て
る
も
の
で
、「
正
し
い
」「
正
確
で
あ

る
」
の
意
で
あ
る
こ
と
は
、
鎌
倉
中
期
書
写
の
辞
書
で
あ
る
『
観
智
院
本　
類
聚
名
義
抄
』
の
「
正
」（
佛
、
上
）
に
マ
サ
シ
（
マ
サ
ニ
）
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日本古典文学作品における「占」1

日
本
古
典
文
学
作
品
に
お
け
る
「
占う
ら
」

―
―
人
麻
呂
歌
集
二
五
〇
六
番
歌
「
占う
ら
ま
さ
に
」
の
意
義
―
―

 

上 

野 

美 

穂 

子

第
一
章　
　
問
題
の
所
在
（
注
１
）

　
現
代
の
占
う
ら
な
いの

大
半
は
、
歌
と
は
無
縁
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
去
の
文
献
を
み
る
と
、「
占う
ら

」
と
歌
と
が
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し
て

あ
っ
た
こ
と
が
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
歌
学
書
や
雑
書
・
百
科
事
典
類
の
記
述
よ
り
推
察
で
き
る
。

（
１
）
ゆ
ふ
け
と
ふ
う
た　
　
ふ
な
と
さ
へ
ゆ
ふ
け
の
神
に
も
の
と
へ
ハ
み
ち
行
人
に
う
ら
ま
さ
し
か
れ

　
　
三
度
此
歌
を
と
な
へ
て
う
ち
ま
き
を
し
て
く
し
の
は
を
三
度
な
ら
し
て
す
く
る
人
の
い
ふ
こ
と
を
き
〵
て
よ
し
あ
し
を
志
る

（『
簾
れ
ん
ち
ゅ
う
し
ょ
う

中
抄　
下
』　
八
卦　
略
頌
歌　
『
史
籍
集
覧
２
３
』）

（
２
）
布ふ

な

と

さ

へ

奈
止
佐
倍
、
由ゆ

ふ

け

の

か

み

に

も

の

と

は

ば

不
介
乃
加
美
爾
毛
乃
止
八
々
、
美み

ち

ゆ

く

ひ

と

よ

知
由
久
比
止
與
宇う

ら

ま

さ

に

せ

よ

良
末
佐
爾
世
與
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