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一、

ﾍ
じ
め
に

　
琢
堂
画
「
清
少
納
言
之
図
」
は
、
春
曙
文
庫
に
収
め
る
清
少
納
言
を
描
い
た
作

品
の
う
ち
で
も
、
や
や
趣
を
異
に
す
る
。
と
い
う
の
は
、
他
の
作
品
が
、
所
謂
美

人
画
と
し
て
清
少
納
言
の
想
像
上
の
面
貌
を
大
き
く
描
く
の
に
比
べ
、
こ
の
作
品

が
面
貌
を
大
き
く
取
り
上
げ
て
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
美
人
画
と
し
て
眺
め
て

も
全
く
他
の
作
品
に
劣
ら
な
い
の
は
、
卓
越
し
た
絵
師
の
力
量
か
と
思
わ
れ
る
。

相
愛
学
園
創
立
一
〇
〇
周
年
記
念
『
古
典
籍
資
料
展
示
目
録
』
（
一
九
八
八
年
一

〇
月
）
に
紹
介
さ
れ
た
こ
の
絵
は
、
田
中
重
太
郎
氏
・
鈴
木
弘
道
氏
・
中
西
健
治

氏
の
手
に
な
る
『
枕
冊
子
全
注
釈
　
五
』
（
一
八
五
頁
）
に
も
載
せ
ら
れ
、
よ
く

知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
『
古
典
籍
資
料
展
示
目
録
』
の
「
資
料
　
解
説
」
に

　
　
清
少
納
言
之
図
　
一
幅

　
　
　
藤
村
琢
当
鬼
。
縦
三
三
・
五
二
、
横
三
五
・
六
糎
、
清
少
納
言
の
絵
画
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
い
え
ば
、
枕
冊
子
二
八
二
段
「
香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
」
の
条
を
素
材
に

　
　
し
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。

　
　
　
藤
村
琢
堂
は
、
箱
書
に
「
容
斎
門
人
」
と
あ
る
ご
と
く
歴
史
人
物
画
家
と

　
　
し
て
有
名
な
菊
池
容
斎
（
一
七
八
八
～
一
八
七
八
）
の
門
人
で
、
天
保
四
年

　
　
（
一
八
三
三
）
尾
張
に
生
ま
れ
嘱
明
治
年
間
に
活
躍
し
た
。
「
丙
申
季
秋
」
と

　
　
画
中
に
記
し
て
い
る
か
ら
、
明
治
二
九
年
目
「
八
九
六
）
秋
の
終
わ
り
の
こ

　
　
ろ
の
作
と
思
わ
れ
る
。

と
あ
り
、
藤
村
琢
堂
明
治
二
十
九
年
九
月
の
作
で
あ
る
。
琢
堂
は
菊
池
容
斎
の
晩

年
の
弟
子
で
あ
る
が
、
容
斎
に
つ
い
て
村
松
梢
風
『
本
朝
画
人
傳
』
に
、
容
斎

が
、
「
日
本
の
画
家
が
支
那
の
史
蹟
の
み
を
え
が
い
て
、
か
え
っ
て
日
本
の
史
蹟

を
え
が
く
者
が
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
同
じ
く
忠
臣
孝
子
節
婦
な
ど
を
え
が

く
に
し
て
も
、
日
本
の
画
家
は
な
る
べ
く
日
本
の
人
物
を
か
き
た
い
も
の
で
あ

る
。
昔
宮
中
の
聖
賢
障
子
を
え
が
く
の
に
、
み
な
支
那
の
人
物
ば
か
り
で
あ
る
の

で
、
弁
内
侍
が
こ
れ
を
慨
い
た
と
い
う
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
歴

史
人
物
図
を
志
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
の
後
に
故
実
に
詳
し
い
公
卿
の
屋
敷
に

も
参
じ
た
と
い
う
。
ま
た
、
『
前
賢
故
実
』
の
功
に
よ
り
明
治
天
皇
か
ら
「
日
本

画
師
」
の
号
を
下
賜
さ
れ
、
『
土
佐
日
記
』
を
常
に
愛
読
し
た
と
い
う
。
琢
堂
が

歴
史
人
物
画
の
第
一
人
者
容
斎
の
弟
子
な
ら
ば
、
容
斎
が
『
土
佐
日
記
』
を
い
か

三
五
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に
読
み
、
絹
本
に
筆
を
走
ら
せ
て
「
土
佐
日
記
絵
巻
」
を
描
い
た
姿
を
も
学
ん
だ

に
違
い
な
い
。
古
典
を
読
み
解
き
、
作
品
に
仕
立
て
た
師
の
姿
勢
が
、
そ
の
ま
ま

弟
子
琢
堂
に
受
け
継
が
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「
清
少
納
言
之
図
」
に
も
文
学
上

示
唆
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

二
、
琢
堂
画
と
「
雪
の
い
と
高
く
降
り
た
る
を
」
の
章
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
清
少
納
言
が
描
か
れ
る
場
合
に
、
二
七
八
段
「
雪
の
い
と
高
く
降
り
た
る
を
」

の
段
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
出
仕
し
て
問
も
な
い
こ
と
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
も

誉
れ
高
き
こ
と
だ
っ
た
と
解
す
る
か
ら
だ
ろ
う
。
「
御
簾
」
と
美
人
が
描
か
れ
て

い
る
と
「
清
少
納
言
」
の
絵
画
で
あ
る
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
さ
て
、
琢
堂
画
「
清
少
納
言
之
図
」
の
あ
ら
ま
し
を
幾
つ
か
押
さ
え
て
お
き
た

い
。
御
簾
を
巻
き
上
げ
る
立
ち
姿
の
清
少
納
言
は
、
御
簾
越
し
に
屋
外
の
雪
の
降

り
か
か
る
紅
梅
に
視
線
を
注
い
で
い
る
様
子
で
、
画
面
に
は
清
少
納
言
の
立
ち
姿

が
中
央
や
や
右
寄
り
に
描
か
れ
、
左
手
側
に
大
き
く
雪
の
降
り
か
か
る
紅
梅
が
描

か
れ
て
い
る
。
巻
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
御
簾
は
や
や
太
く
固
げ
に
描
か
れ
、
両
端

が
垂
れ
下
が
る
こ
と
な
く
い
か
に
も
丈
夫
に
描
か
れ
、
そ
れ
で
い
て
清
少
納
言
の

指
が
御
簾
が
重
く
は
な
い
よ
う
に
描
か
れ
い
か
に
も
仕
立
て
の
よ
い
立
派
な
物
で

あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
一
方
、
小
桂
姿
の
清
少
納
言
の
緋
の
袴
と
紅
梅
の
赤
み

が
画
面
下
部
を
前
に
押
し
出
す
よ
う
に
描
か
れ
、
海
松
の
単
と
御
簾
の
飾
り
縁
の

青
で
画
面
の
奥
行
き
が
描
写
さ
れ
、
画
面
が
安
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
多
く
の
絵
巻
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
構
図
上
の
工
夫
に
つ
い
て
、
比
較
検
討
す
る

必
要
も
あ
ろ
う
が
こ
こ
で
は
措
く
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
も
述
べ

た
通
り
「
面
貌
」
を
正
面
か
ら
描
か
ず
に
美
人
を
描
く
こ
と
は
大
和
絵
の
基
本
的

な
姿
勢
に
則
る
も
の
と
思
わ
れ
、
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
巻
の
小
町
、
斎
宮
女
御

三
六

な
ど
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
美
し
さ
が
た
め
に
絵
師
が
描
け
な
い
、
ま

た
、
描
か
な
い
と
す
る
表
現
技
法
は
こ
こ
で
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。
御
簾
の
内
に

そ
の
表
情
を
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
で
美
貌
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ

が
、
表
情
を
隠
す
な
ら
、
あ
る
い
は
顔
を
描
か
な
い
と
す
る
こ
と
が
主
な
眼
目
に

あ
っ
た
な
ら
、
奥
に
座
し
て
い
る
定
子
に
顔
を
向
け
さ
せ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
定
子
に
顔
も
向
け
ず
、
視
線
を
屋
外
に
向
け
て
い
る
こ
と
に
絵
師

の
表
現
の
眼
目
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
。
ま
ず
、
二
七
八
段
「
雪
の
い
と
高
く
降
り
た
る
を
」
の
段
を
引
く
。

　
　
　
雪
の
い
と
高
く
降
り
た
る
を
、
例
な
ら
ず
御
格
子
ま
み
ら
せ
て
、
炭
櫃
に

　
　
火
お
こ
し
て
、
物
語
な
ど
し
て
集
ま
り
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
「
少
納
言
よ
、
香
炉

　
　
峰
の
雪
は
い
か
な
ら
む
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
御
格
子
上
げ
さ
せ
て
、
御
簾

　
　
を
高
く
あ
げ
た
れ
ば
、
笑
は
せ
た
ま
ふ
。

　
　
　
人
人
も
、
「
さ
る
こ
と
は
知
り
、
歌
な
ど
に
さ
へ
う
た
へ
ど
、
思
ひ
こ
そ

　
　
よ
ら
ざ
り
つ
れ
。
な
ほ
、
こ
の
宮
の
人
に
は
さ
る
べ
き
な
め
り
」
と
い
ふ
。

『
白
氏
文
集
』
第
十
六
「
香
炉
峰
下
新
卜
山
居
草
堂
初
編
雑
題
重
壁
五
首
」
の
第

四
首
の
野
島
「
遺
愛
寺
鐘
歌
枕
聴
　
香
炉
峰
雪
密
計
看
」
に
よ
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
、
「
千
載
佳
句
』
に
採
ら
れ
た
こ
と
で
当
時
の
女
房
た
ち
も
よ
く
知
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
解
釈
上
、
清
少
納
言
が
御
簾
を
上
げ
た
こ
と
に
定
子
が
お
笑
い

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
詩
句
が
理
解
の
基
軸
に
な
る
こ
と
と
な

る
こ
と
は
全
く
ゆ
る
が
な
い
。
た
だ
、
こ
の
詩
句
を
介
し
て
清
少
納
言
が
な
ぜ
御

簾
を
上
げ
た
の
か
と
言
う
点
に
つ
い
て
は
、
解
釈
に
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
思
え
る
。
諸
注
に
対
し
て
萩
谷
朴
氏
が
「
（
御
簾
を
上
げ
よ
と
の
仰
せ
と
は
）

思
い
も
か
け
な
か
っ
た
わ
」
と
大
き
く
踏
み
込
ん
で
解
釈
さ
れ
、
古
参
女
房
た
ち

の
「
反
省
」
の
言
葉
を
付
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
田
中
氏
『
枕

冊
子
全
注
釈
』
は
「
女
房
の
負
惜
し
み
の
嫉
み
根
性
を
ち
ら
り
と
匂
は
し
た
」
も
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ρ
4
）

の
と
や
や
控
え
め
な
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
石
田
穣
二
氏
は
「
申

宮
の
お
言
葉
は
平
た
く
言
え
ば
『
外
の
雪
景
色
を
な
が
め
た
い
』
と
い
う
こ
と
、

清
少
納
言
は
そ
の
御
要
求
に
答
え
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
要
求
と
そ
れ
へ
の
答

え
が
白
詩
を
踏
ま
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
定
子
の
後
宮
に
特
有
の
い
わ
ば
様
式
が
あ

る
」
と
、
定
子
サ
ロ
ン
の
様
式
に
ま
で
言
及
さ
れ
た
。
先
学
の
見
解
を
な
ぞ
る
こ

と
に
も
な
る
が
、
こ
の
様
式
と
定
子
少
納
言
の
あ
り
様
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ

る
。　

「
雪
の
い
と
高
く
」
降
っ
た
時
の
こ
と
、
「
例
な
ら
ず
御
格
子
」
を
下
ろ
し
て
い

た
点
は
、
い
つ
も
な
ら
御
格
子
を
上
げ
て
い
た
こ
と
だ
け
れ
ど
も
と
い
う
常
態

を
、
「
雪
の
い
と
高
く
降
り
た
る
」
特
別
な
時
と
対
峙
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
常
態
を
め
ぐ
っ
て
解
釈
に
幅
が
生
ま
れ
、
雪
の
降
ら
な
い
常
の
時
と
理
解
す

る
事
も
で
き
る
が
、
聖
堂
は
春
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
雪
の
い
と
高
く
降

り
」
積
も
っ
た
「
い
つ
も
な
ら
御
格
子
を
上
げ
て
い
た
」
春
の
景
色
と
想
像
し
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
「
炭
櫃
に
火
お
こ
し
て
」
と
い
う
記
述

が
な
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
「
例
な
ら
ず

御
格
子
ま
み
ら
せ
て
」
と
表
現
さ
れ
る
敬
意
に
も
、
こ
の
所
作
が
女
房
た
ち
の
行

為
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
主
の
定
子
へ
の
心
遣
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
察
せ
ら

れ
る
。
お
そ
ら
く
は
古
参
の
女
房
た
ち
に
よ
っ
て
、
ま
だ
春
浅
い
時
期
の
多
く
の

雪
ま
で
降
っ
た
寒
の
戻
り
に
よ
る
冷
え
を
防
ご
う
と
す
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
少
し
で
も
暖
を
と
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

が
、
清
少
納
言
も
含
め
て
女
房
た
ち
は
「
物
語
な
ど
し
て
集
ま
り
さ
ぶ
ら
ふ
」
こ

と
と
な
っ
た
。
古
参
の
女
房
は
定
子
の
側
に
伺
候
し
て
い
る
一
方
、
新
参
の
清
少

納
言
が
端
近
く
伺
候
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
が
つ
く
。
そ
こ
に
定
子
か
ら
清
少
納

言
を
指
名
し
た
上
で
「
香
炉
峰
の
雪
は
い
か
な
ら
む
」
と
尋
ね
ら
れ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
漢
籍
や
和
歌
に
つ
い
て
頻
繁
に
話
題
に
の
ぼ
る
優
雅
な
雰
囲
気
が
定
子

に
こ
う
し
た
言
葉
を
投
げ
か
け
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
状
態
の
と

き
に
、
わ
ざ
わ
ざ
の
指
名
で
、
「
香
炉
峰
の
雪
は
い
か
な
ら
む
」
と
尋
ね
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

御
簾
を
掲
げ
る
機
転
で
応
え
た
と
い
う
。
神
作
光
一
氏
が
「
単
純
に
こ
の
一
段
を

作
者
の
自
讃
段
と
は
解
し
た
く
な
い
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
清
少
納
言
の
機
知
と

し
て
ま
と
め
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
。
と
い
う
の
も
、
定
子
が
目
に
す
る
可
能
性

が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
自
分
の
機
転
で
応
え
た
と
い
う
話
を
書
き
ま
と
め
て
お
く

と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
自
分
の
自
慢
話

を
記
．
録
文
書
と
し
て
差
し
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
と
変
わ
り
は
な
い
。
か
り
に
も

関
白
道
隆
の
娘
定
子
に
出
仕
が
許
さ
れ
、
今
に
残
る
文
学
作
品
を
ま
と
め
あ
げ
る

こ
と
と
な
っ
た
清
少
納
言
は
そ
の
よ
う
な
人
格
の
主
と
も
思
え
な
い
。
新
参
間
も

な
い
時
に
、
主
人
と
目
も
合
わ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
恥
じ
ら
い
や
控
え
め
な

姿
と
あ
ま
り
に
乖
離
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
「
御
簾
を
高
く
あ
げ
た
れ
ば
」

　
さ
て
、
「
笑
は
せ
た
ま
ふ
」
と
い
う
定
子
の
所
作
が
、
清
少
納
言
の
機
知
に
よ

る
も
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
「
笑
う
」
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
も

併
せ
て
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
清
少
納
言
の
機
知
を
否
定
す
る
と
、
そ
れ
に
よ
る

お
か
し
み
に
起
因
す
る
定
子
の
「
笑
い
」
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
再
考
の
余
地

が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
笑
い
」
は
お
か
し
み
や
滑
稽
さ
を
対
象
と
す

る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
、
一
定
の
解
釈
は
で
き
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

「
少
納
言
よ
、
香
炉
峰
の
雪
は
い
か
な
ら
む
」
と
い
う
問
い
か
け
を
文
字
通
り
に

古
典
の
知
識
の
有
無
を
尋
ね
た
と
理
解
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
と
な
る
。
こ
の
問

い
か
け
以
前
の
記
述
内
容
に
注
目
し
て
み
る
と
、
「
例
な
ら
ず
御
格
子
ま
み
ら
せ

て
」
の
所
作
が
女
房
の
主
人
に
対
す
る
も
の
と
知
れ
る
。
「
雪
の
い
と
高
く
降
り

三
七
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た
る
」
状
況
で
、
い
か
に
す
べ
き
か
を
熟
慮
し
た
上
で
女
房
た
ち
が
「
御
格
子
ま

み
」
る
こ
と
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
判
断
に
際
し
て
、
古
参
の
女
房

の
意
見
が
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
は
ご
く
日
常
的
な
こ
と
だ
ろ
う
し
、
一
般
に
、

古
参
の
者
の
判
断
は
古
参
で
あ
る
が
故
に
経
験
が
あ
り
、
そ
の
判
断
に
大
き
な
狂

い
が
な
く
、
主
人
と
し
て
も
仕
え
る
者
の
奉
仕
に
満
足
し
、
快
適
な
生
活
が
保
証

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
古
参
の
女
房
の
「
御
格
子
ま
み
」
る
こ
と
に
あ
る
程

度
満
足
し
て
い
る
は
ず
の
定
子
が
、
自
分
の
問
い
か
け
に
直
接
答
え
な
か
っ
た
に

せ
よ
「
御
簾
を
高
く
上
げ
」
る
清
少
納
言
の
所
作
を
「
笑
う
」
こ
と
に
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
る
の
か
と
考
え
直
す
必
要
が
生
ま
れ
る
。

　
古
参
の
女
房
た
ち
に
よ
る
定
子
へ
の
気
遣
い
と
理
解
し
た
上
で
、
「
あ
る
程
度

満
足
し
て
い
る
は
ず
」
の
一
般
的
な
状
況
を
想
像
し
た
が
、
こ
こ
で
は
定
子
が
そ

の
気
遣
い
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
場
合
と
理
解
し
た
ほ
う
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
古
参
の
女
房
の
「
御
格
子
ま
み
」
る
こ
と
と
「
御
簾
を
高
く
上

げ
」
る
清
少
納
言
の
所
作
と
、
つ
ま
り
閉
め
て
お
く
の
か
開
け
放
つ
の
か
と
い
う

点
で
対
極
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
笑
っ
て
清
少
納
言
の
所
作
を
受
け
入
れ
る

こ
と
か
ら
、
「
閉
め
て
お
く
」
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ
た
と
理
解
し
て
お
き
た
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
、
定
子
の
立
場
で
女
房
達
の
奉
仕
に
満
足
で
な
い
こ
と

を
露
わ
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
は
ず
が
な
い
。
主
の
意
を
酌
む
べ
き
周
囲
の

人
間
が
、
仮
に
も
配
慮
と
し
て
執
っ
た
行
動
が
、
全
く
主
の
意
に
添
わ
な
い
こ
と

と
主
か
ら
申
し
渡
さ
れ
れ
ば
、
仕
え
る
者
と
し
て
失
格
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
も
同

然
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
仕
え
る
者
は
命
令
を
受
け
る
ば
か
り
で
な
く
、

主
人
の
意
を
酌
み
、
行
動
に
移
す
の
が
然
る
べ
き
姿
勢
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た

仕
え
る
者
を
持
っ
た
主
人
は
自
分
に
仕
え
る
者
を
大
切
に
扱
う
責
務
を
負
う
の

が
、
あ
る
べ
き
主
従
関
係
だ
ろ
う
。
主
人
の
従
者
に
対
す
る
気
遣
い
と
従
者
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

場
と
が
看
取
で
き
る
部
分
を
『
源
氏
物
語
』
「
夕
顔
」
冒
頭
で
み
て
お
く
。

三
八

　
　
　
六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
あ
り
き
の
こ
ろ
、
内
裏
よ
り
ま
か
で
た
ま
ふ
中
宿

　
　
に
、
大
弐
の
乳
母
の
い
た
く
わ
づ
ら
ひ
て
尼
に
な
り
に
け
る
、
と
ぶ
ら
は
む

　
　
と
て
、
五
条
な
る
家
尋
ね
て
お
は
し
た
り
。

　
　
　
御
車
入
る
べ
き
門
は
鎖
し
た
り
け
れ
ば
、
面
し
て
草
食
召
さ
せ
て
、
待
た

　
　
せ
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
、
む
つ
か
し
げ
な
る
大
路
の
さ
ま
を
見
わ
た
し
た
ま
へ

　
　
る
に
、
こ
の
家
の
か
た
は
ら
に
、
檜
垣
と
い
ふ
も
の
新
し
う
し
て
、
上
は
、

　
　
半
蔀
四
五
間
ば
か
り
あ
げ
わ
た
し
て
、
簾
な
ど
も
い
と
購
う
涼
し
げ
な
る

　
　
に
、
を
か
し
き
額
つ
き
の
透
影
、
あ
ま
た
見
え
て
の
ぞ
く
。
立
ち
さ
ま
よ
ふ

　
　
ら
む
下
つ
か
た
思
ひ
や
る
に
、
あ
な
が
ち
に
た
け
高
き
こ
こ
ち
ぞ
す
る
。
い

　
　
か
な
る
者
の
集
へ
る
な
ら
む
と
、
や
う
か
は
り
て
お
ぼ
さ
る
。
御
車
も
い
た

　
　
く
や
つ
し
た
ま
へ
り
、
前
駆
も
追
は
せ
た
ま
は
ず
、
誰
と
か
知
ら
む
と
う
ち

　
　
と
け
た
ま
ひ
て
、
す
こ
し
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
れ
ば
、
門
は
蔀
の
や
う
な

　
　
る
、
押
し
あ
げ
た
る
、
見
い
れ
の
ほ
ど
な
く
、
も
の
は
か
な
き
住
ひ
を
、
あ

　
　
は
れ
に
、
何
処
か
さ
し
て
、
と
思
ほ
し
な
せ
ば
、
玉
の
台
も
同
じ
こ
と
な

　
　
り
。
き
り
か
け
だ
っ
物
に
、
い
と
青
や
か
な
る
か
づ
ら
の
こ
こ
ち
よ
げ
に
は

　
　
ひ
か
か
れ
る
に
、
白
き
花
ぞ
、
お
の
れ
ひ
と
り
笑
の
眉
ひ
ら
け
た
る
。
「
遠

　
　
方
人
に
も
の
申
す
」
と
、
ひ
と
り
ご
ち
た
ま
ふ
を
、
御
階
身
つ
い
み
て
、

　
　
「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
、
夕
顔
と
申
し
は
べ
る
。
花
の
名
は
人
め
き
て
、

　
　
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
む
咲
き
は
べ
り
け
る
」
と
、
申
す
。
げ
に
い
と
小

　
　
家
が
ち
に
、
む
つ
か
し
げ
な
る
わ
た
り
の
、
こ
の
も
か
の
も
、
あ
や
し
く
う

　
　
ち
ょ
う
ぼ
ひ
て
、
む
ね
む
ね
し
か
ら
ぬ
軒
の
つ
ま
な
ど
に
、
は
ひ
ま
つ
は
れ

　
　
た
る
を
、
「
く
ち
を
し
の
花
の
契
り
や
。
一
ふ
さ
折
り
て
参
れ
」
と
の
た
ま

　
　
へ
ば
、
こ
の
押
し
あ
げ
た
る
門
に
入
り
て
折
る
。

大
弐
の
乳
母
を
見
舞
っ
た
源
氏
は
、
場
末
の
「
五
条
」
に
何
や
ら
ゆ
か
し
き
．
「
白

き
花
」
を
見
つ
け
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
「
白
き
花
」
の
名
さ
え
わ
か
ら
な
い
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と
い
う
状
況
、
こ
の
花
の
名
を
尋
ね
る
こ
と
と
な
る
。
源
氏
は
従
者
が
知
っ
て
い

る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
い
、
古
今
集
の
旋
頭
歌
の
歌
句
を
利
用
し
て
「
遠
方
人

に
も
の
申
す
」
と
「
白
き
花
」
の
名
を
知
る
べ
く
「
ひ
と
り
ご
ち
」
す
る
の
で
あ

る
。
直
接
、
随
身
に
花
の
名
を
尋
ね
な
い
の
は
、
源
氏
自
身
も
知
ら
な
い
花
の
名

を
随
身
も
知
ら
な
い
だ
ろ
う
と
推
測
し
、
主
の
問
い
か
け
に
答
え
ら
れ
な
い
こ
と

に
、
随
身
と
し
て
の
資
質
の
な
さ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
ひ
と
り
ご
ち
」
た
の
は
、
随
身
へ
の
直
接
の
問
い
か
け
を
避
け
る
こ
と
以
前
に
、

源
氏
自
身
が
自
然
と
尋
ね
た
く
な
っ
た
と
い
う
気
配
も
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
「
立
ち
さ
ま
よ
ふ
ら
む
」
人
々
に
実
際
に
問
い
か
け
よ
う
と
す
る
声
高

さ
も
避
け
て
い
る
描
き
ぶ
り
で
あ
る
。
「
遠
方
人
に
」
は
あ
く
ま
で
随
身
に
の
み

聞
か
せ
る
た
め
の
言
葉
で
あ
る
。
「
白
き
花
」
の
名
を
知
っ
た
な
ら
、
あ
る
い
は

こ
の
花
の
咲
く
と
こ
ろ
に
縁
で
も
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
を
尋
ね
た
い
も
の
だ
と
い

う
意
志
を
、
側
近
の
随
身
に
伝
え
る
た
め
の
働
き
か
け
と
し
て
源
氏
は
ひ
と
り
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ち
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
古
今
集
巻
一
九
の
贈
答
歌
、

　
　
　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
号
し
ら
ず

　
　
う
ち
わ
た
す
を
ち
方
人
に
物
ま
う
す
わ
れ
そ
の
そ
こ
に
し
ろ
く
さ
け
る
は
な

　
　
に
の
花
ぞ
も

　
　
　
　
　
返
し

　
　
春
さ
れ
ば
の
べ
に
ま
つ
さ
く
見
れ
ど
あ
か
ぬ
花
ま
ひ
な
し
に
た
だ
な
の
る
べ

　
　
き
花
の
な
な
れ
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
〇
七
・
一
〇
〇
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

を
想
像
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
新
聞
一
美
氏
が
、
夕
顔
巻
に
任
氏
伝
の
世
界
が
用

意
さ
れ
て
い
る
と
説
か
れ
た
中
で
、
「
夕
顔
巻
で
は
、
『
遠
方
人
に
も
の
申
す
』
と

い
う
光
源
氏
の
独
り
言
に
対
し
て
、
随
身
が
『
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
夕
顔
と

申
し
侍
る
』
と
気
を
き
か
せ
て
答
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
見
気
を
き
か

せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
『
遠
方
』
の
女
性
が
答
え
る

べ
き
と
こ
ろ
を
近
く
の
男
性
が
答
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

古
今
集
の
あ
り
方
か
ら
は
そ
れ
た
場
面
構
成
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ

た
よ
う
に
、
古
今
集
世
界
だ
け
に
は
終
わ
ら
せ
よ
う
と
し
な
い
作
者
の
周
到
な
筆

遣
い
が
あ
る
。
随
身
な
ら
ず
と
も
、
宮
中
の
読
者
で
あ
れ
ば
「
遠
方
人
に
も
の
申

す
」
だ
け
で
古
今
集
の
歌
句
は
想
起
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
す
ぐ
さ
ま
女
性
に

答
え
さ
せ
る
古
今
油
墨
答
歌
の
世
界
に
物
語
を
な
ぞ
る
こ
と
を
先
送
り
に
し
て
、

随
身
に
答
え
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
登
場
人
物
同
士
の
接
触
が
あ
ま
り
に
早
く
な
る

こ
と
で
物
語
が
単
調
に
な
ら
な
い
よ
う
に
工
夫
し
た
と
も
い
え
よ
う
が
、
主
の
独

り
言
に
い
ち
早
く
随
身
が
答
え
る
と
こ
ろ
に
も
主
に
い
か
に
接
す
る
べ
き
か
と
い

う
女
房
の
姿
勢
が
活
写
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
当
然
、
随
身
は
源

氏
が
何
故
「
ひ
と
り
ご
ち
」
す
る
よ
う
な
言
葉
を
発
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
理
解

し
、
従
者
を
気
遣
う
主
の
優
し
さ
の
中
で
、
主
に
守
ら
れ
た
従
者
の
安
心
感
を
得

て
、
随
身
に
よ
っ
て
自
然
と
「
つ
い
み
て
」
と
い
う
動
作
が
な
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
。
宮
仕
え
す
る
紫
式
部
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
古
今
集
世
界
の
背
後
の
任
氏
伝
の
世

界
を
夕
顔
巻
に
昇
華
さ
せ
る
際
に
も
、
主
と
宮
仕
え
す
る
者
の
細
や
か
な
機
微
を

作
品
世
界
に
ち
り
ば
め
た
と
理
解
し
た
い
。
物
語
世
界
を
描
く
の
に
も
、
あ
る
べ

き
理
想
の
主
従
の
関
係
が
常
に
念
頭
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
清
少
納
言
が
「
御
簾
を
高
く
上
げ
」
る
こ
と
に
、
定
子
が
い
か
に
も
満

足
げ
な
笑
い
を
見
せ
る
の
は
、
こ
う
し
た
主
従
の
関
係
が
非
常
に
強
い
信
頼
で
結

ば
れ
た
上
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
漢
籍
の
素
養
が
あ
る
母
の
下
で
育
っ
た
定
子
で

あ
れ
ば
こ
そ
、
端
ち
か
く
伺
候
す
る
清
少
納
言
に
「
香
炉
峰
の
雪
は
」
と
『
白
氏

文
集
』
の
詩
句
を
尋
ね
る
様
子
を
見
せ
つ
つ
、
雪
景
色
が
見
た
い
と
遠
回
し
に
伝

え
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
出
仕
し
て
間
も
な
く
清
少
納
言
が
端

ち
か
く
伺
候
し
て
い
る
こ
と
に
、
ま
た
新
参
の
女
房
で
あ
る
清
少
納
言
を
立
た
せ

三
九
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て
御
簾
を
上
げ
さ
せ
る
こ
と
に
定
子
が
目
を
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
定
子
が
清
少

納
言
を
誘
導
し
た
と
い
う
解
釈
に
お
い
て
は
先
学
の
指
摘
に
一
致
し
た
も
の
と
な

る
も
の
の
、
直
接
的
な
「
御
簾
を
上
げ
よ
と
の
仰
せ
」
と
い
う
よ
り
雪
景
色
へ
の

興
味
を
伝
え
る
程
度
の
も
の
と
見
て
お
き
た
い
。
と
言
う
の
は
、
よ
う
や
く
宮
仕

え
に
な
れ
て
き
た
清
少
納
言
が
仲
間
の
反
省
の
弁
を
書
き
つ
け
た
り
、
ま
た
そ
の

負
け
惜
し
み
根
性
を
ち
ら
っ
か
せ
る
内
容
を
定
子
の
目
に
触
れ
る
可
能
性
が
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
に
、
書
き
置
く
こ
と
に
違
和
感
を
感
ぜ
ず
に
お
れ
な
い
。
周
囲
の

女
房
た
ち
が
清
少
納
言
だ
け
を
評
し
て
い
る
言
葉
を
書
き
記
し
て
い
る
と
と
ら
え

る
の
で
な
く
、
他
の
女
房
の
言
葉
は
、
定
子
の
才
や
気
遣
い
に
心
底
か
ら
宮
仕
え

の
女
房
た
ち
が
惚
れ
こ
ん
で
い
る
と
い
う
讃
辞
が
中
心
と
な
っ
て
い
て
、
清
少
納

言
ば
か
り
で
な
く
自
分
た
ち
周
囲
の
女
房
も
そ
の
才
や
気
遣
い
に
然
る
べ
く
応
え

る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
清
少
納
言
自
身
の
と
っ

た
行
動
に
つ
い
て
の
弁
と
し
て
、
周
囲
の
女
房
の
言
葉
と
い
う
形
を
と
り
つ
つ
、

然
る
べ
き
宮
仕
え
と
は
こ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
あ
ら
た
め
て
定
子
に
見
ら
れ

る
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
然
る
べ
き
宮
仕
え
を
誓
う
よ
う
な
形
で
書
き
記
し
て
い

る
と
理
解
し
た
い
。

　
琢
転
迷
「
清
少
納
言
毫
厘
」
で
は
清
少
納
言
が
立
ち
上
が
り
御
簾
を
持
ち
上
げ

る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
局
の
内
で
立
ち
あ
が
る
こ
と
は
一
種
の
は
し
た
な
さ
を

と
も
な
う
も
の
だ
が
、
新
参
の
清
少
納
言
に
さ
せ
る
こ
と
は
古
参
の
女
房
に
お
い

て
も
異
議
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
宮
に
は
じ
め
て
ま
み
り
た
る
頃
」
の

章
段
で
、
他
の
女
官
達
が
御
格
子
を
上
げ
る
な
か
清
少
納
言
自
身
が
恥
ず
か
し
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
膝
行
す
る
様
子
が
見
え
る
。
『
弁
内
侍
日
記
』
に
も
、

　
　
女
房
た
ち
、
袖
を
つ
ら
ね
て
居
並
み
た
り
。
中
に
大
仁
の
御
屏
風
を
立
て
た

　
　
れ
ど
も
、
低
く
て
、
御
所
へ
参
る
人
々
も
、
あ
な
た
の
公
卿
ど
も
に
、
‘
目
を

　
　
見
合
す
る
も
ま
ば
ゆ
く
て
、
昔
女
房
の
や
う
に
、
ゐ
ざ
り
歩
き
し
も
を
か

　
　
し
。

と
中
世
の
作
品
に
、
中
古
の
女
房
作
法
が
見
え
、
局
の
内
で
膝
行
す
る
こ
と
が
常

識
で
あ
っ
た
女
房
が
立
ち
上
が
ら
ね
ば
な
ら
な
い
作
業
を
す
る
と
き
、
新
参
の
作

業
と
な
る
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
恥
ず
か
し
さ
の
あ
ま
り
顔
も
上
げ
ら
れ
ず
膝
行

し
て
い
た
清
少
納
言
が
宮
仕
え
に
も
慣
れ
て
き
た
こ
と
を
描
い
た
と
も
と
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
1
）

ま
た
、
こ
の
点
、
上
村
松
園
が
座
し
た
ま
ま
御
簾
を
掲
げ
る
清
少
納
言
を
描
い
た

こ
と
は
、
こ
の
膝
行
の
作
法
を
強
く
意
識
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

四
、
紅
梅
を
め
ぐ
っ
て

　
清
少
納
言
が
御
簾
越
し
に
眺
め
て
い
る
景
色
、
定
子
が
所
望
し
た
と
思
わ
れ
る

雪
景
色
は
梅
花
に
か
か
る
雪
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
『
枕
草
子
』
の
中
に
も
こ

れ
以
外
に
「
雪
」
の
現
れ
る
場
面
は
多
く
、
六
十
箇
所
以
上
を
数
え
る
。
清
少
納

言
、
定
子
の
趣
向
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
と
り
わ
け
、

「
木
の
花
は
」
の
章
段
の
は
じ
め
に
「
梅
の
濃
く
も
薄
く
も
紅
梅
」
と
あ
る
こ
と

や
「
あ
て
な
る
も
の
」
の
章
段
で
「
梅
の
花
に
雪
の
ふ
り
か
か
り
た
る
」
と
見

え
、
こ
の
図
の
景
色
に
一
致
す
る
の
は
琢
堂
自
身
が
図
案
を
枕
草
子
本
文
に
求
め

て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
「
雪
の
ふ
り
か
か
る
梅
花
」
に
注
目
し
て
み
る
。

　
古
今
集
冬
歌
で
は
、

　
　
　
　
　
ゆ
き
の
ふ
り
け
る
を
よ
み
け
る
　
　
　
　
　
き
よ
は
ら
の
ふ
か
や
ぶ

　
　
冬
な
が
ら
そ
ら
よ
り
花
の
ち
り
く
る
は
雲
の
あ
な
た
は
春
に
や
あ
る
ら
む

　
　
　
　
　
雪
の
木
に
ふ
り
か
か
れ
り
け
る
を
よ
め
る
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
ふ
ゆ
ご
も
り
思
ひ
か
け
ぬ
を
こ
の
ま
よ
り
花
と
見
る
ま
で
雪
ぞ
ふ
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
⊥
ハ
　
一
二
一
二
〇
・
＝
コ
ニ
ー
）
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と
花
に
見
ま
が
う
雪
の
詠
を
収
め
た
後
に
、

　
　
　
　
（
題
し
ら
ず
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
よ
み
凄
し
ら
ず
）

　
　
梅
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
久
方
の
あ
ま
ぎ
る
雪
の
な
べ
て
ふ
れ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
こ
の
歌
は
、
あ
る
人
の
い
は
く
、
柿
本
人
ま
う
が
歌
な
り

　
　
　
　
　
梅
花
に
ゆ
き
の
ふ
れ
る
を
よ
め
る
　
　
　
　
小
野
た
か
む
ら
の
朝
臣

　
　
花
の
色
は
雪
に
ま
じ
り
て
見
え
ず
と
も
か
を
だ
に
に
ほ
へ
人
の
し
る
べ
く

　
　
　
　
　
雪
の
う
ち
の
梅
花
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
き
の
つ
ら
ゆ
き

　
　
梅
の
か
の
ふ
り
お
け
る
雪
に
ま
が
ひ
せ
ば
た
れ
か
ご
と
ご
と
わ
き
て
を
ら

　
　
ま
し

　
　
　
　
　
ゆ
き
の
ふ
り
け
る
を
見
て
よ
め
る
　
　
　
　
き
の
と
も
の
り

　
　
雪
ふ
れ
ば
木
ご
と
に
花
ぞ
さ
き
に
け
る
い
つ
れ
を
梅
と
わ
き
て
を
ら
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
六
　
三
三
四
・
三
三
五
・
一
一
一
三
六
・
三
三
七
）

と
、
降
り
積
も
っ
た
雪
と
梅
香
が
判
別
し
に
く
い
と
い
う
冬
の
内
に
春
の
兆
し
を

喜
ぶ
詠
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
見
る
と
「
花
に
見
立
て
る
雪
」
「
降
雪

に
判
り
に
く
い
花
」
か
ら
古
今
集
の
梅
花
が
白
梅
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
理
解
で

き
る
。
と
な
れ
ば
、
紅
梅
に
降
り
か
か
る
雪
を
描
い
た
こ
と
は
古
今
集
の
世
界
を

描
い
た
こ
と
に
な
ら
ず
、
清
少
納
言
が
「
あ
て
な
る
も
の
」
と
し
た
「
梅
の
花
に

雪
の
ふ
り
か
か
り
た
る
」
と
こ
ろ
の
梅
も
、
単
に
古
今
集
の
世
界
の
ご
と
き
白
梅

と
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
疑
わ
し
い
。
花
を
雪
に
見
立
て
る
点
で
古
今
集
と
は

逆
に
な
る
が
、
そ
も
そ
も
白
梅
の
白
さ
と
雪
を
比
べ
喩
え
る
こ
と
は
万
葉
集
に
見

え
、
小
野
国
争
の
歌
に

　
　
伊
里
我
陛
麹
　
由
岐
可
母
不
流
登
　
下
流
麻
提
ホ
　
耳
許
陥
母
麻
我
不
　
烏

　
　
梅
管
掌
奈
可
毛

　
　
い
も
が
へ
に
　
ゆ
き
か
も
ふ
る
と
　
み
る
ま
で
に
　
こ
こ
だ
も
ま
が
ふ
　
う
め
の
は
な
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
五
　
八
四
八
）

が
見
え
る
。
天
平
二
年
正
月
に
大
宰
府
で
行
わ
れ
た
宴
で
詠
ま
れ
た
梅
花
の
三
十

二
首
を
見
て
も
、
紅
梅
を
詠
じ
て
い
る
と
断
ず
る
こ
と
の
で
き
そ
う
な
歌
は
な

く
、
紅
梅
が
白
梅
同
様
、
和
歌
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
あ
る
い
は
都
に
広

が
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
白
梅
の
そ
れ
と
は
時
期
が
ず
い
ぶ
ん
遅
れ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
次
に
「
紅
梅
」
が
和
歌
に
詠
ま
れ
た
例
を
い
く
つ
か
掲
げ
る
と
、

「
拾
遺
集
」
巻
第
七
の
巻
頭
歌
に
「
物
名
」
歌
と
し
て

　
　
　
　
　
紅
梅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
鳴
し
ら
ず

　
　
う
ぐ
ひ
す
の
す
、
つ
く
る
枝
を
折
り
つ
れ
ば
こ
う
ば
い
か
で
か
う
ま
む
と
す
ら

　
　
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
四
）

と
見
え
、
「
拾
遺
抄
」
に
は
入
集
し
て
は
い
な
い
。
歌
の
良
否
を
軽
々
に
論
ず
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
勅
撰
歌
の
「
物
名
」
歌
の
対
象
と
し
て
よ
う
や
く
認
知
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
私
家
集
に
目
を
移
す
と
、
順
集
に

　
　
　
　
　
に
し
の
宮
に
ち
ひ
さ
き
紅
梅
を
う
ゑ
さ
せ
た
ま
ひ
た
り
け
る
を
、
は

　
　
　
　
　
じ
め
て
は
な
さ
き
た
る
と
し
、
よ
ろ
こ
び
て
、
を
の
こ
ど
も
お
の
お

　
　
　
　
　
の
文
字
ひ
と
つ
を
さ
ぐ
り
て
よ
む
う
た
の
序
、
さ
ぐ
り
て
、
こ
も
じ

　
　
　
　
　
を
た
ま
は
れ
り
、
あ
は
れ
、
は
る
の
は
じ
め
、
ひ
む
が
し
よ
り
と
い

　
　
　
　
　
ふ
を
、
に
し
の
み
や
よ
り
成
り
け
り
と
は
、
こ
の
梅
の
花
を
み
て
な

　
　
　
　
　
ん
お
ど
ろ
か
れ
け
る
、
こ
れ
よ
り
、
わ
が
お
と
ど
の
き
み
、
や
ま
と

　
　
　
　
　
ご
と
の
を
の
こ
ど
も
を
、
ひ
き
つ
ら
ね
て
さ
ぶ
ら
は
せ
給
ひ
、
か
ら

　
　
　
　
　
竹
の
笛
の
よ
う
つ
よ
あ
そ
び
あ
か
さ
せ
た
ま
ひ
、
か
か
る
ふ
し
を
た

　
　
　
　
　
だ
に
や
は
過
ぐ
す
べ
き
と
て
、
こ
の
こ
き
お
ひ
い
で
し
、
よ
う
つ
よ

　
　
　
　
　
の
お
い
木
に
な
ら
ん
ま
で
の
心
ば
へ
を
、
よ
ま
せ
た
ま
ふ
に

　
　
白
浪
の
し
ら
ぬ
身
な
れ
ど
大
よ
ど
の
お
ほ
せ
ご
と
を
ば
い
か
が
そ
む
か
ん

　
　
梅
津
が
は
こ
の
暮
よ
り
ぞ
な
が
れ
け
る
う
れ
し
き
せ
ぜ
は
見
え
ん
み
な
そ
こ

四
一
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（
二
・
三
）

と
、
紅
梅
の
花
を
愛
で
る
様
子
が
詞
書
に
見
ら
れ
、
さ
ら
に
能
宣
集
に
は
、

　
　
　
　
　
女
の
許
に
紅
梅
さ
し
て
つ
か
は
し
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

　
　
な
げ
き
つ
つ
な
み
だ
に
そ
む
る
花
の
い
ろ
の
お
も
ふ
ほ
ど
よ
り
う
す
も
あ
る

　
　
か
な

　
　
　
　
　
か
へ
し
、
女

　
　
・
ワ
ぐ
ひ
す
の
な
み
だ
は
さ
と
も
な
き
も
の
を
い
く
ら
そ
め
て
か
い
う
と
な
る

　
　
ら
ん

　
　
　
　
　
又
、
つ
か
は
し
し

　
　
な
げ
き
に
は
は
る
し
ら
せ
じ
と
お
も
ひ
し
を
ひ
と
の
つ
ら
き
に
も
え
に
け
る

　
　
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
⊥
ハ
・
三
五
七
・
三
五
八
）

と
、
血
涙
が
梅
の
花
を
赤
く
染
め
た
例
の
他
に
も
、

　
　
　
　
　
春
の
日
、
客
あ
ま
た
知
、
不
知
ま
で
き
あ
つ
ま
り
て
酒
の
み
侍
る

　
　
　
　
　
に
、
紅
梅
を
も
て
あ
そ
ぶ
と
て
、
丹
後
甘
雨
禰
好
忠
が
か
は
ら
け
と

　
　
　
　
　
り
て
さ
し
侍
る
と
て

　
　
わ
が
せ
こ
が
そ
で
し
ろ
た
へ
の
は
な
の
い
ろ
を
こ
れ
な
む
む
め
と
今
日
そ
し

　
　
り
ぬ
る

　
　
　
　
　
か
へ
し

　
　
あ
さ
き
こ
き
い
ろ
は
き
ら
は
ず
こ
こ
は
た
だ
む
め
は
む
め
な
る
に
ほ
ひ
と
そ

　
　
み
る

　
　
　
　
　
　
こ
う
ば
い
を
し
ろ
く
よ
め
る
、
不
と
く
い
の
人
の
あ
ま
た
ま
じ
れ

　
　
　
　
　
　
る
に
よ
り
て
成
る
べ
し
　
　
　
　
　
　
　
（
四
一
二
・
四
＝
二
）

と
急
心
好
忠
と
の
贈
答
が
見
え
、
紅
梅
の
詠
に
慣
れ
て
は
い
な
い
旨
の
左
注
「
不

と
く
い
の
人
の
あ
ま
た
」
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
も
う
少
し
「
紅
梅
」
用
例
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
『
大
鏡
』
「
鶯
宿
梅
」

四
二

も
「
い
ろ
こ
く
さ
き
た
る
」
と
あ
り
「
紅
梅
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
夏
山
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

木
（
重
樹
）
が
掘
取
っ
た
梅
は
「
勅
な
れ
ば
い
と
も
か
し
こ
し
」
の
和
歌
の
巧
み

さ
か
ら
「
貫
之
の
ぬ
し
の
み
む
す
め
の
す
む
所
」
の
梅
だ
と
知
っ
て
恥
じ
入
る
の

だ
が
、
「
端
黒
梅
」
の
下
地
に
は
「
紅
梅
」
の
珍
し
さ
が
な
く
て
は
成
り
立
た
な

い
。
紀
内
侍
が
父
貫
之
の
形
見
の
紅
梅
を
大
切
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
当
時

と
し
て
も
珍
種
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
大
鏡
』
補
注

は
、
『
禁
秘
抄
』
を
ひ
い
て
「
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
さ
れ
た
が
、
「
紅
梅
」

の
植
樹
、
移
植
の
記
載
の
細
か
さ
に
も
「
紅
梅
」
の
珍
し
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
土
佐
か
ら
帰
京
間
も
な
い
時
期
の
貫
之
の
屏
風
歌
に

　
　
　
　
　
（
同
じ
〔
承
平
〕
七
年
右
大
臣
殿
屏
風
の
う
た
）

　
　
　
　
　
紅
梅
の
も
と
に
女
ど
も
お
り
て
み
る

　
　
雪
と
の
み
あ
や
ま
た
れ
つ
つ
梅
花
く
れ
な
み
に
さ
へ
か
よ
ひ
け
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
八
）

　
　
　
　
　
天
慶
二
年
四
月
右
大
将
殿
御
屏
風
の
歌
　
廿
首

　
　
　
　
　
入
の
家
に
紅
梅
あ
り

　
　
紅
に
色
を
ば
か
へ
て
梅
花
か
そ
ご
と
ご
と
に
に
ほ
は
ざ
り
け
る
　
（
三
七
四
）

と
屏
風
の
絵
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
歌
材
に
取
り
上
げ
た
事
が
知
ら
れ
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

「
紅
に
色
を
ば
か
へ
て
」
は
躬
恒
集
に
も
見
え
、
一
方
の
「
雪
と
の
み
」
は
新
千

　
　
　
　
（
1
4
）

載
集
・
春
上
に
「
清
原
元
船
」
と
し
て
入
心
し
て
い
る
。
貫
之
歌
が
「
元
輔
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

歌
と
し
て
入
集
す
る
例
は
、
す
で
に
後
拾
遺
集
に
も
あ
り
撰
集
資
料
の
元
輔
集

が
、
早
く
か
ら
貫
之
歌
な
ど
を
含
む
形
に
な
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
あ

く
ま
で
推
定
に
す
ぎ
な
い
が
清
少
納
言
が
読
み
得
た
元
輔
集
が
、
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
「
紅
梅
」
の
詠
は
印
象
深
い
一
首
で
あ
っ
た
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
な
れ
ば
巻
名
に
ま
で
「
紅
梅
」
が
表
れ
る
ほ
ど
一
般
化
す
る
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（
1
6
）

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
当
時
の
詠
と
し
て
は
公
任
集
の
巻
頭
部
に
も
「
紅
梅
」
な

ら
び
に
そ
の
詠
が
見
え
、
さ
ら
に
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
も
「
紅
梅
」
を
立
項
さ
せ

て
い
る
。
そ
の
和
歌
は
二
首
で

　
　
き
み
な
ら
で
た
れ
に
か
み
せ
む
む
め
の
花
い
ろ
を
も
か
を
も
し
る
ひ
と
そ
し

　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
友
則

　
　
い
う
か
を
ば
お
も
ひ
も
い
れ
ず
む
め
の
は
な
つ
ね
な
ら
ぬ
よ
に
よ
そ
へ
て
ぞ

　
　
み
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
華
山
院
御
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
〇
・
一
〇
こ

が
載
せ
ら
れ
る
が
、
今
ま
で
見
て
き
た
紅
梅
の
詠
か
ら
察
す
る
と
比
較
的
古
い
紀

友
則
の
紅
梅
詠
と
、
屏
風
歌
の
歌
材
と
し
て
「
紅
梅
」
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
時

期
を
経
て
、
勅
撰
和
歌
の
題
と
し
て
「
紅
梅
」
が
認
知
さ
れ
る
ま
で
の
黎
明
の
時

期
の
花
山
院
の
和
歌
が
並
ん
で
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
『
古
今

　
　
（
1
7
）

著
聞
集
』
の
記
事
を
信
用
す
る
と
花
山
院
出
家
後
、
横
川
に
住
し
て
い
る
こ
ろ
の

作
で
、
紅
梅
が
広
く
一
般
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
か
と
想
像
す
る
。
こ
の

こ
ろ
元
輔
自
身
も
晩
年
を
迎
え
て
い
た
の
で
、
紅
梅
を
詠
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。
貫
之
詠
と
の
重
出
以
外
に
明
ら
か
な
紅
梅
詠
は
見
い
だ
せ
な

い
も
の
の
、
後
撰
集
撰
者
た
ち
に
よ
る
貫
之
集
の
検
討
が
紅
梅
詠
の
契
機
と
な
っ

た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
と
き
、
元
輔
や
そ
の
周
辺
に
と
っ

て
「
紅
梅
」
は
特
別
な
も
の
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
拾
遺
集
に
春
曇
の
歌
で
な
く
、
物
名
と
し
て
載
せ
ら
れ
る
形
に
な
っ

た
の
は
「
紅
梅
」
の
開
花
の
早
さ
に
よ
る
の
で
は
と
想
像
す
る
。
さ
き
に
挙
げ
た

よ
う
に
梅
の
開
花
の
早
い
こ
と
は
古
今
集
の
冬
部
、
春
部
の
梅
の
配
置
か
ら
判

る
。
『
源
氏
物
語
』
「
末
摘
花
」
に
は
「
白
梅
」
「
紅
梅
」
の
開
花
に
つ
い
て
、

　
　
日
の
い
と
う
ら
ら
か
な
る
に
、
い
つ
し
か
と
霞
み
わ
た
れ
る
梢
ど
も
の
、
心

　
　
も
と
な
き
中
に
も
、
梅
は
け
し
き
ば
み
ほ
・
ゑ
み
わ
た
れ
る
、
と
り
わ
き
て

　
　
　
　
は
し
が
く
し

　
　
見
ゆ
。
階
隠
の
も
と
の
紅
梅
、
い
と
疾
く
咲
く
花
に
て
、
色
づ
き
に
け
り
。

　
　
く
れ
な
み
の
花
ぞ
あ
や
な
く
う
と
ま
る
・
梅
の
た
ち
枝
は
な
つ
か
し
け
れ
ど

　
　
い
で
や
」
と
、
あ
い
な
く
う
ち
う
め
か
れ
た
ま
ふ
。
か
か
る
人
々
の
末
々
、

　
　
い
か
な
り
け
む
。

と
見
え
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
紅
梅
が
白
梅
よ
り
も
開
花
が
早
い
わ
け
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
一
重
の
紅
梅
の
開
花
は
早
く
、
八
重
咲
き
の
紅
梅
は
開
花
も
遅
く
、

実
ら
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
拾
遺
集
が
紅
梅
の
開
花
を
四
季
の
配
列
に
差
し

挟
む
こ
と
を
た
め
ら
う
の
は
、
古
今
集
以
来
の
四
季
の
部
で
の
梅
花
の
配
列
を
狂

わ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
危
惧
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
末
摘
花
巻
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
開
花
の
早
い
「
紅
梅
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
雪
積
も

る
花
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
、
紅
白
の
取
り
合
わ
せ
も
絵
師
鞘
堂
に
と
っ
て
画
面
の

色
彩
の
上
か
ら
も
適
当
な
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

五
、
お
わ
り
に

　
「
雪
の
い
と
高
く
降
り
た
る
を
」
の
段
と
言
え
ば
、
清
少
納
言
が
機
知
を
発
揮

し
て
、
御
簾
を
掲
げ
て
、
『
白
氏
文
集
」
の
詩
句
の
世
界
を
具
現
化
し
て
い
る
と

す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
こ
の
通
説
に
従
え
ば
琢
堂
画
「
清
少
納
言
之
図
」
は

理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
が
あ
る
。
清
少
納
言
が
屋
外
の
雪
積
も
る
紅
梅
を
見
つ
め

て
い
る
点
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
清
少
納
言
が
機
知
を
発
揮
し
た
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
定
子
の
機
知
に
促
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
定
子
の
屋
外
の
景
色
を

見
た
い
と
い
う
内
な
る
所
望
を
清
少
納
言
が
満
た
し
た
行
為
だ
と
す
る
と
「
さ
る

こ
と
は
知
り
、
歌
な
ど
に
さ
へ
う
た
へ
ど
、
思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
。
な
ほ
、

こ
の
宮
の
人
に
は
さ
る
べ
き
な
め
り
」
と
い
う
周
囲
の
讃
辞
も
首
肯
で
き
る
。
雪

降
り
積
も
る
紅
梅
は
『
枕
草
子
』
に
見
え
な
い
も
の
の
、
後
撰
集
撰
者
た
ち
の
詠

四
三
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が
貫
之
、
友
則
と
い
っ
た
古
今
集
撰
者
の
詠
を
受
け
継
い
で
い
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
、
紅
梅
が
父
元
輔
に
と
っ
て
も
特
別
な
歌
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
琢
堂
が
紅
梅
を
描
い
た
こ
と
は
和
歌
史
の
上
で
の
解
釈
に
立
っ
た
も
の
で

あ
る
か
否
か
、
知
る
す
べ
も
な
い
が
、
色
彩
の
上
で
雪
と
の
取
り
合
わ
せ
の
釣
り

合
い
を
と
っ
た
と
思
っ
て
し
ま
う
に
は
や
や
早
計
な
感
が
あ
る
。

　
一
八
二
段
「
宮
に
は
じ
め
て
ま
み
り
た
る
頃
」
の
章
段
で
は
、

　
　
い
と
つ
め
た
き
こ
う
な
れ
ば
、
さ
し
出
で
さ
せ
た
ま
へ
る
御
手
の
は
っ
か
に

　
　
見
ゆ
る
が
、
い
み
じ
う
に
ほ
ひ
た
る
薄
紅
梅
な
る
は
、
か
ぎ
り
な
く
め
で
た

　
　
し

と
、
定
子
の
白
い
手
が
寒
さ
の
た
め
に
赤
く
な
っ
た
と
こ
ろ
を
「
紅
梅
」
に
喩
え

て
い
る
。
ま
た
、
仲
春
に
着
用
す
る
襲
の
「
紅
梅
」
は
『
枕
草
子
』
に
頻
出
し
、

定
子
自
身
が
、
一
〇
入
段
「
淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
み
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
こ
と
な

ど
」
の
章
段
（
長
徳
元
年
二
月
の
記
事
）
で
、

　
　
紅
梅
の
固
紋
・
浮
紋
の
御
衣
ど
も
、
紅
の
う
ち
た
る
、
御
衣
三
重
が
う
へ
に

　
　
た
だ
引
き
重
ね
て
た
て
ま
つ
り
た
る
に
、

　
　
「
紅
梅
に
は
、
濃
き
衣
こ
そ
を
か
し
け
れ
、
い
ま
は
、
紅
梅
は
着
で
も
あ
り

　
　
ぬ
べ
し
。
さ
れ
ど
、
萌
黄
な
ど
の
に
く
け
れ
ば
。
紅
に
あ
は
ぬ
な
り
」
と
の

　
　
た
ま
は
す
れ
ど
、

と
紅
梅
の
御
衣
を
好
ん
で
着
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
紅
梅
の
襲
の
着
用

は
美
し
く
咲
く
入
重
の
紅
梅
を
意
識
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
桜
な

ど
と
比
較
し
て
花
の
時
期
の
長
い
紅
梅
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
落
花
の
時
期
と
も

な
れ
ば
萌
黄
の
衣
の
着
用
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
枕
草
子
』
に
取
材
し
た
琢
堂
が
「
紅
梅
」
に
定
子
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
重
ね

て
い
る
の
な
ら
ば
、
清
少
納
言
の
視
線
が
奥
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
理

由
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
身
中
の
清
少
納
言
に
雪
降
り
か
か
る
紅

梅
を
見
つ
め
さ
せ
る
そ
の
ま
な
ざ
し
も
、
主
の
定
子
を
見
守
る
清
少
納
言
の
温
か

な
思
い
の
シ
ン
ボ
ル
と
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

身丁｝王（
3
）

AA54（
6
）

87
xV　V

（
9
）

1！　！0

日
本
古
典
全
書
『
枕
冊
子
』
（
朝
日
新
聞
社
）
に
よ
っ
て
い
る
。

以
下
、
枕
冊
子
本
文
の
引
用
は
、
田
中
重
太
郎
氏
『
枕
冊
子
全
注
釈
（
皿
～

四
）
』
、
田
中
重
太
郎
氏
・
鈴
木
弘
道
氏
・
中
西
健
治
氏
『
枕
冊
子
全
注
釈
　
五
』

に
よ
る
。

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
枕
草
子
（
下
）
』
二
三
一
頁
頭
注
。
古
参
女
房
が
定
子
の

意
向
を
汲
め
な
か
っ
た
意
思
の
表
れ
と
し
て
、
「
古
参
女
房
た
ち
の
反
省
の
言

葉
」
と
あ
り
、
『
枕
草
子
解
環
（
五
ご
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

角
川
文
庫
『
新
版
　
枕
草
子
』
に
よ
る
。

講
談
社
学
術
文
庫
『
枕
草
子
』
に
お
い
て
、
前
掲
の
石
田
穣
二
氏
の
「
中
宮
の

意
図
は
、
白
詩
の
世
界
を
こ
の
後
宮
の
日
常
に
再
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
を

踏
ま
え
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

以
下
、
源
氏
物
語
本
文
の
引
用
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
』
に
よ

る
。新

編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
以
下
、
和
歌
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

新
間
一
美
氏
「
夕
顔
の
誕
生
と
漢
詩
文
」
（
「
源
氏
物
語
の
探
究
　
第
十
輯
」
（
源

氏
物
語
探
究
会
編
　
風
間
書
房
）
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
所
収
、
の
ち
『
源
氏
物

語
と
白
居
易
の
文
学
』
（
平
成
一
五
年
二
月
　
和
泉
書
院
）
収
載
。

岩
佐
美
代
子
氏
『
弁
内
侍
日
記
』
（
小
学
館
　
日
本
古
典
文
学
全
集
『
中
世
日
記

紀
行
集
』
）
に
よ
る
。
「
ゐ
ざ
り
」
の
注
に
「
座
っ
た
ま
ま
で
移
動
す
る
。
中
古

の
女
房
作
法
。
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
、
旧
式
で
滑
稽
な
姿
と
見
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
」
と
女
房
作
法
の
変
遷
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

北
野
美
術
館
（
長
野
市
若
穂
綿
内
）
所
蔵
。

日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

　
　
こ
の
天
暦
の
一
時
に
、
清
涼
殿
の
御
前
の
む
め
の
木
の
か
れ
た
り
し
か
ば
、

　
　
も
と
め
さ
せ
給
し
に
、
な
に
が
し
ぬ
し
の
蔵
人
に
て
い
ま
す
か
り
し
合
う

　
　
け
た
ま
は
り
て
、
「
わ
か
き
物
ど
も
は
、
え
み
し
ら
じ
。
き
む
ち
も
と
め
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（
！
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

　
　
よ
」
と
の
た
ま
ひ
し
か
ば
、
ひ
と
京
ま
か
り
あ
り
き
し
か
ど
も
、
侍
ら
ざ

　
　
り
し
に
、
西
京
の
そ
こ
一
な
る
い
ゑ
に
、
い
ろ
こ
く
さ
き
た
る
木
の
や

　
　
う
た
い
う
つ
く
し
き
が
侍
り
し
を
、
ほ
り
と
り
し
か
ば
、
い
ゑ
あ
る
じ
の
、

　
　
「
木
に
こ
れ
ゆ
ひ
つ
け
て
も
て
ま
い
れ
」
と
い
は
せ
給
し
か
ば
、
「
あ
る
や

　
　
う
こ
そ
は
」
と
て
、
も
て
ま
い
り
て
さ
ぶ
ら
ひ
し
を
、
「
な
に
ぞ
」
と
て
御

　
　
覧
へ
け
れ
ば
、
女
の
手
に
て
か
き
て
急
げ
る
、

　
　
　
　
「
ち
よ
く
な
れ
ば
い
と
も
か
し
こ
し
う
ぐ
ひ
す
の
や
ど
は
と
・
は
f
、

　
　
い
か
f
こ
た
へ
ん
」
と
あ
り
け
る
に
、
あ
や
し
く
お
ぼ
し
め
し
て
、
「
な
に

　
　
も
の
・
い
へ
そ
」
と
た
つ
ね
さ
せ
給
け
れ
ば
、
貫
之
の
ぬ
し
の
み
む
す
め

　
　
の
す
む
所
な
り
け
り
。
「
遺
恨
の
わ
ざ
を
も
し
た
り
け
る
か
な
」
と
て
、
あ

　
　
ま
え
お
は
し
ま
し
け
る
。
重
木
今
生
の
ぞ
く
か
う
は
こ
れ
や
侍
け
ん
。
さ

　
　
る
は
、
「
思
や
う
な
る
木
も
て
ま
い
り
た
り
」
と
て
き
ぬ
か
づ
け
ら
れ
た
り

　
　
し
も
、
か
ら
く
な
り
に
き
」
と
て
、
こ
ま
や
か
に
わ
ら
ふ
。

拾
遺
集
に
は

　
　
　
　
　
内
よ
り
人
の
家
に
侍
り
け
る
紅
梅
を
ほ
ら
せ
給
ひ
け
る
に
、
う
ぐ

　
　
　
　
　
ひ
す
の
す
く
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
、
家
あ
る
じ
の
女
ま
っ
か
く
そ
う

　
　
　
　
　
せ
さ
せ
侍
り
け
る

附
　
勅
な
れ
ば
い
と
も
か
し
こ
し
鶯
の
や
ど
は
と
と
は
ば
い
か
が
こ
た
へ
む

　
　
　
　
　
か
く
そ
う
せ
さ
せ
け
れ
ば
、
ほ
ら
ず
な
り
に
け
り

と
あ
り
、
「
大
鏡
」
の
梅
を
撃
取
っ
た
こ
と
が
作
品
上
の
デ
フ
ォ
ル
メ
で
あ
る
こ

と
を
示
唆
す
る
。

新
編
国
歌
大
観
　
第
七
巻
（
底
本
　
書
陵
部
蔵
御
所
本
）
。

第
二
句
と
第
五
句
に
異
同
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
題
知
ら
ず
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
原
元
輔

50

@
雪
と
の
み
あ
や
ま
た
れ
し
を
梅
の
花
紅
に
さ
へ
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な

ま
た
、
私
家
集
大
成
　
元
輔
集
1
（
書
陵
部
蔵
定
家
系
三
十
六
人
集
）
㎜
に
新

千
載
集
と
同
じ
第
二
句
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。

後
拾
遺
集
に
は
次
の
屏
風
歌
三
首
が
「
清
原
元
輔
」
と
な
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
天
暦
御
時
の
御
屏
風
に
小
鷹
狩
す
る
野
に
た
び
び
と
の
や
ど
れ
る

　
　
　
　
　
と
こ
ろ
を
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
原
元
輔

314353415

あ
き
の
の
に
か
り
ぞ
く
れ
ぬ
る
を
み
な
へ
し
こ
よ
ひ
ば
か
り
の
や
ど
も
か

さ
な
ん

　
　
　
天
暦
御
蓋
御
屏
風
に
き
く
を
も
て
あ
そ
ぶ
い
へ
あ
る
と
こ
ろ
を
よ

　
　
　
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
原
元
輔

う
す
く
こ
く
い
ろ
ぞ
み
え
け
る
き
く
の
は
な
つ
ゆ
や
心
を
わ
き
て
お
く
ら

ん　
　
　
天
暦
御
時
の
御
屏
風
の
歌
に
十
二
月
ゆ
き
ふ
る
と
こ
ろ
を
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
原
元
輔

わ
が
や
ど
に
ふ
り
し
く
ゆ
き
を
は
る
に
ま
だ
と
し
こ
え
ぬ
ま
の
花
と
こ
そ

み
れ

（
1
6
）

　
　
　
　
　
　
訳
し
ら
川
に
殿
上
の
人
人
い
き
た
り
け
る
に

　
　
　
1
　
春
き
て
ぞ
人
も
と
ひ
け
る
山
里
は
花
こ
そ
宿
の
あ
る
じ
な
り
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
お
な
じ
所
に
紅
梅
う
ゑ
た
り
つ
る
に
は
じ
め
て
花
さ
き
た
る
に
お
は

　
　
　
　
　
　
　
し
た
り
け
る
に
、
女
御
の
御
も
と
に

　
　
　
2
　
う
ゑ
し
ょ
り
し
た
ま
つ
も
の
を
山
里
の
温
み
に
さ
そ
ふ
人
の
な
き
か
な

　
　
　
　
　
　
　
返
し

　
　
　
3
　
う
ゑ
お
き
し
花
な
か
り
せ
ば
よ
も
ぎ
ふ
を
何
に
つ
け
て
か
思
ひ
出
で
ま
し

　
　
　
　
　
　
あ
め
の
う
ち
に
山
ざ
と
の
梅
を
思
ふ
と
い
ふ
こ
と
を

　
　
　
4
　
山
ざ
と
の
梅
を
思
ふ
に
雨
ふ
れ
ば
た
だ
に
も
ち
ら
で
色
や
ま
さ
ら
ん

（
1
7
）
　
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
今
著
聞
集
（
上
）
』
　
巻
五
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　
花
山
院
、
紅
梅
の
御
歌
の
事

　
　
　
　
花
山
院
、
御
ぐ
し
お
ろ
さ
せ
給
ひ
て
後
、
叡
山
よ
り
下
ら
せ
給
ひ
け
る
に
、

　
　
　
東
坂
本
の
辺
に
、
紅
梅
の
い
と
お
も
し
ろ
う
咲
き
た
り
け
る
を
、
立
ち
と
ど
ま

　
　
　
ら
せ
給
ひ
て
、
し
ば
し
御
覧
ぜ
ら
れ
け
り
。
惟
成
の
弁
の
入
道
、
御
供
に
候
ひ

　
　
　
け
る
が
「
王
位
を
す
て
て
御
出
家
あ
る
程
な
ら
ば
、
こ
れ
体
の
た
は
ぶ
れ
た
る

　
　
　
御
振
舞
は
あ
る
ま
じ
き
御
事
に
候
ふ
」
と
申
し
侍
り
け
れ
ば
、
よ
ま
せ
給
う
け

　
　
　
る
、

　
　
　
　
　
色
香
を
ば
思
ひ
も
い
れ
ず
梅
の
三
つ
ね
な
ら
ぬ
世
に
よ
そ
へ
て
ぞ
み
る

四
五


