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『鳥
歌
合
』
覚
書

一　
は
じ
め
に

中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
製
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
彩
し
い
数
の
物

語
草
紙
類
に
は
、
「異
類
物
」
と
呼
ば
れ
る
、
動
植
物
を
主
人
公
と
す
る

一
群
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
中
に
は
、
登
場
す
る
動
植
物
が
歌
合
を
催

す
と
い
う
形
の
も
の
が
数
点
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
歌
合
を
含
め
た
異
類

物
は
、
作
者
圏
な
ど
に
つ
い
て
興
味
深
い
問
題
を
提
供
し
て
く
れ
る
点

容

噂

鱗

で の
諄

上‐こ
野

酬

詳

駆

動

転

霧

林
碑

下
、
「鳥
歌
合
し

も
、
そ
う
し
た
作
品
の
中
の

一
つ
で
あ
る
。
本
稿
は
、

こ
の

『鳥
歌
合
』
に
関
し
て
い
さ
さ
か
気
付
い
た
点
を
報
告
す
る
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
本
作
品
は
、
本
号

「詞
林
」
に
伊
井
春
樹
先
生
に
よ

る
翻
刻

・
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。
本
稿

で
も
、
こ
の
本
文
を
用
い
る

（引
用
に
際
し
て
は
私
に
句
読
点
を
付
し
た
）。

一
一

「鳥
歌
合
』
の
詠
者

・
和
歌

。
判
詞

山
崎
　
」浮

『鳥
歌
合
』
の
内
容
に
つ
い
て
点
描
を
試
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
「鳥
歌
合
』
の
詠
者
で
あ
る
鳥
は
、
三
十
六
羽

（十
八
番
）、
判

者

一
羽

（鶴
）
の
、
都
合
三
十
七
羽
で
あ
る
。
詠
者
の

「三
十
六
」
と

い
う
数
は
、
一二
十
六
歌
仙
の
伝
統
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
歌
合
の

構
成
及
び
勝
敗
は
、
以
下
の
如
く
と
な
っ
て
い
る
。

一
番

左

（持
）

鶯

右
　
　
　
鶴
鵠

三
番

左
　
　
　
薦

右

（勝
）

鶉

五
番
　
左

（持
）

静

右

　

　

雀

七
番
　
左

（勝
）

鳴

右
　
　
　
尾
長

九
番
　
左

（持
）

鷺

右

　

　

鶉

二
番

左

　

　

鳶

右

（睦
　
鵬

四
番
　
左
　
　
　
鳥

右

（勝
）

百
舌

六
番
　
左

（勝
）

雉

右

　

　

鳩

八
番
　
左

（勝
）

水
鶏

右
　
　
　
雲
雀

十
番
　
左

（持
）

鴨

右
　
　
　
火
焼
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鵡 鵜 蒻
鷲

驚 鵬
輩

鳩

十

一
番

左
　
　
　
鴛

　
　
　
　
十
二
番

左

（勝
）

右

（勝
）

山
唐
　
　
　
　
　
　
　
　
右

十
三
番
　
左

（勝
）

五
位
　
　
　
　
十
四
番
　
左

（持
）

右
　
　
　
鵜
　
　
　
　
　
　
　
　
右

十
五
番
　
左
　
　
　
鶴
　
　
　
　
　
十
六
番
　
左

右

（勝
）

鴫
　
　
　
　
　
　
　
　
右

（勝
）

十
七
番
　
左

（勝
）

鵜
　
　
　
　
　
十
八
番
　
左

（持
）

右
　
　
　
水
礼
　
　
　
　
　
　
　
　
右

な
お
、
五
番
の
左
歌
で
は
、

か
り
人
に
の
む
て
ふ
い
を
の
数
そ
へ
ば
お
し
か
え
さ
る
ゝ
む
ね
の

く

る

し

さ

と
明
ら
か
に
「鵜
飼
」
の
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

輸
漏
¨
』
鳳

な 「緩
ず
ぁ
ひ
る
こ

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
誤

さ
て
、
登
場
す
る
こ
れ
ら
の
鳥
は
特
に
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
参

照
の
た
め
、
他
の
歌
合
の
構
成
を
次
に
挙
げ
て
み
る
。
傍
線
を
付
し
た

も
の
は
、
「鳥
歌
合
」
と
重
な
る
鳥
達
で
あ
る
。

・
内
閣
文
庫
蔵

『鳥
歌
舗
』
（判
者
は
驚
）

一
番

（翻
倒
・時
鳥
）、
一
一番

（割
卸

‥
―
‐‥ロ
ワ
、
一二
番

（到
島
鋼
Ｊ
、

四
番

（日

心

Ｊ

、
五
番

飛
劉

・Ｊ

、
エハ
番

（司

・Ｕ

、
七

番

（千
鳥
ｔ
り

、
人
番

（司
司
刷
・箸
鷹
）、
九
番

（月
基
Э
、
十

番

（酬
倒
‐・
四
十
雀
）、
十

一
番

（瑠
璃

・
駒
鳥
）、
十
二
番

（期
・．

鵬
）、
十
二
番

（菊
戴

・寺
啄
）、
十
四
番

（鶏

・
鵜
）
、
十
五
番

（鷲

・
倒
）

・
内
閣
文
庫
蔵

『鳥
虫
あ
は
せ
』
（判
者
は
ひ
き
蛙
）

一
番

（矧
刊
島
Ｊ
、
二
番

（劇

。，
時
鳥
）
、
三
番

（剰

・‥
蛍
）、
四

番

（司

・
斑
鳩
）、
五
番

（蝙
蝠
・
蝶
）、
六
番

（河
鹿

・
蜻
蛉
羽
）、

七
番

（蜂

・
雨
蛙
）、
人
番

（樵
虫

・
期
刊
）、
九
番

（劉
劉
・
嘲

「轡
０
、
十
番

（む
さ
さ
び
・．コ
回
Ｊ
、
十

一
番

（劇

■Ｉ
Ｊ
、
十

二
番

（期
引
Ｆ
斑
鳩
）、
十
三
番

（む
さ
さ
び

・
靖
蛉
羽
）、
十
四

番

（劉
・
雨
蛙
）、
十
五
番

（司

・時
鳥
）、
十
六
番

（蝙
蝠
・
蛍
）、

十
七
番

（蜂
・蝶
）、
十
八
番

（塑
「
・劉
Ｊ

、
十
九
番

（樵
虫
・

一割
図
Ｕ
、
二
十
番

（河
鹿

・
□
日
３

・
『
四
生
の
歌
合
』
所
収

「と
り
の
歌
合
」
（判
者
は
鷲
）

一
番

（司
占
り
、
二
番

（劇
刷
島
Ｊ
、
三
番

（劇
倒
・
四
十
雀
）、

四
番

（剣

島
り
、
五
番

（時
鳥

・倒
）、
六
番

（燕

・
駒
鳥
）、
七

番

（頬
白

・
火
雀
）、
人
番

（猿
子
・
醐
）、
九
番

（鶏
・謝
）、
十

番

（珂
矧
劇
・，
蝙
蝠
）、
十

一
番

（剣

・‐熊
鷹
）、
十
二
番

（列
測
・．

洲
剰
）、
十
三
番

（倒
詞
・都
鳥
）、
十
四
番

（月

・
椋
鳥
）、
十
五

番

（千
鳥

・
測
Ｊ

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
多
く
の
鳥
が
重
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
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る
。
ま
た
、
右
に
挙
げ
た
三
書
の
中
に
見
え
な
く
と
も
、
「尾
長
」
や

「都
鳥
」
な
ど
は
、
や
は
り
鳥
達
が
和
歌
を
詠
ず
る

『あ
だ
物
語
」
（寛

永
十
七
年

（
Ｉ
ハ
四
〇
）
刊
）
の
中
に
登
場
す
る
。
「鳥
歌
合
』
の
詠
者
達

は
、
全
て
他
作
品
に
そ
の
名
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
鳥
な
の
で
あ

２一
。た

だ
し
、
順
番
や
組
み
合
わ
せ
ま
で
が

一
致
す
る
こ
と
は
な
い
。
ち

な
み
に
他
の
作
品
同
士
で
は
、
内
閣
文
庫
蔵

『鳥
歌
合
」
六
番
と

『
四

生
の
歌
合
」
一
番
と
が

「鳶

・
烏
」
、
内
閣
文
庫
蔵

「鳥
歌
合
」
十
番
と

『
四
生
の
歌
合
〓
二
番
と
が

「山
雀

。
四
十
雀
」
の
組
み
合
わ
せ
で

一
致

す
る
も
の
の
、
そ
乱
以
外
は
、
や
は
り
同
じ
に
な
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

な
い
よ
動
で
あ
る
。
構
成
に
関
し
て
は
個
々
の
作
品
の
問
題
と
す
べ
き

で
あ
ろ
つヽ
。

鳥
達
が
詠
む
和
歌
は
、
比
較
的
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
三
番
の
右
歌
は
、

秋
深
き
木
の
実
も
と
む
る
朝
旦
身
は
ひ
へ
と
り
の
名
こ
そ
つ
ら
け

れ

と
あ
り
、
「身
が
冷
え
る
」
こ
と
と
詠
者

「鴇
」
の
名
が
掛
詞
と
な

っ
て

い
る
が
、
こ
れ
と
同
趣
の
も
の
は
、
「あ
だ
物
語
」
に
も
あ
る
。
以
下
に

挙
げ
て
み
よ
う
。

夜
も
す
が
ら
君
を
こ
ひ
ぬ
る
ひ
と
り
ね
に
身
の
ひ
え
鳥
と
き
ら
は

れ
や
せ
ん

こ
れ
以
外
の
も
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鳥
の

一
般
的
な
属
性
を
詠
み
込
む

こ
と
が
多

い
。

そ
し
て
判
詞
に
つ
い
て
だ
が
、
」ゝ
の
よ
う
な
異
類
物
の

一
側
面
と
し

て
、
様
々
な
知
識
の
提
示
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
「鳥
歌
合
』
も
そ
の
例

に
漏
れ
ず
、
種
々
の
和
歌

・
故
事
を
そ
の
判
詞
に
記
し
て
い
る
。
今
、

そ
れ
ら
を

一
々
列
挙
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
十
番
に
お
け
る
次
の
箇

所
な
ど
は
注
目
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

右
の
腎
も
、
火
を
焼
と
い
ふ
に
付
て
、
衛
士
を
取
出
さ
れ
た
る
事

も
よ
り
所
な
き
に
は
あ
ら
さ
れ
と
も
、も
と
よ
り
衛
士
の
た
く
ひ

な
ら
ぬ
事
は
誰
も
ノ
ヽ
し
れ
る
事
也
。是
人
と
我
ら
と
同
し
物
な

ら
ぬ
故
な
り
。
た

ヽ
い
ま
め
か
し
き
や
う
に
や
聞
え
な
ん
。
い
や

し
き
を
賎
と
い
ひ
、愚
に
し
て
お
ろ
か
な
る
と
い
は
ん
事
は
不
可

然
と
丹
山
隠
士
法
印
は
教
へ
給
ふ
な
と
聞
え
侍
り
。
け
に
も
と
そ

お
も
ひ
給
ひ
ぬ
る
。

こ
れ
は
、
「火
焼
」
が

「我
身
は
衛
士
の
た
く
ひ
な
ら
ぬ
を
」
と
詠
ん
だ

こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
わ
か
り
き
つ
た
こ
と
を
詠
ん
で
は
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に

「丹
山
隠
士
」
の
名
が
見
え
る

こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
細
川
幽
斎
の
こ
と
だ
か

ら
で
あ
る
。
彼
の
教
え
と
し
て
引
か
れ
る

「
い
や
し
き
を
賎
と
い
ひ
、

愚
に
し
て
お
ろ
か
な
る
と
い
は
ん
事
は
不
可
然
」
と

一
致
す
る
文
言
は

今
の
と
こ
ろ
見
出
せ
て
い
な
い
も
の
の
、
幽
斎
の
歌
学
を
伝
え
る

「聞

書
全
集
』
に
、

。
お
ろ
か
な
る
身
、
数
な
ら
ぬ
身
な
ど
の
詞
、
人
に
よ
り
ゆ
め
ノ
ヽ

不
可
詠
。
愚
な
ら
ず
、
又
数
な
る
う
へ
よ
り
云
ふ
事
な
り
。

。
当
座
に
の
ぞ
ん
で
読
む
歌
に
、
或
出
家
に
法
の
道
、
さ
と
り
の
道

―-37-―



の
な
ど
云
ふ
詞
、
武
士
に
も
の
ヽ
ふ
の
道
、
い
さ
む
心
な
ど
云
ふ

詞
、
賤
な
ど
の
さ
び
し
き
と
い
ふ
事

〈
但
之
は
こ
な
た
か
ら
思
ひ

や
り
て
は
読
む
べ
し
。
其
身
に
な
り
て
は
読
む
べ
か
ら
ず
。
是
読

み
方
の
口
伝
な
り
〉漁
父
な
ど
貴
人
に
身
を
な
し
て
読
む
は
悪
し

く
、
貴
人
が
漁
父
に
は
読
む
な
り
。

と
い
う
類
似
の
説
が
認
め
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く

『鳥
歌
合
』
の
引
く
幽

斎
の
言
葉
に
は
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
下
敷
き
に
あ
る
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。
と
す
れ
ば

『鳥
歌
合
」
の
成
立
は
、
細
川
幽
斎
の
活
躍
し
て
い

た
時
代
よ
り
前
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

一二

『鳥
歌
合
』
の
成
立
年
代

で
は
、
「鳥
歌
合
』
の
成
立
は
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
こ
の

点
を
考
え
て
み
た
い
。

識
語
に
「時
に
宝
永
五
つ
ち
の
え
子
の
と
し
十
二
月
十
と
八
日
／
終

日
雪
ふ
り
け
る
日
う
つ
し
畢
ぬ
／
志
気
飛
路
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
宝

永
五
年
２
七
〇
八
）
十
二
月
十
八
日
を

一
応
の
下
限
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
第
二
節
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
本
文
に
は
誤
写
と

思
わ
れ
る
部
分
も
存
在
す
る
の
で
、
現
存

「鳥
歌
合
』
の
親
本
の
存
在

が
想
定
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
成
立
は
宝
永
五
年
十
二
月
十
八
日
を
遡

る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な
お
、
書
写
者
で
あ
る

「志
氣
飛
路
」
、

お
そ
ら
く

「
し
げ
ひ
ろ
」
と
思
わ
れ
る
こ
の
人
物
に
関
し
て
は
不
明
で

あ
る
。

一
方
上
限
は
い
つ
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
」ゝ
れ
も
は
つ
き
り
と
は
特

定
で
き
な
い
な
が
ら
、
本
文
中
に
そ
れ
を
示
唆
す
る
手
が
か
り
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

一
つ
が
前
節
最
後
に
触
れ
た
十
番
の
判
詞
に

見
え
る
「丹
山
隠
士
法
印
」
、
す
な
わ
ち
細
川
幽
斎
の
名
で
あ
る
。
幽
斎

難

「丹
山
隠
士
」
の
名
を
、
天
正
十
二
年

（
一
五
八
四
）
に
は
使
っ
Ｘ
お

り
、
ま
た
法
印
に
叙
せ
ら
れ
た
の
は
天
正
十
三
年
十
月
六
日
で
あ
る
か

ら
、
「鳥
歌
合
』
は
そ
れ
以
降
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
う

一
つ
は
、
跛
文
に
記
さ
れ
た

「江
府
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ

れ
は
江
戸
幕
府
の
こ
と
で
あ
り
、
」ゝ
れ
に
よ
っ
て
成
立
は
少
な
く
と
も

江
戸
幕
府
が
成
立
し
た
慶
長
八
年

（
Ｉ
ハ
Ｑ
こ

以
降
で
あ
る
こ
と
が

確
実
と
な
り
、
細
川
幽
斎
以
後
と
い
う
点
と
も
矛
盾
し
な
い
。

そ
れ
で
も
識
語
に
記
さ
れ
た
年
ま
で
に
は
百
年
ほ
ど
の
間
が
あ
り
、

成
立
年
代
を
特
定
し
た
な
ど
と
は
と
て
も
い
え
な
い
の
だ
が
、
」ゝ
の
よ

う
な
ほ
こ
ろ
び
と
も
い
え
る
、
わ
ず
か
な
材
料
か
ら
、
「鳥
歌
合
』
が
近

世
に
お
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
跛
文
に
つ
い
て

「鳥
歌
合
』
に
お
い
て
非
常
に
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
縁
起
と
い
う

べ
き
跛
文
で
あ
る
。
本
節
で
は
跛
文
に
関
し
、
気
付
い
た
点
を
い
く
つ

か
報
告
し
た
い
。

跛
文
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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①
美
濃
国
に
無
軒
処
士
と
い
う
人
が
い
た
。
彼
は
昔
九
卿
の
家
に
給

仕
し
て
い
た
。

②
処
士
は
、
和
歌
の
道
に
も
造
詣
深
か
っ
た
。

③
主
人
で
あ
る
亜
相
の
没
後
、
処
士
は
都
を
出
て
美
濃
国
に
腰
を
落

ち
着
け
た
。

④
武
蔵
の
江
府
へ
下
っ
た
同
志
の
友
を
追
っ
て
、
処
士
も
美
濃
国
を

出
た
。

③
駿
河
国
の
沖
津
で
、
宿
の
主
人
と
語
り
合
っ
た
。

③
処
士
は
、
一二
保
の
明
神
に
参
詣
す
る
こ
と
を
願
い
、
主
人
も
了
承

し

た

。

⑦
明
日
、
処
士
は
主
人
他
数
名
と
舟
で
三
保
の
浦
に
渡
っ
た
。

③
処
士
が
あ
る
岩
に
腰
を
か
け
て
い
る
と
、
老
翁
が
現
れ
た
。

⑨
老
翁
は
処
士
を
待
ち
続
け
て
い
た
こ
と
を
告
げ
、
王
を
授
け
て
消

え

て
し
ま

っ
た
。

⑩
処
士
が
玉
に
耳
を
あ
て
る
と
、
鳥
達
が
歌
合
を
催
す
相
談
が
聞
え

て
き
た
。

①
処
士
が
写
し
取

っ
た
こ
の
歌
合
を

（筆
者
は
）
借
り
て
写
し
た
。

⑫
処
士
は
こ
れ
以
降
、
ま
す
ま
す
和
歌
の
道
に
励
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
跛
文
の
主
人
公
で
あ
り
、
鳥
達
の
歌
合
を
聞
い
て
写
し
取
っ
た

無
軒
処
士
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
全
く
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
異

類
歌
合
に
お
い
て
、
動
物
達
の
歌
合
を
じ
か
に
見
聞
し
た
人
間
を
設
定

す
る
の
は
常
套
で
あ
り
、
「四
生
の
歌
合
』
で
も
、

…
霜
む
す
ふ
、
に
わ
の
あ
さ
ち
ふ
に
、
か
す
ノ
ヽ
あ
つ
ま
る
、
む

し
の
、
月
に
み
へ
侍
し
。
ね
ら
れ
ぬ
ま

ヽ
に
、
ま
く
ら
を
そ
ば
た

て
、
よ
も
す
か
ら
、
か
れ
ら
が
あ
り
さ
ま
を
、
み
ゐ
た
る
に
、
い

と
あ
わ
れ
に
、
又
お
か
し
き
事
も
侍
り
し
程
に
、
あ
け
て
、
物
か

た
り
の
た
ね
に
や
と
、
お
ぼ
ゆ
る
を
、
こ
ヽ
に
、
か
き
つ
ゝ
り
侍

２
一
。

と
記
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
無
軒
処
士
は

創
作
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
し
、
実
在
の
人
物
か
否
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
」ゝ
れ
以
上
考
察
す
る
材
料
も
持
ち
合
わ
せ
て

い
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
こ
の
無
軒
処
士
に
関
し
て
は
、
以
下
に
引
用
す

る
よ
う
な
気
に
な
る
記
述
が
あ
る
。
い」
れ
は
無
軒
処
士
が
友
人
を
訪
ね

て
江
戸
へ
と
下
る
途
次
、
一二
保
の
松
原
に
留
ま

っ
た
と
い
う
箇
所
で
あ

２一
。

東
海
道
の
順
路
に
か
ゝ
り
て
、
鳴
海
潟
の
塩
干
を
な
か
め
、
一
一村

山
を
よ
所
に
見
な
し
、
今
切
の
渡
り
わ
つ
ら
ひ
な
く
、
と
を
つ
あ

ふ
み
を
し
の
き
、
劉
Ы
洲
割
刺
Ｊ
罰
朝
Ｈ
Ｈ
創
引
剛
¶
Щ
を
こ
え
、

う
つ
の
山
う
つ
ゝ
に
わ
け
入
蔦
の
細
道
を
た
と
り
、駿
河
の
国
な

る
沖
津
の
す
く
に
一
夜
か
り
ね
を
定
め
て
立
入
ぬ
“此
所
は
北
は

山
高
く
、
石
巌
み
ね
す
る
と
く
、
松
風
琴
の
し
ら
へ
を
か
り
、
行

人
罪
馬
よ
る
と
な
く
昼
と
な
く
行
か
ひ
物
さ
は
か
し
く
、南
は
限

り
し
ら
れ
ぬ
槍
海
漫
々
と
し
て
、
雲
の
波
、
煙
の
浪
、
川
劉
劉
刻
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引
剌
剰
＝
瓢
掛
「
制
制
Ч
切
ｕ
利
の
い
は
ん
か
た
な
く
、浦
を
へ
た

て
ヽ
三
保
の
松
原
緑
ふ
か
く
、湖
劃
ｑ
川
引
引
川
ヨ
側
ｑ
樹
劇
ｄ

よ
ま
せ
給
ひ
し
事
な
と
思
ひ
出
て
…

注
意
さ
れ
る
の
は
、
「あ
ま
く
た
り
け
ん
三
保
の
松
原
」
と
、
羽
衣
伝
説

を
詠
ん
だ
和
歌
の

一
節
が
引
か
れ
、
そ
こ
に

「よ
ま
せ
給
ひ
し
」
と
尊

敬
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
跛
文
の
地
の
文
で
は

「給

ふ
」
は
三
回
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
う
ち
の

一
つ
が
右
の
箇

所
な
の
で
あ
る
。
こ
の
直
前
で
の
二
首
の
和
歌

翁
お
も
ひ
き
や
∵
「水
や

空
そ
ら
や
た
プ
の
引
用
に
お
い
て
「給
ふ
」が
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、こ

こ
で
の
使
用
に
は
、
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
以
外
の

「給
ふ
」
の
例
は
、
無
軒
処
士
が
三
保
の
明
神
へ
参
詣

し
よ
う
と
し
た
箇
所
に
あ
り

（残
る
一
例
に
つ
い
て
は
後
述
）、

う
し
ろ
を
か
へ
り
み
れ
は
、
ふ
し
の
高
根
雲
に
そ
ひ
え
、
峯
の
白

妙
の
雪
の
光
り
春
海
に
映
し
て
、
い
は
ん
か
た
な
し
。
打
田
ｑ
冽

測
劇
劃
可
刻
副
冽
月
コ
網
剣
劃
刺
劇
郵
９
Ｊ
向
か
け
も
、か

ヽ
る
け

し
き
に
こ
そ
、
と
し
ら
れ
ぬ
。

と
い
う
よ
う
に
、
歌
聖
山
辺
赤
人
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
な

れ
ば

「あ
ま
く
た
り
け
ん
三
保
の
松
原
」
と
詠
ん
だ
人
物
に
は
、
赤
人

に
匹
敵
す
る
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

で
は
、
詠
者
は
い
っ
た
い
誰
な
の
か
。
実
は
極
め
て
似
た
和
歌
が
、

寛
文
九
年

■

六
六
九
）
に
編
纂
さ
れ
た
烏
丸
光
広
の
歌
集

「黄
葉
和
歌

集
』
巻
第
七
覇
旅
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（清
見
が
せ
き
）

囲
世
に
し
ら
ぬ
な
が
め
な
れ
ば
や
天
人
の
湖
劃
ｄ
測
「
劇
――
ョ
悧
日
ｑ

樹
劇

加
え
て
、
橘
り
つ
氏
の
報
缶
に
よ
れ
ば
、
類
題
本
で
あ
る
大
分
県
臼
杵

市
立
臼
杵
図
書
館
蔵
写
本
に
お
い
て
は
、
傍
線
部
が

「あ
ま
く
た
り
け

ん
み
ほ
の
松
原
」
と
な
っ
て
お
り
、
「鳥
歌
合
」
と

一
致
す
る
。
お
そ
ら

く
無
軒
処
士
が

「思
ひ
出
」
た
の
は
、
こ
の
光
広
の
和
歌
で
あ
ろ
う
。

光
広
な
ら
ば
、
「給
ふ
」
が
用
い
ら
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
と
い
え

る
。
ま
た
、
周
知
の
如
く
光
広
は
、
勅
使
と
し
て
幾
度
も
江
戸
へ
下
向

し
、
「あ
づ
ま
の
道
の
記
∵

「東
行
記
∵

『春
の
曙
」
と
い
っ
た
紀
行
を

残
し
て
い
る
。
右
の
和
歌
は
そ
れ
ら
の
作
品
に
見
え
な
い
も
の
の
、
旅

の
途
上
に
思
い
浮
か
べ
る
も
の
と
し
て
、
適
当
な
も
の
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
都
を
出
る
前
の
無
軒
処

士
の
経
歴
で
あ
る
。

美
濃
の
国
何
の
郡
と
や
ら
ん
に
無
軒
庭
士
と
い
ふ
人
あ
り
。
い
つ

れ
の
国
の
人
と
い
ふ
事
を
し
ら
す
。
此
人
其
む
か
し
無
下
に
い
と

け
な
か
り
し
時
よ
り
、九
卿
の
家
に
給
仕
し
て
凡
三
拾
余
年
の
光

陰
を
か
さ
ね
、も
と
よ
り
智
恵
さ
と
く
心
す
な
ほ
に
し
て
さ
ま
い

や
し
か
ら
す
。
先
祖
も
た

ヽ
し
き
ほ
と
に
や
、
大
和
歌
の
道
に
も

其
器
に
あ
た
り
、ま
し
て
や
其
比
世
に
亀
鑑
と
せ
し
御
も
と
に
侍

れ
は
、と
に
つ
け
か
く
に
付
て
此
道
の
お
も
む
き
も
承
り
博
え
て

詞
の
露
光
を
み
か
き
心
の
泉
庭
井
ふ
か
く
つ
か
ふ
ま
つ
り
て
け
る



に
、
コ
利
回
引
劉
引
劇
樹
醐
淵
劇
ＴＩＩ
「、
都
を
う
か
れ
出
て
心
の
行

方
に
さ
す
ら
ひ
身
を
風
塵
に
ま
か
せ
つ
ヽ
嗜
き
あ
る
き
け
る
に
、

さ
る
へ
き
す
く
せ
に
や
、
此
国
に
あ
し
を
と

ヽ
め
ぬ
。

右
の
跛
文
冒
頭
部
分
に
よ
れ
ば
、
無
軒
処
士
は
幼
い
頃
か
ら

「九
卿
の

家
」
に
出
仕
し
、
そ
れ
は
お
よ
そ
三
十
余
年
に
及
ん
だ
と
い
う
。
こ
の

「九
卿
」
と
は
、
後
に
出
て
く
る

「亜
相

（大
納
言
の
唐
名
こ

の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
の
「亜
相
」
は
和
歌
の
道
に
お
い
て
は
当
時
の
「亀
鑑
」
で

あ
り
、
無
軒
処
士
も
彼
か
ら
和
歌
を
学
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
傍
線
部
を

見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
三
例
の

「給
ふ
」
の
う
ち
、
残
る

一
つ
は
こ

こ
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
と
も
に

「給
ふ
」
を
用
い
ら

れ
る

「亜
相
」
と
、
先
ほ
ど
の
鳥
丸
光
広
と
は
何
か
関
係
が
あ
る
の
だ

ろ
つヽ
か
。

「江
府
」
の
名
が
あ
る
以
上
、
無
軒
処
士
の
生
き
て
い
た
時
代
ど
し

て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
を
江
戸
幕
府
成
立
以
後
と
見
る
こ
と
は
許
さ
れ

よ
う
。
そ
こ
で
幕
府
成
立
の
慶
長
八
年
か
ら

「鳥
歌
合
』
成
立
の
下
限

で
あ
る
宝
永
五
年
ま
で
の
間
に
、
大
納
言
で
没
し
た
人
物
を

「公
卿
補

任
』
に
よ
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
五
十

一
人
が
そ
れ
に
該
当
す
る
の
だ

が
、
寛
永
十
五
年

（
三
舎
一人
）
に
没
し
た
烏
丸
光
広
も
そ
の
中
に
含
ま

れ
て
い
る
。
し
か
も
光
広
は
、
慶
長
十

一
年

（
三
ハ
０
上０

正
月
十

一
日

に
参
議
正
四
位
上
と
な
り
、
一九
和
二
年

２
六
一
工０

二
月
十
三
日
に
権

大
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
彼
が
公
卿
で
あ

つ
た
の
は
約
三
十

三
年
間
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
無
軒
処
士
が
出
仕
し
て
い
た

「三
十
余
年
」
と
微
妙
に
重
な
っ
て
い
る
。

無
軒
処
士
が
仕
え
、
そ
し
て
和
歌
を
学
ん
だ

「亜
相
」
に
は
、
烏
丸

光
広
の
如
き
人
物
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」ヽ
の

よ
う
に
考
え
れ
ば
、
無
軒
処
士
が
光
広
の
和
歌
の

一
節
を

「思
ひ
出
」

す
こ
と
も
決
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も

し
、
跛
文
の

「亜
相
」
に
烏
丸
光
広
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の

推
測
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
「鳥
歌
合
」
の
成
立
も
光
広
没
後
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
以
上
の
深
入
り
は
避
け
る
。

さ
て
、
も
う

一
つ
、
こ
の
跛
文
に
お
い
て
興
味
を
覚
え
る
の
は
、
ど

こ
か
ら
と
も
な
く
現
れ
、
そ
し
て
消
え
た
老
翁
か
ら
与
え
ら
れ
た
王
に

よ
っ
て
、
無
軒
処
士
が
鳥
達
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
点
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
す
ぐ
さ
ま
想
起
さ
れ
る
の
は
、
「聴
耳
」
「聴
耳
づ
き

ん
」
の
話
型
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
看
過
で
き
な
い
の
が
安
倍
清
明
の

け繰和われがほ甜一哺制約雌神舞らっぃ諏租ど蝉型面瑯４４↑罐

鮮
ん詢』疇̈
『顎
鷺
葬
語
「た再
寄
どわ稀

に憂
笠
鍵
ゴ
独
餐

腱̈
婦御』凱蝶″利“”「̈
″μＭ一か磁』↓炉ぼ””

証
轟
摯
嘘
購跨
髪
発
崎
」髪

知ることのできる
「こがねのはこ」、そしてさらに、



又
す
い
し
ゃ
う
の
こ
と
く
成
、
か

ゝ
や
く
玉
を
取
出
し
、
此
玉
を

み

ヽ
に
あ
て
、
聞
時
は
、
鳥
け
だ
物
の
な
く
こ
ゑ
、
手
に
取
こ
と

く
に
聞
し
り
、
様
々
、
き
と
く
是
お
お
し

と
、
鳥
獣
の
声
を
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
玉
を
清
明

貧
し
の
た
づ
ま
」
で

は

「は
る
あ
き
ら
し

に
与
え
る
。
そ
し
て
清
明
は
、
出
世
の
き

っ
か
け

と
な

っ
た
鳥
の
話
を
聞
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

い
つ
く
共
な
く
、
か
ら
す
二
ひ
き
、
と
び
来
り
、
の
き
に
と
ま
り

て
し
は
し
か
間
さ

へ
つ
り
し
を
、
は
る
あ
き
ら
、
あ
や
し
く
思

ひ
、
母
の
や
か
ん
が
あ
た

へ
し
、
く
た
ん
の
王
を
取
出
し
、
み

ヽ

に
お
し
あ
て
聞
い
た
り

（第
四
）

「玉
」
を
耳
に
当
て
て
鳥
の
話
を
聞
く
所
が
、
「鳥
歌
合
』
に
お
け
る
無

軒
処
士
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、　
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ

つヽ
。参

考
に
、
「し
の
た
づ
ま
」
に
先
行
す
る
も
の
を
見
て
み
る
と
、
最
古

の
例
で
あ
る

「臥
雲
日
件
録
抜
尤
』
で
は
、
鳥
獣
の
声
を
聞
く
道
具
そ

の
も
の
が
記
さ
れ
て
お
ら
発
）
「宣
豊
抄
』
で
は
、
耳
に
薬
を
塗
っ
た

こ
と
で
鳥
獣
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
。
ま

た
、
浅
井
了
意
作

「安
倍
晴
明
物
証
鴫
ガ
寛
文
二
年

（
Ｉ
ハ
ユ全
じ
刊
）
で

は
、
小
蛇
を
救

っ
た
お
礼
に
清
明
は
、
コ

青
丸
」
を

「耳
と
目
」
と
に

入
れ
ら
れ
た
と
す
る
。
こ
の

「青
丸
」
は
、
後
で
、

鳥
け
だ
も
の
ヽ
、
な
く
声
に
は
。
物
い
ふ
事
、
手
に
と
る
ご
と
く

に
聞
分
る
。
」ゝ
れ
は
そ
も
、
我
な
が
ら
、
い
か
成
ゆ
へ
や
ら
ん
と
。

思
ふ
に
も
、
か
の
竜
宮
に
て
、
日
と
耳
と
に
。
薬
を
さ

ヽ
れ
し
故

也
…

と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「薬
」
で
あ
る
。
そ
れ
と
、
「
し

の
た
づ
ま
」
で
の

「玉
」
と
で
は
、
決
定
的
に
違
う
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
以
上
の
比
較
か
ら
も
、
「鳥
歌
合
』
が

「し
の
た
づ
ま
』
に
最
も

近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

五
　
お
わ
り
に

以
上
、
『鳥
歌
合
』
に
つ
い
て
、
気
付
い
た
こ
と
を
述
べ
て
み
た
。
成

立
時
期
や
作
者
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の

が
現
状
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
作
品
が
近
世
成
立
の
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
跛
文
に
関
し
て
は
、

「亜
相
」
に
鳥
丸
光
広
の
投
影
が
あ
る
こ
と
、
鳥
の
声
を
聞
く
場
面
が

「
し
の
た
づ
ま
』
の
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

た
だ
、
和
歌

一
首

一
首
や
そ
れ
ぞ
れ
の
判
詞
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く

触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
し
、
跛
文
に
し
て
も
、
な
ぜ

「
三
保
の

松
原
」
に
設
定
し
た
の
か
な
ど
と
い
う
疑
問
も
残
る
。
そ
れ
ら
は
今
後

の
課
題
と

い
う
こ
と
に
し
て
、
ひ
と
ま
ず
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た

い
。

注（１
）
こ
の
よ
う
な
作
品
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
沢
井
耐
三
氏

「
鳩
鷺
合
戦
物
語
」
表
現
考
」
―
悪
鳥
編
―
」
令
国
語
と
国
文
学
」
５９
１
７



昭
和
５７

・
７
）
ｏ
「
鵬
鷺
合
戦
物
語
」
表
現
考
」
―
神
仏
編
―
」
「
国
語

と
国
文
学
」
ω
ｌ
Ю
　
昭
和
５８
・
‐Ｏ
Ｙ

「
鳩
鷺
合
戦
物
語
」
表
現
考
」
―
遊

子
伯
陽
説
話
の
系
譜
と
流
布
―
」
翁
愛
知
大
学
国
文
学
」
２
・
％
　
昭
和
ω
・

３
Ｙ

コ
鵬
鷺
合
戦
物
語
』
表
現
考
」
―
軍
陣
編
―
」
「
国
語
と
国
文
学
」
６５

１
５
　
昭
和
６３
・
５
）
、
石
川
透
氏

コ
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
の
成
立
」
（コ
一

田
国
文
」
Ю
　
昭
和
６３

・
‐２
）
。
「室
町
物
語
の
成
立
背
景
―

『雀
さ
う
し
の

成
立
』
―
」
翁
國
學
院
雑
誌
」
９２
１
１
　
平
成
３

・
１
）
Ｌ
「鳥
獣
戯
歌
合
物

議
巴

の
成
立
背
景
」
η
室
町
芸
文
論
政
』
平
成
３
　
一二
弥
井
書
店
）
、
小
坂
典

子
氏

「「
四
生
の
歌
合
」
と
長
嗜
子

『虫
歌
合
Ｌ

（「仏
教
文
学
」
１５
　
平
成

３

・
３
）、
渡
辺
守
邦
氏

「
あ
だ
物
語
』
考
」
貧
仮
名
草
子
の
基
底
』

昭
和

６‐
　
勉
誠
社
）
な
ど
が
あ
る
。

（２
）
こ
の
ほ
か
に
も
、
六
番
で
は
、
判
詞
の
初
め
の
方
に
、

左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雉

春
の
野
の
草
に
か
く
る

ヽ
妻
ゆ
へ
に
わ
れ
も
ほ
ろ

ヽ
と
鳴
ぬ
日
は
な

し

右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳩

手
を
く
み
て
鳴
音
に
す
か
す
狩
人
に
心
お
か
る

ゝ
秋
そ
も
の
う
き

春
の
野
の
草
葉
か
く
れ
の
妻
恋
に
は
ろ

ヽ
と
な
く
思
ひ
刻
鳴
音

に
す
か
す
秋
の
か
り
人
、
い
つ
れ
も
ノ
ヽ
お
も
ひ
は
切
な
る
す

か
た
に
こ
そ
侍
れ
。
…

と
、
傍
線
に
示
し
た
よ
う
な
意
味
不
明
の

「
の
」
が
あ

っ
た
り
、
十
番
の

判
詞
の
二
行
日
で
は

「本
専
と
し
て
よ
め
る
を
」
の
部
分
が
見
せ
消
ち
に

な

つ
て
い
た
り
す
る
例
も
あ
り
、
現
存
本
が
転
写
本
で
あ
る
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。

（３
）
石
川
透
氏

「国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵

『鳥
歌
合
』
解
題

・
翻
刻
」

翁
三
田
国
文
」
１３
　
平
成
２
・
６
）
参
照
。

（４
）
石
川
透
氏

「国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵

「鳥
虫
あ
は
せ
』
解
題

・
翻

刻
」
「
三
田
国
文
」
１４
　
平
成
３
・
６
）
参
照
。

（５
）
こ
の
他
に
も
気
付
い
た
も
の
を
、
以
下
に
挙
げ
て
み
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
ら
に
し
て
も

『鳥
歌
合
」
と
構
成
が
一
致
す
る
も
の
は
な
い
。

・
「お
も
は
く
可
合
」
（延
宝
九
年

（
一
六
八
一
）
刊
。
歌
舞
伎
評
判
記
だ

が
、
異
類
歌
合
の
体
裁
を
取
っ
て
い
る
。
「歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
別

巻

（昭
和
５２
年
　
岩
波
書
店
）
所
収
）

一
番

↑
つ
そ
・
洲
ｕ
ｄ
明
）
、
二
番

（ひ
が
ら
・
洲
劇
）
、
〓
一番

（時

鳥

・
ｄ
洲
引
）
、
四
番

（ｕ
ｄ
ど
Ｆ
ｕ
割
）
、
五
番

（ち
ど
り

・
劇

Ｎ伺
Ｊ
、
六
番

（石
た
た
き

。
冽
剖
Ｊ
）
、
七
番

（る
り

。
こ
ま
ど

り
）、
八
番

（引
づ
引

・‐
剖
ｕ
）
、
九
番

（Ы
引

・‐
四
十
か
ら
）、
十

番

（洲
国
引
Ｆ
ｕ
割
測
酬
）
、
判
者
　
梅
薗
鶯

ム
鳥
獣
戯
可
合
物
語
」
（歌
合
で
は
な
く
、
上
巻
で
鳥
が
、
下
巻
で
獣

・

虫
が
座
を
決
め
る
た
め
に
和
歌
談
義
を
す
る
と
い
う
も
の
）

青
鳥
、
鷲
、
城
鳥
、
翻
ゞ
斑
鳩
、
鷹
、
旧
ゞ
郭
公
、
喚
子
鳥
、
到

卸

卸

局

岬

岬

奄

嘉

、
回
卿

『

卿

「

樹

鴎
、
翻
、
側
ゞ
千
鳥
、
安
持
村
、
翻
ゞ
測
ゞ
娼
ゞ
田
ヾ
樹
倒
一
鶴
、

回
倒

・
柿
衛
文
庫
蔵

「
鳥
合
』

（
俳
諧
句
合
。
安
都
編
。
北
村
季

吟
判
。
寛
文
八
年

（
一
六
六
八
）
刊
。
丹
波
国
柏
原
を
中
心
と
し
た
俳

士
の
諸
鳥
の
句
を
左
右
に
番
え
て
十
八
番
の
句
合
と
し
、
判
詞
を
記
し

た
も
の
。
題
に
ち
な
む
鳥
の
絵
を
挿
む
。
異
類
物
で
は
な
い
）
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一
番

。
二
番
欠
、
三
番

（千
鳥

・
瑠
璃
）
、
四
番

（馴
三
倒
）、
五
番

Ｇ
日
Л
島
り
、
六
番

（燕

。
到
姐
）
、
七
番

（目
白

。
茅
潜
）、

八
番

（桃
花
鳥
・椋
鳥
）、
九
番

金調
島
り
、
十
番

（猿
子
・頭
鳥
）
、

十

一
番

全
劉
劉
葛
圏
⊃
、
十
二
番

（四
十
雀
・酬
桐
）、
十
三
番

（願

自

・
願
赤
）
、
十
四
番

（劇

・‐
翻
）
、
十
五
番

奮
塁
鳥

・
棚
）
、
十
六

番

（連
雀

・
八
頭
）、
十
七
番

（
欠
Ｖ
駒
鳥
）
、
十
八
番

（鷹

ｉ
劉
）

（６
）
例
え
ば
、
「鳥
虫
あ
わ
せ
』
に
関
し
て
は
、
は
や
く
松
田
修
氏
が
、
判
者

の
ひ
き
が
え
る
は
木
下
長
嗜
子
、
虫
達
は
地
下

・
素
人
歌
人

（特
に
河
鹿
を

打
ｔ
公
範
に
比
定
）、
鳥
達
は
堂
上
・
保
守
的
専
門
歌
人
の
見
立
て
で
あ
り
、

こ
の
作
品
が
木
下
長
嗜
子
と
松
永
貞
徳
の
反
目
を
諷
し
た
も
の
で
あ
る
と
指

摘
さ
れ
た

翁
木
下
長
嗜
子
論
」
貧
日
本
近
世
文
学
の
成
立
』
昭
和
３８
　
法
政

大
学
出
版
局
》
。
近
年
そ
れ
に
対
し
て
、
岡
本
聡
氏
は

「鳥
虫
あ
は
せ
』
が

享
和
二
年

（
一
八
〇
二
）
の
出
来
事
で
あ
る

「堂
上
地
下
三
十
番
歌
合
」
と

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
事
件
の
戯
画
化
で
あ
る
と
考
証
さ
れ
て
い
る

（コ
鳥
虫
あ

は
せ
」
を
め
ぐ
っ
て
」
翁
近
世
文
芸
」
“
　
平
成
１０
・
１
》
。
特
に
岡
本
氏

論
文
で
は
、
各
鳥
虫
達
に
具
体
的
な
人
物
が
比
定
さ
れ
て
い
て
非
常
に
興
味

深
い
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
推
定
が
可
能
な
の
は
、
「鳥
虫
あ
は
せ
」
が
内
閣

文
庫
蔵

『墨
海
山
筆
」
と
い
う
叢
書
の
中
で
、
そ
の
下
敷
き
と
な
っ
た
と
さ

れ
る
『堂
上
地
下
三
十
番
歌
合
」
と
連
続
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
何

度
も
同
じ
詠
者
が
登
場
す
る
と
い
う
構
成
上
の
大
き
な
特
徴
を
備
え
て
い
る

点
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

『鳥
歌
合
』
に
は
、
そ
の
よ
う
な
作
者
や
成
立

事
情
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
と
な
る
べ
き
も
の
は
な
く
、
「鳥
歌
合
」
が
、
何
か
の

パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
配
列
に
際
し
何
か
参
照
に
し
た
も
の

は
な
い
の
か
な
ど
と
い
う
点
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
と
言
わ
ぎ
る
を
得
な

（７
）
同
様
の
説
は
、
「耳
底
記
」
（幽
斎
口
述
、
鳥
丸
光
広
筆
記
）
に
も
見
え

２
つ
。

（８
）
土
田
将
雄
氏

『細
川
幽
斎
の
研
究
」
（昭
和
５‐
　
笠
間
書
院
）
の

「文
学

年
譜
」
に
よ
る
。

（９
）
細
川
護
貞
氏

『細
川
幽
斎
』
（平
成
６
　
中
公
文
庫
）
幽
頁
参
照
。

（
Ю
）
「お
も
ひ
き
や
」
が
、
「新
古
今
和
歌
集
』
等
に
収
め
ら
れ
る
有
名
な
西

行
歌
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「水
や
空
そ
ら
や
水
と
も
」
は
、

「新
後
拾
遺
和
歌
集
∵

「続
詞
花
和
歌
集
』
に
読
人
不
知
で
収
め
ら
れ
る

「水

や
そ
ら
空
や
水
と
も
み
え
わ
か
ず
か
よ
ひ
て
す
め
る
秋
の
よ
の
月
」
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
「雲
葉
和
歌
集
』
・
『袋
草
紙
』
・
『古
今
著
問
集
』
等
に
よ
れ

ば
、
修
理
大
夫
俊
綱
に
仕
え
て
い
た
田
舎
侍
の
詠
で
あ
る
。
様
々
な
歌
集

や
説
話
集
に
採
ら
れ
て
お
り
、
著
名
な
和
歌
だ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
Ｈ
）
「
黄
葉
和
歌
集
」
の
類
題
本
に
つ
い
て
」
翁
文
学
論
藻
」
の
　
昭
和
の
・

‐２
）０
「黄
葉
和
歌
集
』
に
つ
い
て
は
、
こ
の
他
、
橋
り
つ
氏
の

「
「黄
葉
和
歌

集
」
二

・
三
の
考
察
」
翁
文
学
論
藻
」
“
　
昭
和
“

・
６
）
を
始
め
と
す
る

一
連
の
論
考
や
、
大
谷
俊
太
氏

「編
者
自
筆
本

『黄
葉
和
歌
集
』
考
説
　
付

元
禄
版
本
の
事
」
翁
南
山
国
文
論
集
」
１５
　
平
成
３

・
３
）
な
ど
が
備
わ
る
。

（
‐２
）
「清
明
伝
承
の
展
開
―

「阿
倍
晴
明
物
語
』
を
軸
と
し
て
―
」
。
「清
明
伝

承
の
成
立
―

『
霊

豊

抄
」
の
「由
来
」
の
章
を
中
心
に
―
」
（
い
ず
れ
も

「仮

名
草
子
の
基
底
』
所
収
）
な
ど
。

（
‐３
）
延
宝
二
年

（
一
六
七
四
）
九
月
刊
。
伊
藤
出
羽
縁
の
正
本
で
あ
る
ら
し

い

３
古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
四
の
解
題
に
よ
る
）
。
こ
れ
を
継
承
し
た
山
本

角
太
夫
正
本

『し
の
た
づ
ま
」
も
存
す
る
。
な
お
、
「
し
の
た
づ
ま
』
に
関
し

て
は
、
説
経

「信
太
妻
』
が
問
題
と
な
る
が
、
正
本
の
な
い
幻
の
説
経
で
あ
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る
の
で
、
触
れ
る
こ
と
は
し
な
か
つ
た
。

（‐４
）
渡
辺
氏
は

「清
明
伝
承
の
成
立
」
（注
１２
）
に
お
い
て
、
現
存

『臥
雲
日

件
録
』
が
抄
出
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
の
話
を
解
す
る
霊
宝
の
欠
落
は

抄
出
に
起
因
す
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
る
。

（‐５
）
渡
辺
氏
は

「清
明
伝
承
の
展
開
」
（注
１２
）
に
お
い
て
、
古
浄
瑠
璃

『し

の
た
づ
ま
』
が

『阿
倍
晴
明
物
語
」
を
典
拠
に
用
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
。

（や
ま
ざ
き

。じ
ゆ
ん
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


