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古

今

通

に

つ

い

て

一

三
井
蘭
洲
の

「
吉
今
通
」
は
、
古
今
和
歌
集

の
全
巻

（
真
名
序
を
除
く
）

に
譲
終
を
施
し
た
も

の
で
、
今
日
に
お
い
て
も
写
本
の
ま
ま
で
伝
は

っ
て
ゐ

る
。
「
群
書

一
覧
」
に
は
二
十
巻
十
本

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
を
り
、
「
近
代
名

家
著
述
日
録
」
や

「
国
書
解
題
」
な
ど
で
は
二
十
巻
、
「
大
日
本
歌
書
綜
覧
」

で
は
十
巻

と
註
記
が
あ
る
。
現
在
わ
が
大
阪
大
学
の
附
属
図
書
館

に
蔵

め
ら

ら
れ
て
ゐ
る
懐
徳
堂
図
書

の
中

の

「
古
今
通
」
は
、
全
八
巻
よ
り
威

っ
て
ゐ

て
、
そ
れ
が
七
冊
に
綴
ぢ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
古
今
通
」
は
、
冊
数
は
と
も
か

く

と
し
て
、
本
来
八
巻

の
書
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
。

「
歌
書
絵
覧
」
の
解

説

か
ら
諸
本
に
関
す
る
部
分
を
引
用
す
る
と
、

宝
暦
四
年
竹
里
自
写

の
附
箋
書
入
木
八
巻
弥
富
破
摩
雄
氏
蔵
す
。
景
範

の

一
子
敦
善

の
文
化
元
年
に
写
せ
る
は
全
部
四
本
と
す
。
今
松
井
簡
治

氏

の
蔵
た
り
。
井
上
頼
囲
氏

の
蔵
小
林
歌
城

の
手
校
本
は
三
冊
な
り
。

と
あ

っ
て
、
弥
冨
氏
蔵

の
竹
里
自
写
の
附
箋
書
入
本
八
巻

と
い
ふ
の
が
正
し

い
巻
数
で
あ
ら
う
。
竹
里
は

「
古
今
通
」
に
補
誰
を
加

へ
た
加
藤
景
範

０
号

で
、
そ
の
景
範

の
子
が
写
し
た
松
井
本
が
四
本
で
あ
る
と
い
ふ
の
も
、
八
巻

を
二
巻
づ
つ
合
冊
し
た
も

の
と
推
定
せ
ら
れ
る
。
弥
富
本
は
現
在
何
処

に
あ

美
　
童
［　
三
　
八

る
の
か
、
筆
者
は
未
だ
そ
の
所
在
を
尋
ね
得
な
い
。
松
井
木
は
静
嘉
堂
の
、

井
上
本
は
無
窮
会
の
文
庫
に
蔵
め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
懐
徳
堂

本
に
は
奥
書
が
な
く
、
書
写
の
年
月
も
人
も
不
明
で
あ
る
が
、
今
こ
れ
に
よ

っ
て

「古
今
通
」
八
巻
の
各
巻
に
註
釈
せ
ら
れ
て
ゐ
る
古
今
集
の
巻
次
及
び

部
類
の
名
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
．

巻
一
ｌ
仮
名
序

巻
ニ
ー
巻
一
（春
上
）
・
巻
二
（春
下
）
ｏ
巻
三

（夏
）

巻
三
―
巻
四

（秋
上
）
・
巻
五

（秋
下
）
・
巻
六

（冬
）
　
　
．

巻
四
―
巻
七

（貧
）
・
巻
八

（離
別
）
・
巻
九

（轟
旅
）
・
巻
十

（物
名
）

巻
五
ｌ
巻
十
一
（恋
一
）
・
巻
十
二
（恋
二
）
・
巻
十
三

（恋
三
）
　

、

巻
六
１
巻
十
四

（恋
四
）
・
巻
十
五

（恋
五
）

巻
七
ｌ
巻
十
六

（哀
傷
）
。
巻
十
七

（雑
上
）
・
巻
十
八

（雑
下
）

巻
八
１
巻
十
九

（雑
体
）
・
巻
二
十

（大
歌
所
御
歌
・
其
他
）

懐
徳
堂
本
は
前
記
の
如
く
右
の
全
八
巻
の
内
容
が
七
冊
に
収
め
ら
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
っ
て
、
後
に
製
本
し
直
し
た
や
テ
な
形
跡
も
な
く
、
最
初
か
ら
七

冊
に
綴
ぢ
ら
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
さ
う
し
て

「古
今
通
」
の
巻
数
は

「古
今
和
歌
集
巻
第
一　
通
第
二
」、
「古
今
和
歌
集
巻
第
四
　
通
第
一一ご
と

い
ふ
風
に
、
各

‥巻
の
最
初
に
当
る
古
今
集
の
巻
次
名
を
記
し
た
●
題
０
下
に

，
７



書

か
・れ
て
み
る
ｆ
こ
の
記
し
方
は
、
上
野
図
書
館
本
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
「
群
書
■
覧
」
其
他
に

「
占
今
通
■
を

二
十
巻
と
し
て

ゐ
る
の
は
、
古

今
集
が
二
十
巻
で
あ
る
た
め
に
、
「古
今
通
」
の
、巻

数

を
む
古
今
集
の
巻
数

と
同
様
に
見
な
し
た
の
で
あ
ら

，
。
「古
今
通
」
の
最
後
の
巻
で
あ
る
巻
八

は
古
今
集
巻
十
九
の
註
に
始
ま
り
、
内
題
の

「古
今
和
歌
集
巻
第
十
九
」
の

下
に
は

「通
第
八
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
古
今
集
巻
二
十
の
議
は

「通
」

の
巻

八
の
半
ば
か
ら
始
ま
る
の
で
、
内
題
の

「古
今
和
歌
集
巻
第
二
十
」
の

下
に
は
「通
」
０
巻
数
が
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
さ
う
し
た
点
か
ら
も
古
今
集
巻

二
十
の
議
が
あ
び
のｉ
は
、
「
古
今
通
」
巻
二
十

で
あ
る
と

誤
ま
ら
れ
易
い
の

で
お
る
。
「
歌
書
線
覧
」
の
見
出
し
に
十
巻
と
護
し
て
ゐ
る
の
は
、
「
群
書

一

覧
」
に
二
十
巻
十
本
と
あ
る
の
か
ら
考

へ
る
と
、
十
冊
の
意
味
に
も
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
や
う
な
問
題
は
諸
本
を
調
査
す
れ
ば
明
ら
に
な
る
の

で
お
る
が
ヽ
要
す
る
に
、
「古
今
通
」
の
巻
数
は

八
巻
で

あ
る
と
す
る
の
が

正
し
い
で
あ
ら
テ
。

「
古
今
通
」
の
成
立
年
代
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
や
う
で
あ
る
。
然
し
そ

の
序
文

の
中
に
、
「
伊
勢
物
語
を
内
外
に
分
ち
し
時
、

此
集
を
併
せ
考
る
事

の
あ
り
て
」
と
見
え
、

「
勢
語
通
」
を
書
い
た
後
に
執
筆
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
「勢
語
通
」
の
成

っ
た
の
は
宝
暦
元
年
十
二
月
で
あ
る
か
ら
、
「
古
今

通
」
は
大
体
宝
暦
二
年
以
後
に
成
立
し
た
も
の
と
認
め
て
よ
い
。
ま
た
前
記

の

「
歌
書
線
覧
卜
の
記
事
に
よ
る
と
、
宝
暦
四
年
に
加
藤
景
範
の
写
し
た
本

が
存
し
、
宝
暦
四
年
に
は
成
立
し
て
ゐ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
見
れ
ば
、
蘭
洲
は

「多
語
通
上
を
書
い
た
後
、
宝
暦
二
、
三
年
頃
に
、

．
「古
今
通
」
の
筆
を
と
っ
た
ら
で
お

，
た
ｏ

「古
今
通
」
は
加
藤
景
範
の
手
で
補
正
が
加

へ
ら
れ
て
、
世
に
弘
ま
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
「歌
書
絡
覧
」
の
解
説
に
も
■
後
、　
三
井
氏
の

請
に
よ
り
加
藤
景
範
の
補
正
を
加
へ
た
る
む
の
」
と
あ
っ
て
、
現
在
諸
所
に

伝
は
る

「古
今
通
」
は
、
蘭
洲
の
書
い
た
ま
ま
の
も
の
で
は
な
く
、
景
範
が

刑
補
を
加
へ
た
本
で
は
な
か
ら
う
か
と
推
測
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
懐
徳
堂

本
に
は
巻
初
の
蘭
洲
の
序
に
次
い
で
景
範
の
記
し
た
附
言
が
あ
り
、
そ
の
中

で
景
範
は
蘭
洲
の
生
前
の
依
頼
に
よ
っ
て
今
こ
σ
書
に
刑
補
を
加
へ
た
之
い

ふ
次
第
を
述
べ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
懐
徳
堂
本
の
蘭
洲
の
註
に
は
景
範
の
刑
補

が
あ
る
訳
で
、
補
っ
た
部
分
は

「補
」
と
記
し
て
あ
る
が
、
側
っ
た
箇
所
は

記
述
が
な
い
か
ら
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
景
範
の
記
し

・た凡
例
に
よ
る
と

蘭
洲
の
註
が
な
く
、
補
護
の
み
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
景
範
が
原
註
を
側
っ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
仮
り
に
原
護
に
部
分
的
な
削
除
が
あ

ヴ
て
も
、
そ
れ
は
今
直
ち
に
知
“
得
な
い
の
で
あ
る
。
附
言
の
終
り
に
は
、

「天
明
き
の
と
の
み
の
と
し
季
の
冬
」
と
見
え
、
天
明
乙
巳
の
年
は
天
明
五

年
に
あ
た
る
。
「歌
書
線
覧
」
に
い
ふ
弥
富
木
は
、　
そ
れ
よ
り
も
三
十
一
年

前
の
宝
暦
四
年
に
竹
里
即
ち
景
範
の
書
写
し
た
本
で
、
景
範
は
宝
暦
四
年
に

は
数
へ
年
三
十
五
歳
、
天
明
五
年
に
は
六
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
弥
富
本
の
附

箋
の
書
入
れ
は
い
つ
な
さ
れ
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
懐

徳
堂
本
の
補
註
と
全
然
同
じ
も
の
で
あ
る
と
は
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

で
あ
ら
う
。
事
実
、
懐
徳
堂
本
に
見
ら
れ
る
景
範
の
補
註
を
、
同
じ
天
明
五

年
の
附
言
が
つ
い
て
ゐ
る
上
野
図
書
館
本
の
補
護
と
対
照
し
て
み
て
も
、
両

者
の
間
に
は
明
か
に
相
違
す
る
所
の
あ
る
こ
と
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
仮
名
序
の
誰
釈
に
加
へ
ら
れ
た
補
議
で
、
懐
徳
堂
本
に
は
、

天
地
鬼
神
は
、
栄
注
、
毛
詩
序
に
動
二天
地
・感
二鬼
神
・、
莫
′過
二於
詩
・

と
い
へ
る
を
本
拠
と
し
て
書
る
に
や
と
云
。
力
を
も
い
れ
ず
し
て
以
下



の
四
事
は
、
人
事
に
つ
き
て
い
ひ
出
る
な
り
。
こ
れ
が
広
ま
ヶ
て
花
紅

葉
を
も
よ
む
な
り
。
是
を
受
て
下
に
か
く
て
ぞ
花
を
め
で
と
い
へ
り
。

（
下
略
）

と
あ
る
所
が
上
野
本
で
は
、

み
る
も
の
聞
も
の
に
つ
け
て
と
は
、
心
に
思
ふ
事
を
見
聞
も
の
に
そ
ヘ

も
し
、
な
ず
ら
へ
も
し
て
い
ひ
出
す
な
り
。
力
を
も
い
れ
す
し
て
以
下

の
四
事
、
人
事
に
つ
け
て
心
を
種
と
し
て
い
ひ
出
る
な
り
。
こ
れ
が
広

ま
り
て
花
紅
葉
を
も
よ
む
な
り
。
こ
れ
を
う
け
て
下
に
か
く
て
ぞ
と
い

へ
り
。
（下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

と
な
？
て
ゐ
る
。
歌
の
議
釈
の
補
議
に
つ
い
て
み
て
も
、
例
へ
ば
春
歌
上
の

「袖
ひ
ぢ
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む
」

に
は
、
懐
徳
堂
本
で
は
、

上
旬
、
夏
を
ま
だ
此
ほ
ど
の
や
う
に
思
ふ
意
あ
り
。
時
節
の
早
く
う
つ

る
を
感
ず
る
な
り
。

と
あ
り
、
上
野
本
に
は

「時
節
」
以
下
の
語
句
が
な
い
。
ま
た
同
じ
ぐ
春
歌

上
の

コ
春
き
ぬ
と
人
は
い
へ
ど
も
鷲
の
な
か
ぬ
か
ぎ
り
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思

ふ
」
に
は
、
上
野
本
で
は
、

あ
ら
じ
は
上
の
春
来
ぬ
と
い
ふ
を
う
け
て
、
鳴
ぬ
限
り
は
春
の
来
り
た

る
に
あ
ら
じ
と
思
ふ
な
り
。
　
　
　
　
」

と
い
ふ
蘭
洲
の
記
し
た
証
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に

か
く
い
は
け
な
げ
な
る
事
を
い
ひ
て
、
誠
は
鶯
を
待
心
の
深
き
を
詞
に

顕
は
さ
で
き
か
せ
た
る
な
り
。

と
い
ふ
景
範
の
補
註
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
懐
徳
堂
本
で
は
、
蘭
洲
の
註

は
右
の
上
野
本
に
見
え
る
文
に
続
い
て
、

鶯
の
声
を
き
か
ぬ
間
は
春
を
春
と
も
得
思．
は
ぬ
な
り
。
鶯
を
待
心
の
い

と
ふ
か
き
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

と
い
ふ
文
が
加
は
っ
て
を
り
、
景
範
の
補
誰
は
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
か
う
し

た
相
違
は
両
本
の
間
に
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
上
野
本
も
懐
徳
堂
本
と

同
様
に
奥
書
が
な
く
、
書
写
の
年
代
は
舅
ら
か
で
な
い
が
、
上
野
本
で
補
註

の
上
欄
に
書
入
れ
て
あ
る
文
が
ヽ
懐
徳
堂
本
で
は
補
詳
の
本
文
に
入
っ
て
ゐ

る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
へ
る
と
、
懐
徳
堂
本
は
上
野
本
よ
り
も
後
に
書
か

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

右
の
両
本
の
補
詳
を
比
べ
て
も
、
景
範
の
刑
補
は
諸
本
の
間
に
相
違
の
あ

る
こ
と
が
予
想
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
調
査
は
今
後
の
一
つ
の
宿
題

と
な
る
で
あ
ら
う
。
今
こ
こ
で
は
懐
徳
堂
本
に
■

，
て
蘭
洲
０
註
釈
を
概
観

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
懐
徳
堂
本
に
お
け
る
蘭
洲
の
議
が
、
本
来
の

姿
を
そ
の
ま
ま
に
伝
へ
て
ゐ
る
と
は
断
言
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い

ふ
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
景
範
の
洲
補
し
た
本
に
就
く
か
ぎ
り
、
い
づ
れ
の

本
に
拠
る
に
し
て
も
当
然
起
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
懐
徳
堂
本
は
丁
寧
に
書

き
写
さ
れ
た
清
書
本
で
、
景
範
洲
補
本
の
定
本
と
し
て
懐
徳
堂
に
収
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
景
範
の
自
筆
本
で
は
な
い
や
う
に
思

は
れ
る
。
　
　
　
　
一　
　
　
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

蘭
洲
は
宝
暦
十
二
年
三
月
十
七
日
、
六
十
六
歳
で
病
歿
し
た
。
前
記
の
如

く

「古
今
通
」
は
宝
暦
二
、
三
年
頃
に
成
っ
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
彼
の
五
十
五
、
六
歳
の
を
り
の
著
述
で
あ
る
。
同
書
の
自
序
に
よ

る
と
、
古
今
集
は

「上
つ
方
に
御
伝
授
ま
し
ま
す
書
」
で
下
ざ
ま
の
者
が
深



い
意
を
明
ら
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
証
釈
の
筆
を
執
っ
た
の
は
、

「
ひ
と
つ
子
の
む
す
め
に
残
し
は
べ
る
。
あ
へ
て
此
集
を
注
す
と
に
は
あ
ら

ず
」
と
い
ふ
主
意
か
ら
出
た
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
加
藤
景
範
の

附
言
に
も
、
そ
の
成
立
．の
出
来
を
記
し
て

「
こ
れ
を
な
べ
て
の
歌
人
に
し
め

さ
ん
と
に
は
あ
ら
ず
。
自
序
に
い
へ
る
む
す
め
の
た
め
の
す
さ
び
な
れ
ど
を

の
づ
か
ら
伝
へ
見
ん
人
も
こ
そ
あ
れ
」
と
見
え
る
。
蘭
洲
の
言
葉
に
は
自
序

と
し
て
の
謙
遜
の
意
が
あ
る
と
し
て
も
、
「古
今
通
」
の
内
容
を
み
る
と
啓

蒙
的
な
註
釈
で
あ
っ
て
、
蘭
洲
が
自
分
の
娘
程
度
の
読
者
を
予
想
し
て
筆
を

執
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

蘭
洲
は
や
は
り
自
序
の
中
で
、
「万
葉
は
か
ら
う
た
に
比
す
れ
ば
毛
計
の

如
し
。
今
の
世
の
歌
の
さ
ま
な
ら
ず
。
古
今
集
は
唐
詩
の
ご
と
く
文
華
質
実

を
伝
へ
て
い
と
め
で
だ
し
」
と
考
へ
て
、
古
今
集
の
註
釈
を
試
み
た
と
い
ふ

こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
。
古
今
集
の
歌
を
華
実
を
具
へ
た
風
体
を
持
つ
も
の
と

し
て
、
こ
れ
を
作
歌
の
準
縄
に
し
よ
う
と
す
る
思
想
は
、
当
時
歌
を
論
ず
る

人
た
ち
が
一
般
に
抱
い
て
ゐ
た
所
で
あ
っ
た
。　
　
　
　
ィ

蘭
洲
と
は
ぼ
同
時
代
の
漢
学
者
で
あ
る
太
宰
春
台
が

「古
今
集
の
歌
は
正

し
く
盛
唐
の
詩
な
り
」
（独
語
）
と
い
っ
て
、
古
今
集
の
歌
を
彼
の
理
想
と

し
た
盛
膚
の
詩
に
准
ら
へ
て
ゐ
る
こ
と
は
蘭
洲
と
同
様
で
あ
る
。
新
古
今
風

を
理
想
と
し
な
が
ら
、
荷
田
在
満
が

「古
今
集
の
如
く
文
質
兼
美
な
る
体
」

（国
歌
八
論
）
と
い
っ
た
の
は
、
「古
今
通
」
の
書
か
れ
た
頃
よ
り
十
年
ほ
ど

前
で
、
万
葉
に
心
を
寄
せ
つ
つ
あ
っ
た
賀
茂
真
淵
が
、
「古
今
集
は
千
歳
歌

の
手
本
な
る
べ
し
」
（古
風
小
言
）
と
い
っ
た
の
は
、
「古
今
通
」
の
成
立
年

代
に
近
い
頓
で
あ
っ
た
。
「古
今
通
」
よ
り
ヽ
■
一、
四
年
後
に
、
本
居
宣
長

は
新
古
今
を
歌
の
道
の
至
極
頂
上
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
新
古
今
風
の

歌
を
詠
ま
う
と
す
れ
ば
、
新
古
今
集
そ
の
も
の
よ
り
も
、
古
今
集
の
歌
を
学

ぶ
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
、
「日
本
紀
万
葉
は
至
て
質
朴
な
れ
ば
、
反
て
拙

く
部
く
、
み
ぐ
る
し
き
こ
と
も
多
し
。
只
古
今
集
が
花
実
兼
備
し
て
す
ぐ
れ

て
う
る
は
し
け
れ
ば
、
専
ら
こ
一れ
を
規
矩
準
羅
と
す
る
こ
と
也
」
（排
菫
小

船
）
と
か
、
「和
歌
の
道
に
を
き
て
、
第
一
に
古
へ
の
風
体
を
み
、
よ
き
歌

の
さ
ま
を
ま
な
ぶ
に
、
此
古
今
集
を
以
て
規
矩
と
す
る
こ
と
、
末
代
迄
か
は

る
こ
と
な
し
」
（同
）
と
か
述
べ
て
ゐ
る
。
大
菅
中
養
父
が
和
歌
の
復
古
を

唱
へ
て
古
今
集
に
目
標
を
求
め

（小
倉
百
首
批
釈
）、　
ま
た

「蓋
し
物
み
な

極
あ
り
、
古
今
集
は
、　
そ
れ
国
詩
の
極
か
」
（国
歌
八
論
斥
非
）
と
い
っ
た

の
も
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
頃
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
家
は
久
し
い
伝
統
を

も
つ
堂
上
歌
学
に
批
判
を
加
へ
、
自
覚
的
な
歌
学
思
想
の
上
に
立
っ
て
、
古

今
集
の
価
値
を
再
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。
「古
今
通
」
の
書
か
れ
た
宝
暦
の

初
め
頃
、　
歌
壇
に
は
復
古
思
想
が
膨
済
と
し
て
涯
り
、　
新
時
代
的
な
和
歌

を
詠
ま
う
と
す
る
機
運
は
次
第
に
熟
ひ
う
つ
あ
っ
た
ｏ
漢
学
や
国
学
に
お
け

る
復
古
主
義
の
思
漸
に
伴
っ
て
、
二
条
家
の
歌‐
学
を
乗
り
越
え
、
新
し
い
理

念
に
生
き
よ
う
と
す
る
意
欲
か
ら
、
自
然
に
古
今
集
を
街
ぶ
思
想
も
現
は
れ

た
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
さ
う
し
て
加
藤
枝
直
が

「歌
作
ら
む
と
思

は
ば
、
ぬ
か
づ
き
て
古
今
集
を
見
る
べ
き
な
り
」

（歌
の
姿
古
今
を
論
ら
ふ

詞
）
と
い
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、
堂
上
歌
学
に
一
応
訣
別
を
告
げ
た
歌
人
た
ち

は
、
古
今
集
を
文
質
兼
備
の
輝
か
し
い
範
例
と
し
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

蘭
洲
は
既
に
述
べ
た
や
う
に
、
古
今
集
に

，
い
て
は

「
上
つ
方
に
御
伝
‐授

ま
し
ま
す
書
な
れ
ば
、
下
ざ
ま
の
者
の
深
き
む
ね
あ
き
ら
む
べ
き
に
あ
ら
ね

ど
」
と
も
言

っ
て
ゐ
て
、
世
上
歌
学
を
否
定
す
る
こ
と
な
し
に
古
今
集
を
み



て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
然
し
景
範
の
附
言
の
中
に
は
、
・蘭
洲
の
言
葉
と

し
て
次
の
や
う
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

古
の
歌
に
は
古
の
事
を
し
ら
る
ゝ
を
、
後
０
世
の
歌
を
見
て
は
、
英
世

を
し
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
さ
る
は
題
詠
を
む
ね
と
し
、
制
禁
の
し
げ
く

な
り
ぎ
け
る
ゆ
へ
な
め
り
。
さ
れ
ば
何
の
事
に
ま
れ
、
昔
有
し
事
の
今

・
な
き
を
猶
有
と
し
、
い
ま
あ
れ
ゼ
な
か
り
し
音
の
あ
と
を
か
た
く
ま
も

．
る
め
れ
ば
、
い
か
で
其
世
の
さ
ま
の
し
ら
れ
む
。
し
か
事
の
じ
ち
を
う

し
な
へ
る
に
、代
々
の
名
匠
の
か
く
な
り
き
け
る
あ
と
を
の
み
ま
も
り
、

あ
る
き
に
か
へ
す
を
し
へ
の
な
き
は
、
う
ら
み
な
ら
ず
や
。

蘭
洲
が
右
の
や
う
な
見
解
に
基
づ
い
て
、
一
人
娘
の
た
め
に
で
は
あ
る
が
、

ま
今
集
の
議
釈
を
思
ひ
立
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
、
景
範
は
伝
へ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
∝
こ
れ
に
従
べ
ば
、
蘭
洲
も
や
は
り
懸
詠
や
制
禁
を
歌
の
本
来
的
な
も

の
で
は
な
い
と
考
へ
、
歌
は
誠
を
詠
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
古
今
集
の

古
へ
に
復
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
い
ふ
、
和
歌
に
対
す
る

近
世
的
な
自
党
は
持
っ
て
ゐ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
上
野

図
書
館
本
の
文
に
は
部
分
的
に
語
旬
の
相
違
が
あ
り
、
右
の
「し
か
事
の
じ

ち
を

，
し
な
へ
る
に
」
と
い
ふ
所
が
、

「し
か
事
の
誠
を
う
し
な
へ
る
に
」

と
な
っ
て
ゐ
る
。
「
じ
ち
を
う
し
な
へ
る
」
後
の
世
の
人
の
歌
を
、　
古
今
集

の
歌
の
誠
に
復
へ
さ
う
と
し
て
「古
今
通
」
を
著
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
蘭

洲
も
ま
た
時
代
的
な
復
古
思
想
の
波
に
乗
っ
て
古
今
集
の
古
全
を
顧
み
た
の

で
あ
ぅ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
「古
今
通
」
著
作
の
動
機
に
は
、
誠
を
失
っ
た

後
世
の
歌
を

「
ぶ
る
き
に
か
へ
す
を
し
へ
」
の
な
い
の
を
漱
き
、
こ
の
欠
陥

を
補
ふ
一
助
に
し
よ
う
と
す
る
念
願
の
あ
っ
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ

は

「古
今

・
通
」
の
出
現
が
、
時
代
の
働
ぎ
と
接
触
を
持
つ
一
つ
の
喫
点
と
ｔ

て
理
解
せ
ら
る
べ
き
事
実
で
あ
ら
う
０

古
今
集
を
証
釈
し
た
書
物
は
、
、蘭
洲
の
時
代
に
お
い
て
も
、ｏ
す
で
に
そ
の

数
は
少
く
な
か
っ
た
一
そ
れ
に
も
係
ら
ず
、
蘭
洲
は
何
故
ま
た
古
今
集
の
議

釈
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て

も
蘭
洲
は
序
文
の
中
で
理
由
を
述
べ
て
ゐ
る
。
彼
は

「勢
語
通
」
を
書
く
時

に
古
今
集
を
併
せ
考
へ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
定
家
の
遺
書
、
顕
昭
の
護
、「栄

雅
抄
」、
「余
材
抄
」
な
ど
を
参
照
し
た
の
で
あ
っ
た
。
古
今
集
は
文
華
質
実

を
伝
へ
た
集
で
あ
る
の
に
、
堂
上
の，低
授
の
こ
と
は
い
ざ
知
ら
ず
、
顕
註
は

省
略
が
あ
り
、
栄
註
は
意
に
満
た
ず
、
契
註
は
煩
は
し
く
、
手
頃
な
護
釈
書

が
見
あ
た
ら
な
い
。
因
っ
て
僣
忌
を
わ
す
れ
て
、
そ
れ
ら
の
説
の
優
れ
て
ゐ

る
と
思
は
れ
る
も
の
は
抄
出
し
、
ま
た
自
己
の
見
解
を
も
述
べ
て
、
全
巻
に

議
釈
を
加
へ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
契
沖
の
議
釈
を
読
ん
だ
蘭
洲
の
眼

ヽ
に
は

申
世
の
護
釈
は
飽
き
足
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。　
一
方
、
契
沖

の
註
釈
は
古
今
集
の
歌
の
趣
意
を
知
ら
う
と
す
る
初
学
者
に
は
好
適
な
も
の

と
は
い
ひ
難
く
、
博
引
芳
証
の
考
察
に
学
的
な
正
確
さ
は
あ
っ
て
も
、
読
者

を
し
て
樹
を
見
．て
林
を
忘
れ
さ
せ
る
結
果
に
引
き
込
む
傾
向
の
強
い
も
の
で

あ
る
。
Ｆ
静
ど
も
理
還
鏡
」
も
〓
だ
出
て
ゐ
な
い
時
代
に
あ
っ
て
、
蘭
洲
は

自
分
の
娘
程
度
の
者
に
与
へ
る
べ
き
註
釈
書
の
な
い
の
を
覚
り
、
「古
今
通
」

の
筆
を
執
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
蘭
洲
が
古
今
集
の
啓
蒙
的
な
護
釈
を
新
し
く

書
い
た
こ
と
は
「
決
し
て
屋
上
更
に
屋
を
架
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
事
実‐
も
ま
た
、
「古
今
通
」
の
著
作
が
時
代
と
接
触
し
て
ゐ
る

一
つ
の
点
に
数
へ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

漢
学
者
に
し
て
和
歌
を
瞥
ん
だ
蘭
洲
は
、
古
今
集
が

「唐
詩
の
ご
と
ぐ
文

華
質
僕
を
伝
（
て
い
と
め
で
ｔ
し
」
と

，
ふ
こ
と
を
、　

‥実感
と
し
で
体
配
し
■1



て
み
た
も

０
と
思
、は

れ
る
∝
彼
が

「
古
今
通
」
を
書

い
た
の
は
、
古
今
集
が

勅
撰
和
歌
集

の
権
輿
で
あ
る
た
め
と
が
、
堂
上
に
お
い
て
尊
重

せ
ら
れ
る
大

典
で
ぉ
る
た
め
ど

か
ど
い
ふ
や
う
な
、
外
在
的
な
理
由
を
主
に
し
た
も
の
で

は
な
か

っ
、た

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ど
は
以
上
に
よ

っ
て
も
察
知
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
考

へ
る
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

・

ヽ
　

　

　

一一一

「
歌
書
練
覧
」
に
は

「
古
今
通
」
の
内
容
を
解
説
し
て
、
「
古
説
に
自
ら
ず
、

ヨ
家

の
漢
学
的
思
想
を
以
て
古
今
集
全
部
を
議

せ
る
も
の
」
と

述

べ

て

ゐ

る
。
然
し
機
徳
堂
本

０
内
容

に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
解
説
は
当

っ
て
ゐ
る

と
は
思
は
れ
な

い
。
蘭
洲

の
註
釈

の
中
に
は
顕
注

（顕
昭

議
）
、
栄

注

（
栄

雅
抄
×

契
注

（
余
材
抄
）
な
ど
と
記
し
て
、

先
人
の
説
が

射
繁
に
引
用

せ

ら
れ
て
を
り
、
引
用
せ
ら
れ
た
先
人
の
説
は
、
序
文
に
も

「
其
説

の
ま
さ
れ

る
と
覚

る
を
抄
出
し
」
と
あ
る
如
く
、
蘭
洲
の
肯
定
し
た
も

の
が
挙
げ
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
蘭
洲

の
註
釈
に
お
い
で
、
漢
学
思
想
は
著
し
い
も

の
と
は
な

っ
て
を
ら
ず
、
強
ひ
て
詮
索
を
し
て
も
見
当
ら
な
い
程
で
あ
る
。

景
範

の
刑
補
が
加
は
る
前

の

「
古
今
通
」
の
註

に
は
、
漢
学
思
想
が
著
し
く

見
ら
れ
た
か
ど
う
か
、
今
直
ち
に
こ
れ
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、

懐
徳
堂
本

の
議
釈

か
ら
推
し
て
考

へ
る
と
、
蘭
洲

の
註
が
最
初
は
漢
学
的
思

報
を
も
”
て
古
今
集
を
解
ｔ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

蘭
洲
が
註
釈
に
用
ひ
だ
古
今
集
は
貞
応
本
系
統
の
流
布
本
で
あ
る
が
、
貞

応
本
系
統
の
本
の
中
に
も
、
春
歌
上
の

「春
日
野
の
と
ぶ
ひ
の
野
守
」
の
歌

ど
、
ィ
み
や
ま
に
は
機
の
雪
だ
に
」
の
歌
と
が
、
順

序
が
変

っ
て
ゐ
る
本
が

み
る
∝
正
保
瓜
年
の
秘
本
を
始
め
江
戸
時
代
の
註
釈
書
で
は
、
「‘か
す
が
野

の
」
の
歌
の
次
に
「み
や
ま
に
は
」
の
歌
が
あ
る
の
が
普
通
の
や
う
で
、「古

今
通
」
も
そ
の
系
統
の
本
に
よ
っ
て
ゐ
る
。
所
が
貞
応
本
の
写
本
の
中
に
は

「み
や
ま
に
は
」
が
前
に
あ
り
、
「春
日
野
の
」
が
そ
の
次
に
な

，
て
ゐ
る
も

零

あ
″
資
げ
鉤

鰈

↑

録
由

埒

粋

一
評
麻
諭
¨
琳
鶴

歌
を
掲
げ
た
と
す
れ
ば
、
「栄
雅
抄
」
に
よ
ら
ず
、
「余
材
抄
」
に
よ
っ
た
も

の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

蘭
洲
の
議
釈
は
元
来
啓
蒙
的
な
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

簡
単
な
記
述
の
も
の
が
多
く
、
そ
こ
に
蘭
洲
の
新
見
と
も
称
す
べ
き
も
の
が

皆
無
で
は
な
い
に
せ
よ
、
古
今
集
の
議
釈
史
上
で
不
朽
の
卓
見
と
す
べ
き
や

う
な
説
は
、
求
め
る
の
が
無
理
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
今
こ
こ
に
そ
の

議
釈
の
態
度
に
っ
い
て
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
そ
の
前
に
仮
名
序
の
′

護
釈
の
中
に
見
ら
れ
る
所
謂
和
歌
の
六
義
に
対
す
る
解
釈
に
つ
い
て
少
し
触

れ
て
お
き
た
い
。
漢
学
者
の
考
へ
た
和
歌
の
六
義
の
解
釈
と
し
て
、
蘭
洲
の

説
は
一
応
顧
み
て
お
く
必
要
が
あ
ら

，
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
仮
名
序
に
い
ふ

和
歌
の
六
義
は
、
そ
へ
歌
・
か
ぞ
へ
歌
・
な
ず
ら
へ
歌
・
た
と
へ
歌
・
た
だ

ご
之
歌
・
い
は
ひ
歌
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
真
名
序
に
記
す
名
称
と
も
対
照

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
詩
の
大
義
の
風
・
賦
Ｑ
比
・
興
・
雅
・
頌
に
倣
っ
た
も
の

で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
説
か
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
然
し
蘭

洲
は
、
貫
と
は
必
ず
し
も
詩
の
六
義
に
よ
っ
て
和
歌
の
大
種
を
樹
て
た
の
で

は
な
い
と
述
べ
、
真
名
序
に
記
さ
れ
た
六
義
を
見
て
、
仮́
名
序
の
歌
の
六
種

を
詩
の
六
義
に
配
当
し
よ
う
と
す
る
後
来
の
議
は
、
深
い
考
へ
を
領
い
た
も

の
で
あ
る
と
」
っ
て
、
そ
の
理
由
を
次
の
ご
と
く
説
明
し
て
ゐ
る
。



詩

の
風
は
十
五
国

の
風

の
議

に
て
、
其
詩

の
内

に
賦
比
興

の
三
あ
り
。

そ

へ
歌
ご
と
き
詩
ば
か
り
に
あ
ら
ず
。
其
余

こ
れ
に
類
せ
り
。
む
ぐ
さ

と
六
義

と
別
の
事
な
れ
ば
、
牽
合
す

べ
か
ら
ず
。
其
内
に
賦
比
興

の
三

は
歌

に
も
あ
り
。
風
雅
頌

の
三
は
か
な
は
ず
。
凡

こ
と
毎

に
唐

に
引
あ

は
せ
ん
と
す
る
は
、
見
識
な
き
人
の
し
わ
ざ
な
る
べ
し
。
を
の
づ
か
ら

合
る
こ
と
は
あ
ふ
と
し
、
あ
は
ぬ
は
あ
は
ぬ
に
て
義
を
と
る
べ
し
０

詩

の
六
義
は

「
詩
経
」
の
大
序

に
見
え
て
ゐ
る
が
、
鄭
箋
で
も
集
伝

で
も

風

・
雅

・
頌
を
三
経
と
な
し
、
賦

ｏ
比

・
興
を
三
緯
と
し
て
を
り
、
風
・雅
・

頌
は
詩

の
性
質
か
ら
見
た
分
類
で
、
賦

・
比

・
興
は
詩
を
修
辞
学
的

に
見
た

場
合
の
分
類
で
あ
る
と
す
る
の
が
普
通
の
や
う
で
あ
る
。
従

っ
て
蘭
洲

の
説

く
や
う

に
、
賦

ｏ
比

・
興
は
和
歌
に
も
あ
る
が
、
風

・
雅

・
頌
を
和
歌
に
あ

て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
ぶ
見
方
も
成
立

つ
の
で
あ
る
。
さ
う
し
た

考

へ
方
に
基
づ

い
て
、
蘭
洲
は
和
歌

の
六
義
を
例
歌
に
即
し
な
が
ち
解
釈
し

て
ゐ
る
。
今
は
そ
れ
ら
を

一
々
紹
介
す
る
こ
と
は
省
略
す
る
。
和
歌

の
六
義

を
詩

の
六
義

と
離
し
で
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
彼
が
漢
学
者
と
し
て
詩

の
六
義
を
理
解
し
て
ゐ
る
所
に
も
関
聯
す
る
問
題
で
あ
ら
う
。
そ
の
た
め
に

彼

の
和
歌

の
六
義
に
対
す
る
解
釈
は
、
結
果
的
に
見
れ
ば
、
か

へ
っ
て
漢
学

思
想
か
ら
遠

い
も

０
と
な

っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
歌
に
加

へ
ら
れ
た
註
釈
を
通
覧
す
る
と
、
蘭
洲
は

一
言
つ
趣
意
を

簡
明
に
伝

へ
る
こ
と
を
目
標

と
し
て
ゐ
る
や
う

に
思
は
れ
る
。
誰
釈

の
様
式

は
歌
に
よ

っ
て
柑
異
が
あ
る
が
、
巻
頭

の
歌

に
つ
い
て
例
示
す
る
と
、

ふ
る
と
し
に
春
立
け
る
日
よ
め
る

い

つ
に
て
も
あ
れ
、
立
春

の
節
を
四
時

の
始
と
す
る
故
、
是
は

冬
よ
め
ど
春

の
部

に
の
せ
た
り
。

在
原
元
方

（割
誰
省
略
）

年
の
内
に
春
は
来
に
け
り
一
年
を
こ
ぞ
と
や
い
は
ん
今
年
と
や
い
は
ん

こ
ぞ
と
い
ひ
、
こ
と
し
之
い
ふ
は
、
二
年
に
て
い
ふ
詞
な
り
。
然
る

に
一
年
の
内
に
こ
ぞ
こ
と
し
あ
る
故
、
何
れ
を
と
つ
て
い
は
ん
と
な

，

ｏ

と
い
ふ
風
に
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
例
の
や
う
に
歌
の
趣
意
の
解
説
の

み
に
止
っ
た
註
は
か
な
り
あ
っ
て
、
例
へ
ば

「
こ
と
し
ょ
り
春
ｔ
り
そ
む
る

桜
花
散
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
ら
は
ざ
ら
な
む
」
（春
上
）
の
議
釈
は
、

此
宿
の
庭
に
て
、
初
め
て
花
咲
て
春
を
し
つ
た
る
桜
に
て
、
い
ま
だ
散

こ
と
を
し
ら
ぬ
花
な
り
。
世
間
の
花
に
な
ら
は
ず
し
て
、
長
く
さ
力、
り

の
ま
ヽ
に
あ
れ
か
し
と
な
り
。

と
あ
り
、

「鳴
き
わ
た
る
雁
の
涙
や
落
ち
っ
ら
む
も
の
思
ふ
宿
の
萩
の
う
ヘ

の
露
」
（秋
上
）

・の議
釈
は
、

我
物
思
の
涙
に
、
鳴
雁
も
さ
こ
そ
と
思
ひ
や
り
、
さ
て
萩
の
露
を
や
が

て
雁
の
涙
２
お
も
ひ
な
す
な
り
。

と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
種
の
議
も
長
短
さ
ま
ざ
ま
で
、　
一
行
で
終
っ
た
短

い
も
の
も
見
ら
れ
る
。
次
に
歌
の
中
の
詞
の
億
味
を
説
明
し
て
、
一
言
の
鯉

意
を
述
べ
た
護
も
多
い
「
「く
る
と
あ
く
と
め
か
れ
ぬ
ヽ
の
を
梅
つ
花
い
つ

の
人
ま
に
う
つ
ろ
ひ
ぬ
ら
ん
」
（春
上
）
の
註
釈
に
は
、

く
る
は
日
の
暮
る
な
り
。
あ
く
は
夜
の
明
る
な
り
。
め
か
れ
ぬ
は
目
を

は
な
た
ぬ
な
り
。
離
０
字
を
か
れ
と
よ
む
。
明
て
も
暮
れ
て
も
目
を
は

な
た
ぬ
な
り
。
か
く
ぁ
か
ず
見
を
る
に
、
い
つ
わ
が
見
ぬ
間
あ
り
て
う

つ
ろ
ひ
た
る
ぞ
と
な
り
。
人
ま
は
人
の
み
ぬ
聞
な
り
。

と
記
さ
れ
、
「月
み
れ
ば
ち
ゞ
に
物
こ
そ
悲
し
け
れ
わ
が
身
ひ
と
つ
の
秋
‐に



に
あ
ら
ね
ど
」
（秩
上
）
に
つ
い
て
は
ヽ

上
の
旬
に
千
を
い
ひ
、
下
旬
に
一
を
い
ふ
、
自
然
の
対
な
り
。
ち
ゞ
は

千
箇
な
り
。
千
々
に
あ
ら
ず
。　
一
つ
二
つ
は
た
ち
み
そ
ぢ
と
云
。
つ
と

ち
と
通
し
て
数
ふ
る
こ
と
ば
な
り
。
我
身
ひ
と
つ
の
秋
に
あ
ら
ね
ど
、

我
身
ひ
と
つ
の
秋
の
や
う
に
覚
ゆ
る
と
な
り
ｏ

と
註
釈
し
て
ゐ
る
。
以
上
の
例
に
は
先
人
の
説
は
引
か
れ
て
み
な
い
が
「
栄

雅
抄
」
や

、余
材
抄
」
な
ど
の
説
を
、
栄
注
゛

契
注
な
ど
と
記
し
ヽ，

引
用
し

た
も
の
は
極
め
て
多
く
、
そ
の
引
用
の
後
に
愚
案
と
し
て
自
己
の
見
解
を
述

べ
る
０
が
原
則
と
な
っ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
例
へ
ば

「世
の
中
に
さ
ら
ぬ

わ
か
れ
の
な
く
も
が
な
千
世
も
と
な
げ
く
人
の
子
の
た
め
」
に

（雑
上
）
の

註
釈
は
い

契
注
、
い
せ
物
語
に
は
千
世
も
と
い
の
る
と
あ
り
“
な
げ
く
は
深
く
ね

が
ふ
心
な
れ
ば
祈
る
心
あ
り
「
愚
案
ヽ
世
に
此
別
れ
の
お
り
来
る
を
な

げ
く
な
り
。

と
あ
っ
て
、
こ
の
愚
案
は
一
首
の
趣
意
を
簡
単
に
述
べ
た
例
で
あ
る
¨
晨
案

の
や
ヽ
多
く
述
べ
ら
れ
た
も
の
を
示
す
と
、
「手
向
に
は
つ
づ
ヶ
の
袖
も
き

る
べ
き
に
紅
葉
に
あ
け
る
神
や
か
へ
さ
ん
」
（轟
旅
）
の
議
釈
は
、

契
注
、
つ
ゞ
り
の
袖
は
袈
裟
な
り
。
袈
裟
は
き
り
た
ち
て
作
れ
る
物
な

れ
ば
、
つ
ゞ
り
と
い
ふ
な
り
。
晨
案
、
釈
氏
要
覧
に
雑
砕
衣
と
い
へ
る

小
き
布
鳥
を
集
め
て
つ
ゞ
り
縫
故
に
い
ふ
な
る
べ
し
。
歌
の
心
は
、
我

は
袈
裟
に
て
も
き
り
て
ぬ
さ
に
す
べ
け
れ
ど
、
此
紅
葉
の
錦
に
あ
き
た

れ
る
神
な
れ
ば
、
受
給
は
じ
と
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

と
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
護
も
引
用
文
或
は
愚
案
の
文
に
長

短
が
あ

，
で
様
ヤ
で
あ
る
こ
と
は
言
あ
ま
で
も
な
い
。
中
に
は
先
人
の
説
を

丼
肝
し
て
ゐ
る
の
み
で
、
自
説
の́
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
な
る
∝
「山
桜

わ
が
見
に
く
れ
ば
春
霞
み
ね
に
も
を
に
も
立
ち
か
く
し
つ
つ
」
（春
上
）
の

誰
釈
は
、

契
注
、
尾
と
は
山
の
さ
き
に
下
れ
る
所
を
い
ふ
。
戦
国
策
云
、季
歴
葬
ニ

千
楚
山
之
尾
・、
叉
常
山
之
尾
、
注
云
尾
驚
″末
也
。

と
あ
っ
て
、
「余
材
抄
」
の
議
の
最
初
つ
部
分
を
引
い
た
ヽ
の
で
あ
る
。
し

か
も
右
の
「戦
国
策
」
ｂ
漢
文
は
「余
材
抄
」
に
引
用
し
た
原
文
セ
省
略
し

て
掲
げ
て
ゐ
る
。
「余
材
抄
」
で
は
そ
の
後
に
、
「我
見
に
く
れ
ば
時
ｔ
も
あ

れ
霞
の
立
力、
く
し
て
み
せ
ず
と
い
悽
の
あ
や
て
く
な
る
を
恨
む
る
心
あ
つ
」

と
い
ふ
歌
意
の
説
明
が
あ
る
が
、
蘭
洲
の
議
に
は
歌
の
趣
意
を
説
い
て
を
ら

ず
、
ま
た
景
範
の
補
護
も
な
い
。
こ
れ
は
書
写
の
誤
り
で
脱
落
し
た
の
で
は

な
い
ら
し
く
、
上
野
木
を
見
て
も
同
様
で
あ
り
、
ま
た
か
う
し
た
例
は
他
に

い
く
つ
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「君
し
の
ぶ
草
に
や
つ
る
る
古
郷
は
松
む

し
の
音
ぞ
か
な
し
か
り
け
る
」
（秋
上
）
の
護
釈
は
、

契
注
、
君
し
の
ぶ
草
と
は
い
し
の
ぶ
草
を
い
へ
り
。
栄
注
、
や
つ
る
ヽ

は
弊
字
に
て
や
ぶ
る
ヽ
な
り
。

と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

「余
材
抄
」
の
註
が
右
に
引
用
せ
ら
れ
た

「し
の
ぶ

草
」
の
説
明
の
み
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
、「栄
雅
抄
」
を
見
て
も

「や

つ
る
ゝ
」
の
説
明
だ
け
で
は
な
く
、
「き
み
忍
ぶ
草
の
み
し
げ
く
お
ひ
て
、

あ
る
ヽ
古
郷
は
、
松
虫
の
鳴
音
ぞ
か
な
し
き
２
也
」
と
い
ふ
一
首
の
大
煮
が

記
さ
れ
て
ゐ
る
。
蘭
洲
は
一
言
の
趣
意
は
自
現
の
こ
と
と
し
て
屠
か
な
か
つ

た
の
で
あ
ら
う
か
。
然
し
こ
れ
に
は
景
範
の
補
註
の
あ
る
所
を
見
る
と
、
或

は
景
範
が
削
除
を
珈
べ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
序
文
の
中
で
先
人
の
説
は
採
る

べ
き
も
の
を
抄
出
し
た
と
述
べ
て
ゐ
る
通
り
、
引
用
し
た
先
人
の
説
を
批
判



す
る
や
う
な
言
葉
は
全
く
な
い
と
い

，
て
よ
い
程
見
ら
れ
な
い
。

「残
つ
な

く
散
る
ぞ
め
で
た
き
桜
花
あ
り
て
よ
の
中
は
て
の
う
け
れ
ば
」
（春
上
）
の

議
の
中
で
、
「め
で
た
き
」
２
い
ふ
語
の
意
義
に
関
し
、

栄
注
に
愛
し
た
き
と
有
。
愚
案
ヽ
是
は
見
た
き
聞
た
き
の
た
き
に
て
、

欲
す
る
な
り
。
め
で
た
き
は
然
ら
す
。
う
れ
た
き
、
こ
ち
た
き
の
類
に

て
、
意
義
な
き
字
な
り
。
め
づ
べ
き

・の心
な
り
。

と
い
っ
て

「栄
雅
抄
」
の
説
を
訂
正
し
て
ゐ
の
は
、
極
め
て
乏
し
い
例
で
あ

ら
，
。
「秋
の
野
の
草
の
袂
か
花
す
ヽ
き
ほ
に
出
て
ま
ね
く
袖
と
み
ゆ
ら
む
」

（秋
上
）
の
註
釈
は
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
．　
　
　
　
　
　
　
　
一

喫
注
、
袖
は
す
べ
て
い
ひ
、
た
も
と
は
袖
の
下
な
つ
¨
袖
と
撲
は
同
じ

一中
に
、
こ
ま
か
に
い
へ
ば
別
な
き
に
あ
ら
ず
．
機
案
、
此
歌
に
て
は
別

な
し
。

と
あ
っ
て
、
こ
れ
な
ど
は
歌
に
即
し
て
契
沖
の
言
を
批
判
し
て
ゐ
る
と
も
見

ら
れ
よ
う
が
、
や
は
り
契
沖
の
説
明
は
肯
定
し
て
、
そ
れ
を
補
ふ
意
味
で
自

説
を
加
へ
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。　
　
‘

右
の
例
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
や
う
に
、
蘭
洲
の
議
を
漢
学
思
想
を
も
っ

て
歌
を
解
し
た
も
の
と
い
ふ
の
は
至
当
で
な
い
。
蘭
洲
は
漢
学
者
で
あ
る
が
、

古
今
集
の
歌
に
つ
い
て
は
穏
健
な
考
へ
を
有
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら

う
。
ま
た
先
人
の
説
を
参
照
し
て
ゐ
て
も
、
奥
し
て
彼
自
身
の
見
識
が
な
か

っ
た
と
は
言
へ
な
い
の
で
あ
る
。
仮
名
序
の
古
証
を
除
く
べ
き
も
の
．と
し
て

ゐ
る
の
は
と
も
か
く
、
歌
の
左
証
に
つ
い
て
も
彼
は
疑
間
を
抱
い
て
意
見
を

述
べ
て
ゐ
る
。
最
初
に
出
て
く
る
左
護
は
、
春
歌
上
の

「心
ざ
し
ふ
か
く
そ

め
て
し
」
に
附
い
て
ゐ
る

「あ
る
人
の
い
は
く
、
さ
き
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ

み
の
歌
な
り
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て

「序
の
古
注
書
る
人
の
筆
な
ら

ん
ヽ
は
力、
り
が
た
し
」
と
疑
惑
の
眼
を
■
け
、
春
歌
下
の

「
か
は
づ
な
く
井

で
の
山
ぶ
き
」
の
歌
に
附
け
ら
れ
た

「
こ
の
歌
は
あ
る
人
の
い
は
く
、
橘
の

清
友
が
歌

〓
な
り
」
と
い
ふ
左
書
に
つ
い
て
は
、

「
此
注
ｔ
後
人
の
書
く
は
ヘ

た
る
に
て
も
あ
る
べ
し
」
と
い
っ
て
ゐ
る
。
橘
清
友
は
檀
林
皇
后
父
、

仁
明

天
皇
外
祖
父
に
当
り
、
贈
大
政
大
臣
正

一
位
の
人
で
あ
る
。
契
沖
は
か
か
る

人
を
下
官
の
人
の
ご
と
く
、
「
橘
の
清
友
が
歌
」
と

い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か

と
擬
ひ
な
が
ら
、
そ
の
佐
註
は

，後
人
の
作
で
あ
ら
う
と
ま
で
は
言

っ
て
ゐ
な

い
の
で
あ
る
。
蘭
洲
は
契
沖
の
説
を
引
い
て
後
人
の
書
入
れ
で
あ
ら
う
と
述

べ
た
の
で
あ

っ
た
。
「橘
の
情
抜
が
歌
な
り
」
と
い
ふ
書

き
方
い
ら
、
真
淵

も

「古
今
集
佐
蓬
諭
」
“
「
続
坊
葉
輸
」̈
。
「
吉
今
痢
敏
葉
茸
聴
卜
な
ど
で
「
こ
ヽ

の
左
鷺
が
後
人
の
作
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
ゐ
ち
。

（拙
著

「
和
歌
一
に
瀾

す
る
研
究
」

二
四
七
頁
参
照
）
。
古
今
集
の
左
言
を
す
べ
て
後

人
の
偽
作
と

す
る
考

へ
方
は
、
荷
口
学
派
の
通
念
で
あ

っ
た
や
う
に
思
は
れ
、
真
淵
も
左

註
は
信
ず
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
と
し
た
の
で
あ

っ
て
、
「橘
の
清
友
が
歌
な
り
」

も
、
真
淵
に
と
っ
て
は
そ
の
こ
と
を
論
証
す
る
た。
め
の
資
料
と
な

っ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
蘭
洲
が
こ
の
左
註
を
後
人
の
作
で
あ
ら
う
と
し
た
の
は
、
契
沖

の
抱
い
た
疑
惑
を
補

っ
た
形
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
さ
う
し
た
所
に
も
蘭
洲

の
見
識
２
い
ふ
べ
き
も
の
が
窺
は
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
。

蘭
洲
の
議
釈
は
歌
の
意
味
を
洛
観
的
に
明
ら
め
る
こ
と
を
■
的
と
し
て
、

歌
を
評
価
す
る
言
葉
は
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ

な

い
と
い
ふ
こ
と
が
で
き

る
。
然
し

「昨
日
之
い
ひ
今
日
と
暮
ｔ
て
あ
す
か
莉
な
が
れ
て
早
き
月
相
な

り
け
り
」
（
冬
歌
）
の
議
釈
で
は
、

栄
注
、　
一
年
を
き
の
ふ
け
ふ
あ
す
の
く
る
に
い
ひ
な
す
事
妙
な
り
。
愚

案
、
此
歌
心
至
り
詞
至
り
体
至
る
¨
誠
に
絶
唱
と
す
べ
し
、
か
く
早
く



過
る
月
日
を
さ
も
思
は
で
、
い
た
づ
ら
に
一
年
の
暮
し
を
歎
ず
る
な
り
。

と
い
っ
て
、
絶
讃
の
辞
を
述
べ
て
ゐ
る
。
老
年
の
蘭
洲
の
心
境
に
実
感
と
し

て
訴
へ
る
詠
歎
が
あ
っ
て
、
こ
の
や
う
に
共
鳴
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。
こ

０
護
釈
に
見
ら
れ
る
批
評
は
、
蘭
洲
の
和
歌
に
関
す
る
文
学
観
を
覗
く
窓
口

と
も
な
る
で
あ
ら
う
が
、
か
う
し
た
種
類
の
評
言
は
、
「古
今
通
」
の
中
に

殆
ん
ど
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

蘭
洲
が

「古
今
通
」
を
著
し
た
動
機
に
つ
い
て
は
さ
き
に
考
察
し
た
所
で

あ
る
が
、
蘭
洲
の
註
釈
は
そ
れ
以
前
の
古
今
集
の
護
釈
に
比
べ
て
、
具
体
的

に
如
何
な
る
特
色
を
有
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
古

′今
集
つ
護
釈
書
は
汗
牛
充

棟
も
菅
な
ら
ぬ
有
様
で
、
そ
の
中
江
戸
時
代
に
入
っ
て
蘭
洲
の
時
代
ま
で
に

刊
行
せ
ら
れ
た
重
な
る
も
の
は
、
「顕
議
密
勘
」
（明
暦
三
年
刊
、
ラ
藤
十
五

年
再
刊
）、
「古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
」
（寛
永
十
五
４
刊
、万
治
二
年
再
刊
）、

古
今
栄
雅
抄
」
（延
宝
二
年
刊
）、
「八
代
集
抄
」
（天
和
二
年
刊
）
の
中
の
古

今
集
の
抄
な
ど
で
あ
る
。
蘭
洲
は
契
沖
の
「古
今
余
材
抄
」
を
も
参
照
し
て

ゐ
る
が
、
「余
材
抄
」
は
江
戸
時
代
に
は
刊
行
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
右
の
刊

本
の
中
、
季
吟
の
「八
代
集
抄
」
を
除
い
た
三
書
は
い
づ
れ
も
中
世
に
お
い

で
書
か
れ
た
誰
釈
書
で
あ
っ
て
、
季
吟
の
註
釈
も
近
世
に
な
っ
て
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
と
は
い
へ
、
中
世
の
議
釈
の
集
護
と
も
い
ふ
べ
き
傾
向
を
も
つ

も
の
で
あ
る
。
契
沖
の
「余
材
抄
」
が
そ
れ
ら
と
は
趣
を
異
に
し
た
近
世
的

な
註
釈
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
詳
し
く
説
明
す
る
必
要
は
な
い
と

考
へ
る
。
蘭
洲
は
そ
の
新
し
い
契
沖
の
議
釈
を
見
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
中

世
の
議
釈
書
で
あ
る

「栄
雅
抄
」
に
っ
い
て
は
、

「古
今
通
」
の
序
の
中
で

「栄
注
は
心
ゆ
か
ず
」
と
い
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
啓
蒙
的
な
註
釈
書
で
あ
一

る
に
し
て
も
、「古
今
通
」
が
契
沖
以
後
の
議
釈
書
と
し
て
の
特
性
を
有
す
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
お
ほ
よ
そ
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

今
こ
こ
に
、
古
今
集
の
歌

一
首
を
取
り
あ
げ
、
右
に
挙
げ
た
譲
釈
書
に
お
い

て
そ
の
歌
が
ど
の
や
う
に
護
釈
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
概
略
記
Ｌ
、
「古
今
通
」

に
お
け
る
そ
の
歌
の
議
釈
を
掲
げ
て
、
蘭
洲
の
議
の
特
色
を
端
的
に
見
る
こ

と
に
し
た
い
。

吉
今
集
の
春
歌
上
に
あ
る
、
題
し
ら
ず
読
入
し
ら
ず
の
歌
一

も
も
ち
ど
り
さ
へ
づ
る
春
は
物
ご
と
に
あ
ら
た
ま
れ
ど
も
我
ぞ
ふ
り
ゆ

と
い
ふ
一
首
は
、
「も
も
ち
ど
り
」
が
古
今
伝
授
の
三
鳥
の
一
つ
に
扱
は
れ

て
知
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
「顕
議
密
勘
」
を
見
る
と
い
顕
議
で
は

「も
ヽ
ち

ど
り
は
う
ぐ
ひ
す
を
い
ふ
」
と
い
ふ
説
を
一
応
掲
げ
た
後
、
「も
も
ち
ど
り
」

は
百
千
鳥
で
諸
の
鳥
の
意
で
あ
る
と
説
い
て
、
万
葉
の

「我
が
宿
の
え
の
み

も
り
は
む
百
千
鳥
」
の
歌
を
挙
げ
て
例
証
し
、
古
今
に
ヽ
後
拾
遺
に
も
鶯
と

も
も
ち
ど
り
と
は
離
れ
て
出
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
両
者
が
別
の
鳴
で

あ
る
こ
と
は

「う
た
が
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
、
な
ほ

「月
令
の
反
舌

百
舌
な
ど
は
も
ず
と
い
ふ
。
叉
百
鳥
を
囀
鳥
に
よ
せ
て
鶯
敷
と
申
つ
べ
け
れ

ど
、
そ
れ
は
と
か
く
申
べ
し
。
不
定
也
」
と
い
っ
て
結
ん
で
ゐ
る
０
撚
一
定

家
の
密
勘
で
は
、
「非
鶯
と
ヽ
難
一
決
、
又
不
可
限
鶯
。
百
鳥
も
云

一
つ
先

鶯
欺
。
百
花
も
柳
桜
を
の
ぞ
ぐ
べ
か
ら
ず
」
（
刊
本
に
拠
る
。
写
本
一
本
に

は

「
百
鳥
も
」
以
下
の
所
が

「
百
鳥
も
云
々
先
鶯
欺
」
と
あ
る
）
と
い
っ
て

を
り
、
「も
も
ち
ど
り
」
が
鷺
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
曖
味
な
態
度
が

み
ら
れ
る
。
次
に

「古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
」
の
註
釈
に
は
、
「
上
は
時
鳥



な
く
や
五
月
の
た
ぐ
ひ
也
。
春
は
物
毎
に
と
い
ふ
う
ち
に
よ
ろ
づ
の
事
こ
も

れ
る
な
る
べ
し
。
あ
ら
た
ま
る
は
常
住
の
心
也
。
か
く
み
な
立
か
へ

，
あ
ら

た
ま
れ
ど
も
、
わ
れ
ぞ
ふ
り
行
と
う
ち
歎
く
義
也
。
も
ヽ
千
鳥
の
事
、
御
抄

に
く
は
し
く
見
ゆ
」
と
あ

っ
て
、
歌
の
趣
意
の
説
明
が
記
さ
れ
、
「も
も
ち
ど

り
」
の
事
は

「御
抄
」
の
説
明
に
ま
か
せ
て
ゐ
る
。

「御
抄
」
と
い
ふ
の
は

「
八
雲
御
抄
」
で
、
同
書
巻
三
枝
業
部
の
鳥
部
に
掲
げ
ら
れ
た

「
鶯
」
の
条

の
説
明
で
は
、
「も
も
ち
ど
り
」
が
鶯
の
こ
ど
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
「是
は
不
′

限
′
鶯
。
是
春
百
千
鳥
之
囀
也
。
但
鴬
に
詠
有
′
例
」
と
註
は
あ
る
が
、
前
記

の
万
葉
の
歌
の

「
も
も
ち
ど
り
」
も
鷺
の
こ
と
に
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
お

る
。
「
古
今
栄
雅
抄
」
で
は
、
先
づ

「
百
千
鳥

さ
え

づ
る
春
は
、
も
の
ご
と

に
あ
ら
た
ま
れ
ど
も
、
我
身
ぞ
ふ
り
ゆ
く
と
也
ｏ
も
ヽ
と
い
ふ
に
、
ふ
り
ゆ

く
と
あ
し
ら
ひ
た
る
面
白
し
」
と
い
っ
た
後
、

「も
も
ち
ど
り
」
に
つ
い
て

顕
融
に
よ

っ
た
と
思
は
れ
る
説
明
を
記
し
、

「
只
鶯
を
も
百
千
鳥
と
い
ひ
、

多
ぐ
の
鳥
を
も
百
千
鳥
と
い
ふ
と
、
心
え
て
あ
り
な
ん
」
と
妥
協
的
な
説
を

立
て
て
、
定
家
の
説
を
密
勘
に
よ

っ
て
附
記
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
最
後

に
例
の
万
葉
の
歌
を
第
二
句
を

「
榎
の
実
む
れ
は
む
」
と
し
て
挙
げ
、
「
こ
の

歌
、
鴬
は
榎
の
実
は
む
れ
て
は
む
ま
じ
け
れ
ば
、
お
ほ
く
の
鳥
と
き
こ
ゆ
」

と
い
っ
て
、
万
業
の
歌
の
場
合
は
多
く
の
鳥
の
意
で
あ
る
と
説
い
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
「
八
代
集
抄
」
で
は
た
だ

「も
も
ち
ど
り

さ

へ
づ
る
」
と
い
ふ
語

句
を
掲
げ
て
、
「
古
今
三
鳥
の

一
な
り
」
と
説
明
し
て
ゐ
る
だ
け
で
、

他
に

は
何
ら
の
議
も
な
い
。

「古
今
余
材
抄
」
に
な
る
と
、
多
く
の
文
献
に
よ

っ

て

「も
も
ち
ど
り
」
の
意
に
つ
き
極
め
て
長
攻
の
考
察

が
記

さ

れ
、
　

・
結
局

一
情
は
よ
ろ
づ
の
鳥
の
ざ
へ
づ
り
か
は
せ
ば
ヽ
も
ヽ
ち
，ど

り
さ
へ
づ
る
碁
ど

●
し
へ
る
嗽
」
と
述
べ
て
は
ゐ
る
が
、
な
ほ
鶯
に
解
し
て
も
差
支

へ
の
な
い

物
を
も
挙
げ
て
ゐ
て
、
「も
も
ち
ど
り
」
が
よ
ろ
づ
の
鳥
の
意
で
あ
る．
と
は

断
定
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
明
か
な
如
く
、古
今
集
の
「も

も
ち
ど
り
」
の
意
に
つ
い
て
は
、
定
家
以
来
鶯
を
も
い
ふ
と
い
ふ
説
が
受
け

継
が
れ
て
、
契
沖
に
お
い
て
さ
へ
そ
の
考
へ
は
完
全
に
除
か
れ
ず
、
い
ま
だ

名
残
を
留
め
て
ゐ
る
。
そ
れ
ら
の
誰
釈
の
後
を
承
け
て
、

「古
今
通
」
で
は

次
の
ご
と
く
見
え
る
。

・
栄
注
、
万
葉
に
、
わ
が
宿
の
榎
の
実
む
れ
は
む
ヽ
ゝ
ち
鳥
千
鳥
は
く
れ
′

ど
君
は
き
ま
さ
ず
。
鷲
と
い
ふ
説
あ
れ
ど
、
鶯
は
榎
の
実
は
む
れ
は
む

ま
じ
け
れ
ば
、
多
く
の
鳥
と
聞
ゆ
。
し
か
れ
ば
百
千
の
鳥
な
り
。
春
は

物
ご
と
に
改
ま
り
て
新
な
れ
ど
、
我
身
は
春
を
へ
て
ふ
り
行
く
老
を
な

げ
く
な
り
。

こ
の
や
う
に
簡
単
な
議
で
は
あ
る
が
、
「栄
雅
抄
」
の
護
を
抄
記
し
た
後
、

「も
も
ち
ど
り
」
は
百
千
の
鳥
で
あ
る
と
断
じ
て
ゐ
る
。　
今
日
古
今
集
を

解
く
学
者
も
、
や
は
り
百
千
の
鳥
の
意
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
“

そ
の
上

「も
も
ち
ど
り
」
の
歌
を
人
に
理
解
さ
せ
る
の
に
大
切
な
こ
と
は
、

「も
も
ち
ど
り
」
の
意
の
穿
墜
で
は
な
く
、
春
ご
と
に
新
し
く
改
ま
る
自
然

現
象
と
、
春
ご
と
に
老
い
で

・
ゆ
く
人
間
の
自
分
と
を
対
比
し

，
生
す
る
歎
な

の
こ
こ
ろ
の
指
摘
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蘭
洲
の
註
釈
は
簡
潔
で
あ
っ
て

も
入
門
者
の
た
め
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
こ
れ
に

は
景
範
の
補
註
も
つ
い
て
ゐ
な
卜
の
で
あ
る
。

「古
今
通
」
の
議
釈
が
宝
暦
の
初
年
に
漢
学
者
の
手
に
な
っ
た
啓
蒙
的
な
も

の
で
あ
り
な
が
ら
、
中
世
的
な
解
釈
を
超
克
し
て
、
歌
意
を
正
当
に
伝
へ
る

こ
之一
璃
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
一例
に
よ
って
も

，察す
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
は
れ
る
。
も
と
よ
り
そ
こ
に
は
右
の
割
に
も
見
ら
れ
る
如
く



先
人
の
護
に
啓
発
せ
ら
れ
た
所
も
決
し
て
少
い
と
は
い
ひ
得
な
い
。
殊
に
契

沖
の
研
究
か
ら
恩
恵
を
被
っ
た
点
が
極
め
て
甚
大
な
事
実
は
一
見
明
か
で
あ

る
。
蘭
洲
が
浪
華
に
在
つ
て

「古
今
通
」
の
筆
を
執
つ
て
ゐ
た
頃
、
京
で
はヽ

遊
学
に
出
て
間
も
な
い
青
年
の
宣
長
が
、
契
沖
の
著
書
に
接
し
て
感
激
に
燃

え
、
新
し
い
歌
学
に
眼
を
開
き
つ
つ
あ
っ
た
。
蘭
洲
つ
見
識
は
こ
れ
を
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

「古
今
通
」
に
も
契
沖
の
学
問
的
精
神

は
流
れ
こ
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

真
淵
の

「打
聴
」
や
宣
長
の
理
遅
鏡
」
が
成
立
し
た
の
は

「古
今
通
」
よ

り
も
後
で
あ
っ
て
、

「打
聴
」
の
書
物
と
し
て
の
成
立
に
つ
い
て
は
大
阪
に

も
関
係
が
あ
る
が
、
真
淵
は
大
阪
の
学
者
で
は
な
い
。

「古
今
通
」
の
後
に

近
世
大
阪
の
和
学
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
古
今
集
の
註
釈
書
に
は
、
尾
崎
雅

嘉
の
「古
今
和
歌
集
ひ
な
こ
と
ば
」
が
あ
り
、
寛
政
八
年
正
月
に
刊
行
せ
ら

れ
た
。
そ
の
議
釈
は
古
今
集
に
遠
鏡
式
の
口
訳
を
施
し
た
も
の
で
、
例
へ
ば

前
記
の
「も
も
ち
ど
り
」
の
歌
に
は
、

「
い
ろ
ノ
ヽ

・
の
鳥
が
、
お
も
し
ろ
う

さ
え
づ
る
春
は
、
何
も
か
も
さ
っ
ば
り
と
あ
た
ら
し
う
な
る
け
れ
ど
も
、
を

れ
が
身
ば
か
り
は
、
ふ
る
う
な
っ
て
行
こ
と
じ
ゃ
」
と
証
が
ぁ
る
。
ま
た
題

や
左
註
に
も
所
々
口
訳
が
あ
っ
て
、
「雪
の
木
に
ふ
り
か
か
れ
る
を
よ
め
る
」

と
い
ふ
題
に
は
、

「雪
が
う
へ
木
に
す
こ
し
ふ
り
か
か
っ
て
有
を
よ
ん
だ
」

と
訳
が
つ
い
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
「
ひ
な
こ
と
ば
」
は
語
釈
の
な
い
口
訳

古
今
集
で
、
「古
今
通
」
が
啓
蒙
的
で
は
あ
り
な
が
ら
、
な
ほ
学
究
的
な
護

釈
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
の
と
は
趣
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。

「古
今
通
」
の
護

釈
の
特
質
は
こ
の
点
か
ら
も
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

最
初
に
述
べ
た
や
う
に
こ
の
小
稿
は
懐
徳
堂
本
の
「古
今
通
」
に
よ
っ
て

論
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
書
に
は
加
藤
景
範
の
側
補
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
て

補
護
は
明
記
し
て
あ
る
が
刑
っ
た
箇
所
は
不
明
の
所
が
あ
る
０
右
に
引
い
た

「古
今
通
」
の
議
釈
の
中
に

。
も
景
範
が
部
分
的
に
側
っ
た
後
の
も
の
が
な
い

２
は
今
俄
か
に
断
言
し
得
な
い
と
し
て
も
、
然
し
そ
の
や
う
な
景
範
の
削
除

が
判
明
し
た
と
こ
ろ
で
、
小
稿
に
考
察
し
た
所
が
根
本
的
に
覆
る
虞
れ
は
な

い
で
あ
ら
う
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
な
ほ
景
範
の
補
註
に
つ
い
て
は
、
後
日

機
会
を
得
て
そ
の
概
略
を
述
べ
た
い
と
考
へ
て
ゐ
る
。

附
記
、
本
稿
に
記
し
た
上
野
図
書
館
本
の
本
文
に
関
す
る
こ
と
は
、
す

べ
て
日
中
裕
・
八
木
毅
両
氏
の
撮
影
に
係
る
写
真
に
拠

つ
た
も
の
で

両
氏
の
御
労
力
に
対
し
て
こ
こ
に
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

（科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
一
部
）

―
卜
大
阪
大
学
教
授
―
―


