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師
説
自
見
集
と
了
俊
相
伝
定
家
歌
論
書

嘗
て
私
は
愚
秘
抄

・
三
五
記
な
ど
、
い
は
ゆ
る
定
家
仮
託
書
の
性
質

。
成
立

を
考
へ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
仮
託
書
に
対
す
る
冷
泉
派
の
関
係
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
い
ふ
こ
と
も
、
そ
の
時

一
つ
の
課
題
で
あ
つ
た
。
そ
の
資
料
と
し
て
今

川
了
俊
の
著
作
も
使
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
家
の
文
書
や
師
説
に
対
す
る
彼
の

異
常
な
ま
で
の
厳
格
さ
は
極
め
て
印
象
的
で
あ
つ
た
。
了
俊
は
そ
の
後
も
さ
う

し
た
課
題
と
共
に
私
の
中
に
あ
る
。
お
も
ふ
に
彼
の
伝
へ
る
家
説
は
厳
密
に
冷

泉
為
秀
に
ま
で
遡
ら
せ
う
る
の
で
あ
ら
う
。
も
し
そ
の
伝
へ
る
家
説
の
中
に
い

か
ゞ
は
し
い
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ぞ
れ
は
彼
の
作
為
で
は
な
く
て
、
す
で
に

為
秀
の
伝
授
の
内
容
そ
の
も
の
ヽ
中
に
胚
胎
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
へ

思
は
れ
る
。

し
か
し
か
う
い
ふ
厳
格
さ
も
了
俊
ま
で
で
あ
つ
て
、
彼
以
後
に
な
る
と
、
だ

い
い
ち
正
徹
に
し
て
も
文
書
の
真
偽
の
鑑
別
が
俄
か
に
あ
い
ま
い
と
な
り
、
師

説
の
代
り
に
自
見
が
優
越
し
て
く
る
。
こ
れ
は
単
に
文
書
の
真
純
性
に
対
す
る

意
識
の
衰
退
と
か
、
鑑
別
の
能
力
の
低
下
と
か
、
あ
る
い
は
真
偽
の
伝
承
が
弱

ま
つ
て
き
た
な
ど
と
い
ふ
理
由
に
だ
け
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

よ
か
れ
あ
し
か
れ
こ
の
種
の
文
書
問
題
を
そ
れ
ま
で
支
配
し
て
ゐ
た
家
乃
至
家

説
の
意
識
そ
の
も
の
ゝ
衰
退
に
伴
ふ
一
現
象
と
考
へ
る
の
が
適
切
で
あ
ら
う
と

思
は
れ
る
。

田

中

裕

い
つ
た
い
冷
泉
派
は
み
だ
り
に
仮
託
書
制
作
の
責
め
を
受
け
る
べ
き
も
の
で

は
な
く
、
却
つ
て
伝
承
も
正
し
く
、
真
偽
や
来
歴
の
意
識
も
厳
し
か
つ
た
の
が

同
派
で
あ
つ
た
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
正
徹
や
心
敬

に

お

い
て
す
で
に
家
の
権
威
の
失
墜
し
た
時
、
同
派
に
お
け
る
文
書
伝
承
の
正
し
さ

も
同
時
に
そ
の
権
威
を
失
墜
し
た
と
思
は
れ
る
。
彼
ら
が
家
の
代
り
に
絶
対
的

な
権
威
を
賦
与
し
た
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
定
家
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
家
の
祖

と
し
て
の
、
そ
の
意
味
で
の
歴
史
的
な
定
家
で
は
な
く
て
、　
一
の
巨
大
な
意
味

と
し
て
の
定
家
で
あ
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
。
か
う
い
ふ
主
観
的
な
時
期
の
出
現

に
よ
つ
て
文
書
の
真
純
性
に
対
す
る
関
心
は
少
く
と
も
冷
泉
派
に
お
い
て
冷
却

し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

以
上
の
点
で
、
了
俊
と
そ
れ
以
後
と
の
間
に
は

一
つ
の
時
期
区
分
が
考
へ
ら

れ
て
よ
い
。　
一
般
的
に
い
へ
ば
、
こ
れ
も
あ
の
応
永
期
を
時
代
区
分
論
的
に
特

色
づ
け
る
現
象
の
一
つ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
は
か
う
い

ふ
了
俊
論
を
考
へ
よ
う
と
す
る
途
上
で
の
、　
一
つ
の
基
礎
的
な
調
査
報
告
で
あ

つ
て
、
そ
の
著
作
の
一
つ
、
師
説
自
見
集
と
了
俊
に
相
伝
さ
れ
た
定
家
歌
論
書

と
の
関
係
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
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一
　

六

帖

本

師

説

自

見

集

師
説
自
見
集
は
普
通
、
続
群
書
類
従
に
収
め
ら
れ
た
上
下
二
巻
の
も
の
が
知

ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
と
分
量

・
性
質
の
著
し
く
異
る
系
統
の
本
に
す
天
理
図

書
館
、
上
野
国
会
図
書
館
蔵
の
両
本
が
あ
る
。
こ
の
両
本
に
よ
れ
ば
未
詳
と
さ

れ
て
ゐ
る
本
書
の
成
立
年
も
分
る
ば
か
り
で
な
く
、
い
く
つ
か
興
味
深
い
差
異

が
見
出
さ
れ
る
の
で
、
ま
づ
こ
の
両
本
を
続
類
従
本
と
比
較
し
つ
ヽ
解
説
す
る

こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
思
ふ
。

天
理

・
上
野
の
両
本
は
、
前
者
が
片
仮
名
、
後
者
平
仮
名
を
用
ひ
て
は
ゐ
る

が
、
共
に
六
巻
六
帖
か
ら
成
る
上
、　
一
行
の
字
数
、
字
配
り
、
漢
字
の
傍
訓
、

朱
点
等
に
至
る
ま
で
書
写
状
態
が
酷
似
し
て
ゐ
る
の
で
、　
一
方
が
他
方
の
転
写

で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
程
で
あ
る
。
奥
書
に
は
共
に
寛
永
四
年
三
月
の
書
写

と
あ
る
。
上
野
本
は
桂
宮
本
と
思
は
れ
る
摺
模
様

（菊
ほ
か
二
種
の
花
の
繋
ぎ

唐
草
）
の
表
紙
を
も
ち
、
た
と
へ
ば
図
書
寮
蔵
の
桂
宮
本
の
一
つ
、
了
俊

「道

行
触
」
の
そ
れ
と
は
紙
の
地
色
は
異
る
が
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
題
釜
の
文
字
も

霊
元
天
皇
震
筆
と
い
は
れ
る
そ
れ
と
同
筆
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
天
理
本
は
、

題
彼
は
す
べ
て

一
筆
で
あ
る
が
、
本
文
は
前
三
帖
と
後
の
三
帖
と
で
筆
致
を
異

に
す
る
。
し
か
し
共
に
近
世
の
筆
で
、
寛
永
四
年
の
奥
書
が
直
ち
に
そ
の
書
写

の
日
附
を
さ
す
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
そ
の
頃
の
も
の
と
み
て
差
支
な
い

や
う
で
あ
る
。
両
本
を
専
ら
そ
の
誤
写
の
状
態
か
ら
推
す
と
、
天
理
本
が
よ
り

よ
く
原
本
の
姿
を
伝
へ
る
や
う
で
、
も
し

一
方
が
他
方
の
写
し
と
す
れ
ば
、
上

野
本
が
天
理
本
を
、
で
あ
つ
て
そ
の
逆
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
し
て
も

両
本
の
本
文
は
酷
似
し
て
を
り
、
少
く
と
も
以
下
本
稿
の
関
説
す
る
範
囲
で
は

そ
の
異
同
を
論
ず
る
必
要
を
認
め
な
い
の
で
、
両
者
を

一
括
し
て
仮
り
に

「
六

帖
本
」
と
よ
び
、
こ
れ
を
続
群
書
類
従
本
と
対
置
し
よ
う
と
思
ふ
。

ま
づ
叙
述
の
便
宜
上
、
続
類
従
本
の
内
容
を
示
す
と
、
上
巻
は
、
日

「
や
ま

と
歌
は
心
よ
り
お
こ
り
て
」
で
始
ま
り
、
和
歌
十
体
の
名
と
そ
の
例
歌
と
で
終

る
歌
論
的
部
分
が
第

一
段
を
成
し
て
ゐ
る
が
、
次
い
で
０

「古
歌
に
心
得
ぬ
様

な
る
詞
等
、
又
は
師
説
の
条
々
、
只
今
心
に
う
か
ぶ
斗
註
付
事
、
今
も
用
可
詠

こ
と
葉
斗
を
註
也
」
と
こ
と
わ
つ
て
歌
語
を
列
挙
し
た

一
段
が
つ
ゞ
く
。
こ
れ

は
上
巻
目
録
に
い
ふ

「歌
言
少
々
　
源
氏
言
少
々
」
に
当
る
で
あ
ら
う
。
次
に

国

「鳥
類
」
か
ら

「烏
」
（日
録
で
は
順
序
異
つ
て

「鶏
少
々
」
）
ま
で
、
鳥
名

を
挙
げ
て
そ
の
注
解
を
施
し
た
部
分
が
あ
り
、
次
い
で
回

「千
鳥
」
か
ら

「魚

梁
」
に
至
る
三
二
項
目
に
つ
い
て
証
歌
と
そ
の
注
解
と
を
附
し
た
部
分
が
あ

る
。
下
巻
は
、
国

「神
祇
」
に
始
ま
つ
て

「沓
」
に
終
る
九
〇
項
目

（日
録
で

は
八
六
項
目
）
を
収
め
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
上
巻
の
末
段
回
と
一
連
の
も
の
で

証
歌
と
そ
の
注
解
と
を
収
め
て
ゐ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
内

「三
代
集
説
等
は

口
伝
す
る
事
な
れ
ば
無
左
右
註
が
た
し
」
に
始
ま
る

一
文
が
附
い
て
ゐ
る
。

以
上
を
六
帖
本
と
比
較
す
る
と
、
六
帖
本
の
巻

一
は
前
掲
上
巻
の
す
べ
て
を

含
み
、
更
に
下
巻
の
中

「神
祇
」
か
ら

「長
」
（日
録
で
は
順
序
異
つ
て

「山

が
つ
し

に
至
る
二
八
項
目

（日
録
で
は
〓
四
項
目
）
を
も
合
は
せ
て
ゐ
る
。

巻
二
は
続
類
従
本
に
全
く
見
え
な
い
部
分
で
、
「水
鳥
」
以
下

「枕
」
（目
録
で

は
順
序
異
つ
て

「笛
し

ま
で
の
八
八
項
目
を
載
せ
、
証
歌
と
そ
の
注
解
に
関

は
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
巻
三
は
、
右
の

「長
」
に
つ
ゞ
く
諸
項
目
即
ち

「賤
人
」
以
下

「沓
」
に
至
る
部
分
並
び
に
結
び
の
一
文
因
を
含
ん
で
を
り
、

更
に
そ
の
後
に

「光
源
氏
巻
々
注
少
々
」
と
あ
る
一
段
を
も
つ
。
日
録
で
は

「沓
」
の
次
に
新
た
に

「源
氏
詞
少
々
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
に
該
当
す
る
が
、

こ
の
一
段
は
や
は
り
続
類
従
本
に
全
く
欠
く
。
こ
の

「光
源
氏
巻
々
注
少
々
」

は
巻
三
の
み
な
ら
ず
、
以
下
巻
四
・
五
・
六
に
わ
た
つ
た
源
氏
物
語
全
巻
の
語

釈
。
注
記
で
、
す
べ
て
続
類
従
木
に
は
見
え
な
い
。
各
巻
に
つ
い
て
内
訳
を
示



す
と
、
巻
三
は
桐
壼

・
言
木

（中
川
の
邸
に
ゆ
く
ま
で
）。
巻
四
は
言
木
の
つ

ゞ
き
か
ら
松
風
ま
で
。
巻
五
は
薄
雲
か
ら
竹
河
ま
で
。
巻
六
は
宇
治
十
帖
で
、

橋
姫
か
ら
夢
浮
橋
に
至
つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
次
に

「抑
青
表
紙
本
と
申
正
本
」

に
始
ま
る

一
文
が
あ
つ
て
、
河
内
本
に
比
べ
て
青
表
紙
本
の
文
章
の
優
る
こ
と

を
宣
揚
し
、
更
に
説
に
つ
い
て
は
両
本
間
に
大
差
は
な
く
、
あ
る
と
す
れ
ば
紫

明
抄
な
ど
の
才
覚
に
す
ぎ
な
い
と
い
ひ
、
奥
入
が
証
歌
に
つ
い
て
屡
々
未
勘
と

注
し
て
ゐ
る
こ
と
に
注
目
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
終
り
に
こ
の
未
勘
と
し
た
個
所

一
六
を
抜
き
出
し
て
こ
れ
に
従
う
べ
し
と
す
る
。

こ
ゝ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
巻
六
が
即
ち
図
書
寮
蔵
加
持
井
本
の

「源

氏
六
帖
抄
」
に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
書
に
つ
い
て
は
池
田
亀
鑑
博
士

は
じ
め
種
々
紹
介
さ
れ
て
な
娃
、

「図
書
寮
典
籍
解
題
文
学
篇
」
は
特
に
詳
し

い
。

「源
氏
六
帖
抄
」
は
仮
題
で
あ
り
、
そ
の
残
欠
で
あ
る
こ
と
は
惜
し
ま
れ

て
き
た
が
、
い
ま
そ
の
全
貌
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。

こ
の
巻
六
、
従
つ
て
ま
た
源
氏
六
帖
抄
の
奥
に
は
、
「此
六
帖
依
所
望
或
人

集

（重
）
テ
自
書
之
。
今
八
十
三
歳
之
老
筆
也
。
例
文
字
形
不
分
明
哉
。
後
見

人
々
可
被
直
付
字

（乎
）。
応
永
十
五
年
五
月
日
　
松

（椙
）
月
徳
翁
在
印
判
」

の
識
語
が
あ
る
。

《文
中

（　
）
内
の
文
字
は
、
右
の
図
書
寮
典
籍
解
題
所
収

の
源
氏
六
帖
抄
奥
書
に
お
け
る
異
同
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
す
べ
て
六
帖

抄
に
従
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
特
に

「集
」
と

「重
」
と
の
異
同
は
成
立
事
情
に

関
係
し
て
く
る
が
、
や
は
り

「重
」
を
採
る
べ
き
か
と
思
ふ
》。
従
つ
て
六
帖

木
師
説
自
見
集
は
少
く
と
も
応
永
十
五
年
五
月
に
は
成
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る

以
上
が
六
帖
本
の
大
概
で
あ
る
。
本
書
は
続
類
従
本
師
説
自
見
集
と
源
氏
六

帖
抄
と
を
合
は
せ
た
も
の
ヽ
上
に
、
更
に
若
千
の
歌
詞

・
少
か
ら
ぬ
源
氏
詞
を

含
ん
だ
著
作
で
あ
つ
た
。

一̈　
師
説
自
見
集
と
八
雲
御
抄

・
夫
木
和
歌
抄

さ
て
源
氏
六
帖
抄
が
六
帖
本
師
説
自
見
集
の
一
部
で
あ
つ
た
と
同
様
に
、
続

類
従
本
師
説
自
見
集
も
ま
た
本
来
、
そ
の
一
部
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う

か
。い

か
に
も
続
類
従
本
は
六
帖
本
の
巻

一
。
巻
三
の
中
に
包
摂
せ
ら
れ
て
ゐ

る
。
し
か
も
殆
ん
ど
完
全
に
包
摂
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
両
者
の
間
に
は

日
録

。
本
文
の
す
べ
て
に
わ
た
つ
て
見
る
べ
き
字
旬
の
異
同
が
な
い
。
そ
し
て

巻

一
の
奥
に
は

「師
説
自
見
集
第

一　
一ハ
帖
之
内
　
務
知
枷
判
」
と
あ
り
、
巻

三
の
奥
に
も

「師
説
自
見
集
巻
第
ニ
　
ニハ
帖
之
内
　
了
俊
在
判
」
と
あ
つ
て
、

明
瞭
に
六
帖
の
中
の
一
部
に
属
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し

一
方
、

続
類
従
本
下
巻
の
奥
を
見
る
と
、

「自
冷
泉
家
年
来
相
伝
申
所
書
集
候
畢
。

叉

自
見
之
分
彼
是
取
合
。
号
師
説
自
見
集
。
更
他

の
た
め
に
あ
ら
ず
。
了
俊
花

押
」
の
識
語
が
あ
り
、
つ
ゞ
い
て

「寛
正
五
月
三
月
十
九
日
。
今
河
徳
翁
之
以

自
筆
本
、
不
替

一
字
令
書
写
詑
。」
と
い
ふ
橘
豊
文
の
奥
書
も
あ
つ
て
、　
こ
れ
は

こ
れ
と
し
て
ま
た
師
説
自
見
集
の
一
形
態
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
も
見
え
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
前
述
の
や
う
に
続
類
従
本
下
巻
の
内
容
が
六

帖
本
で
は
巻

一
と
巻
三
と
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
間
に
巻
二
と
し
て
前
者
に
な
い

内
容
が
挿
入
さ
れ
て
ゐ
る
状
態
を
検
討
す
る
と
、
前
者
は
単
に
六
帖
本
の
一
部

な
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
前
者
を
基
に
し
て
増
補

。
再
編
さ
れ
た
の
が
六
帖

本
で
あ
る
、
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
証
明
す
る
の
が

本
書
と
夫
木
和
歌
抄
と
の
関
係
で
あ
ら
う
。

し
か
し
丁
度
よ
い
つ
い
で
に
行
き
会
つ
た
の
で
、
こ
ヽ
で
夫
木
抄
の
み
な
ら

ず
、
汎
く
本
書
に
影
響
を
与
へ
て
ゐ
る
諸
他
の
文
献
と
の
関
係
を
順
次
に

（前

に
番
号
を
つ
け
て
要
約
し
て
お
い
た
続
類
従
本
の
段
落
に
従
つ
て
）
記
述
し
て



ゆ
き
た
い
。

ま
づ
上
巻
の
は
じ
め
、
い
の
歌
論
的
部
分
に
お
け
る
諸
文
献
、
特
に
定
家
歌

論
書
と
の
関
係
は
、
そ
も
そ
も
本
稿
の
主
題
の
一
半
に
当
る
の
で
後
（第
二
節
）

に
詳
し
く
考
へ
る
。
次
に
、
日
録
に

「歌
言
少
々
　
源
氏
言
少
々
」
と
あ
る
国

の
部
分
で
あ
る
が
、
こ
ゝ
に
列
挙
さ
れ
て
ゐ
る
語
詞
は
二
つ
ば
か
り
を
除
い
て

す
べ
て
八
雲
御
抄
巻
四
言
語
部
の
世
俗
言

・
由
緒
言

・
料
簡
言
に
含
ま
れ
て
を

り
、
配
列
の
順
序
も

一
個
所
を
除
い
て
御
抄
と
一
致
す
る
。
た
ゞ
そ
の
注
解
の

部
分
に
つ
い
て
若
千
の
増
減
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
日
の
鳥
名
に
関
す
る

部
分
は
や
は
り
御
抄
巻
三
枝
葉
部
の
鳥
部
に
拠
つ
て
を
り
、
配
列
の
順
序
も

一

致
す
る
。
そ
し
て
以
下
回

。
国
の
す
べ
て
、
即
ち
続
類
従
本
の
過
半
を
占
め
る

部
分
が
前
述
の
夫
木
抄
に
拠
る
部
分
な
の
で
あ
る
。

さ
て
夫
木
抄
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
回
の
冒
頭

「千
鳥
」
は
夫
木
抄
巻

一
七

冒
頭
の
標
日
で
、
こ
れ

一
つ
は
孤
立
し
て
ゐ
る
が
、
次
の

「枕
」
か
ら

「沓
」

ま
で
の
各
標
日
は
、
同
抄
の
各
分
類
標
目
と

一
定
の
関
係
に
お
い
て
、
完
全
に

配
列
の
順
序
が

一
致
す
る
。
詳
し
く
い
へ
ば
、
上
巻
の
中

「枕
」
か
ら

「標
」

ま
で
の
順
序
は
同
抄
巻
三
二
の
終
り
方
に
見
え
る
該
当
標
目
の
順
序
と
同
じ
で

あ
り
、
次
い
で

「衣
」
か
ら
上
巻
末
の

「魚
梁
」
ま
で
の
順
序
は
同
抄
巻
三
三

”
糧
動
」
』
籐
お
れ
だ
漱
鰊
い
哨
朝
師
脚

に 「『
嘲
」
一帝
「掛

」
¨

目．に
酵
耐
神
鋼

と
あ
る
）
か
ら

「陵
園
妾
」
ま
で
は
同
抄
巻
三
五
と

一
致
す
る
。
次
に

「七

夜
」
か
ら

「述
懐
」
ま
で
は
同
抄
巻
三
六
と
一
致
す
る

（た
ゞ
し

「七
夜
」
は

同
抄
で
は

「賀
」
中
の
小
項
目
に
当
つ
て
ゐ
る
）。　
そ
し
て
流
布
本
夫
木
抄
は

こ
の
巻
三
六
の

「述
懐
」
で
完
結
し
て
ゐ
る

（池
上
頑
造
氏
蔵
夫
木
抄
は
こ
の

後
に
更
に
恋
部
が
附
い
て
ゐ
る
が
、
師
説
自
見
集
は
こ
れ
と
関
は
ら
な
い
）。

続
類
従
本
で
は

「述
懐
」
の
次
に
、
「鶴
」
か
ら

「鶏
」
ま
で
の
鳥
に
関
す
る

標
目
が
並
ん
で
ゐ
る
が
、
こ
れ
ら
は
夫
木
抄
で
は
前
に
遡
つ
て
巻
二
七
の
初
め

に
こ
の
ま
ゝ
の
順
序
で
在
る
。
次
い
で

「国
」
か
ら

「
国
家
」
ま
で
は
同
抄
巻

三
〇
と
一
致
し
、
次
い
で

「郡
」
か
ら

「簾
」
ま
で
は
同
抄
巻
三

一
に
、
次
い

で

「御
調
」
か
ら
最
後
の

「沓
」
ま
で
は
再
び
同
抄
巻
三
二
に
回
帰
し
て
、
そ

の
初
め
の
部
分
と

一
致
す
る
。
標
日
の
関
係
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
各
標

目
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
証
歌
も
僅
か
を
除
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
夫
不
抄
か
ら
抄
出

注
六

さ
れ
て
を
り
、
配
列
の
順
序
も
殆
ん
ど
完
全
に
一
致
す
る
。

こ
の
や
う
に
続
類
従
本
と
夫
木
抄
と
の
間
に
は
一
定
の
整
然
た
る
影
響
関
係

が
見
ら
れ
る
が
、　
一
方
六
帖
本
と
な
る
と
こ
の
関
係
は
中
断
さ
れ
、
か
つ
混
乱

し
て
く
る
の
で
あ
る
。
即
ち
続
類
従
本
下
巻
に
一
連
の
も
の
と
し
て
並
ん
で
ゐ

た

「長
」
。
「賤
人
」
の
二
標
目
を
、
六
帖
本
は
打
切
つ
て
そ
の
前
後
を
巻

一

と
巻
三
と
に
分
冊
し
、
そ
の
間
に
新
し
く
巻
二
を
挿
入
し
て
ゐ
る
こ
と
は
前
述

の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
大
木
抄
と
の
関
係
で
い
へ
ば
、
同
抄
巻
三
五
は
右

の
二
標
目
の
間
で
中
断
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
間
に
巻
二
を
構
成
す
る
同
抄
の
他

巻
の
い
く
つ
か
ゞ
介
在
す
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
詳
し
く
い
へ
ば
、
巻
二
は

「水
鳥
」
か
ら

「枕
」
ま
で
の
標
目
を
含
ん
で
ゐ
る
が
、
そ
の
中

「水
鳥
」
か

ら

「鷹
」
ま
で
の
各
標
目
を
大
木
抄
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
れ
は
前
掲
の
同
抄

巻

一
七

「千
鳥
」
を
承
け
て
同
抄
巻

一
八
に
つ
ゞ
く
七
標
日
に
一
致
し
、
次
の

「鴬
」
か
ら

「柳
」
ま
で
は
同
抄
巻
二
か
ら
巻
三

「柳
」
ま
で
に
、
次
の

「年

内
立
春
」
か
ら

「賭
射
」
ま
で
は
同
抄
巻

一
に
一
致
す
る
。
次
に

「早
蕨
」
か

ら

「燕
」
ま
で
は
同
抄
巻
三
の
前
掲

「柳
」
に
つ
ゞ
く
諸
標
目
に
一
致
す
る
。

そ
の
次
に
は

コ
扇
」
。
「な
で
し
こ
」
等
の
話
詞
が
挿
入
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ

れ
は
同
抄
巻
九
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
次
に

「草
」
か
ら

「夕
影
草
」
ま
で
の
植

物
に
関
す
る
標
日
は
、
大
部
分
が
同
抄
巻
二
八
に
該
当
す
る
。
し
か
し
そ
の
標

目
の
配
列
の
順
序
は
著
し
く
異
る
上
、
ま
ゝ
同
抄
巻
六

・
巻

一
五
中
の
植
物
さ



へ
も
混
入
し
て
ゐ
る
。
最
後
に

「杖
」
か
ら

「枕
」
に
至
る
標
目
は
前
掲
の
同

抄
巻
三
二
の
初
め
方
の

「沓
」
と
終
り
方
の

「枕
」
と
の
間
に
介
在
す
る
部
分

な
の
で
あ
る
。

´
以
上
の
や
う
に
見
て
く
る
と
、
巻
二
も
や
は
り
夫
木
抄
に
よ
つ
て
編
ま
れ
た

も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
両
者
の
標
目
の
関
係
は
巻

一
。
巻
三
の
場
合
に
比

べ
て
著
し
く
自
由
で
混
乱
し
て
ゐ
る
こ
と
が
分
る
。

（た
ゞ
し
各
標
目
中
の
証

歌
の
配
列
の
順
序
は
や
は
り
両
者
殆
ん
ど

一
致
す
る
。）
し
か
も
巻

一
。
巻
三

は
本
来
、
夫
木
抄
通
り
の
一
連
の
標
日
で
あ

っ
た
筈
で
あ
る
が
、
巻
ｒ

の
挿
入

に
よ
つ
て
任
意
に
中
断
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
お
も
ふ
に
巻
二
は

新
し
く
追
加
さ
れ
た
巻
で
あ
り
、
反
対
に
巻

一
・
巻
三
を
夫
木
抄
通
り
に
正
し

く
接
続
さ
せ
て
ゐ
る
続
類
従
本
の
形
は
、
師
説
自
見
集
の
最
初
の
形
態
で
あ
つ

た
と
見
な
し
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。

巻
三
の
末
に
附
い
て
ゐ
る

「光
源
氏
巻
々
注
少
々
」
（日
録
で
は

「源
氏
詞

少
々
し

は
、　
そ
れ
以
下
の
三
巻
の
内
容
と
丼
せ
て
、　
や
は
り
巻
二
と
同
様
に

新
し
く
増
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
も
そ
も

「源
氏
言
」
の
標
目
は
、
六

帖
本
巻

一
の
目
録
に
も
続
類
従
本
の
そ
れ
と
同
様
に
置
か
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
巻

三
の
末
に
新
た
に

「源
氏
詞
」
を
附
け
る
こ
と
は
重
複
と
い
つ
て
よ
い
。
し
か

し
前
の

「源
氏
言
」
は
実
際
は
目
録
上
の
名
の
み
で
、
本
文
で
は

「歌
言
」
の

中
に
ま
ゝ
交
つ
て
ゐ
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
新
し
く

一
段
を
設
け
て
徹
底

的
に
増
補
す
る
必
要
を
認
め
た
の
か
と
思
ふ
。
か
く
て
六
帖
本
は
、
歌
言
を
中

心
と
す
る
続
類
従
本
の
形
態
か
ら
発
展
し
て
、
新
た
に
源
氏
言
を
は
じ
め
歌
言

を
も
増
補
し
、
前
者
に
倍
増
す
る
再
撰
木
と
し
て
成
立
し
た
も
の
と
い
は
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
こ
の
四
巻
に
ま
た
が
る

「光
源
氏
巻
々
注
」
は
何
に
拠
つ
た
の
で
あ
ら

う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
巻
六
の
冒
頭
に
、

「号
源
氏
之
雑
説
抄
物
、
先
年
集

キ
。
其
後
叉
源
氏
之
説
等
取
合
書
之
。
今
此
草
子
等
以
彼
本
書
之
乎
」
と
あ
る

の
で
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
ゝ
に

「源
氏
之
雑
説
抄
物
」
之
よ
ば
れ
て
ゐ
る

一

書
は
、
巻
六
の
末
に

「先
年
号
源
氏
雑
抄
物
ヲ
愚
老
書
夕
”
シ
ハ
聞
得

二
任
タ

リ
キ
。
不
足
∩
足
」
は
源
氏
六
帖
抄
に
よ
る
）
信
用
事
也
」
と
あ
る

「源
氏
好

抄
物
」
と
同
じ
で
あ
ら
う
。
恐
ら
く
了
俊
に
は
こ
の
書
を
基
に
し
て
更
に
諸
説

を
取
合
は
せ
増
補
し
た
著
作
が
あ
り
、
そ
れ
が
六
帖
本
の

「光
源
氏
巻
々
注
」

の
基
礎
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
右
の
文
言
は
語
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

既
述
の
通
り
本
書
の
源
氏
注
釈
は
、

「今

ハ
世
二
絶
タ
ル
」
青
表
紙
本
を
宣

揚
し
、
定
家
説
を
重
ん
ず
る
態
度
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
和
歌
に
お
け
る

程
定
家
説
に
傾
倒
し
よ
う
と
は
考
え
ず
、
河
内
説
こ
と
に
紫
明
抄
を
最
も
多
く

引
用
し
て
ゐ
る
。
こ
の
点
は
当
時
の
源
氏
学
界

一
般
の
傾
向
か
ら
自
由
で
あ
り

え
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

「私
云
」
と
記
し
た
条
が
い
は
ゆ
る
自
見
で
あ
ら

う
。
そ
の
中
に
は
子
孫
の
た
め
に
あ
へ
て
一
説
を
立
て
る
と
い
つ
た
言
葉
も
見

え
る
が

（若
紫
の
条
）
、
「愚
身
説

ハ
道
辻
市
等
ノ
聞
書
也
」
（榊
の
条
）
と
も

い
つ
て
を
り
、
師
説
以
外
の
当
時
の
説
を
踏
ま
へ
た
点
が
少
く
な
い
ら
し
い
。

「師
説
」
と
あ
る
の
は
誰
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
。
良
基
な
ど
も
想
定
さ
れ
る

が
、
と
に
か
く
単
な
る
注
釈
家
で
は
な
く
て
作
歌
の
た
め
に
源
氏
を
読
む
こ
と

を
教
へ
た
人
で
あ
つ
た
ら
し
く
、
や
は
り
本
書
の
他
の
部
分
と
同
様
に
為
秀
の

説
と
み
て
よ
い
。
こ
の
源
氏
注
釈
の
部
分
は
、
ま
だ
多
く
を
知
ら
れ
て
ゐ
な
い

了
俊
の
源
氏
学
の
研
究
の
た
め
に
豊
富
な
資
料
を
提
供
す
る
と
思
ふ
が
、
本
稿

で
は
こ
れ
以
上
関
説
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
や
う
に
六
帖
本
と
他
の
文
献
と
の
関
係
を
検
討
し
て
く
る
と
、
光
源
氏

巻
々
注
を
除
い
た
部
分
が
、
全
面
的
に
八
雲
御
抄
と
夫
木
抄
と
に
依
拠
し
て
ゐ

る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
了
俊
の
著
作
中

こ
の
両
者
に
典
拠
を
求
め
る
も
の
は
独
り
本
書
ば
か
り
で
は
な
か
つ
た
。
八
雲



御
抄
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
一
喜
［抄

（
「歌
詞
」
と
し
て
列
挙
し
た
中
に
含
ま
れ

る
）
二
百
塵
集

（第
二

「古
言
事
」
。
第
三
前
半
）
。
了
俊
日
記

（「古
歌
の
詞

〓
こ
）
な
ど
が
こ
れ
に
拠
つ
て
を
り
、
大
木
抄

に
つ
い
て
い
へ
ば
、
や
は
り
二

言
抄
の

「珍
ら
し
く
見
及
候
古
歌
」
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
歌
五
九
首
中
三
八
首

が
同
抄
の
抄
出
で
、
配
列
の
順
序
も
殆
ん
ど
そ
の
ま
ゝ
で
あ
り
、
言
塵
集
第

一

や
第
五

含
水
鳥
」
ま
で
）
も
さ
う
で
あ
る
。
更
に
了
俊
日
記
に

「世
俗
言
、

只
詞
を
よ
め
る
証
歌
」
と
し
て
挙
げ
た
中
、
前
七
〇
首
は
同
抄
巻
三
六
曇
一墨
ど

か
ら
殆
ん
ど
そ
の
配
列
の
順
序
の
ま
ヽ
抄
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
残
り
の
五

首
も
巻
こ
そ
違
へ
、
同
抄
中
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
著
作
に
お
い

て
は
、
こ
の
両
書
に
拠
つ
た
理
由
も
十
分
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち

了
俊
は
、
歌
言
は
三
代
集
を
出
づ
べ
か
ら
ず
と
す
る
二
条
派
的
見
解
に
対
し
て

古
人
の
必
ず
し
も
然
ら
ぬ
こ
と
を
述
べ
、
「す
で
に
詠
出
る
は
み
な
歌
言

と
申

べ
き
哉
ら
ん
」
（了
俊
日
記
）
と
考
へ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
証
と
し
て
示
し

た
の
が
八
雲
御
抄
の
世
俗
言
以
下
の
語
詞
で
あ
る
し
、
更
に
近
頃
の
歌
仙
た
ち

も
世
俗
言
を
用
ひ
て
ゐ
る
こ
と
を
実
証
し
よ
う
と
し
た
の
が
大
木
抄
の
歌
な
の

で
あ
る
。

夫
木
抄
の
撰
者
藤
原
長
清
は
冷
泉
為
相
の
門
弟
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
集
は
為

相
の
撰
ず
べ
き
勅
撰
集
の
資
料
と
し
て
編
ま
れ
た
と
み
る
浜
口
博
章
氏
の
説
も

あ
る
。
と
に
か
く
こ
れ
は
、
同
派
の
自
由
で
進
取
的
な
傾
向
を
最
も
よ
く
う
か

ゞ
は
せ
る
資
料
と
い
つ
て
よ
い
。
夫
木
抄
の
名
は
了
俊
の
著
作
中
に
は
見
え
な

い
が
、
事
実
と
し
て
こ
れ
程
ま
で
こ
の
集
に
傾
倒
し
、
利
用
し
て
ゐ
る
こ
と
は

彼
の
立
場

。
欧
ば
か
ら
み
て
肯
は
れ
も
す
る
が
、
や
は
り
大
い
に
注
目
す
べ
き

こ
と
ヽ
い
は
な
け
れ
ば
な
も
な
い
。

〓
一　

師

説

自

見

集

と

了

俊

相

伝

本

‐

こ
ゝ
で
愈
々
前
節
の
は
じ
め
に
保
留
し
て
お
い
た
師
説
自
見
集
の
０
歌
論
的

部
分
に
も
ど
り
、
そ
こ
に
引
か
れ
て
ゐ
る
諸
文
献
主
と
し
て
定
家
歌
論
書
と
の

関
係
や
師
説
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

（
六
帖
本
と
の
間
に
殆
ん
ど
本
文
の
異

同
は
な
い
の
で
、
以
下
引
用
は
便
宜
上
、
続
類
従
本
に
よ
る
）

は
じ
め
に
序
と
も
い
ふ
べ
き

一
文
が
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭

「『
や
ま
と
歌
は

心
よ
り
お
こ
り
て
み
づ
か
ら
さ
と
る
』
と
い
へ
共
」
と
あ
る
部
分
は
近
代
秀
歌

の
引
用
で
あ
る
が
、
言
塵
集
第

一
序
に
は
同
じ
文
言
を
引
い
て

「是
師
説
也
」

と
あ
る
か
ら
、
直
接
に
は
為
秀
説
と
見
て
よ
い
。
次
い
で
、

「
さ
る
は

『
古
歌

を
師
と
す
』
と
も
い
ふ
め
れ
ば
」
以
下

「万
葉
集

・
古
今

。
後
撰

・
拾
遺

・
叉

は
三
十
六
人
の
家
集
な
ど
に
よ
め
る
歌
の
言
を
歌
言
と
申
に
や
」
ま
で
は
詠
歌

大
概
を
念
頭
に
置
く
と
見
ら
れ
る
。
次
に
、
「
古
集
の
中
に
今
は
耳
遠
な
る
詞

を
ば
学
ぶ
べ
か
ら
ず
』
と
歌
の
先
達
こ
と
に
い
ま
し
め
ら
れ
た
れ
ば
」
と
あ
る

文
言
は
、
六
帖
本
で
は
頭
に

「古
集
卜
万
葉
ヲ
申
也
」
の
注
記
を
も
つ
が
、
こ

の
引
用
句
は
了
俊
日
記
に

「古
歌
の
詞
な
れ
ば
と
て
万
葉
の
歌
の
中
に
み
ヽ
ど

を
成
言
を
よ
ま
む
こ
と
不
可
然
と
ぞ
定
家
卿
も
い
ま
し
め
給
め
る
」
と
も
見
え

原
拠
は
愚
見
抄
で
あ
る
。
次
に
、
「
い
か
な
る
達
者
堪
能
の
人
も
、
我
歌
の
是

非
を
分
明
に
知
事
は
大
事
と
い
へ
り
。

（中
略
）
問
合
て
其
道
理
に
任
て
我
歌

を
直
す
を
為
古
実
云
り
」
と
あ
る
の
は
、
弁
要
抄
に
同
じ
趣
旨
の
一
文
を
示
し

て

「此
事
師
説
也
」
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
為
秀
説
で
あ
る
。

次
に
本
文
の
第

一
条
、
替
詞
の
こ
と
は
弁
要
抄

・
落
書
露
顕
に
も
見
え
る
が

前
者
に
よ
れ
ば
為
秀
の
庭
訓
で
あ
つ
た
こ
と
が
分
る
。
第
二
条
は
、
そ
れ
が
師

説
で
あ
る
こ
と
を
は
つ
き
り
記
し
て
ゐ
る
。
更
に
文
中

「定
家
卿
の
抄
物
に
云

『歌
読
の
号
の
あ
ら
ん
人
の
一
首
に
て
も
比
興
の
事
仕
ぬ
れ
ば
、
宜
き
歌
な
ど



を
の
づ
か
ら
仕
出
た
れ
ど
も
誰
に
あ
つ
ら
へ
け
る
ぞ
な
ど
と
云
は
る
ヽ
は
無
念

の
事
也
』
と
書
れ
た
り
」
叱
あ
る
の
は
詠
歌

一
体

（広
本
）
の
冒
頭
近
く
の
文

言
に
拠
る
。
弁
要
抄

（後
述
の
同
書
中
の
引
用
書
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
了
俊
は

詠
歌

一
体
を
為
家
の
作
と
承
知
し
て
は
ゐ
た
と
思
ふ
が
、
内
容
は
定
家
口
伝
と

解
し
て
ゐ
た
ら
し
く
、
そ
れ
は
他
に
も
証
が
あ
る
。
ま
た
文
中

「西
行
抄
」
を

引
い
て
ゐ
る
の
は

「西
行
上
人
談
抄
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

ま
た
後
述
す
る
。
第
三

・
四
条
は

「可
案
と
也
」

。
「
と
云
り
」
な
ど
の
表
記

を
見
る
と
、
こ
れ
も
庭
訓
で
あ
る
ら
し
い
。
第
五
条
は
和
歌
十
体
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に

「此
内
に
い
づ
れ
の
体
に
て
も
あ
れ
、
我
学
得
ぬ
べ

き

一
体
に
先
も
と
づ
き
て
詠
習
て
、
残
の
九
の
す
が
た
を
も
次
第
々
々
に
読
習

ふ
べ
し
と
云
り
」
と
あ
る
の
は
毎
月
抄
に
も
近
い
が
、
言
塵
集
第

一
序
に

「為

相
卿
の
教
と
て
為
秀
卿
の
仰
せ
ら
れ
し
は
」
と
し
て
引
く
文
言
と
同
様
な
の
で

事
情
は
明
ら
か
で
あ
る
。
最
後
に

「昔
よ
り
今
に
至
ま
で
、
必
し
も
師
の
風
体

に
弟
手
の
歌
不
似
、
父
の
歌
様
に
子
の
詠
歌
不
似
、
是
則
み
づ
か
ら
得
た
る
に

し
た
が
ふ
が
ゆ
へ
な
り
と
云
々
」
と
あ
る
の
は
、
一
誓
口抄
に
見
え
る
同
様
の
文

言
に
徴
し
て
直
接
に
は
為
秀
か
ら
承
け
た
為
相
説
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

そ
し
て
次
に
、
「十
体
と
は
」
と
標
示
し
て
、　
い
は
ゆ
る
和
歌
十
体
の
各
名
目

と
そ
の
証
歌
と
が
掲
出
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

叙
上
の
如
く
引
用
文
献
と
し
て
は
、
近
代
秀
歌

・
詠
歌
大
概

・
愚
見
抄

・
詠

歌

一
体

・
西
行
上
人
談
抄

。
（毎
月
抄
）
・
和
歌
十
体
が
数
へ
ら
れ
る
が
、
前
掲

の
近
代
秀
歌
の
引
用
句
の
場
合
か
ら
推
せ
ば
、
了
俊
は
右
の
中
な
ほ
若
千
の
文

献
を
直
接
に
は
為
秀
説
と
し
て
受
取
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ

る
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
そ
れ
ら
を
為
秀
か
ら
相
伝
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
裏
書
す
る
資
料
が
、
京
大
図
書
館
蔵
平
松
家
旧
蔵
本

「西
行
上
人
談
抄
」

一
冊
で
あ
る
。

こ
れ
は
書
写
の
日
附
は
な
い
が
近
世
の
写
で
、
日
次
に

「西
公
談
抄
、
詠
歌

大
概
、
十
体
同
、
和
歌
秘
々
同
、
草
子
書
様
同
、
文
字
仕
同
」
と
あ
る

∩
同
」
は

定
家
卿
作
の
意
で
あ
る
ら
し
い
）
や
う
に
、
こ
の
六
種
の
文
書
を
合
綴
し
て
ゐ

る
。
そ
し
て
奥
に
、

「右
六
ケ
之
説
了
俊
相
伝
之
処
、
数
奇
之
御
志
深
重
奉
感
之
間
、
無
是

非
う
つ
さ
せ
申
し
候
。
相
構
々
雖
御
子
孫
無
数
奇
人
々
に
不
可
有
御
伝

候
。
当
時
此
道
有
名
無
実
候
へ
ど
も
、
両
神
御
加
護
之
上
者
松
葉
ち
り

う
せ
ぬ
事
に
哉
。

応
永
十
二
年
十
二
月
　
日
　
　
満
八
十
徳
翁
了
俊
判
」

の
識
語
を
も
ち
、
宛
名
は

「尊
明
殿
」
と
な
つ
て
ゐ
る
。
次
に
一
首
が
あ
つ
て

「此

一
帖
正
清
相
伝
畢
」
と
あ
り
、
更
に
一
首
が
あ
つ
て
、
奥
に

「正
広
」
の

署
名
が
あ
る
。
こ
の
奥
書
は
、
応
永
十
二
年
に
了
俊
八
十
才
の
こ
と
と
い
ひ
、

尊
明
と
あ
る
こ
と
と
い
ひ
、
彼
の
他
の
著
作
に
徴
し
て
信
じ
ら
れ
る
。
従
つ
て

少
く
と
も
こ
の
年
ま
で
に
了
俊
は
以
上
六
種
の
文
書
を
相
伝
し
て
ゐ
た
こ
と
を

知
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
右
の
中
西
行
上
人
談
抄
、
和
歌
秘
々
、
草
子

書
様

。
文
字
仕
等
は
ま
た
別
に
そ
れ
ぞ
れ
の
奥
書
を
も
つ
。
ま
づ
西
行
上
人
談

抄
の
そ
れ
は
日
本
歌
学
大
系
第
二
巻
所
収
の
神
宮
文
庫
本
に
最
も
近
く
、
「西

行
上
人
和
歌
弟
子
蓮
阿
云
々
」、
「西
行
上
人
和
歌
弟
子
満
良
神
主
云
々
」
な
ど

と
あ
つ
て
次
に
「此
抄
物
不
慮
云
々
」
と
い
ふ
藤
為
基
の
識
語
が
あ
り
、
次
い

で

コ
π
享
第
三
之
暦
云
々
」、
最
後
に

「此

一
帖
了
俊
相
伝
了
判
」
と
い
ふ
了

俊
の
奥
書
が
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
為
基
は
法
名
玄
誓
、
彼
に
は
歌
の
師
分
に
も

当
る
人
の
こ
と
か
と
思
ふ
が
、
本
書
は
そ
の
為
基
か
ら
相
伝
し
た
か
と
見
え

る
。
「和
歌
秘
々
」
は
内
題

「秘
々
抄
」
と
あ
る
が
、
詳
し
く
は
後

（第
四
節
）

に
譲
る
。
た
ゞ
そ
の
奥
書
は

（後
で
再
び
参
照
す
る
）、



「此

一
帖
一囲
年
為
秀
卿
筆
同
奥
書
相
伝
了
。
於
鎮
西
紛
失
之
間
、
或

人
之

（「人
之
」
は

「令
」
と
も
）
以
本
書
移
処
也
。
少
々
相
違
事
等

在
之
敷
。
以
家
本
可
書
改
也
。

応
永
八
年
十
月
　
日
　
　
了
俊
判
」

（□
内
の
文
字
は
判
読
）

と
あ
り
、
当
時
す
で
に
了
俊
は
本
書
を
為
秀
か
ら
相
伝
し
了
へ
て
ゐ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
最
後
に
、
草
子
書
様

・
文
字
仕
は
両
者
合
は
せ
て
、
い
は
ゆ
る
下

官
集
に
該
当
す
る
が
、
そ
の
奥
に
は
、
「如
此
事
共
皆
於
九
州
紛
失
之
間
、
以

日

本
書
之
。
毎
度
任
本
了
。
　

了
俊
判
」
と
あ
る
。

右
の
平
松
家
本
所
収
の
も
の
以
外
で
師
説
自
見
集
に
引
か
れ
て
ゐ
た
の
は
、

愚
見
抄

・
詠
歌

一
体

ｏ
（毎
月
抄
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
弁
要
抄

の

「和
歌
の
抄
物
の
事
」
の
条
に
、
「詠
歌
の
姿

。
心
仕
等
を
こ
ま
か
に
教
ヘ

ら
れ
た
る
事
は
只
俊
成
卿

・
定
家

。
為
家
卿
ば
か
り
也
。
是
を
朝
夕
心
を
静
て

可
披
見
也
。
和
歌
秘
々
・
詠
歌
の
一
体

・
愚
見
抄

・
詠
歌
大
概

・
古
来
風
体

・

毎
月
抄
等
也
。
古
今
集
の
歌
以
下
の
説
は
、
多
分
顕
注
密
勘
に
見
え
た
り
」
と

あ
る
中
に
見
え
る
。
弁
要
抄
は
了
俊
が

一
子
に
与
へ
た
庭
訓
の
文
書
で
あ
る
か

ら
、
右
の
書
日
は
す
べ
て
冷
泉
家
所
伝
の
最
も
規
範
的
な
、
従
つ
て
ま
た
必
読

の
も
の
で
あ
つ
た
と
推
定
し
て
よ
い
。

そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
必
読
書
は
、
了
俊
に
と
つ
て
ど
の
や
う
な
関
係
を

も
つ
の
で
あ
ら
う
か
。
了
俊
歌
学
書
に
い
ふ
、
「殊
更
和
歌
の
道
は
、
た
し
か
の

無
口
伝
て
は
い
か
な
る
秘
抄
を
持
た
り
と
も
其
人
の
申
説
は
立
ま
じ
き
事
也
。

（中
略
）
さ
れ
ば
古
今
の
説
も
伝
受
と
き
ヽ
書
等
の
ち
り
文
書
は
立
所
の
以
外

に
か
は
る
べ
き
事
也
。
当
時
音
の
秘
事
の
抄
物
等
尋
得
て
さ
い
か
く
は
く
と
も

が
ら
と
本
所
の
庭
訓
う
か
ゞ
ひ
た
る
人
の
説
と
は
同
物
に
て
可
替
也
。
其
ゆ
へ

は
、
我
等
も
如
形
師
説
う
か
ゞ
ひ
た
る
事
は
、
前
う
た
が
ひ
の
せ
ら
れ
ざ
る
ゆ

へ
に
道
ひ
ろ
き
也
。
無
相
伝
の
ち
り
文
書
は
所
持
し
た
れ
ど
も
、
ま
こ
と
に
人

の
尋
に
は
う
た
が
は
し
き
間
、
さ
は
ノ
ヽ
と
は
申
明
が
た
き
也
」
と
。
か
う
豪

語
す
る
か
ら
に
は
、
前
引
の
弁
要
抄
所
載
書
日
、
従
つ
て
詠
歌

一
体

・
愚
見
抄

。
毎
月
抄
も
恐
ら
く
は
了
俊
が
口
伝
を
受
け
た
秘
抄
で
あ
つ
た
と
考

へ
て
差
支

な
い
で
あ
ら
う
。
口
伝
と
は
文
書
の
伝
授
と
同
時
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
一
定
の

講
釈
を
も
授
け
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
師
説
自
見
集
所
引
の
近
代
秀
歌
の
文
言
に

つ
い
て
、
「是
師
説
也
」
と
了
俊
の
語
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
こ

れ
は
彼
が
、
平
松
家
本
秘
々
抄
の
奥
書
て
い
は
ゆ
る
為
秀
自
筆
本
を
彼
か
ら
受

け
た
時
、
丼
せ
て
同
書
に
関
す
る
為
秀
の
講
釈
を
も
相
伝
さ
れ
た
こ
と
を
示
す

証
拠
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
う
い
ふ
場
合
、
定
家
説
は
ま
た
そ
れ
を
祖
述

す
る
為
秀
の
説
と
も
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
し
て
師
説

自
見
集
所
引
の
前
掲
文
書
の
す
べ
て
が
ま
さ
に
同
じ
事
情
に
あ
つ
た
と
、
今
は

い
ふ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

さ
て
歌
論
的
部
分
の
最
後
に
は

「十
体
」
が
掲
出
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は

そ
の
奥
に

「此
十
体
歌
多
分
略
之
」
と
あ
る
や
う
に
、
「十
体
」
か
ら
の
抄
出

で
あ
る
。
和
歌
十
体
は
、
諸
本
に
よ
つ
て
十
体
名
の
配
列
の
順
序
が
異
つ
て
ゐ

る
が
、
師
説
自
見
集
の
十
体
と
平
松
家
本
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
、
両
者
は

十
体
名
の
文
字
づ
か
ひ

（例
へ
ば

「う
る
は
し
き
体
」
だ
け
は
仮
名
書
に
な
つ

て
ゐ
る
）
や
配
列
の
順
序
が

一
致
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
例
歌
の
配
列
の
順
序

も
ま
た

一
致
す
る
。
従
つ
て
師
説
自
見
集
の
十
体
は
平
松
家
本
の
系
統
、
言
ひ

換
へ
れ
ば
了
俊
相
伝
本
の
そ
れ
に
拠
つ
て
、
抄
出
し
た
も
の
と
考
へ
て
差
支
な

い
で
あ
ら
う
。
か
く
て
師
説
自
見
集
の
内
容
と

「相
伝
」
と
の
関
係
の
緊
密
さ

は

一
層
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
ヽ
な
り
、
丼
せ
て
了
俊
相
伝
本
と
し
て
の
平
松
家

本
の
信
憑
性
も
ま
た
高
め
ら
れ
た
と
い
つ
て
よ
い
。
．　
　
　
　
　
　
　
．
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四
　

近

代

秀

歌

の
原

形

叙
上
で
師
説
自
見
集
と
定
家
歌
論
書
と
の
関
係
や
師
説
な
ど
に
つ
い
て

一
往

考
察
は
終
つ
た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
そ
こ
で
保
留
し
て
お
い
た

「和
歌
秘

々
」
（ま
た
は

「秘
々
抄
し

の
性
質
を
明
ら
か
に
し
つ
ヽ
、
近
代
秀
歌
の
証
本

の
問
題
を
考

へ
、
定
家
自
筆
本
近
代
秀
歌
の
原
形
に
も
説
き
及
ば
う
と
思
ふ
。

弁
要
抄
に
列
挙
さ
れ
た
前
掲
の
書
日
の
中
に

「和
歌
秘
々
」
と
あ
る
も
の
は

平
松
家
本

「秘
々
抄
」
が
そ
の
目
次
で
は

「和
歌
秘
々
」
と
よ
ば
れ
て
ゐ
る
こ

と
か
ら
推
し
て
近
代
秀
歌
を
さ
す
と
見
て
よ
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
平
松
家
本

の
如
き
形
態
そ
の
も
の
を
さ
す
の
で
あ
ら
う
か
。

平
松
家
本
秘
々
抄
は
、
近
代
秀
歌
の
現
存
諸
形
態
の
中
、
流
布
本
、
定
家
自

筆
本
の
い
づ
れ
と
も
異
り
、
ほ
ゞ
そ
れ
ら
を
合
は
せ
た
形
を
も
つ
て
ゐ
て
、
す

で
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
吉
沢
博
土
木
、
久
松
博
士
本

（
い
。つ
れ
も
未
見
で
あ
る

が
）
と
同
系
統
の
も
の
と
思
は
れ
る
。
即
ち
本
文
は
、
「和
歌
の
み
ち
あ
さ
き

に
に
て
ふ
か
く
」
に
始
ま
り

「他
家
の
人
々
の
説
い
さ
ゝ
か
替
こ
と
侍
ら
じ
」

で
終
つ
て
、
次
に
、
流
布
本
に
見
え
る
近
代
六
歌
仙
の
秀
歌
並
び
に
、
そ
の
奥

の

「此
う
ち
に
み
山
も
そ
よ
に
」
か
ら

「
心
は
を
の
づ
か
ら
み
侍
り
な
む
」
に

至
る
ま
で
の
文
言
が
つ
ゞ
い
て
ゐ
る
。
た
ゞ
し
右
の
秀
歌
の
部
分
に
つ
い
て
平

松
家
本
は
、
基
俊
の
歌
と
俊
成
の
歌
と
が
順
序
入
れ
換
は
り
、
か
つ
俊
頼
歌
中

「
と
へ
か
し
な
」
の
一
首
と
俊
成
歌
中

「難
波
人
」
の
一
首
と
が
な
く
、
す
べ
て

井
蛙
抄
所
引
の
近
代
秀
歌
と

一
致
す
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
さ
て
そ
の
次
に
は

自
筆
本
近
代
秀
歌
に
あ
る
六
八
首
に
一
五
首
を
補
つ
た
都
合
八
三
首
の
秀
歌
例

が
列
挙
さ
れ
て
を
り
、
そ
の
奥
に
、
自
筆
本
で
は
は
じ
め
に
在
る

「或
人
歌
は

い
か
や
う
に
」
か
ら

「た
ゞ
お
も
ふ
さ
ま
の
ひ
が
ご
と
に
て
侍
べ
し
」
ま
で
の

文
言
が
附
い
て
ゐ
る
。
久
松
博
士
本
に
は
こ
の
下
に
、
「定
家
判
」
と
あ
つ
て

次
に
「此

一
帖
相
伝
申
者
也
　
了
俊
判
」
と
あ
る
由

（
銅
『
既
語「責
酪
妨
議
畷
醒
上
∝
）

で
あ
る
が
、
平
松
家
本
に
は

「定
家
判
」
の
文
字
が
な
く
、
た
ゞ

「定
家
卿
奥

書
如
此
」
の
注
記
が
あ
つ
て
、
次
に
前
掲

（　
一削
頁
上
欄
参
照
）
の
如
き
了
俊

の
奥
書
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
彼
は
こ
の
秘
々
抄
に

「少
々
相
違
事
等
」
の
あ
る
の

を
知
り
、
「以
家
本
可
書
改
也
」
と
念
を
押
し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
文
中
「為

秀
卿
筆
同
奥
書
」
の
辺
に
は
誤
写
が
あ
る
と
も
見
え
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
恐

ら
く
為
秀
自
筆
本
で
か
つ
為
秀
自
筆
の
奥
書
を
も
具
へ
て
ゐ
た
と
い
ふ
意
味
に

解
し
て
差
支
な
い
で
あ
ら
う

（為
秀
自
筆
奥
書
の
あ
る
例
の
定
家
自
筆
本

の

こ
と
で
あ
る
ま
い
）。
と
す
れ
ば
了
俊
が
い
つ
の
頃
か
為
秀
か
ら
相
伝
し
九
州

ま
で
所
持
し
て
ゐ
た
為
秀
自
筆
本
な
る
も
の
は
、
確
か
に
こ
の
平
松
家
本
の
形

態
と
は
違
つ
て
ゐ
た
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
す
で
に
為
秀
自
筆

本
の
失
は
れ
た
奥
書
執
筆
当
時
、
彼
が
拠
る
べ
き
証
本
と
考

へ
て
ゐ
た
「家
本
」

と
い
ふ
の
は
、
多
分
冷
泉
家
伝
来
の
文
書
で
、
為
秀
自
筆
本
の
親
本
と
も
い
ふ

べ
き
も
の
を
さ
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
こ
の
秘
々

抄
を
前
に
し
て
、
彼
が
ま
さ
に
あ
る
べ
き
真
実
の
形
と
考
へ
て
ゐ
た
も
の
は
、

嘗
て
彼
が
そ
の
眼
で
見
た
為
秀
自
筆
本
並
び
に
、
こ
れ
は
あ
る
い
は
未
見
と
も

想
像
さ
れ
る
家
本
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
さ
う
と
す
れ
ば
こ
の
、
近

代
秀
歌
の
真
実
の
形
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
か
。
こ
ゝ
で
暫
く
対

象
を
移
し
て
定
家
自
筆
本
近
代
秀
歌
に
つ
い
て
考

へ
た
い
。

こ
の
本
は
、
為
秀
が
自
筆
で
そ
れ
が
定
家
の
真
跡
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
、

か
つ

「尤
可
秘
蔵
」
と
記
し
て
ゐ
る
本
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
次
に
、
「此
草

子
定
家
卿
真
筆
也
。
歌
以
下
少
々
被
書
落
敷
。
若
早
案
敷
。
若
又
依
被
書
加
被

打
置
本
敷
。
於
奥
書
者
為
秀
卿
相
伝
也
。
尤
証
本
也
。
正
五
位
下
貞
世
」
と
い

ふ
例
の
了
俊
自
筆
の
識
語
を
も
つ
。
即
ち
こ
れ
に
よ
れ
ば
了
俊
は
、
明
ら
か
に



本
書
を
不
備
の
も
の
と
見
て
と
つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
彼
の
識
つ
て
ゐ

た
筈
の
近
代
秀
歌
の
真
実
の
形
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

つ
た
ら
う
か
。
も
し

「歌
以
下
少
々
被
書
落
敷
」

と
か
、

「依
被
書
加
被
打
置
本
欺
」
な
ど
と
い
ふ

文
言
を
素
直
に
受
取
る
な
ら
ば
、
真
実
の
形
と
は
、
こ
の
自
筆
本
附
載
の
秀
歌

例
の
部
分
に
関
し
て
よ
り
よ
く
充
実
し
た
形
を
具
へ
た
も
の
で
あ
つ
た
と
推
定

す
べ
き
で
あ
り
、
少
く
と
も
平
松
家
本
秘
々
抄
の
如
き
も
の
、
言
ひ
換
へ
れ
ば

自
筆
本
の
秀
歌
例
の
末
に
一
五
首
を
補
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
前
に
も
か
な

り
の
長
さ
の
文
言
や
秀
歌
を
補
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
な
複
雑
し
た
形
態

の
も
の
と
考
へ
な
い
方
が
自
然
で
あ
る
。

以
上
二
種
の
近
代
秀
歌
に
附
さ
れ
た
了
俊
の
奥
書
に
従
へ
ば
、
彼
は
当
時
の

定
家
自
筆
本
の
形
態

（そ
れ
は
恐
ら
く
現
在
の
形
態
と
同
じ
で
あ
ら
う
）
も
、

ま
た
平
松
家
本
秘
々
抄
の
如
き
形
態
も
、
共
に
そ
の
真
実
の
形
で
は
な
い
と
考

へ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
彼
の
考

へ
て
ゐ
た
真
実
の
形
と
は
、
結
局
は
同

一
の
も
の
を
さ
す
の
で
は
な
い
か
と
思

ふ
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

平
松
家
本
秘
々
抄
の
奥
書
で
、
了
俊
が

「先
年
」
と
よ
ん
で
ゐ
る
秘
々
抄
相

伝
の
年
は
厳
密
に
は
い
つ
か
分
ら
な
い
が
、
為
秀
の
毅
し
た
応
安
五
年
六
月
以

前
で
あ
つ
た
ら
う
と
は
推
定
さ
れ
る
。

（ま
た
了
俊
が
九
州
探
題
と
な
つ
て
下

向
し
た
の
は
、
そ
の
一
年
余
前
の
応
安
四
年
二
月
に
当
る
こ
と
を
考

へ
る
と
、

相
伝
の
時
期
を
遡
つ
て
下
向
以
前
の
在
洛
期
に
求
め
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
可

能
で
あ
ら
う
。）

一
方
、
奥
書
執
筆
の
応
永
八
年
十
月
は
、
彼
が
幕
府
の
宥
し

を
得
、
す
で
に
官
途
に
志
を
断
つ
て
藤
沢
か
ら
上
洛
し
た
と
思
は
れ
る
頃
で
、

あ
た
か
も
晩
年
の
、
歌
人
と
し
て
の
活
躍
期
の
人
口
に
当
つ
て
ゐ
る
。
か
れ
こ

れ
の
隔
り
は
少
く
と
も
三
〇
年
に
上
る
が
、
こ
の
三
〇
年
間
に
関
す
る
限
り
、

近
代
秀
歌
の
真
実
の
形
と
彼
の
考

へ
て
ゐ
た
の
が
為
秀
自
筆
相
伝
本
、
ま
た
そ

の
系
統
の
家
本
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
奥
書
か
ら
み
て
確
か
で
あ
ら
う
。

次
に
、
定
家
自
筆
本
の
了
後
の
奥
書
の
書
か
れ
た
年
は
暫
く
お
く
と
し
て
、

こ
の
奥
書
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
従
へ
ば
、
彼
が
為
秀
自
筆
の
証
明
を
も
つ
定

家
自
筆
本
を
見
て
、
そ
の
証
本
と
し
て
の
価
値
は
認
め
な
が
ら
も
な
ほ
か
つ
不

備
と
断
ず
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
ふ
の
は
、
よ
ほ
ど
権
威
あ
る
別
の
証
本
を
識

つ
て
ゐ
た
た
め
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
欠
脱
以
前
の
定
家

自
筆
木

（
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
）
を
そ
れ
に
擬
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も

し
嘗
て
そ
れ
を

一
見
し
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
今
更

「書
落
」
か
、
「早
案
」
か
、

な
ど
と
あ
れ
こ
れ
臆
測
す
る
筈
も
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
う
考
へ
る
時
、

前
述
の
為
秀
白
筆
相
伝
本
は
少
く
と
も
そ
れ
に
該
当
す
る

一
つ
で
あ
る
と
い
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
定
家
自
筆
本
の
奥
書
を
書
い
た
時
期
が
前
記
三
〇

年
間
の
中
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
証
本
は
こ
の
相
伝
本
を
さ
す
と
言
ひ

切
つ
て
よ
い
。
し
か
し
仮
り
に
応
永
八
年
以
後
と
し
て
も
恐
ら
く
は
こ
れ
以
上

の
証
本
を
他
に
想
定
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
た
ゞ
相

伝
本
受
領
以
前
と
す
れ
ば
問
題
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
初
期
の
頃
に
彼
が
あ

の
奥
書
の
意
味
す
る
や
う
な
重
大
な
体
験
を
獲
得
し
て
ゐ
た
と
は
や
は
り
非
常

注

一
四

に
考
へ
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

定
家
自
筆
本
奥
書
の
書
か
れ
た
時
期
が
不
明
な
の
で
は
つ
き
り
と
は
い
へ
な

い
が
、
こ
の
奥
書
執
筆
当
時
な
ほ
為
秀
自
筆
相
伝
本
は
座
右
に
あ

っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
あ
る
い
は
す
で
に
戦
陣
の
間
に
失
は
れ
て
た
ゞ
彼
の
脳
裏
に
の
み
刻

ま
れ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
い
づ
れ
に
せ
よ
、
彼
は
掌
中
の
定
家
自

筆
本
に
為
秀
の
奥
書
の
あ
る
の
を
確
か
め
、
そ
れ
故
為
秀
自
筆
相
伝
本
と
同
様

の
、
冷
泉
家
伝
承
本
と
し
て
の
信
憑
性
を
そ
こ
に
認
め
た
で
あ
ら
う
。
そ
し
て

両
本
を
比
較
し
た
結
果
、
そ
れ
ら
は
本
文
に
お
い
て

一
致
し
な
が
ら
、
秀
歌
例

の
末
に
お
い
て
岩
干
歌
数
の
具
は
ら
な
い
の
を
定
家
自
筆
本
の
側
に
見
出
し
た



の
で
あ
ら
う
。
両
本
の
優
劣
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
定
家
自
筆
本
を
書
落

ま
た
は
草
案
に
属
す
る
未
定
稿
と
判
定
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

（因
み

に
彼
が
か
う
判
定
し
て
久
損
と
見
な
さ
な
か
つ
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
当
時
定

家
自
筆
本
の
保
存
の
状
態
は
必
ず
し
も
悪
く
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。）

こ
の
や
う
に
し
て
、
了
俊
の
識
つ
て
ゐ
た
近
代
秀
歌
の
真
実
の
形
態
が
為
秀

自
筆
相
伝
本
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
は
た
し
て
い
か
な
る
形
態
を
も
つ

の
で
あ
ら
う
か
。
前
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
所
詮
現
存
定
家
自
筆
本
の
末
に
若

千
の
秀
歌
例
を
増
加
し
た
形
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
悌
を
伝
へ
る
も

の
は
も
と
よ
り
現
存
の
流
布
本
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
秘
々
抄
の
類
で
も
な
く

実
に
陽
明
文
庫
蔵

「和
調
読
様
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
写
本
は
早
く
昭
和

一
五
年
に
堀
部
正
二
氏
に
よ
つ
て
紹
介
さ
れ
た
（
」
漱

鰤
鶉
曜
彗
議
鞍
肝
確
彿
詰
蝶
）

が
、
そ
の
後
わ
り
に
注
意
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
、
改

め
て
要
約
す
る
こ
と
も
無
意
味
で
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。
そ
の
奥
書
は
堀
部
氏

の
掲
出
さ
れ
て
ゐ
る
通
り
で
、
は
じ
め
に
定
家
自
筆
本
と
同
じ
為
秀
の
識
語
が

あ
る
が
、
了
俊
以
下
の
そ
れ
を
欠
く
。
代
り
に
延
徳
二
年
の
勝
仁
親
工
の
識
語

天
正

一
九
年
の
近
衛
信
チ
の
そ
れ
、
最
後
に
貞
享
二
年
の
基
熙
自
筆
識
語
を
も

ち
、
明
ら
か
に
為
秀
以
後
了
俊
以
前
に
写
さ
れ
た
定
家
自
筆
本
の
一
転
写
本
に

発
す
る
こ
と
が
分
る
。

本
文
は
簡
単
に
い
へ
ば
自
筆
本
に
秀
歌
例

一
四
首
を
加
へ
た
形
の
も
の
で
あ

る
が
、
自
筆
本
に
比
べ
る
と
若
千
の
誤
写

・
煙
脱五
も
あ
る
の
で
、
右
の
秀
歌
例

が
秘
々
抄
よ
り

一
首

（第
二

一
番

「
し
ら
つ
ゆ
も
時
雨
も
い
た
く
」
の
歌
）
少

い
の
は
こ
の
本
の
誤
写
と
見
る
べ
き
で
、
や
は
り
自
筆
本
は
本
来
八
三
首
を
共

へ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。
了
俊
が
見
た
時
、
そ
れ
は
す
で
に
欠
脱
し
て
ゐ
た
の

で
あ
る
。
為
秀
自
筆
相
伝
本
は
こ
の
完
全
な
定
家
自
筆
本
に
発
し
て
ゐ
る
で
あ

ら
う
し
、
了
俊
が
家
本
と
称
し
て
ゐ
る
も
の
も
こ
の
形
を
措
い
て
外
に
な
か
つ

た
筈
で
あ
る
。
弁
要
抄
に
い
ふ
和
歌
秘
々
も
、
従
つ
て
こ
の
形
の
も
の
を
さ
す

と
考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
も
は
や
い
ふ
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
。

今
日
、
定
家
自
筆
本
や
秘
々
抄
を
め
ぐ
つ
て
い
く
つ
か
問
題
が
出
さ
れ
て
ゐ

る
が
、
自
筆
本
そ
の
も
の
ゝ
原
形
に
関
し
て
は
、
陽
明
文
庫
本
が
あ
る
以
上
疑

間
の
余
地
は
な
い
と
思
ふ
。
秘
々
抄
は
自
筆
本
と
流
布
本
と
を
ほ
ゞ
合
は
せ
た

形
を
も
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
が
了
俊
の
所
為
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
久
松
博
土

も
い
は
れ
て
ゐ
る

（訓
端
）

し
、
平
松
家
本
秘
々
抄
の
奥
書
の
語
る
と
こ
ろ
で

も
あ
る
。
も
と
よ
り
定
家
自
身
の
所
為
と
は
考

へ
に
く
い
。
流
布
本
と
自
筆
本

と
は
本
文
こ
そ
共
通
で
あ
る
が
、
後
者
は
別
の
意
図
を
も
つ
て
再
編
成
さ
れ
た

も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
、
両
者
を
合
体
さ
せ
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
無
意
味
と

い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
石
田
吉
貞
博
士
も
後
人
の
所
為
と
推

測
さ
れ
て
ゐ
る七
が
ヽ
と
も
か
く
応
永
八
年
当
時
、
か
う
し
た
写
本
は
行
は
れ
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。
臆
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
欠
脱
以
前
の
自
筆
本
と
井
蛙
抄
所

引
の
如
き
流
布
本
と
を
合
は
せ
た
形
を
も
つ
こ
の
秘
々
抄
は
、
冷
泉

。
二
条
い

づ
れ
の
派
の
正
統
に
は
属
し
な
い
、
し
か
し
歌
壇
の
消
息
に
は
か
な
り
明
る
い

位
置
に
あ
る
者
の
作
為
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
ふ
。

本
稿
を
草
す
る
に
当
り
、
天
理
本
に
つ
い
て
は
中
村
幸
彦
氏

・
島
居
清
氏

か
ら
、
上
野
本
に
つ
い
て
は
伊
地
知
鉄
男
氏
か
ら
懇
切
な
御
示
教
に
あ
づ

か
つ
た
。
ま
た
池
上
祓
造
氏
に
は
御
愛
蔵
本
を
開
覧
さ
せ
て
頂
い
た
が
、

各
位
に
厚
く
御
礼
申
上
げ
た
い
と
思
ふ
。
　
　
２

九
五
八

・
三

・
三

一
）

一

（
四
〇
頂
上
）

「定
家
仮
託
書
の
批
判
」
（国
語
国
文

・
昭
二
八
・
一

〇
）
参
照

一一

（
四
二
頁
上
）

こ
の
未
勘

一
六
条
は
、
正
徹
の
源
氏

一
滴
集

（未
刊

国
文
古
註
釈
大
系
第

一
一
）
巻
末
の

「青
表
紙
本
　
条
々
　
定
家
本
」



と
あ
る
一
六
条
に
一
致
す
る
。
し
か
し
そ
の
本
文
と
「光
源
氏
巻
々
注
」

の
本
文
と
の
間
に
は
説
の
著
し
い
照
応
は
見
出
さ
れ
な
い
。

（
正
徹
が

了
俊
に
源
氏
講
釈
を
受
け
た
こ
と
は

「
な
ぐ
さ
め
草
」
に
見
え
る
。）

〓
一

（
四
二
頁
上
）

池
田
亀
鑑
博
士

「珊
瑚
秘
抄
と
そ
の
学
術
的
価
値
」

其
他

（「
源
氏
物
語
に
関
す
る
論
考
」
所
収
）、
重
松
信
弘
氏

「源
氏
物

語
研
究
史
」
参
照

四
　
（
四
二
頁
下
）

橘
豊
文
は
京
の
高
松
大
神
宮
（旧
地
に
現
存
）
神
主
で

正
徹
の
歌
友
で
あ
る

（流
布
本
草
根
集
）。

五
　
（
四
三
頁
上
）

師
説
自
見
集
の

「由
緒
言
」
の
前
に
あ
る

「
心
な
ぐ

さ
」
か
ら

「
と
を
ヽ
」
ま
で
の
七
語
は
八
雲
御
抄
で
は

「世
俗
言
」
の

は
じ
め
に
あ
る
も
の
で
、
師
説
自
見
集
の
こ
の
段
の
冒
頭
「
た
ゆ
た
ふ
」

以
下
と
前
後
し
て
置
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

エハ

（
四
三
頁
下
）

一
致
し
な
い
も
の
は
、
０
順
序
の
入
れ
換
は
る
場
合

二
個
所
、
同
夫
木
抄
で
は
他
巻
に
あ
る
歌

一
首
、
い
夫
木
抄
に
見
え
な

い
歌
二
首
で
あ
る
。
こ
れ
は
続
類
従
本
の
誤
写
に
よ
る
異
同
と
も
思
は

れ
る
が
、
六
帖
本
と
対
校
し
て
訂
正
し
う
る
も
の
は
０

の
一
個
所
の

み
。
逆
に
ま
た
流
布
本
夫
木
抄

（国
書
刊
行
会
本
）
に
誤
写
が
あ
る
と

も
思
は
れ
る
が
、
池
上
禎
造
氏
蔵
夫
木
抄
と
対
校
し
て
訂
正
し
う
る
個

所
は
見
出
さ
れ
な
い
。

七
　
（
四
五
頁
上
）

濱
口
博
章
氏

「夫
木
和
歌
抄
成
立
考
」

（国
語
国
文

。
昭
二
五
。
一
二
）
参
照

八
　
（
四
五
頁
上
）

藤
原
長
清
は
遠
江
の
人
、
勝
田
ま
た
は
勝
間
田
氏
を

称
す
る
が
、
遠
江
は
了
俊
の
領
国
で
あ
り
、
九
州
で
討
死
し
た
幕
下
の

駿
河

・
遠
江
の
諸
氏
の
中
に
は
勝
問
田
氏
も
あ
っ
た

（今
川
家
譜
）
こ

と
は
こ
の
場
合
無
意
味
で
も
あ
る
ま
い
。
ま
た

「夫
木
抜
書
」
奥
書
に

「
近
年
二
条
太
閤
良
基
公
旨
承
坂
周
阿
法
師

一
本
写
上
洛
也
」
と
あ
る

と
い
ふ

（
岡
田
希
雄
氏

「
夫
木
和
歌
抄
私
見
」

（
国
語
国
文
学
の
研
究

。
昭
三

。
一
一
）
。

周
阿
は
も
と
よ
り
了
俊
の
連
歌
の
師
で
、
彼
の
九

州
在
任
中
、
良
基
よ
り
知
連
抄
を
預

っ
て
下
向
し
た
因
縁
も
あ
る
し
、

東
国
に
下

っ
た
事
実
も
あ
る

（
「初
心
求
詠
集
」
所
収
発
句
の
詞
書
）
の

で
、
こ
の
夫
木
抜
書
の
記
事
も
興
味
深
い
。

九
　
（
四
六
頁
上
）

了
俊
日
記

「定
家
卿
の
か
ゝ
れ
た
る
秘
抄
の
中
に
歌

一言
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
共
、
初
た
る
言
成
と
も
、
き
ヽ
よ
く
詠
つ
ヽ
け
て

侍
ら
ば
可
詠
也
」
と
あ
る
の
は
、
言
塵
集
第

一
の
奥
書
に
も

「定
家
卿

口
伝
」
と
し
て
同
様
の
言
葉
が
見
え
、
二
言
抄
の
冒
頭
近
く
に
も
先
達

の
仰
せ
と
し
て
見
え
る
。
こ
れ
は
詠
歌

一
体

「
歌
の
詞
事
」
に
拠
る
と

思
は
れ
る
。
な
ほ
詠
歌

一
体
が
冷
泉
家
伝
来
の
秘
抄
で
あ

っ
た
こ
と
は

了
俊
歌
学
書
に
見
え
て
ゐ
る
。

一
〇
　
（
四
六
頁
下
）

こ
の
平
松
家
本
所
収
の
詠
歌
大
概
は
全
文
平
仮
名

に
和
ら
げ
ら
れ
、
か
つ

「秀
歌
体
大
略
」
を
附
載
し
な
い
点
に
特
色
が

あ
る
。

一
一

（
四
六
頁
下
）

こ
の

「尊
明
」
は
言
塵
集
第

一
の
奥
書
に
見
え
る

「
尊
命
丸
」
と
同
じ
で
あ
ら
う
。
刊
本
其
他
に
は

「尊
命
丸
」
の
傍
に

「小
田
正
清
事
」
と
あ
る
が
、
と
す
れ
ば
こ
の
平
松
家
本
の
奥
書
の
第

二
に

「
正
清
相
伝
」
と
あ
る
人
物
は
即
ち
尊
明
の
こ
と
に
な
る
。
静
嘉

堂
文
庫
蔵
言
塵
集
に
は

「小
田
正
清
事
」
の
上
に

「小
田
正
徹
也
」
と

あ
り
、
顕
伝
明
名
録
巻
入
に
も

「
正
清
　
正
徹
元
名
」
と
あ
る
。
平
松

家
本
の
奥
書
第
三
に

「
正
広
」
と
あ
る
の
は
多
分
正
徹
弟
子
の
正
広
で

あ
ら
う
。
正
徹
は
十
四

・
五
の
児
の
頃
了
俊
と

一
座
し
て
ゐ
た

（徹
書

記
物
語
）
が
、
応
永
十
二
年
は
二
五
才
に
な

っ
て
ゐ
る
の
で

「
丸
」
も

51



い
か
ヽ
で
あ
ら
テ
。
Ｉ
徹
の
幼
名
は
信
清
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が
、
と
に

か
く
尊
明
（命
）
・
正
清
即
ち
正
徹
と
い
ふ
の
は
疑
間
と
し
た
い
。
言
塵

集
は
こ
の
平
松
家
本
が
尊
明
に
送
ら
れ
た
翌
年
五
月
に
同
人
に
与

へ
ら

れ
た
著
作
で
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
く
、
内
容
的
に
見
て
も
平
松
家
本

に
含
ま
れ
る

「文
字
仕
」
は
そ
の
ま
ヽ
言
塵
集
第
三

「
和
字
文
字
仕
の

事
」
の
全
部
に
該
当
す
る
。
な
ほ
了
俊
の
年
令
の
考
証
、
そ
の
資
料
と

な
る
べ
き
彼
の
著
作
奥
書
の
こ
と
は
、
荒
木
尚
氏

「今
川
了
俊
覚
書
」

（
法
文
論
叢
第
八
号
）
、
伊
地
知
鉄
男
氏

「
今
川
了
俊
歌
学
書
と
研
究
」

（大
刊
国
文
資
料
）
解
題
に
詳
し
く
、
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

一
一
一

（
四
六
頁
下
）

藤
為
基
は
公
卿
補
任
に
よ
れ
ば
俊
言
の
弟
。
了
俊

歌
学
書
、
六
帖
本
師
説
自
見
集
巻
二
に
よ
れ
ば
為
兼
の
養
子
で
あ
る
。

前
者
に
は
法
名
立
誓
、
後
者
に
は
玄
誓
と
あ
る
が
、
弁
要
抄
に
玄
誓
の

名
も
見
え
る
の
で
玄
誓
が
正
し
い
で
あ
ら
う

（尊
卑
分
脈
は
玄

哲
）
。

な
ほ
弁
要
抄
で
必
読
書
に
数

へ
ら
れ
、
了
俊
歌
学
書
に
冷
泉
家
伝
来
書

と
さ
れ
て
ゐ
る

「古
来
熙
体
抄
」
も
、
元
禄
三
年
板
の
系
統
の
外
は
そ

の
多
く
が
正
中
二
年
の
為
基
の
奥
書
を
も
つ
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

一
〓
一

（
四
七
頁
下
）

師
説
宙
見
集
の
十
体
の
例
歌
は
、
三
首
乃
至
五
首

の
抄
出
で
あ
る
が
、
平
松
家
本
の
そ
れ
は
、
幽
玄
体

。
事
可
然
体
が
九

首
づ

つ
で
あ
る
外
は
各
体
十
首
づ
つ
で
あ
る
。

一
四
　
（
四
九
頁
下
）

定
家
自
筆
本
の
了
俊
自
筆
識
語
に
は
「
正
五
位
下

」

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
貞
治
六
年
二
月
の
新
玉
津
島
社
歌
合
に
お
け
る
位

階
と
同
じ
で
あ
る
。
従

っ
て

一
往
九
州
下
向
以
前
の
在
洛
期
に
ま
で
遡

ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
以
後
は
い
つ
ま
で
下
る
の
か

分
ら
な
い
。
尊
卑
分
脈
に
も

「
正
五
位
下
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
こ
れ

は
最
後
ま
で
の
位
階
だ

っ
た
か
も
知
れ
な
い

（
顕
伝
明
名
録
、
類
榮
名

物
考
に
正
四
位
下
と
あ
る
の
は
何
に
よ
っ
た
の
か
）。
し
か
し
自
筆

識

話
を
見
る
と
、
了
俊
は
定
家
自
筆
本
を
直
接
為
秀
か
ら
受
け
た
と
は
ど

う
し
て
も
み
え
な
い
。
か
つ
愚
管
記

（刊
本
）
応
安
四

。
九

・
二

一
条

に

「
冷
泉
前
中
納
言
為
秀
卿
来
。

（
中
略
）
凡
文
書
相
伝
之
様
、
俊
成

定
家
為
家
三
代
之
間
自
筆
抄
物
詠
歌
日
記
等
悉
所
持
之
山
種
々
談
之
」

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
為
秀
は
生
前
み
だ
り
に
か
ヽ
る
自
筆
本
を
手
放

し
た
と
は
考

へ
に
く
い
し
、
ま
た
同
記
応
安
五

・
六

。
一
一
条
に

「
冷

泉
前
中
納
言
為
秀
卿
他
界
云
々
。
後
聞
子
息
為
邦
朝
臣
去
年
不
慮
出
家

幼
少
之
孫
子
可
為
相
続
之
体
云
々
。
於
文
書
者
佐
々
木
治
部
少
輔
高
秀

預
云
々
。
是
為
無
紛
失
云
々
。
高
秀
者
彼
卿
門
弟
之
随

一
也
」
と
あ
る

の
を
見
て
も
、
い
か
に
伝
来
の
文
書
の
散
伏
を
恐
れ
た
か
が
分
る
。
か

う
考

へ
る
と
了
俊
が
定
家
自
筆
本
を
手
に
し
、
識
語
を
加

へ
る
に
至

っ

た
の
は
、
為
秀
段
後
の
こ
と
ヽ
し
な
く
て
は
納
得
し
に
く
い
や
う
に
思

ふ
。
そ
の
歿
後
冷
泉
家
の
文
書
の
散
供
し
た
形
跡
の
あ
る
こ
と
は
堀
部

正
三
氏

「定
家
自
筆
本
土
左
訃
記
流
伝
小
史
」
翁
中
古
日
本
文
学
の
研

究
」
所
収
）
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
。

一
五

（
五
〇
頁
上
）

陽
明
文
庫
本
の
欠
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