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中
世
の
歌
学
で
用
い
ら
れ
る
用
語

「
こ
ゝ
ろ
」
の
使
い
方
は
平
安
鎌
倉
室
町

時
代
を
中
心
と
し
て
、
あ
る

一
定
の
範
囲
内
で
は
基
本
的
な
同
質
性
を
も

っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
微
視
的
に
観
察
す
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史

的
現
実
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
あ
る
様
相
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
小
論
で
は
、
古
今
和
歌
集
仮
名
序
の
中
か
ら
、
用
語

「
こ
ゝ
ろ
」
を
取
り

あ
げ
、
序
の
主
題
と
文
脈
と
に
即
し
つ
、
そ
の
概
念
規
定
を
行

っ
て
み
た
い
。

叉
そ
れ
に
併
せ
て
、
さ
よ
う
な
概
念
が
、
歴
史
あ
る
い
は
作
品
の
い
か
な
る
現

実
を
反
映
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
も
注
意
を
む
け
て
み

る
こ
と
に
す
る
。

仮
名
序
の
使
用
テ
キ
ス
ト
は
、
便
宜
上
、
佐
伯
梅
友
博
士
校
注
日
木
古
典
文

学
大
系
所
収
の
貞
応
本
に
拠
る
こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
諸
本
を
参
看
す
る

こ
と
と
す
る
。

一

古
今
和
歌
集
の
編
纂
奏
上
は
、
和
歌
の
再
興
で
あ

っ
て
、
い
ち
ど
衰
え
て
い

た
も
の
を
、
い
に
し
え
に
還
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
歌
の
本
来
あ
る
べ
き
状

態
に
復
そ
う
と
す
る
抱
負
で
あ

っ
た
こ
と
は
序
文
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

今

井

「
い
に
し
へ
の
こ
と
を
も
わ
す
れ
じ
、
ふ
り
に
し
こ
と
を
も
、
お
こ
し
た
ま
ふ

と
て
、
い
ま
も
み
そ
な
は
し
、
の
ち
の
世
に
も
つ
た
は
れ
と
て
」
四
人
の
撰
者

た
ち
に
歌
を
集
め
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
て
撰
者
た
ち
が
古
今
和

歌
集
を
編
纂
し
た
後
の
感
想
と
し
て
は

「そ
れ
ま
く
ら
こ
と
ば
、
春
の
花
の
に

は
ひ
す
く
な
く
し
て
、
む
な
し
き
名
の
み
、秋
の
よ
の
な
が
き
を
か
こ
て
れ
ば
、

か
つ
は
人
の
み
ヽ
に
お
そ
り
、
か
つ
は
う
た
の
ン」
ヽ
ろ
に
は
ぢ
お
も
へ
ど
」
と

言

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

「う
た
の
こ
ゝ
ろ
に
は
ぢ
お

も
」
う
と
い
う
、
歌
は
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
想
が
あ

っ
た
よ

う
で
あ
る
。
仮
名
序
を
読
ん
で
ゆ
く
と
、
た
し
か
に
さ
よ
う
な

「歌
の
こ
ゝ
ろ
」

と
い
う
仮
名
序
筆
者
た
ち
が
仰
ぐ
歌
の
典
型
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「歌
の
こ
ゝ
ろ
」
と
い
う
用
例
は
そ
の
他
の
場
合
で
は
、

「
か
の
お
ほ
ん
世

や
、
歌
の
こ
ゝ
ろ
を
し
ろ
し
め
し
た
り
け
む
。
か
の
お
ほ
ん
時
に
、
お
ほ
き
み

つ
の
く
ら
ゐ
、
か
き
の
も
と
の
人
ま
ろ
な
む
、
歌
の
ひ
じ
り
な
り
け
る
。」

と

書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
山
部
赤
人
の
名
を
あ
げ
て
万
葉
集
の
こ
と
を
の

べ
、
再
び

Ｆ

に
し
へ
？

〓

を
も
、
歌
？

ｔ

ろ
を
も
」
知

っ
て
い
る
も
の

は
、
わ
ず
か
一
人
二
人
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。

所
依
の
テ
キ
ス
ト
貞
応
本
で
は

「歌
の
こ
ゝ
ろ
」
と
い
う
用
例
は
こ
の
三
つ

だ
け
で
あ
る
が
、
前
日
本
に
よ
れ
ば

「
へ
せ
う
は
歌
の
こ
ゝ
ろ
は
え
た
れ
ど
ま

古
今
和
歌
集
仮
名
序
の

「
こ
こ
ろ
」
に
つ
い
て

優



量級狩枢餞」
「」”淋鵬一世翠ψあ］げ却れは瑞Ⅶ林新動れ嘘崚μは「

お
ほ
そ
ら
の
月
を
み
る
か
こ
と
く
に
い
に
し
へ
を
あ
ふ
き
て
い
ま
を
こ
ひ
さ
ら

め
か
も
。」
と
い
う
用
例
が
あ
る
。

右
の
五
つ
の
用
例
を
綜
合
し
て
考
え
て
み
る
と
、

「歌
の
こ
ゝ
ろ
」
と
は
歌

の
あ
る
べ
き
典
型
を
い
う
よ
う
で
あ
る
が
更
に
立
ち
入
っ
て
考
え
る
と
、
そ
の

典
型
は
、
歌
の
場
と
歌
の
技
術
と
い
う
両
面
か
ら
説
明
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

歌
の
場
と
は
、
歌
の
作
者
と
読
者

（聴
者
）
と
の
関
係
で
あ
り
、
叉
、
歌
の

場
面
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら

「
か
の
お
ほ
ん
世
や
、
歌
の
こ
ヽ
ろ
を

し
ろ
し
め
し
た
り
け
む
。
か
の
お
ほ
ん
時
に
、
お
ほ
き
み
つ
の
く
ら
ゐ
、
か
き

の
も
と
の
人
ま
ろ
な
む
、
歌
の
ひ
じ
り
な
り
け
る
。
こ
れ
は
、き
み
も
ひ
と
も
、

身
を
あ
は
せ
た
り
と
い
ふ
な
る
べ
し
。」

と
い
う
仮
名
序
の
、
い
に
し
え
の
紹

介
文
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
む
ろ
ん

「歌
の
ひ
じ
り
」
と
名
付
け
ら
れ
た
人
麿

と
い
う
人
間
の
力
量
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け

で
は
、
こ
の
歌
の
典
型
は
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ

っ
て
、

「
か

の
お
ほ
ん
世
や
、
歌
の
こ
ゝ
ろ
を
し
ろ
し
め
し
た
り
け
む
。」
と
い
う
具
合
に
、

天
皇
が
そ
の
歌
を
主
催
し
て
い
る
こ
と
が
成
立
の
要
件
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

右
の
紹
介
文
は
更
に
つ
ゞ
け
て
、

「秋
の
ゆ
ふ
べ
、
た
っ
た
河
に
な
が
る
ゝ

も
み
ぢ
を
ば
、
み
か
ど
の
お
ほ
ん
め
に
は
、
に
し
き
と
見
た
ま
ひ
、
春
の
あ
し

た
、
よ
し
の
の
山
の
さ
く
ら
は
、
人
ま
ろ
が
心
に
は
、
雲
か
と
の
み
な
む
お
ぼ

え
け
る
。」
と
典
型
の
状
態
を
紹
介
す
る
。
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
史
実
の
人
麿
と

は
い
さ
さ
か
印
象
が
異

っ
て
い
る
よ
う
で
、
こ
れ
で
は
、
天
皇
と
臣
下
と
の
宴

遊
と
い
っ
た
よ
う
な
事
に
受
け
と
れ
る
が
、
別
の
と
こ
ろ
で
も
、

「
い
に
し
ヘ

の
世
々
の
み
か
ど
、
春
の
花
の
あ
し
た
、
秋
の
月
の
よ
ご
と
に
、
さ
ぶ
ら
ふ
人

々
を
め
し
て
、
こ
と
に
つ
け
つ
ゝ
、
う
た
を
た
て
ま
つ
ら
し
め
た
ま
ふ
。
あ
る

は
花
を
そ
ふ
と
て
、
た
よ
り
な
き
と
こ
ろ
に
ま
ど
ひ
、
あ
る
は
月
を
お
も
ふ
と

て
、
し
る
べ
な
き
や
み
に
た
ど
れ
る
こ
ゝ
ろ
ご
こ
ろ
を
み
た
ま
ひ
て
、
さ
か
し

を
ろ
か
な
り
と
し
ろ
し
め
し
け
む
。」
と
の
べ
て
い
る
。
　
や
は
り
宴
遊
と
い
っ

た
も
の
に
考
え
ら
れ
る
が
、
宴
遊
と
は
、
天
皇
主
催
下
で
歌
が
奏
せ
ら
れ
る
も

の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

右
は

「歌
の
こ
ゝ
ろ
」
と
い
う
典
型
の
場
で
あ
る
が
、

「そ
れ
ま
く
ら
こ
と

ば
、
春
の
花
の
に
は
ひ
す
く
な
く
し
て
」
と
い
う
謙
辞
が
あ

っ
た
り
、　
７
‥
・

み
か
ど
の
お
ほ
ん
め
に
は
、
に
し
き
と
見
た
ま
ひ
」

「
…
…
人
ま
ろ
が
心
に
は

雲
か
と
の
み
な
む
お
ぼ
え
け
る
。」

と
い
う
古
今
和
歌
集
の
歌
風
と
し
て
顕
著

な
趣
向
の
問
題
が
こ
ゝ
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
趣
向
と
は
歌
の
制
作
技
術
の
間

題
で
あ
る
。

と
い
う
わ
け
で
、

「歌
の
こ
ヽ
ろ
」
と
は
、
古
今
和
歌
集
仮
名
序
筆
者
た
ち

が
理
想
と
し
た
歌
の
典
型
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
天
皇
主
催
下
に
お
け
る
宴
遊
で

あ
り
、
叉
そ
の
よ
う
な
宴
遊
と
い
う
場
か
ら
規
定
さ
れ
て
き
た
歌
の
制
作
技
術

を
も
含
む
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
言
語
の
場
は
当
然
、
そ
の
場
で
行
わ
れ

る
言
語
活
動
の
言
語
技
術
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、　
一
般
論
か
ら
推

し
て
も
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ま
制
作
技
術
の
問
題
は
後
に
す
る
こ
と
と
し
て
、

ま
ず
、
天
皇
主
催
下
の
宴
遊
と
い
う
歌
の
場
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
す

Ｚつ
。右

の
人
麿
紹
介
の
節
は

「
い
に
し
へ
よ
り
、
か
く
つ
た
は
る
う
ち
に
も
、」
と

い
う
句
で
始
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
前
節
に
は
、
歌
が
衰
え
て
い
て

「ま
め
な
る

所
に
は
」
歌
は
だ
せ
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
文

脈
は
更
に
さ
か
の
ぼ
り
、
「
い
に
し
へ
よ
り
、
か
く
つ
た
は
る
う
ち
に
も
、
」
と

い
う
歌
の
伝
統
の
始
源
に
つ
い
て
は
、　
フ
」
の
う
た
、
あ
め
つ
ち
の
、
ひ
ら
け

は
じ
ま
り
け
る
時
よ
り
、
い
で
き
に
け
り
。」

と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仮



名
序
の
文
脈
は
そ
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
そ

れ
が
人
代
に
至
り
、
天
皇
主
催
下
の
宴
遊
に
な
る
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

天
地
初
発
、
そ
れ
は
神
代
で
あ
っ
て
、
仮
名
序
古
注
が
記
入
す
る
の
に
用
い

て
い
る
書
籍
も
日
本
書
紀
で
あ
る
よ
う
に
、
ど
う
や
ら
仮
名
序
の
歌
に
関
す
る

こ
の
ミ
ト
ス
は
、
記
紀
神
話
の
臭
が
す
る
。
と
い
っ
て
も
、
仮
名
序
の
こ
の
ミ

ト
ス
が
記
紀
の
忠
実
な
縮
約
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ

っ
て
、
仮
名
序

筆
者
は
、仮
名
序
独
自
の
立
場
か
ら
、歌
に
関
す
る
神
話
を
こ
ゝ
に
設
定
し
て
、

そ
れ
を
も

っ
て
、
現
在
の
天
皇
主
催
下
の
宴
遊
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

祭
儀
の
実
修
が
反
映
し
て
神
話
構
成
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
は

神
話
学
の
常
識
で
あ
り
、
わ
が
記
紀
神
話
で
も
大
嘗
祭
を
は
じ
め
種
々
な
民
俗

的
な
祭
儀
が
反
映
し
て
神
話
構
成
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
諸
家

に
よ
っ
て
論
考
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
仮
名
序
執
筆
の
時
期
は
、
し
か
し

な
が
ら
、
さ
よ
う
な
神
話
が
そ
れ
程
権
威
を
も
ち
う
る
時
代
で
は
な
か
ろ
う
。

す
く
な
く
と
も
神
話
の
存
続
は
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
新
し
く
神
話
を
能
動
的

に
う
み
だ
し
得
る
よ
う
な
時
代
で
は
な
い
と
思
う
。
も

っ
と
人
間
的
な
原
理
に

よ
っ
て
現
実
が
把
握
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

一
面
的
に
そ
の
よ
う

に
考
え
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ

っ
て
、
仮
名
序
執
筆
の
時
期
頃
は
儀
式

が
も

っ
と
も
盛
大
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
延
喜
式
が
そ
れ
を
証
明
す
る
で
あ

ろ
う
し
、
古
代
的
な
祭
儀
が
更
に
規
模
を
大
き
く
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
宮
城
栄
昌
博
士
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
け
）

弘
仁
儀
式
と
貞
観
儀
式
を
比
較

し
て
知
ら
れ
る
大
き
な
差
別
は
、
後
者
に
お
い
て
、
神
事
行
事
と
正
月
行
事
と

が
増
加
し
た
こ
と
で
あ
り
、
河
海
抄
第
七
賢
木
所
引
の
逸
文
李
部
王
記
に
よ
れ

ば
、
醍
醐
天
皇
は
春
官
に
五
ケ
条
の
御
遺
戒

（
い
わ
ゆ
る
延
喜
御
遺
戒
）
を
与

え
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
が
、　
そ
の
第

一
条
は

「可
レ専
二神
事
こ

と
い
う
こ
と

で
あ

っ
た
ら
し
い
。

儀
式
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
政
治
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も

っ
と
も

盛
大
を
き
わ
め
た
延
喜
時
代
は
も

っ
と
も
政
治
の
よ
く
行
わ
れ
た
時
期
と
考
え

ら
れ
よ
う
し
、

「
よ
ろ
づ
の
ま
つ
り
ご
と
を
、
き
こ
し
め
す
い
と
ま
、
も
ろ
も

ろ
の
こ
と
を
、
す
て
た
ま
は
ぬ
あ
ま
り
に
、」

編
纂
奏
上
を
命
じ
た
古
今
和
歌

集
と
い
う
の
に
も
、
そ
の
よ
う
な
儀
式
的
、
政
治
的
意
図
が
動
い
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

で
は
い
っ
た
い
、
古
今
集
の
時
代
で
は
、
和
歌
は
ど
ん
な
風
に
儀
式
＝
政
治

と
結
び
つ
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
仮
名
序
に
反
映
し

仮
名
序
の
独
自
の
ミ
ト
ス
を
構
成
し
て
い
る
か
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ニ

「
こ
の
う
た
、
あ
め
つ
ち
の
、
ひ
ら
け
は
じ
ま
り
け
る
時
よ
り
、
い
で
き
に

け
り
。」
と
の
べ
て
い
る
が
、
フ
」
の
う
た
」
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
何
を
指
し

て
い
る
か
と
い
え
ば
、
「ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
、
あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し
、

め
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
、
あ
は
れ
と
お
も
は
せ
、
お
と
こ
女
の
な
か
を
も
や
は

ら
げ
、
た
け
き
も
の
の
ふ
の
こ
ゝ
ろ
を
も
、
な
ぐ
さ
む
る
は
歌
な
り
」
　
と
い

う
歌
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
部
分
は
詩
経
大
序
を
ふ
ま
え
て
表
現

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
真
名
序
を
通
し
て
考
え
て
ま
ず
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る

が
、
発
想
は
そ
れ
を
借
り
て
い
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
部
分
の
叙
述

が
こ
の
国
の
方
で
は
現
実
の
裏
付
け
の
な
い
空
文
句
で
し
か
な
い
と
は
い
え
な

い
。
む
し
ろ
仮
名
序
筆
者
は
、
こ
ち
ら
の
現
実
を
ふ
ま
え
て
、
自
身
を
飾
る
に

ふ
さ
わ
し
い
漢
語
句
を
断
章
取
義
し
た
よ
う
で
あ
っ
て
、

「
を
と
こ
女
の
な
か

を
も
や
わ
ら
げ
、
た
け
き
も
の
の
ふ
の
こ
ゝ
ろ
を
も
、
な
ぐ
さ
む
る
は
歌
な
り
」

と
い
う
部
分
に
関
し
て
は
、
奥
義
抄
序
が
い
う
よ
う
に

「
こ
れ
ら
の
歌
は
常
の



こ
と
な
れ
ば
し
る
さ
ず
」
で
あ

っ
て
、
恋
愛
社
交
の
た
め
の
歌
の
贈
答
は
仮
名

序
執
筆
の
時
期
の
社
会
の
現
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
高
群
逸
枝
氏
の
招
婿
婚
の
研

究
と
い
う
大
著
に
よ
っ
て
展
望
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
仮
名
序
の
こ
の
部

分
に
現
実
が
反
映
し
て
い
る
な
ら
ば
、残
り
の
前
半

「あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し
」

¨
い
¨
」
一

で 力ヽ も
一

つ 考 ん
一
”
中
』
¨
一
一
一
一
』
一
¨
［
讐

神 ヵ、 景
一
「
い
¨
¨
」
¨

別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
神
楽
は

一
種
の
遊
芸
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、

古
語
拾
遺
で
は
、
神
武
天
皇
が
鳥
見
山
中
に
霊
時
を
立
て

「天
富
命
陳
レ幣
祝

詞
、
証
二祀
皇
天
一偏
秩
二郡
望
一以
答
二神
祗
之
恩
一焉
」
と
述
べ
、
そ
れ
に
つ
ゞ

い
て

「是
以
中
臣
斎
部
二
氏
倶
掌
二祠
祀
之
職
一援
女
君
氏
供
二神
楽
之
事
こ

と

の
べ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
神
楽
は
、
神
祗
を
祭
る
儀
式
の
一
部
分
で
あ
る
の

が
本
来
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
西
宮
記
巻
十
八
に
よ
れ
ば
、
冬
臨
時
祭
と
し
て
、

「歌
舞
儀
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
ゞ
い
て

「御
神
楽
儀
」
が
あ
り
、
神
楽
は
区

別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
歌
舞
儀
は
貞
観
儀
式
に
よ
れ
ば
、春
日
祭
儀
、

園
丼
韓
神
祭
儀
、
平
野
祭
儀
、
賀
茂
祭
儀
、
鎮
魂
祭
儀
に
行
わ
れ
、
例
え
ば
、

大
原
野
祭
儀
を
挙
げ
れ
ば
、
「神
祗
砧
喚
二琴
師
名
一　
一
一人
共
称
唯
　
次
喚
二笛

工
名
一　
一
一人
共
称
唯
　
祓
命
琴
笛
相
和
　
四
人
共
称
唯
　
先
吹
笛

一
成
　

次

調
二琴
声
一　
次
歌
人
発
レ声
　
次
神
主
和
僻
」
と
い
う
風
で
あ
る
。

し
か
し
宮
中
祭
儀
で
も

っ
と
も
他
を
圧
し
て
大
き
い
も
の
は
大
嘗
祭
儀
で
あ

る
。
令
義
解
に
よ
れ
ば
、

「凡
天
皇
即
位
、
総
祭
二天
神
地
祇
一　
散
斎

一
月
」

と
あ
る
。
散
斎

一
月
は
大
祀
と
名
付
け
ら
れ
て
、
大
祀
は
こ
の
大
嘗
祭
だ
け
で

あ
る
。
こ
の
祭
儀
の
次
第
は
貞
観
儀
式
、
延
喜
式
に
詳
し
い
が
、
こ
の
祭
儀
に

お
い
て
歌
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
か
は
、
志
田
延
義
博
士
の
説
明
で
要
が

つ
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
薦
）
卜
定
さ
れ
た
悠
紀
主
基
両
国
の
国
司
が
歌

人
を
引
率
し
て
、
朝
堂
院
南
液
門
よ
り
入
り
、
国
風
を
奏
す
と
い
う
記
事
が
あ

ＺＯ
。考

え
て
み
る
に
、
仮
名
序
執
筆
時
の
宮
中
で
は
、
年
中
、
臨
時
の
行
事
を
併

せ
て
盛
大
な
諸
祭
儀
が
行
わ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
際
に
お
け
る
歌

の
役
割
に
こ
と
ば
を
与
え
て
仮
名
序
の
こ
の
部
分
が
の
べ
ら
れ
た
の
だ
と
考
え

た
い
。
古
今
集
成
立
以
前
に
、
和
歌
が
私
的
贈
答
の
世
界
で
低
迷
し
て
い
た
時

期
が
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
奏
上
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら

そ
れ
が
そ
う
な
る
必
然
性
を
再
認
識
す
る
必
要
が
生
れ
て
き
た
。
仮
名
序
筆
者

が
さ
よ
う
な
原
理
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
役
立
っ
た
の
は
、
宮
中
で
行
わ
れ

て
い
た
諸
祭
儀
で
あ
っ
た
ろ
う
ｃ
神
拝
に
参
加
し
て
は

「け
ふ
こ
そ
は
神
世
の

こ
と
も
思
ひ
い
づ
ら
め
」

（古
今
雑
上
）
と
神
代
を
表
象
す
る
こ
と
は
、
こ
の

時
期
に
も
あ
り
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
仮
名
序
筆
者
も

「
こ
の
う
た
、
あ

め
つ
ち
の
、
ひ
ら
け
は
じ
ま
り
け
る
時
よ
り
、
い
で
き
に
け
り
。」

と
、
そ
の

幹
膨戒は嗽潮一ノレぁれ死
靡
蒻
趾
中鰤
葬

あ
げ
た
く
思
う
。

高
群

「』
降
」
け
］
滝
巌
塗
熱
増
師
¨
卿
だ

贈
答
ぃ
師
け
、
れ
¨
籐
』
』
”

葉 ヵ、
デ

巻
九
の

「
…
…
こ
の
山
を
う
し
は
く
神
の
音
よ
り
」
あ
る
と
い
う
燿
歌
会
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
仮
名
序
筆
者
が

「
こ
の
う
た
、
あ
め
つ

ち
の
…
…
」
と
記
す
と
き
、
仮
名
序
筆
者
も
お
そ
ら
く
意
識
し
て
い
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
が
、
筆
の
結
果
と
し
て
は
、
遠
い
遠
い
古
代
の
記
憶
が
期
せ
ず
し
て

甦

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

仮
名
序
か
ら
は
な
れ
て
古
今
和
歌
集
の
構
成
を
論
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
巻

二
十
は
大
歌
所
御
歌
、
神
遊
、
東
歌
の
部
類
で
あ
り
大
嘗
祭
の
歌
も
収
録
さ
れ



て
い
る
。
巻
十

一
か
ら
十
五
ま
で
は
恋
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
の
こ
の

集
で
の
存
在
理
由
が
仮
名
序
の
右
に
の
べ
た
部
分
の
右
の
解
釈
に
よ
っ
て
証
明

さ
れ
る
。
恋
の
歌
も
、
も
は
や
仮
名
序
に
お
い
て
は
私
的
な
も
の
で
は
な
く
な

り
、
「あ
め
つ
ち
の
、
ひ
ら
け
は
じ
ま
り
け
る
時
よ
り
」

と
い
う
理
由
づ
け
に

よ
っ
て
四
季
の
歌
と
な
ら
ん
で
重
い
比
重
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
仮
名
序
に
は
、
仮
名
序
独
自
の
神
話
再
発
見
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
小
論
の
目
的
は
仮
名
序
を
通
し
て
古
代

一
般
を
想
う

と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
古
代

一
般
の
中
に
お
け
る
仮
名
序
の
独

自
性
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
仮
名
序
の
独
自
性
を
決
定
す

る
と
こ
ろ
に
、
古
代
の
変
容
を
見
、
そ
こ
に
中
世
の
始
発
を
み
よ
う
と
思
う
の

で
あ
る
。

仮
名
序
の
歌
に
関
す
る
ミ
ト
ス
が
、
執
筆
時
の
現
実
を
反
映
し
て
い
る
と
の

べ
た
が
、
更
に
、

「
ひ
と
の
世
と
な
り
て
、
す
さ
の
を
の
み
こ
と
よ
り
、
み
そ

も
じ
あ
ま
り
、
ひ
と
も
じ
は
よ
み
け
る
。」

と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
や
は

り
短
歌
形
式
全
盛
の
執
筆
時
の
現
実
を
反
映
さ
せ
て
い
て
、
窪
田
空
穂
氏
の
こ

と
ば
を
借
り
る
な
ら
、

「そ
れ
以
外
の
形
式
は
認
め
ま
い
と
し
て
、
全
く
否
定

し
去
る
口
吻
を
も

っ
て
い
っ
て
ゐ
る
。」
「主
張
の
為
に
は
容
易
く
事
を
曲
げ
る

態
度
の
見
え
る

一
段
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。」
（古
今
和
歌
集
評
釈
）
い
わ
ば
、

仮
名
序
執
筆
時
の
現
実
を
説
明
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
神
話
再
構
成
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

さ
て
こ
れ
に
つ
ゞ
い
て
、

「
か
く
て
ぞ
花
を
め
で
、
と
り
を
う
ら
や
み
、
か

す
み
を
あ
は
れ
び
、
つ
ゆ
を
か
な
し
ぶ
心
、
こ
と
ば
お
ほ
く
、
さ
ま
ざ
ま
に
な

り
に
け
る
。」
と
の
べ
て
い
る
。
「
か
く
て
ぞ
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
歌
に
関

す
る
神
話
と
宴
遊
の
紹
介
文
と
が
直
接
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う

こ
と
は
宴
遊
に
高
い
権
威
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
ゞ
い
て
は
、

「
な
に
は
づ
の
う
た
は
、
み
か
ど
の
お
ほ
む
は
じ
め

』
］
妃
凱
籍
押
耐
計
ビ
“

」
秘
一
れ
詢

力ヽ ぉ
雌
¨
裁
襲
け
け

，
知
は
確
州
帥
け
崎

れ
よ
り
よ
み
て
」
と
い
う
文
が
こ
れ
に
つ
ゞ
く
が
、
こ
れ
は
万
葉
集
巻
十
六
の

伝
説
を
参
考
に
し
て
、
や
は
り
天
皇
の
名
代
に
対
す
る
国
風
の
奏
上
と
い
う
風

に
理
会
し
て
は
曲
解
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ

ゝ
に
挙
例
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
歌
は
共
に
天
皇
に
対
す
る
奏
上
と
い
う
こ
と
で

統
括
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
勅
撰
の
由
来
と
意
義
と
を
説
こ
う
と
す

る
仮
名
序
に
ふ
さ
わ
し
い
説
話
で
あ
ろ
う
。
　
と
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
Ｆ
」

の
ふ
た
う
た
は
、
う
た
の
ち
ヽ
は
ヽ
の
や
う
に
て
ぞ
、
て
な
ら
ふ
人
の
、
は
じ

め
に
も
し
け
る
◇」
と
の
べ
て
、　
天
皇
即
位
に
関
す
る
歌
を
、
歌
の
手
習
の
父

と
し
て
い
る
こ
と
は
、
勅
撲
序
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
ゞ
い
て
は
、
歌
の
六
義
、
そ
れ
か
ら
歌
の
衰
え
て

「
ま
め
な
る
と

こ
ろ
」
に
は
出
せ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
つ
ゞ
い
て
昔
あ

っ
た
と
い
う
天

皇
出
御
の
下
の
献
歌
と
い
う
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
い
に
し
へ
の
世
々

の
み
か
ど
、
春
の
花
の
あ
し
た
、
秋
の
月
の
よ
ご
と
に
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
を
め
し

て
、
こ
と
に
つ
け
つ
ゝ
、
う
た
を
た
て
ま
つ
ら
し
め
た
ま
ふ
。
…
…
さ
か
し
を

ろ
か
な
り
と
し
ろ
し
め
し
け
む
。」
と
の
べ
て
、
「
し
か
あ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、」

と
こ
と
ば
を
つ
い
で
、
こ
ん
ど
は
、
天
皇
主
催
下
で
は
な
い
そ
れ
以
外
の
詠
嘆

の
歌
の
場
を
紹
介
す
る
。
こ
ゝ
に
こ
の
時
代
の
歌
の
場
の
状
況
が
紹
介
せ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
ず
、
天
皇
主
催
下
の
献
歌
、
そ

れ
の
外
延
と
し
て
の
個
人
的
な
歌
の
場
が
接
続
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
つ

ゞ
い
て
、

「
い
に
し
へ
よ
り
、
か
く
つ
た
は
る
う
ち
に
も
、
な
ら
の
御
時
よ
り

ぞ
、
ひ
ろ
ま
り
に
け
る
。
か
の
お
ほ
む
世
や
、
歌
の
こ
ゝ
ろ
を
し
ろ
し
め
し
た

り
け
む
。
か
の
お
ほ
ん
時
に
、
お
ほ
き
み
つ
の
く
ら
ゐ
、
か
き
の
も
と
の
人
ま



ろ
な
む
、
歌
の
ひ
じ
り
な
り
け
る
。
こ
れ
は
、
き
み
も
ひ
と
も
、
身
を
あ
は
せ

た
り
と
い
ふ
な
る
べ
し
。」
と
の
べ
て
い
る
。
「そ
の
は
じ
め
を
お
も
へ
ば
、
か

ゝ
る
べ
く
な
む
あ
ら
ぬ
。」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、　
右
の

「
い
に
し
へ
よ
り
」

と
い
う
節
の
直
前
ま
で
を
ま
と
ま
っ
た

一
節
と
考
え
る
な
ら
、
こ
れ
を
前
節
と

し
て
こ
の
前
節
と
右
の
後
節
と
の
意
味
の
つ
な
が
り
方
は
、
根
源
的
に
考
え
る

な
ら
ば
、
７
‥
・さ
か
し
を
ろ
か
な
り
と
し
ろ
し
め
し
け
む
。」

「
か
の
お
ほ
む

世
や
、
歌
の
こ
ゝ
ろ
を
し
ろ
し
め
し
た
り
け
む
。
か
の
お
ほ
ん
時
に
、
お
ほ
き

み
つ
の
く
ら
ゐ
、
か
き
の
も
と
の
人
ま
ろ
な
む
、
歌
の
ひ
じ
り
な
り
け
る
。
…

…
」
と
い
う
具
合
に
接
続
す
る
と
理
会
し
て
差
支
え
な
い
筈
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
仮
名
序
の
こ
の
部
分
の
把
握
に
ど
ん
な
こ
と
が
起
る
で
あ
ろ
う

か
。
ま
え
に
述
べ
た
よ
う
に
、
仮
名
序
は
勅
撰
奏
上
の
精
神
に
ふ
さ
わ
し
く
、

臣
よ
り
天
皇
へ
の
歌
の
奏
上
と
い
う
事
例
で
一
貫
し
て
い
る
が
、
こ
、
で
も
叉

臣
下
の
献
歌
が
天
皇
に
達
し
、

「さ
か
し
を
ろ
か
な
り
と
し
ろ
し
め
」
す
の
で

あ
る
が
、
「
か
の
お
ほ
む
世
や
、歌
の
こ
ゝ
ろ
を
し
ろ
し
め
し
た
り
け
む
。」
は
、

そ
れ
に
対
し
て
、
献
歌
を
う
け
と
る
者
の
側
の
解
説
で
あ
ろ
う
。

し
ば
げ
が
は
ｒ
に
い
睫
¨
輸
〔
以
開
い
〓
向
に
商
”
稀
姉
に
』
』
」
０
れ
難
購

い
が
な
く
動
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
、仮
名
序
を
そ
れ
に
基
い
て
読
む
な
ら
ば
、

次
の
よ
う
な
説
が
成
り
立
ち
う
る
。
正
三
位
は
史
実
に
照
し
て
は
た
し
か
に
誤

り
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
え
て
人
麿
を
正
三
位
で
あ
る
と
し
て
い
る
か

ら
に
は
、
仮
名
序
で
は
そ
れ
相
応
の
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

正
三
位
に
人
麿
を
位
置
づ
け
て
お
い
た
方
が
よ
い
と
い
う
積
極
的
な
理
由
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

正
三
位
と
い
う
の
は
、
太
政
官
に
の
み
あ
る
重
職
で
あ
っ
て
、
公
卿
補
任
を

通
覧
し
て
み
る
に
、
醍
醐
天
皇
の
在
位
中
の
叙
任
で
は
、
正
三
位
で
左
右
大
臣

に
な
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
が
、
や
は
り
大
納
言
で
あ
る
場
合
が
最
も
多
い
。

果
し
て
、
令
の
規
定
通
り
で
い
う
な
ら
ば
、
正
三
位
相
当
の
職
は
大
納
言
と
い

う
職
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
仮
名
序
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
人
麿

は
、大
納
言
か
あ
る
い
は
、
左
大
臣
右
大
臣
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

も
し
左
右
大
臣
で
あ
れ
ば
、
そ
の
職
掌
は

「掌
下統
二理
衆
務
一
挙
二持
綱
目
一惣
中

判
庶
事
こ
で
あ
っ
て
、
最
高
の
職
で
あ
り
、
大
納
言
で
あ
れ
ば
、
「与
二右
大
臣

以
上
一
共
参
二議
天
下
之
庶
事
こ

で
あ
り
、
義
解
は
注
し
て

「若
右
大
臣
以
上

並
元
　
即
大
納
言
得
二専
行
こ

と
い
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
左
右
大
臣

に
次
ぐ
重
職
で
あ
っ
て
、
事
実
、
宮
中
の
小
宴
遊
は
臨
時
に
、
に
わ
か
に
行
わ

れ
る
ら
し
く
、
左
大
臣
が
殿
上
に
伺
候
し
て
い
な
い
場
合
は
右
大
臣
と
い
う
具

合
に
、
次
席
が
宴
遊
を
行
事
す
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
九
条
殿
記
天
暦
七

年
十
月
十
八
日
の
記
録
で
は
、

殿
上
侍
臣
左
右
相
分
、
各
献
残
菊
三
本
、
昨
日
欲
献
此
花
、
而
有
中
官
御
悩

之
気
停
止

そ
れ
で
今
日
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が

式
部
卿
親
王
末
参
　
左
大
臣
無
召
之
前
被
奉
候
久
　
働
下
宮
為
貫
首
人

即
ち
右
大
臣
師
輔
が
行
事
を
代
行
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
献
ぜ
ら
れ
た
菊
と

そ
れ
に
附
け
ら
れ
た
忠
見
、
中
務
作
の
歌
は
、
天
皇
と
殿
上
の
公
卿
と
が
鑑
賞

す
る
。

去
延
喜
十
三
年
、
侍
臣
献
菊
、
彼
日
只
左
衛
門
藤
原
朝
臣
定
方

一
人
候
、
例

不
相
分
左
右
、
至
手
今
日
数
人
既
候
　
可
相
分
者
、
下
官
大
納
言
源
朝
臣
参
議

督
藤
原
朝
臣
二
人
為
右
方

そ
し
て
菊
を
く
ら
べ
て
鑑
賞
し
、
右
は
歌
合
で
い
う
念
人
に
当
る
人
達
で
あ

（１１
）

ろ
う
。

仰
左
方
有
相
朝
臣
右
方
延
光
朝
臣
等
、令
献
鶴
含
和
歌
各
取
之
候
御
座
南
辺
、



即
以
件
両
人
令
読

そ
の
あ
と
で
、
天
皇
、
親
王
、
公
卿
等
の
間
で
管
弦
の
御
遊
が
行
わ
れ
る
。

右
は
、
宮
中
の
宴
遊
の
一
例
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
宴
遊
の
記

録
を
読
ん
で
ゆ
く
と
、
必
ず
、
天
皇
出
御
公
卿
着
座
と
い
う
二
項
は
欠
け
て
い

な
い
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
が
献
上
さ
れ
た
物
や
歌
や
の
鑑
賞
者
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
西
宮
記
菊
宴
承
平
五
年
十
月
十
七
日
の
記
録
で

は
、
昼
御
座
は
徹
し
て
庇
の
間
の
中
間
に
天
皇
の
座
を
置
き
、
賓
子
敷
に
は
主

卿
の
座
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
侍
臣
と
か
文
人
歌
人
は
庭
上
に
控
え
る
の
が
通

例
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
官
位
、
職
掌
、
座
の
位
置
な
ど
か
ら

考
え
て
、
天
皇
を
中
心
と
し
て
、
親
王
、
公
卿
は
そ
れ
の
近
く
に
伺
候
し
、
こ

の
天
皇
王
卿
と
い
う

一
団
が
侍
臣
文
人
歌
人
等
の
献
上
を
受
け
納
れ
鑑
賞
す
る

と
い
う
形
式
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
地
下
の
位
の
低
い
者

か
ら
順
次
に
献
歌
し
講
ぜ
ら
れ
て
、
や
が
て
上
達
部
に
及
び
、
最
後
に
大
臣
が

御
製
を
取

っ
て
朗
誦
し
、
後
は
天
皇
と
公
卿
近
臣
の
間
だ
け
で
御
遊
が
行
わ
れ

る
の
が
通
例
で
あ
る
。
例
え
ば
、
西
宮
記
巻
八
藤
花
宴
天
暦
三
年
四
月
十
二
日

の
記
録
で
は

「有
歌
事

「立
文
台
南
庭
」
立
置
物
御
机
置
御
硯
紙
次
給
臣
下
次

献
題
大
臣
奏
准
延
長
例
令
地
下
人

一
両
献
歌
手
時
月
光
雖
朗
猶
召
庭
燎
次
々
献

歌
」

「講
歌
了
大
臣
取
御
製
召
公
卿
侍
臣
堪
絃
歌
者
奏
絲
竹
」

さ
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
地
下
人
を
最
初
と
し
て
公
卿
に
ま
で
講
歌
が
及

び
、　
最
後
に
御
製
が
披
講
さ
れ
る
。　
そ
し
て
最
後
は
御
遊
を
も

っ
て
終
る
。

「さ
ぶ
ら
ふ
人
々
を
め
し
て
、
こ
と
に
つ
け
つ
ゝ
、
う
た
を
た
て
ま
つ
ら
し
め

た
ま
ふ
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
対
照
し
て
い
う
な
ら
、
歌
の
披
講
に
当
る
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て

「秋
の
ゆ
ふ
べ
、
た
っ
た
河
に
な
が
る
ヽ
も
み
ぢ
を
ば
、
み

か
ど
の
お
ほ
ん
め
に
は
、
」
以
下
、
「あ
か
ひ
と
は
人
ま
ろ
が
し
も
に
た
ヽ
む
こ

と
か
た
な
く
な
む
あ
り
け
る
。」

ま
で
の
文
章
も
、
披
講
、
そ
し
て
そ
の
後
の

御
遊
で
あ
る
と
受
取
れ
る
。
人
麿
赤
人
は
同
席
し
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
。

そ
し
て
正
三
位
の
公
卿
で
あ
る
人
麿
は
歌
合
の
念
人
、
あ
る
い
は
宴
遊
の
垣
下

と
し
て
天
皇
の
側
近
く
伺
候
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
天
皇

轍
麟
囃
が
囃
わ

「
事

時
¨
』
」
い
「
ｒ
】
¨
励
睛
嘲
わ
効
獅
雅

「
受

時
じ っ
は
「
理
】

う
語
は
た
ゞ
名
人
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
天
皇
の
権
威
を
背
景
に
し
て
そ
れ
と

合
体
し
て
歌
の
管
理
者
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
批
評
し
て

「
こ
れ

は
、
き
み
も
ひ
と
も
、身
を
あ
は
せ
た
り
と
い
ふ
な
る
べ
し
。」
と
い
う
の
で
あ

ろ
う
。
仮
名
序
の
人
麿
は
平
安
時
代
の
宴
遊
を
反
映
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
柿
本
人
麿
と
は
垣
下
の
人
麿
と
い
う
意
味
に
も
と
れ
る
と
い
え
ば
、

一
種
の
語
名
合
せ
に
堕
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

三

一
、
二
節
で
は
天
皇
主
催
下
の
宴
遊
の
構
造
に
つ
い
て
考
え
た
の
で
あ
る
が
、

歌
の
典
型
、
そ
れ
を
さ
し
て
な
ぜ

「歌
の
こ
ゝ
ろ
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

北
山
籍
太
氏
源
氏
物
語
辞
典
を
参
考
と
す
る
と
次
の
よ
う
な
助
詞

「
の
」
の

用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

う
ち
に
も
、
こ
の
宮
の

（
ヘ
ノ
）
御
心
よ
せ
、
い
と
こ
ょ
な
く
て

導
師
の

（
ヘ
ノ
）
盃
の
つ
い
で
に

か
の
わ
た
り
の
気
色
も

（
カ
ノ
ワ
タ
リ
ヘ
ノ
内
意
モ
）
伝
へ
寄
ら
む
と
御
心

よ
り
ぬ

即
ち
、
右
の

「
の
」
は

「
…
…
に
関
す
る
」

「…
…
に
対
す
る
」
と
い
う
関

係
で
二
つ
の
体
言
を
結
び
つ
け
る
連
体
格
助
詞
で
あ
る
。
古
今
和
歌
集
春
上
に

「春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
と
い
う
歌
の
句
が
あ
る
が
、
ン」
の
場
合
の
「春

の
心
」
と
は

「春
に
関
す
る
人
間
の
心
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
同
じ
く
曇
旅



に
、

「
か
き
つ
ば
た
と
い
ふ
い
つ
も
じ
を
く
の
か
し
ら
に
す
ゑ
て
、
た
び
の
心

を
よ
ま
ん
と
て
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
が
あ
る
が
、
ン」
の
場
合
に
も

「旅
の
心
」

と
は

「旅
に
関
す
る
人
の
感
想
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
と
す
れ

ば
、
「歌
の
こ
ゝ
ろ
」
と
い
う
の
も
、
「歌
に
関
す
る
、
人
た
ち
の
考
え
」
と
い

う
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
一
節
で
の
べ
た
よ
う
に
、
「歌

の
こ
ヽ
ろ
」
と
は
、
歌
は
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
人
達
の
理
想
と

い
う
意
味
に
も
な
っ
て
く
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。

さ
て
、
歌
の
典
型
と
し
て
は
、
歌
の
場
と
い
う
方
面
が
あ
る
が
、
同
時
に
、

歌
の
制
作
技
術
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
一
節
に
お
い
て
も
の
ベ

て
お
い
た
。
こ
ゝ
で
は
技
術
の
こ
と
を
取
り
上
げ
よ
う
。

ち
は
や
ぶ
る
神
世
に
は
、
う
た
の
も
じ
も
さ
だ
ま
ら
ず
、
す
な
ほ
に
し
て
、

事
の
心
わ
き
が
た
か
り
け
ら
し
。

う
た
の
さ
ま
を
し
り
、
こ
と
の
心
を
え
た
ら
ん
人
は
、

右
は
、
「
こ
と
の
心
」
と
い
う
句
の
仮
名
序
中
で
の
用
例
す
べ
て
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
歌
の
表
現
技
術
と
は
直
接
に
は
関
係
し
な
い
。
し
か
し
こ
の

「
こ
ヽ

ろ
」
の
用
い
方
に
は
、
こ
の
時
代

一
般
の
認
識
方
法
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
用
例
を
、
先
の

「歌
の
こ
ゝ
ろ
」
と
同
じ

風
に
理
会
す
る
な
ら
、　
フ
」
と
に
関
係
す
る
、
人
の
心
」
と
い
う
意
味
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
右
の

「
こ
と
」
に
は
、
「事
」
を
あ
て
る
べ
き
か
、
雪
こ

を
あ
て

る
べ
き
か
問
題
が
残
る
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
そ
の
事
は
保
留
し
て
お
い
て
も
よ

い
。
当
面
の
問
題
は
、　
ア
ー

の
こ
ゝ
ろ
」
と
は
、
事
に
対
す
る
、
事
を
と
ら

え
把
握
す
る
人
の
側
の
心
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
事
そ
れ
自
体
の
認
識
で
は

な
く
て
、
そ
の
事
を
意
識
し
、
心
に
思
い
う
か
べ
る
そ
の
人
自
身
が
問
題
で
あ

る
。
こ
れ
が

「言
の
こ
ゝ
ろ
」
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ

っ
て
、
言
は
事
の
記
号

と
し
て
客
観
的
な
意
味
内
容
を
も

っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、　
コ
ロ
の
こ

ヽ
ろ
」
と
は
、
そ
の
客
観
的
な
意
味
内
容
そ
れ
自
体
を
さ
す
こ
と
ば
で
は
な
く
、

そ
の
こ
と
ば
を
と
ら
え
理
会
す
る
、
そ
の
理
会
す
る
人
の
心
の
内
容
を
い
う
の

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば

「春
の
あ
し
た
、
よ
し
の
の
山
の

さ
く
ら
は
、
人
ま
ろ
が
心
に
は
、
雲
か
と
の
み
な
む
お
ぼ
え
け
る
。」

と
い
う

用
例
が
あ
る
が
、

「白
雲
」
と
い
う
詞
を
山
の
桜
と
い
う
比
喩
で
使
え
ば
、
詞

と
し
て
は
空
に
う
か
ぶ
字
義
通
り
の
白
い
雲
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の

「
こ
ゝ

ろ
」
は
山
の
桜
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
空
に
浮
ぶ
字
義
通

り
の
白
い
雲
と
い
う
意
味
で

「白
雲
」
と
い
う
詞
を
使
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の

場
合
は

「
こ
ゝ
ろ
」
と
し
∝
ヽ
詞
と
し
て
も

「白
雲
」
で
あ

っ
て
、
表
現
作
用

に
屈
折
が
な
い
こ
と
と
な
る
。

「
や
ま
と
う
た
は
、
ひ
と
の
Ｊ
‐ゝ
利
を
た
ね
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
の
葉

と
ぞ
な
れ
り
け
る
。」

と
仮
名
序
は
冒
頭
で
宣
言
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
れ
な
ら
そ
の

「
こ
と
の
葉
」
を
鑑
賞
す
る
も
の
は
、
そ
の

「
こ
と
の
葉
」
の

「
た
ね
」
と
な
っ
た
も
の
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
即

ち
そ
の

「
た
ね
」
と
は

「
ひ
と
の
こ
、
ろ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

「心
の
お
も
ふ

こ
と
を
、
見
る
も
の
、
き
く
も
の
に
つ
け
て
、
い
ひ
い
だ
せ
る
な
り
。」

に
つ

い
て
も
い
え
る
こ
と
で
、
や
は
り
言
表
に
あ
ら
わ
れ
た

「見
る
も
の
、
き
く
も

の
」
を
通
し
て
、
そ
の
歌
の
作
者
の

「心
に
お
も
ふ
こ
と
」
を
つ
か
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
具
体
的
な
作
品
例
で
い
う
な
ら
、
仮
名
序
は
、
歌

の
六
義
を
述
べ
て
、
四
番
目
に

「
た
と
へ
う
た
」
と
し
て

「
わ
が
こ
ひ
は
よ
む

と
も
つ
き
じ
あ
り
そ
う
み
の
は
ま
の
ま
さ
ご
は
よ
み
つ
く
す
と
も
」
と
い
う
歌

を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
仮
名
序
の
古
注
は

「
こ
れ
は
、
よ
ろ
づ
の
草

木
鳥
け
だ
物
に
つ
け
て
、
心
を
み
す
る
也
。」
と
説
明
し
て
い
る
。

で
あ
る
か
ら
、
歌
の
鑑
賞
と
は
、
仮
名
序
に
よ
れ
ば
、
言
語
の
内
容
を
理
会

す
る
こ
と
で
あ
る
よ
り
は
、
言
語
を
通
し
て
、
そ
の
歌
の
こ
と
ば
の
提
出
者
、



即
ち
作
者
そ
の
人
自
身
の
心
を
把
握
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
古
今
和
歌
集
の
本
質
を
も

っ
と
も
よ
く
つ
か
ん
藤
一
釈
し
た
も
の
は
、
宗

祇
の
古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
こ
ゝ
ろ
」
に
つ
い
て
は
も

っ
と
立
ち
入
っ
て
規
定
し
な
け
れ
ば

な
る
ま

い
。
こ
ゝ
で
、

「
こ
ゝ
ろ
」
と
事
象
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
措
定
す
る
こ
と
に

し
よ
う
。
事
象
と
は
知
覚
す
る
外
界
の
内
容
で
あ

っ
て
も
よ
い
し
、
喜
び
悲
し

み
と
い
う
内
界
の
内
容
も
事
象
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
事

象
を
意
識
す
る
こ
と
が

「
こ
ゝ
ろ
」
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
事
象
あ
る
い

は
そ
の
記
号
で
あ
る
詞
は
、
そ
れ
自
身
独
立
し
た
客
観
的
な
内
容
を
も

っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
が
、　
フ
」
ゝ
ろ
」
と
は
そ
の
内
容
を
意
識
に
う
か
べ
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
が

「心
に
お
も
ふ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
識
の
事
象
あ
る
い
は
詞
に
対
す
る
か
ヽ
わ
り
方
が
、

歌
の
表
現
技
術
で
あ
り
表
現
内
容
で
あ
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
事
象
を
ど
の
よ
う

に
意
識
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
趣
向
を
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
し
、
詞
を
意
識
す
る
こ
と
は
縁
語
掛
詞
の
問
題
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
か
ら
人
の
心
を
種
と
し
て
と
い
う
場
合
な
ど
は
表
現
意
図
を
も
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
更
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、歌
の
場
面
に
関
し
て
も
、
「歌
の
こ
ゝ
ろ
」

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
天
皇
主
催
下
の
歌
の
場
で
は
当
然
そ
れ
な
り
の

表
現
意
図
、
表
現
内
容
、
表
現
技
術
が
あ

っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を

ひ
っ
く
る
め
て
、

「歌
の
こ
ゝ
ろ
」
と
呼
び
う
る
こ
と
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
歌
合
で
は
規
範
が
あ

っ
て
歌
合
の
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
技
術
や
内
容
を
も

っ
た
歌
が
要
求
さ
れ
て
い
る
事
実
に
通
じ
る
こ
と
を
こ
ゝ
で
思
い
合
せ
て
み
れ

ば
よ
い
と
思
う
。
と
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
仮
名
序
の

「
こ
ゝ
ろ
」
と
は
、

歌
に
対
す
る
態
度

（歌
の
場
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
）
表
現
内
容
、
表
現
意
図
、

表
現
技
術
と
い
う
言
語
活
動
の
全
過
程
を
総
称
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

四

以
上
の
三
つ
の
節
に
お
い
て
仮
名
序
の

「
こ
ヽ
ろ
」
が
ど
ん
な
性
格
を
も
つ

も
の
で
あ
る
か
考
察
し
て
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
な
に
ぶ
ん
片
々
た
る
資
料
で

あ
る
の
で
、
十
分
な
概
念
構
成
を
す
る
こ
と
が
む
つ
か
し
い
。
こ
の
節
で
は
そ

れ
を
補
う
た
め
に
、
古
今
集
の
作
風
を
万
葉
集
の
作
風
と
比
較
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
間
接
的
に
仮
名
序
の

「
こ
ゝ
ろ
」
を
、
も
う
幾
分
か
は
精
細
に
知

っ
て
み

る
こ
と
に
し
た
い
。

万
葉
の
歌
風
と
は
写
実
主
義
的
だ
と
の
ん
き
に
規
定
し
て
安
心
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
い
ち
お
う
、
事
象
に
密
着
し
、
自
然
に
緊
縛
せ
ら
れ
重
苦
し

い
の
が
万
葉
の
作
風
だ
と
す
れ
ば
、
古
今
集
の
歌
の
方
法
は
、
事
象
や
自
然
か

ら
解
放
さ
れ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
由
な
束
縛
さ
れ
な
い
感
想
を
発
表
す
る
こ

と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
自
然
の
風
物
を
扱
う
四
季
の
歌
に
お
い
て
も
ひ
ど
く

人
間
臭
い
の
で
あ

っ
て
、
古
今
集
の
歌
を
読
む
も
の
に
は
、
そ
の
歌
に
よ
っ
て
、

事
象
に
注
意
が
向
け
さ
せ
ら
れ
る
よ
り
は
、
そ
の
事
象
に
つ
い
て
語
る
歌
の
作

者
そ
の
人
自
身
の
心
が
表
象
せ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

大
鏡
に
次
の
よ
う
な
逸
話
が
の
っ
て
い
る
。

お
な
じ
御
時

（醍
醐
）
に
御
遊
あ
り
し
夜
、
御
前
の
御
階
の
も
と
に
男
恒
を

め
し
て
、

「月
を
ゆ
み
は
り
と
い
う
意
は
、
何
の
こ
ゝ
ろ
ぞ
。
こ
れ
が
よ
し
つ

か
う
ま
つ
れ
。」
と
仰
せ
ご
と
あ
り
し
か
ば
、
「
て
る
月
を
ゆ
み
は
り
と
し
も
い

ふ
こ
と
は
山
辺
を
さ
し
て
い
れ
ば
な
り
け
り
」

こ
の
歌
は
月
の
景
色
を
の
べ
た
叙
景
歌
と
い
う

に
し
て
は
も

っ
と
も
縁
遠

い
、
む
し
ろ
そ
の
対
極
に
位
置
す
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
み
て
わ
れ
わ
れ
が

表
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
月
の
姿
で
は
な
く
、
弟
恒
と
い
う
下
級



官
人
が
、

「山
辺
を
さ
し
て
入
れ
ば
な
り
け
り
」
と
い
う
、
人
を
あ

っ
と
思
は

せ
る
趣
向
を
た
て
て
、
お
の
れ
の
機
知
に
よ
っ
て
そ
の
場
を
お
も
し
ろ
く
す
る

そ
の
歌
人
の
姿
で
あ
る
。
こ
れ
は
成
功
し
て
天
皇
は
よ
ほ
ど
お
も
し
ろ
い
と
思

っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
こ
れ
に
つ
ゞ
い
て

「
と
申
し
た
る
を
、
い
み
じ
う
感
じ
さ

せ
給
ひ
て
、
お
ほ
う
ち
き
給
は
り
て
肩
に
う
ち
か
く
る
ま
ゝ
に

「白
雲
の
こ
の

か
た
に
し
も
お
り
ゐ
る
は
あ
ま
つ
風
こ
そ
ふ
き
て
き
ぬ
ら
し
」
い
み
じ
か
り
し

も
の
か
な
。」
と
大
鏡
は
の
べ
て
い
る
。

こ
の
二
首
の
歌
は
月
と
か
御
遊
の
事
象
を
え
が
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ

の
よ
う
な
事
象
の
中
に
あ

っ
て
、作
者
の
心
は
ど
の
よ
う
な
感
想
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
を
の
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
い
み
じ
か
り
し
も
の
か
な
」
と
い
う
大

鏡
の
批
評
は
、
御
遊
に
つ
い
て
の
こ
と
ば
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
い

こ
の
二
首
の
歌
に
つ
い
て
の
批
評
で
も
な
い
。
こ
れ
は
御
遊
の
場
に
あ
っ
て
即

興
に

「
さ
か
し
」
く
振
舞

っ
た
男
恒
の
人
に
対
す
る
批
評
で
あ
る
ず
ヽ
う
少
し

精
密
に
い
う
な
ら
、
弟
恒
の

「
こ
ゝ
ろ
」
に
対
す
る
批
評
で
あ
ろ
う
。

仮
名
序
は
人
麿
の
名
を
挙
げ
て
、
こ
れ
を
歌
人
の
典
型
と
見
て
い
る
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
仮
名
序
の
見
解
は
ま
ち
が
い
が
な
い
。
右
の
窮
恒
の
献
歌
は
宴

遊
で
の
場
で
あ
る
が
、
人
麿
も
天
皇
主
催
下
の
宴
遊
で
の
献
歌
に
お
い
て
面
目

を
発
揮
し
た
歌
人
で
あ
る
。
こ
の
人
麿
を
仮
名
序
筆
者
た
ち
の
先
輩
と
し
て
紹

介
す
る
の
は
ふ
さ
わ
し
い
が
、　
一
応
形
式
的
に
は
、
共
に
天
皇
主
催
下
の
宴
遊

で
は
あ
る
が
、
人
麿
の
作
風
は
ち
ょ
う
ど
仮
名
序
歌
論
の
対
極
に
立
つ
異
質
の

も
の
で
あ
る
。
人
麿
の
有
名
な
宮
廷
讃
歌

（巻

一
、
三
九
）
を
例
に
と
る
な
ら

「
…
…
吉
野
川
た
ぎ
つ
河
内
に
高
殿
を
高
知
り
ま
し
て
…
…
畳
な
は
る
青
垣
山

…
…
春
べ
は
花
か
ざ
し
持
ち
、
秋
た
て
ば
黄
葉
か
ざ
せ
り
…
…
上
つ
瀬
に
鵜
川

を
立
ち
、
下
つ
瀬
に
小
網
さ
し
渡
す
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
、
事
象
を
喚
起
す

る
働
ら
き
の
あ
る
詞
に
よ
っ
て
、
現
実
を
強
化
凝
縮
し
、
そ
れ
が
と
り
も
な
お

さ
ず
讃
歌
と
な

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
事
象
を
詞
の
力
で
き
わ
だ
た
せ
、
詞

の
力
に
よ
っ
て
現
実
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
あ
る
人
麿
の
意
識
は
、
現

実
の
事
象
の
秩
序
に
し
た
が
い
な
が
ら
、
た
ゞ
そ
の
方
向
に
お
い
て
現
実
を
強

化
濃
縮
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
意
識
は
事
象
あ
る
い
は
詞
に
よ
っ
て
代
行
せ

ら
れ
て
い
る
。
意
識
は
事
象
に
対
し
て
無
力
な
透
明
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
が

古
今
集
の
方
法
で
は
、
作
者
の
意
識
の
構
想
力
に
も
と
づ
い
て
、
現
実
の
事
象

が
配
列
が
え
、
構
造
が
え
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
事
象
の
力
を
認
め
る
と
い

う
よ
り
は
、
心
な
き
事
象
の
力
を
い
っ
た
ん
否
定
し
て
、
作
者
の
意
識
に
も
と

お
¨
“
は
わ
酬
嗣
嚇
識
わ
〔
陣
秤
劉
卸
れ
純
硲
「
韓
知
“
グ
は
”
一
」
は
縁
鳳

主
と
し
て
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
草
木
魚
鳥
と
い
っ
た
も
の
は
し
ば
し

ば
心
な
き
存
在
で
あ
る
。
そ
の
事
象
へ
の
関
心
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
事

象
が
人
の
心
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
心
の
巧
み
さ
に
よ
っ
て
一
そ

う
輝
か
し
い
魅
力
が
生
れ
る
の
で
あ
っ
て

「
…
…
こ
ゝ
ろ
ご
こ
ろ
を
み
た
ま
ひ

て
、
さ
か
し
を
ろ
か
な
り
と
し
ろ
し
め
し
け
む
。」
と
い
う
の
は
、
　
こ
の
点
を

指
し
て
い
る
と
考
え
て
も
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
三
節
で
九
暦
の
記
事
を
例

と
し
て
あ
げ
た
よ
う
に
、
物
合
に
は
、
そ
れ
に
歌
が
附
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

物
が
鑑
賞
さ
れ
る
。
叉
、
弟
恒
の
献
歌
に
よ
っ
て
、
月
の
鑑
賞
は
一
そ
う
面
白

い
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

仮
名
序
歌
論
の
歌
の
方
法
と
は
、
事
象
を
さ
し
示
す
こ
と
で
は
な
く
、
い
わ

ば
指
さ
す
彼
方
で
は
な
く
、
そ
の
指
さ
す
そ
の
人
自
身
の
心
が
問
題
と
な
る
。

も

っ
と
い
い
か
え
る
な
ら
、
事
象
で
は
な
く
て
、
事
象
を
ど
の
よ
う
に
意
識
す

る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
天
皇
主
催
下
の
宴
遊
で
の

意
識
の
仕
方
、
友
人
に
対
す
る
意
識
の
仕
方
、
恋
の
相
手
に
対
す
る
そ
れ
と
い

う
具
合
に
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
と
人
と
の
心
の
通
じ
あ
い
が
問
題
な
の
で
あ
っ



て
、
こ
れ
は
私
的
贈
答
で
も

っ
と
も
効
力
を
発
す
る
歌
の
方
法
で
は
な
い
か
と

思
う
。
仮
名
序
は
歌
は
久
し
く
色
ご
の
み
の
家
に
埋
れ
て
い
た
と
嘆
い
て
い
る

が
、
そ
の
間
に
洗
練
さ
れ
て
き
た
歌
の
方
法
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
ふ
た
た
び
歌
が
宴
遊
の
席
に
上
っ
て
も
、
こ
の
歌
の
方
法
が
ぬ
け
き
ら

ず
、
天
皇
が
臣
の
心
を
見
る
と
い
う

一
種
の
贈
答
様
式
の
変
型
に
な
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

万
葉
か
ら
古
今
へ
そ
の
変
遷
の
原
因
は
い
く
つ
も
重

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
原
因
の
大
き
な
も
の
と
し
て
、
こ
の
歌
の
方
法
の
変
動
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
お
の
ず

と
小
論
の
埓
外
に
で
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
い
ま
は
問
題
の
提
出
だ
け
に
と
ゞ

め
て
お
く
。

田
　
久
曽
神
昇
代
古
今
昭
歌
集
成
立
論
資
科
篇
中
巻
所
収
　
清
輔
本
系
統
の
本

②
　
田
に
同
じ

０
　
延
喜
式
の
研
究
　
論
述
篇
　
第
五
章
第
四
節

０
　
日
本
文
学
史
の
構
想
　
中
世
文
芸
の
始
発

６
　
日
本
文
芸
の
研
究
　
第
六
　
神
楽
考

０
　
日
本
歌
謡
圏
史
　
第
二
篇
三

絆
　
群
書
類
従
　
古
今
集
序
注

０
　
招
婿
婚
の
研
究
　
又
は
折
日
信
夫
博
士
　
日
本
文
学
史
ノ
ー
ト
Ⅱ

Ｏ
　
西
下
経

一
博
士
　
古
今
集
の
伝
本
の
研
究
　
に
よ
れ
ば
、
寂
恵
使
用
俊
成

本
で
は

「
な
に
は
づ
の
う
た
は
み
か
ど
の
オ
ホ
ム
ウ
ヘ
ノ
な
り
」
と
な
っ
て

い
る
そ
う
で
あ
る
が
、
西
下
博
士
は
、

「御
上
の
意
か
。
或
は
オ
ホ
ム
ベ
の

誤
か
。」
と
注
し
て
お
ら
れ
る
。

⑩
　
田
の
資
科
篇
上
巻
所
収
の
基
俊
本
で
は

「
お
ほ
ヽ
し
い
つ
ゝ
の
く
ら
ゐ
」

と
い
う
本
文
が
あ
り
、

「
お
ほ
き
み
ヽ
つ
の
く
ら
ゐ
」
と
い
う

「
み
」
の
重

複
し
た
本
文
も
あ
る
。
こ
れ
は
伝
本
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
古
今
集
巻
十
九

雑
体
の
忠
峯
の
長
歌
で
は

「
…
…
人
ま
ろ
こ
そ
は
う
れ
し
け
れ
、
身
は
し
も

な
が
ら
…
…
」
と
あ
り
、
真
名
序
で
は

「
柿
本
太
夫
」
と
称
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
仮
名
序
本
文
の
正
三
位
が
動
か
ぬ
も
の
と
す
れ
ば
、
仮
名
序
筆
者
は
、

人
麿
の
官
位
の
低
い
こ
と
は
知
り
な
が
ら
故
意
の
必
要
性
あ

っ
て
の
改
変
で

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
で
は
そ
の
必
要
性
と
は
何
で
あ
ろ

う
か
。

ｍ
　
萩
谷
朴
氏
　
平
安
朝
歌
合
大
成

一
　

で
こ
の
菊
合
の
構
成
が
考
証
さ
れ
て

い
る
。

ｕ
　
古
今
集
序
は
詩
経
大
序
か
ら
影
響
を
う
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

が
、
大
序
に
は

「
上
以
レ
風
化
レ
下
　
下
以
レ
諷
刺
レ
上
」
と
詩
の
効
用
が
の
ベ

ら
れ
て
い
る
。
新
撰
和
歌
序
で
も
こ
の
文
字
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で

歌
に
も
こ
の
詩
と
同
じ
効
用
が
あ
る
と
意
識
し
て
い
た
こ
と
に
は
ま
ち
が
い

が
あ
る
ま
い
。
果
し
て
仮
名
序
で
も
歌
は
奏
上
が
本
来
的
で
あ
る
よ
う
に
の

べ
て
い
る
。
そ
の
奏
上
を
う
け
入
れ
る
側
の
も
の
と
し
て
天
皇
以
下
公
卿
が

あ
る
わ
け
で
あ
る
。
大
納
言
の
名
義
は
、
今
義
解
で
は

「
謂
納
言
、
王
者
喉

舌
之
官
也
。
納
二
下
言
於
上
一
宣
二
上
言
於
下
一也
。」
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の

思
想
は
大
序
の
右
の
文
字
と
共
通
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
采
詩
、
楽
府
の
理

想
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

田
　
大
阪
市
立
大
学
内
文
学
史
研
究
会
発
行
　
文
学
史
研
究
第
七
号
　
和
歌
注

釈
史
に
お
い
て
、
こ
の
心
と
詞
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

国
　
語
文
第
十
五
輯
　
古
今
集
両
度
聞
書
を
中
心
と
し
て
の
解
釈
論
に
お
い
て

の
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

口
　
こ
の
時
期
の
献
歌
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
右
の
雑
誌
　
文
学
史
研
究
第
九

号
　
王
朝
和
歌
史
に
お
い
て
指
適
し
た
こ
と
が
あ
る
。
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⑩
　
事
象
と
い
う
も
の
は
確
か
に
力
を
も

っ
て
い
て
人
間
に
影
響
を
与
え
る
。

列
え
ば
、

「
石
ば
し
る
垂
水
の
上
の
さ
蕨
の
萌
え
出
づ
る
春
に
な
り
に
け
る

か
も
」
と
い
う
歌
に
お
い
て
は
、
作
者
内
面
の
喜
び
は
春
の
景
光
と
共
鳴
し

一
体
と
な

っ
て
高
い
響
き
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
象
と
意
識

と
が
共
鳴
し
あ
う
と
き
は
幸
福
で
は
あ
る
が

「
小
竹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に

乱
る
と
も
わ
れ
は
妹
思
ふ
別
れ
来
ぬ
れ
ば
」
と
い
う
歌
に
な
れ
ば
、
心
な
き

自
然
と
作
者
の
意
識
と
は
分
裂
し
、
自
然
の
表
情
は
作
者
に
対
し
て
背
反
的

で
あ
る
。
ち
よ
う
ど
そ
れ
は
、
額
田
王
が
三
輪
山
の
雲
に
向

っ
て
発
し
た
と

い
わ
れ
る
「
心
あ
ら
な
も
」
と
い
い
た
く
な
る
よ
う
な
自
然
の
様
態
で
あ
る
。

む
ろ
ん
こ
の
自
然
の
様
態
が
作
者
の
意
識
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
作
者
の

意
識
の
状
態
が
よ
り

一
そ
う
効
果
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
芸
術
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
自
然
の
表
情
は

必
ず
し
も
作
者
に
好
意
的
で
は
な
い
。

「
妹
に
恋
ひ
寝
ね
ぬ
朝
に
吹
く
風
は

妹
に
し
触
れ
ば
わ
れ
さ
へ
に
触
れ
」

（
万
葉
巻
十
二
、
二
八
五
八
）
の
歌
に

至

っ
て
は
、
恋
人
を
思
う
作
者
の
こ
の
朝
の
状
態
は
作
者
に
と
っ
て

一
そ
う

好
意
的
で
は
な
い
。
人
間
を
痛
め
つ
け
る
事
象
の
力
で
あ
る
。

「
わ
が
背
子

を
今
か
今
か
と
待
ち
居
る
に
夜
の
更
け
ぬ
れ
ば
嘆
き
つ
る
か
も
」
（
巻
十
二
、

二
人
六
四
）
こ
の
歌
に
お
い
て
も
、
恋
情
に
捉
わ
れ
た

一
人
の
人
間
の
そ
の

恋
と
い
う
心
的
事
象
に
束
縛
さ
れ
て
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
状
態
が
そ
の
ま
ヽ

直
叙
さ
れ
て
い
る
。
自
然
あ
る
い
は
事
象
に
密
着
す
る
と
い
う
こ
と
は
人
間

の
意
識
に
と
っ
て
は
必
ら
ず
し
も
幸
福
で
は
な
い
。
内
界
、
外
界
の
事
象
は

屡
々
人
間
を
傷
け
る
か
ら
で
あ
る
。
古
今
歌
人
の
方
法
は
、
さ
よ
う
な
事
象

か
ら
離
れ
て
意
識
の
世
界
の
独
立
を
守
ろ
う
と
す
る
。

「袖
ひ
じ
て
む
す
び

し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ

れ
は
春
の
自
然
の
現
実
で
は
な
い
。
春
の
自
然
を
意
識
の
中
で
祝
福
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
事
象
が
な
ま
に
意
識
を
束
縛
す
る
こ
と
が
な
い
。
し
た
が

っ
て
事
象
を
意
識
が
受
け
入
れ
て
も
、
意
識
の
中
の
事
象
と
し
て
、
事
象
が

も
つ
そ
れ
自
身
の
力
は
ね
じ
伏
せ
ら
れ
て
、
意
識
に
従
う
従
順
な
事
象
と
し

て
提
出
さ
れ
る
。

「
ち
る
花
の
な
く
に
し
と
ま
る
物
な
ら
ば
我
鴬
に
お
と
ら

ま
し
や
は
」
と
い
う
具
合
に
で
あ
る
。
事
象
を
作
家
の
契
機
と
し
な
が
ら
も
、

い
っ
た
ん
事
象
直
接
の
力
は
遮
断
せ
ら
れ
、
事
象
は
す
べ
て
意
識
の
証
し
と

し
て
語
ら
れ
、
意
識
独
自
の
世
界
を
客
観
世
界
に
向

っ
て
き
わ
だ
た
せ
て
い

る
。

「
あ
は
ず
し
て
こ
よ
ひ
あ
け
な
ば
春
の
日
の
な
が
く
や
人
を
つ
ら
し
と

お
も
は
ん
」

（
古
今
巻
十
二
）
の
よ
う
に
、
事
象
を
意
識
の
現
実
と
し
て
語

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
象
に
は
か
な
り
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る

が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
意
識
の
力
に
よ
っ
て
事
象
を
支
配
し
て
い
る
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
意
識
の
世
界
が
事
象
を
狙
い
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
に

な
れ
ば
、
事
象
の
力
に
よ
っ
て
傷
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
事
象
と
生
と
の

間
に
い
つ
も
強
い
技
巧
的
な
意
識
が
介
在
し
て
、
生
が
直
接
に
事
象
と
ふ
れ

あ
う
こ
と
を
防
い
で
、
温
和
な
悦
楽
、
悲
哀
、
詠
嘆
で
終
始
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
は
事
象
に
対
す
る
精
神
力
の
優
越
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
天

台
の
唯
心
論
な
ど
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
万
葉

の
方
法
で
は
、
意
識
は
事
象
あ
る
い
は
詞
に
対
し
て
無
力
な
姿
勢
を
も

っ
て

詞
に
密
着
す
る
こ
め
に
、
詞
が
と
り
も
な
お
さ
ず
生
の
現
実
を
象
徴
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
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