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五
井
蘭
洲
著
『
古
今
通
』
は
、
古
今
和
歌
集
の
全
巻
（
真
名
序

を
除
く
）
を
註
釈
し
た
も
の
で
、
宝
暦
初
年
の
著
作
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵
の
『
古
今
通
』
に
は
加
藤
景
範
の
付

言
が
添
い
、
『
古
今
通
』
は
五
井
蘭
洲
先
生
の
著
作
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
「
ひ
と
つ
子
の
む
す
め
」
に
読
ま
す
た
め
の
す
さ
び

で
あ
っ
て
、
万
全
を
期
し
た
も
の
で
な
い
、
そ
れ
で
も
伝
え
聞
い

て
こ
の
著
作
を
見
る
人
も
あ
ろ
う
か
ら
、
削
る
べ
き
は
側
り
、
補

う
べ
き
は
補
い
正
し
て
く
れ
と
の
遺
託
を
受
け
て
い
た
、
昨
冬
か

ら
「
先
生
し
た
へ
る
人
ど
も
」
の
協
力
を
得
て
劃
補
に
と
り
か
か

り
、
今
よ
う
や
く
遣
託
を
果
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
付
言
の
年

紀
は
天
明
五
年
季
冬
で
あ
り
、
蘭
洲
が
『
古
今
通
』
を
執
筆
し
て

か
ら
一
二
十
余
年
後
で
あ
る
。

日 「
古
今
通
」

の
劃
補
に
つ
い
て

『
古
今
通
』
の
制
補
に
つ
い
て

加
藤
景
範
に
関
す
る
資
料
を
求
め
て
各
地
の
図
書

館
・
文
庫
を
訪
れ
た
さ
い
、
『
古
今
通
』
に
つ
い
て
も
数
本
の
写

本
を
閲
覧
し
、
劃
補
本
は
蘭
洲
原
文
に
比
べ
別
本
と
い
え
る
ほ
ど

趣
を
変
え
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
当
時
の
所
見
本
は
、
そ
の

後
に
ま
と
め
た
「
加
藤
景
範
年
譜
」
（
『
大
阪
府
立
図
書
館
紀
要
』
第

八
号
〈
昭
和
四
七
年
三
月
刊
〉
）
に
筒
単
な
解
説
を
施
し
て
入
れ
た

が
、
蘭
洲
の
原
文
と
劃
補
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
記

す
こ
と
と
し
て
詳
細
を
記
し
て
い
な
い
。
そ
の
後
私
の
関
心
を
去

っ
て
別
稿
は
果
さ
な
い
ま
ま
に
終
っ
た
が
、
右
の
問
題
に
つ
い
て

そ
の
後
特
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
も
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
の
た
び

『
懐
徳
』
誌
に
寄
摘
を
求
め
ら
れ
た
の
を
機
に
、
旧
時
の
ノ
ー
ト

を
た
ど
り
な
が
ら
、
『
古
今
通
』
の
原
文
と
刑
補
本
と
の
関
係
を

報
告
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
宇
佐
美
喜
三
八
氏
「
古
今

通
に
つ
い
て
」
（
『
語
文
』
第
一

0
号
〈
昭
和
二
九
年
一
月
刊
〉
）
は
、

か
つ
て
、

多

治

比

郁
一六

夫



『
古
今
通
』
の
制
補
に
つ
い
て

『
古
今
通
』
の
所
見
本
は
次
の
七
種
で
あ
る
。

①
宝
暦
四
年
初
夏
、
加
藤
景
範
筆
写
本
。
八
冊
。
大
東
急
記
念
文

庫
蔵
（
弥
富
破
摩
雄
氏
旧
蔵
）
。

②
宝
暦
六
年
春
、
吉
田
盈
枝
筆
写
本
。
五
冊
。
『
懐
徳
堂
考
』
に

よ
れ
ば
平
瀬
家
旧
蔵
。
朝
日
新
聞
社
を
経
て
、
大
阪
府
立
中
之

島
図
書
館
蔵
。

③
明
和
九
年
春
、
加
藤
景
範
奥
書
本
。
八
冊
。
中
之
島
図
書
館

蔵。

④
寛
政
十
一
年
、
小
林
歌
城
手
校
本
。
三
冊
（
第
一
冊
欠
）
。
無

窮
会
図
書
館
蔵
。

⑤
筆
写
者
（
年
）
不
明
。
六
冊
。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

⑥
享
和
元
年
、
加
藤
敦
善
（
景
範
捉
子
）
筆
写
本
。
四
冊
。
静
嘉
堂

文
庫
蔵
。

⑦
筆
写
者
（
年
）
不
明
。
七
冊
。
懐
徳
堂
文
庫
蔵
。

所
見
本
の
冊
数
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
す
べ
て
八
巻
で
あ
る
。

⇔
 

懐
徳
堂
本
（
劃
補
本
）
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

古
今
和
歌
集
の
註
釈
史
、
特
に
五
井
蘭
洲
と
同
時
代
の
漠
学
者
の

「
古
今
集
」
観
に
つ
い
て
も
詳
細
に
記
さ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は

そ
れ
ら
に
つ
い
て
一
切
省
略
し
た
。

一七

各
巻
内
容
は
、
巻
一
に
仮
名
序
を
、
巻
二
以
下
に
、
古
今
和
歌
集

の
巻
一
ー
三
（
春
上
下
・
夏
）
、
巻
四
ー
六
（
秋
上
下
・
冬
）
、
巻

七

I
+
（
賀
・
離
別
・
覇
旅
・
物
名
）
、
巻
十
一
ー
十
三
（
恋
一

|
-
―
-
）
、
巻
十
四
·
十
五
（
恋
四
•
五
）
、
巻
十
六
ー
十
八
（
哀

傷
・
雑
上
下
）
、
巻
十
九
・
ニ
十
（
雑
体
・
大
歌
所
御
歌
ほ
か
）

を
収
め
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
七
本
の
う
ち
、
①
ー
③
は
蘭
洲
の
原
文
を
筆
写

し
た
も
の
、
④
ー
⑦
は
天
明
五
年
の
景
範
付
言
を
も
つ
劃
補
本
で

あ
る
。
蘭
洲
の
原
文
を
写
し
た
三
本
の
う
ち
、
②
は
懐
徳
堂
五
同

志
の
一
人
吉
田
盈
枝
（
備
前
屋
吉
兵
衛
）
の
筆
写
本
で
、
上
欄
に

は
盈
枝
の
筆
に
な
る
付
箋
が
お
び
た
だ
し
く
、
下
欄
に
も
筆
者
不

明
の
付
箋
数
葉
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
『
古
今
通
』
に
対
す
る
意

見
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
が
、
景
範
の
劃
補
本
成
立
と
直
接
関

係
が
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
特
に
と
り
あ
げ
な
い
。
③
は
、
奥
書

に
「
此
編
や
、
蘭
洲
先
生
、
ひ
と
つ
子
の
む
す
め
の
た
め
に
あ
ら

は
し
、
し
め
さ
れ
た
る
也
、
な
べ
て
の
世
に
ひ
ろ
め
む
と
、
と
し

を
か
さ
ね
て
な
せ
る
に
あ
ら
ね
ば
、
あ
や
ま
る
こ
と
な
く
し
も
あ

ら
じ
、
み
ん
人
さ
る
こ
4

ろ
せ
よ
、
明
和
壬
辰
の
春
、
加
藤
景
範

し
る
す
」
と
あ
る
。
蘭
洲
の
原
文
を
写
す
ほ
か
、
古
今
集
二

0
巻

の
各
巻
平
均
十
首
あ
ま
り
に
景
範
が
按
文
を
書
き
加
え
、
ま
た
極

く
稀
に
三
宅
春
楼
説
が
記
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
①
に
も
記
載
が
あ



る
こ
と
か
ら
、
③
の
景
範
奥
書
本
は
明
和
九
年
春
に
①
を
転
写
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
明
和
九
年
ま
で
の
、
景
範
や

春
楼
の
『
古
今
通
』
に
対
す
る
見
解
を
知
る
上
で
役
立
ち
そ
う
で

あ
る
。
さ
て
、
①
の
宝
暦
四
年
景
範
筆
写
本
は
、
蘭
洲
の
原
文
の

ほ
か
、
上
欄
空
白
に
、
③
に
記
録
さ
れ
る
景
範
・
春
楼
説
が
記

さ
れ
、
そ
の
数
は
③
よ
り
は
る
か
に
多
い
。
③
が
転
写
さ
れ
た
明

和
九
年
以
後
も
、
『
古
今
通
』
に
関
す
る
意
見
を
景
範
は
書
き
続

け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
っ
と
特
徴
的
な
こ
と
は
、
一

首
の
註
釈
ご
と
に
一
枚
か
ら
三
枚
に
お
よ
ぶ
付
箋
を
、
上
欄
や
下

欄
（
「
下
方
に
つ
け
た
る
紙
再
校
也
」
と
あ
る
）
に
貼
り
つ
け
る
。

こ
の
付
箋
は
蘭
洲
の
註
釈
を
吟
味
し
た
も
の
で
、
「
こ
A

ハ
い
か

に
改
む
べ
き
や
」
と
か
「
よ
き
ほ
ど
に
節
略
し
玉
ぐ
ん
や
」
と
か

い
い
、
「
然
り
」
「
貴
駁
の
ご
と
し
」
な
ど
と
あ
る
処
か
ら
、
複

数
で
吟
味
を
行
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
も
第
一
冊
の
前

半
ま
で
は
、
削
る
べ
き
と
こ
ろ
が
括
孤
で
囲
ま
れ
、
詞
も
補
わ
れ

る
。
お
び
た
だ
し
い
付
箋
や
括
孤
や
本
文
中
の
書
入
こ
そ
、
側
補

本
付
言
に
い
う
と
こ
ろ
の
、
先
生
を
慕
う
人
々
の
抱
力
を
得
て
行

っ
た
、
劃
補
の
作
業
の
痕
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
旧
蔵
者
の

弥
富
破
摩
雄
氏
は
、
図
書
館
本
（
所
見
本
⑤
）
と
対
比
し
た
上

で
、
「
予
蔵
本
ハ
、
モ
ト
蘭
洲
ノ
原
書
ヲ
景
範
書
写
シ
、
其
レ
ヲ

所
謂
『
先
生
慕
ヘ
ル
人
』
卜
共
二
意
見
ノ
交
換
シ
テ
劃
補
セ
ル

『
古
今
通
』
の
制
補
に
つ
い
て

ま
ず
、
巻
頭
の
序
文
に
つ
い
て
。
①
大
東
急
文
庫
本
に
は
第
一

冊
の
見
返
に
「
改
作
」
の
序
文
が
貼
り
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
末

五
井
蘭
洲
の
原
文
が
削
ら
れ
補
わ
れ
る
の
は
次
の
よ
う
で
あ

る。

匡

稿

本

也

、

セ

シ

モ

ノ

ガ

図

書

館

本

ナ

リ

、

サ

レ

バ

予

加
蔵
本
ノ
珍
本
ナ
ル
ヲ
自
ラ
知
ラ
ル
ベ
シ
（
明
治
四
十
年
十
二

月
）
」
と
書
い
た
紙
片
を
貼
り
込
ん
で
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
通

り
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
く
だ
く
だ
し
い
説
明
を
要
約
す
れ
ば
、

蘭
洲
の
原
文
は
①
②
③
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
出
来
る

が
、
③
に
よ
っ
て
明
和
九
年
ま
で
の
加
藤
景
範
ら
の
見
解
が
知
ら

れ
、
①
に
よ
っ
て
側
補
の
具
体
的
な
作
業
を
知
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。

④
ー
⑦
の
劃
補
本
で
は
、
⑤
国
立
国
会
図
書
館
本
と
⑦
懐
徳
堂

本
の
間
に
多
少
の
差
異
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
掲
の
宇
佐
美
氏

論
文
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
⑤
は
⑦
よ
り
先
行
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
細
な
照
合
を
行
っ
て
い
な
い
が
、
刷
補

本
に
④
⑤
、
⑥
⑦
の
二
系
統
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ

の
差
異
は
あ
ま
り
大
き
な
も
の
で
な
い
か
ら
、
本
稿
で
は
劃
補
本

と
し
て
⑦
恢
徳
堂
本
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

コ
レ

一
八



『
古
今
通
』
の
劃
補
に
つ
い
て

尾
に
「
カ
ヤ
ウ
の
趣
二
改
テ
ハ
イ
カ
ン
」
と
あ
る
。
景
範
が
改
作

し
て
誰
か
に
示
し
、
是
非
を
問
う
た
の
で
あ
る
。
蘭
洲
の
原
文
と

対
比
す
る
に
、
原
文
の
前
半
（
ほ
ぽ
一
丁
分
）
を
数
行
に
圧
縮
す

る
が
、
原
文
の
趣
旨
は
生
か
さ
れ
て
い
る
。
後
半
は
ほ
と
ん
ど

改
訂
が
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
貼
紙
に
記
さ
れ
た
と
お
り
の
序
文

が
、
劃
補
本
『
古
今
通
』
の
巻
頭
に
据
っ
て
い
る
。

歌
の
註
釈
の
刷
補
は
、
巻
一
（
春
上
）
か
ら
若
干
の
例
を
掲
げ

て
示
す
こ
と
と
し
よ
う
。

い
づ
こ
に
か
す
ミ
は
た
て
る
ぞ
見
よ
と
か
け
た
り

3
春
霞
た
て
る
や
い
づ
こ
見
芳
野
の
よ
し
の
4

山
に

ミ
よ
し
の
の
よ
し
の
の
山
は
た
ゞ
殴
ね
こ
と
ば
な
り

た
ゞ

常

に

春

か

す

ミ

と

い

ふ

ハ

、

い

ひ

て

春

に

は
用
な
き
を
、
こ
れ
ハ
初
春
の
歌
な
れ
バ
、
春
は
主
に
て
霞

ば
伴
な
り
。
愚
案
、
ふ
り
つ
4

の
つ
4

は
、
雪
ま
ふ
り
つ

て
探
山
の
春
色
の
を
そ
き
さ
ま
を
云
也

／
＼
と
い
へ
る
を
か
さ
ね
た
つ
ま
で
に
て
深
意
は
な
し
。
雪

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
ふ
る
に
の
た
っ
べ
き
や
ま
も
な
け
れ
バ
、
こ
れ
は
い
ま

〈つ

4
を
な
が
ら
の

＼一

い
づ
か
た
ぞ

の
た
4

ぬ
を
よ
め
る
歌
な
り
。

と
す
る
ハ
又
別
な
り
〉

上
欄
に
付
箋
が
あ
り
、
「
山
に
は
雪
ふ
り
な
が
ら
、

霞
た
て
る
処
あ
り
や
、
既
に
春
た
ち
た
れ
バ
、
霞
の
な
き
こ
と
は

あ
る
ま
じ
、
ケ
様
に
も
聞
ゆ
る
か
、
是
非
い
か
ゞ
あ
る
べ
き
。
然

バ
つ

4

の
語
常
の
通
也
。
の
中
に
霰
た
4
ぬ
と
て
、

歌
に
よ
ま

は
ふ
り
つ

一九

（
朱
筆
）

れ
ぬ
や
う
は
あ
る
ま
じ
。
精
当
」
と
あ
る
。
刷
補
者
は
「
つ
A

」

の
解
釈
に
迷
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
結
局
は
蘭
洲
の
原
文
に
従
っ

た
。
側
補
本
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

み
よ
し
の
4

よ
し
の
4

山
は
重
ね
詞
也
。
い
づ
こ
に
霰
は
た

て
る
ぞ
、
み
よ
と
か
け
た
る
也
。
降
つ
4

ハ
ふ
り
つ
／
＼

と
重
ね
た
る
也
。
深
山
の
春
の
色
の
を
そ
き
さ
ま
を
い
へ
る

也
。
の
ミ
ふ
り
て
い
ま
だ
か
す
み
の
た
4

ぬ
也
。

か
く
の
如
く
つ
も
れ
る
枝
と
い
ふ
心
に
い
へ
り

の
か
4

れ
る
枝
に
う
ぐ
ひ
す
の

6
春
た
て
ば
花
と

白
じn‘ 

契
註
、
此
歌
菅
家
万
葉
に
載
さ
せ
給
へ
り
。
見
ら
ん
は
見
濫

と
か
4

せ
給
へ
り
。
見
る
ら
ん
の
古
語
也
。
愚
案
、
凡
此
集

に
花
と
い
ふ
ハ
一
種
に
か
ぎ
ら
ね
ど
、
こ
4

は
上
の
梅
と
い

ふ
に
つ
き
た
れ
バ
梅
を
い
ふ
な
ら
ん
。
〈
さ
れ
ど
梅
を
か
り

て
雪
を
よ
む
。
下
の
歌
同
じ
。
実
の
梅
は
お
く
に
出
づ
〉
。

上
欄
の
付
箋
に
、
「
さ
れ
ど
梅
を
か
り
て
以
下
ハ
、
あ
ま
り
し
れ

（
朱
筆
）

た
る
こ
と
な
り
。
是
等
は
削
て
可
な
ら
ん
。
然
」
、
下
欄
の
付
箋

に
、
「
労
註
、
か
く
花
の
ご
と
く
枝
と
い
ふ
べ
き
や
。
契
註
、
見

え
ん
と
か
け
る
本
を
排
し
て
、
菅
万
の
見
濫
を
証
に
引
た
る
也
。

さ
な
け
れ
ば
無
用
也
」
。
こ
れ
を
う
け
て
劃
補
本
は
次
の
通
り
。

第
二
句
、
花
と
や
ミ
え
ん
と
書
た
る
本
有
。
非
也
。
契
註
、

此
歌
菅
家
万
葉
に
載
給
へ
り
。
見
ら
ん
と
見
濫
と
書
せ
給
ヘ



り
。
愚
案
に
、
見
ら
ん
ハ
ミ
る
ら
ん
の
省
語
也
。
此
集
に
花

と
い
ふ
ハ
一
種
に
限
ら
ね
ど
、
こ
4

ハ
上
の
梅
と
い
ふ
に
つ

き
た
れ
バ
梅
を
い
ふ
な
ら
ん
。

（
補
）
冬
、
雪
の
ふ
り
し
に
は
鶯
は
な
か
ざ
り
し
に
、
春
立
バ

華
と
見
て
や
嗚
と
也
。
か
4

れ
る
ハ
雪
の
わ
づ
か
な
る
を
い

ふ
。
点
々
花
に
似
た
る
也
。

劃
補
本
の
凡
例
に
、
「
後
に
よ
き
解
を
得
た
る
は
」
補
註
と
し
て

示
す
と
あ
る
。
つ
ま
り
（
補
）
は
加
藤
景
範
の
註
釈
で
、
こ
の
（
補
）

の
捧
旨
は
、
す
で
に
明
和
九
年
奥
書
本
に
「
景
範
按
」
と
し
て
記

さ
れ
る
。

11
春
き
ぬ
と
人
は
い
へ
ど
も
鶯
の
な
か
ぬ
か
ぎ
り
ハ
あ
ら
じ
と
ぞ

お
も
ふ〈

契
註
、
公
任
卿
和
歌
の
品
の
中
に
、
こ
の
忠
琴
の
歌
を

出
し
て
、
す
ぐ
れ
た
る
と
こ
ろ
も
な
く
、
わ
ろ
き
所
も
な
く

て
、
あ
る
べ
き
さ
ま
を
し
れ
る
な
り
と
い
へ
り
。
鶯
の
な
か

ぬ
ほ
ど
は
、
さ
は
あ
ら
じ
と
お
も
ふ
と
也
〉
。
愚
案
、
こ
の

う
け
て

あ
ら
じ
は
、
上
の
春
き
ぬ
と
い
ふ
を
ふ
く
ミ
た
る
な
り
。
嗚

、
、
、
、
、

ぬ
か
ぎ
り
ハ
、
春
の
来
り
た
る
に
て
は
あ
ら
じ
と
い
へ
る
な

゜
）
 

下
欄
の
付
箋
に
「
か
く
い
は
け
な
き
詞
を
の
べ
て
、
ま
こ
と
ハ
唸

を
賞
玩
し
て
、
待
意
の
ふ
か
き
を
詞
に
あ
ら
ハ
さ
で
ミ
す
る
也
。

『
古
今
通
』
の
訓
補
に
つ
い
て

是
ハ
至
て
よ
き
歌
と
褒
す
べ
し
。
公
任
卿
い
か
ゞ
心
得
た
ま
へ
る

ゃ
。
あ
る
べ
き
さ
ま
と
の
み
評
せ
る
ハ
覚
束
な
し
。
忠
苓
の
心
を

し
ら
ぬ
と
ミ
ゆ
。
こ
の
契
註
ハ
削
る
べ
し
や
」
と
あ
る
。
劃
補
本

は
そ
の
意
を
う
け
、
ま
た
詞
を
足
し
て
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

あ
ら
じ
ハ
、
上
の
春
来
ぬ
と
い
ふ
を
受
て
、
嗚
ぬ
限
り
は
春

の
来
り
た
る
に
ハ
あ
ら
じ
と
思
ふ
也
。
鶯
の
声
を
き
か
ぬ
間

は
、
春
を
春
と
も
得
思
ハ
ぬ
也
。
鶯
を
待
心
の
い
と
ふ
か
き

也。

14
薦
の
谷
よ
り
出
る
声
な
く
ハ
春
く
る
こ
と
を
た
れ
か
し
ら
ま
し

暦
は
い
づ
く
に
も
あ
り
て
、
立
春
は
し
る
べ
け
れ
ど
、
か
く

よ
む
ハ
詩
歌
の
な
ら
ひ
な
る
べ
し
。

上
欄
の
付
箋
に
「
鶯
声
の
春
め
く
を
賞
玩
し
て
、
春
を
し
る
と
よ

ミ
た
り
。
も
し
暦
に
て
も
し
る
4

と
い
は
ゞ
、
此
春
め
く
の
主
意

ハ
た
4
ず
。
ひ
と
り
な
ら
ひ
の
ミ
に
も
あ
ら
ず
。
此
註
ハ
削
る
べ

（
朱
筆
）

し
。
然
り
」
と
あ
り
、
劃
補
本
で
は
原
文
に
な
い
次
の
註
釈
が
載

せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
（
補
）
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。

鶯
の
春
め
く
声
な
く
バ
、
春
を
も
春
と
思
は
じ
と
の
心
也
。

28
も
4

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

ふ
り
ゆ
く

こ
の
歌
、
元
来
恋
歌
な
る
べ
し
。
ふ
り
ゆ
く
ハ
人
に
ふ
る
さ

れ
る
な
り
。
世
上
春
と
て
人
も
お
も
あ
ら
た
ま
る
に
、
た
ゞ

二
0



『
古
今
通
』
の
側
補
に
つ
い
て

わ
れ
ひ
と
り
ふ
る
さ
る
4

と
な
り
。
こ
4

に
入
れ
ば
、
わ
が

年
の
一
年
／
＼
く
は
4

り
て
ふ
り
ゆ
く
に
と
り
な
し
た
り
。

年
の
ふ
り
行
は
わ
れ
の
ミ
に
か
ぎ
ら
ね
ば
、
そ
の
せ
ん
な

し
。
ゆ
へ
に
元
来
恋
歌
な
ら
ん
か
と
お
も
は
る
。
又
ハ
恋
歌

に
託
し
て
我
身
の
世
に
不
遇
な
る
を
い
へ
る
か
。
も
4
ち
ど

り
は
伝
あ
る
よ
し
な
り
。
し
か
る
に
、
定
家
卿
も
さ
だ
め
の

給
は
ざ
れ
ば
お
ぼ
つ
か
な
し
。
文
字
に
つ
き
て
い
は
ゞ
百
且

な
り
。
悲
を
も
て
春
に
暗
な
れ
ば
、
春
に
至
り
て
諸
烏
の
お

ほ
く
音
を
い
だ
す
な
り
。
ち
は
や
す
め
字
な
り
。
つ
と
い
ふ

と
同
じ
。
箇
の
字
な
り
。
ち
と
い
ふ
も
っ
と
い
ふ
も
、
数
を

か
ぞ
ふ
る
詞
な
り
。
堀
河
百
首
に
三
百
を
ミ
つ
も
4

ち
と
い

へ
り
。
こ
4

も
百
千
鳥
に
は
あ
ら
で
、
百
箇
鳥
な
る
べ
き

か
。
ち
ゞ
に
物
お
も
ふ
な
ど
い
へ
る
も
、
千
千
に
は
あ
ら
で

千
箇
な
る
べ
し
。

景
範
は
、
明
和
九
年
奥
書
本
に
「
範
云
、
恋
の
歌
か
不
遇
か
と

の
説
、
恐
く
ハ
竪
せ
り
。
た
ゞ
老
を
な
げ
く
と
ミ
て
よ
し
」
と
記

す
。
刑
補
本
で
は
「
も
4

ち
ど
り
」
の
説
明
も
別
の
視
点
か
ら
行

っ
て
い
る
。

栄
註
、
万
葉
に
、
わ
が
宿
の
榎
の
実
む
れ
は
む
も
4

ち
鳥
千

店
ハ
く
れ
ど
君
は
き
ま
さ
ず
。
鶯
と
い
ふ
説
あ
れ
ど
、
薦
は

榎
の
実
は
む
れ
は
む
ま
じ
け
れ
バ
、
多
く
の
烏
と
聞
ゆ
。
し

か
れ
ば
百
千
の
島
也
。
春
は
物
ご
と
に
改
ま
り
て
新
た
な
れ

ど
、
我
身
ハ
春
を
へ
て
ふ
り
行
と
、
老
を
な
げ
く
也
。

53
よ
の
中
に
絶
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
こ
4

ろ
ハ
の
ど
け
か
ら

ま
し土

佐
日
記
に
は
、
さ
か
ざ
ら
ば
と
あ
り
。
こ
の
歌
伊
せ
も
の

が
た
り
に
あ
る
と
き
の
心
と
は
か
は
り
あ
る
べ
し
。
こ
れ
撰

者
の
、
章
を
た
ち
義
を
と
る
こ
4

ろ
な
る
べ
し
。
上
の
歌
に

な
ら
べ
て
見
る
に
、
忠
仁
公
の
歌
（
年
ふ
れ
バ
よ
は
ひ
は
老
ぬ

し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
バ
も
の
思
ひ
も
な
し
）
は
富
貴
の
人

の
桜
を
め
で
た
る
な
り
。
こ
の
歌
ハ
わ
び
人
の
歌
な
り
。
世

は
春
に
桜
の
咲
た
れ
ば
、
人
々
心
も
そ
ら
に
た
の
し
ミ
の
4

し
る
お
り
な
れ
ど
、
た
の
し
め
る
お
も
ひ
も
な
け
れ
バ
、
桜

の
な
き
春
こ
そ
我
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
、
と
い
へ
る
こ
4

ろ

な
る
べ
し
。

側
補
本
で
は
、
（
補
）
と
記
す
こ
と
な
く
註
釈
を
次
の
如
く
改
め
た
。

契
註
、
咲
を
待
、
散
を
惜

r`

＼
盛
な
る
程
も
雨
を
い
と
ひ
、

風
を
お
そ
れ
な
ど
、
愛
す
る
あ
ま
り
に
心
の
い
と
ま
な
き
よ

り
、
な
べ
て
の
世
に
桜
と
い
ふ
物
の
類
絶
て
な
く
バ
、
春
の

心
は
中
々
の
ど
け
か
ら
ま
し
と
也
。
桜
を
い
と
ふ
に
ハ
あ
ら

ず。

以
上
六
首
に
つ
い
て
、
蘭
洲
の
原
文
と
景
範
の
劃
補
文
を
対
照



る
41
春
の
夜
の
閻
は
あ
や
な
し
梅
花
色
こ
そ
見
へ
ね
香
や
は
か
く
る

さ
せ
た
。
前
半
の
は
原
文
を
節
略
し
な
が
ら
若
干
の
こ
と
ば

を
補
っ
て
、
蘭
洲
の
註
釈
の
主
旨
を
か
な
り
忠
実
に
伝
え
て
い
る

が
、
後
半
の
三
首
は
蘭
洲
の
註
釈
を
否
定
し
て
削
り
去
り
、
新
し

い
註
釈
に
代
え
た
。
し
か
も
補
註
を
示
す
筈
の
（
補
）
も
付
し
て
い

な
い
。
『
古
今
通
』
全
般
に
つ
い
て
み
る
と
、
割
合
と
し
て
は
前

半
の
形
を
と
る
も
の
が
多
い
が
、
そ
れ
で
も
す
べ
て
に
手
が
加
わ

っ
て
い
る
。
冗
長
な
こ
と
ば
、
理
届
っ
ぽ
い
語
釈
を
削
っ
て
整
理

す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
蘭
洲
の
原
文
を
も
っ
と
も
特
徴
づ
け
て
い

る
仮
託
と
か
教
誡
と
か
勧
善
懲
悪
と
か
の
解
釈
を
、
こ
と
ご
と
く

削
っ
て
改
め
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
圃
補
本
で
姿
を
消
し
た
仮
託

や
教
誡
と
し
た
註
釈
若
干
を
示
し
て
お
く
。

37
よ
そ
に
の
、
、
、
あ
は
れ
と
ぞ
見
し
梅
花
あ
か
ぬ
色
香
ほ
折
り
て
成

け
り…

…
こ
れ
よ
り
下
、
梅
の
歌
五
首
、
梅
を
詠
じ
て
教
誡
の
心

を
よ
せ
て
な
ら
べ
た
り
。

…
•
•
•
お
ほ
よ
そ
世
の
ね
ぢ
け
人
の
、
か
し
こ
き
人
を
そ
ね
ミ

て
、
さ
か
し
ら
な
ど
し
て
お
ほ
ひ
か
く
さ
ん
と
す
れ
ど
、
益

な
く
て
、
よ
き
人
の
よ
き
は
あ
ら
ハ
る
4

と
な
り
。

69
春
霞
た
な
び
く
山
の
桜
ば
な
う
つ
ろ
は
ん
と
や
色
か
は
り
ゆ
く

『
古
今
通
』
の
削
補
に
つ
い
て

四

…
•
•
•
こ
の
歌
、
盛
衰
の
こ
と
は
り
を
桜
に
よ
せ
て
い
へ
り
。

盛
者
の
お
と
ろ
ふ
る
も
急
に
は
な
く
て
、
漸
に
お
と
ろ
へ
ゆ

く
な
り
。
か
し
こ
き
人
ハ
、
そ
の
時
に
心
を
用
ひ
て
こ
れ
を

ふ
せ
ぐ
。
お
ろ
か
な
る
も
の
は
、
お
と
ろ
へ
の
か
ぎ
り
に
な

り
て
始
め
て
お
ど
ろ
く
な
り
。

238
花
に
あ
か
で
な
に
か
へ
る
ら
ん
を
ミ
な
へ
し
お
ほ
か
る
の
べ
に

ね
な
ま
し
も
の
を

…
…
勧
善
懲
悪
の
心
明
ら
か
な
る
べ
し
。

271
う
へ
し
と
き
花
待
ど
ほ
に
あ
り
し
菊
う
つ
ろ
ふ
秋
に
あ
ほ
む
と

や
ミ
し

·
…
•
•
お
よ
そ
世
の
人
、
君
の
寵
愛
を
得
て
ハ
、
そ
の
勢
に

乗
じ
世
を
も
は
ゞ
か
ら
ず
、
い
つ
迄
も
か
く
あ
る
べ
き
と
思

ひ
、
人
も
お
ろ
か
な
る
ハ
さ
お
も
ひ
て
、
か
つ
て
寵
の
お

と
ろ
へ
て
、
身
の
わ
び
し
く
な
ら
ん
事
を
お
も
は
ず
。
（
大

江
）
千
里
の
、
こ
れ
を
お
も
ひ
て
世
人
の
い
ま
し
め
と
せ
ん

と
て
、
菊
に
託
し
て
よ
ま
れ
け
る
也
。

歌
を
仮
託
や
教
誡
と
し
て
解
釈
す
る
傾
向
は
、
恋
の
歌
に
お
い

て
も
っ
と
も
顕
著
で
あ
る
。
巻
十
一
（
恋
一
）
の
初
め
に
、
蘭
洲
は

長
文
の
解
説
を
付
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
仮
名
序
に
「
今
の
世



『
古
今
通
』
の
制
補
に
つ
い
て

の
中
色
に
つ
き
、
人
の
心
花
に
な
り
け
る
よ
り
、
あ
だ
な
る
歌
、

は
か
な
き
言
の
み
出
で
く
れ
ば
、
色
好
み
の
家
に
、
う
も
れ
木

の
人
知
れ
ぬ
事
と
な
り
て
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
あ
だ
な
る

歌
、
は
か
な
き
こ
と
」
は
恋
の
歌
で
あ
り
、
こ
れ
は
和
歌
の
本
意

で
な
い
。
で
は
な
ぜ
古
今
集
一
千
百
首
の
中
に
、
五
巻
三
百
六
十

首
も
の
恋
の
歌
を
収
め
た
の
か
。
詩
経
に
淫
奔
の
詩
が
多
い
の
に

倣
っ
て
、
世
を
誡
め
人
の
教
と
し
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
淫

者
自
ら
の
淫
詩
が
教
と
な
る
と
は
思
え
な
い
。
人
の
色
を
好
む
は

誠
な
り
と
の
説
も
あ
る
が
、
恋
は
目
に
使
わ
れ
て
出
る
誠
で
、
本

心
の
誠
と
は
云
い
難
い
。
契
沖
が
「
恋
を
先
と
す
る
心
也
」
と
い

う
の
は
、
出
家
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
識
見
の
な
さ
で
あ
る
。
夫
婦

和
合
の
徳
が
天
下
に
及
ぶ
と
し
て
、
詩
経
関
誰
に
擬
す
る
の
も
正

し
く
な
い
。
不
義
非
礼
に
あ
っ
て
さ
ま
人
＼
の
悲
喜
怨
悔
の
情
景

を
詠
む
と
こ
ろ
に
恋
歌
の
本
質
が
あ
り
、
夫
婦
和
合
す
れ
ば
恋
の

歌
な
ど
詠
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
蘭
洲
は
、
恋
の
歌
は
男
女

の
間
に
限
る
も
の
で
な
く
、
す
べ
て
人
を
恋
う
も
の
で
あ
り
、
ま

た
恋
に
託
し
て
己
が
志
を
述
べ
、
世
を
誡
め
、
ま
た
恋
そ
の
も
の

を
誡
め
る
も
の
で
あ
る
、
恋
の
部
の
「
題
し
ら
ず
」
は
実
事
で
な

く
て
作
り
ご
と
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
①
大
東
急
文
庫
本
の
上
欄
の
付
箋
に
は

其
歌
の
多
き
わ
け
ハ
、
序
に
い
へ
る
ご
と
く
、
人
の
心
花
に

此
歌
ハ
、
恋
に
よ
せ
て
い
に
し
へ
を
し
た
ふ
心
を
よ
め
り
。

5
1
0
伊
勢
の
海
の
あ
ま
の
釣
な
は
打
は
へ
て
く
る
し
と
の
ミ
や
お
も

ひ
わ
た
ら
ん

お
よ
そ
世
の
人
、
こ
4

ろ
の
と
り
お
さ
む
や
う
に
て
、

り
な
り
、
あ
だ
な
る
は
か
な
き
こ
と
の
出
来
れ
パ
、
世
上
の
歌

十
に
七
八
は
恋
の
歌
な
り
、
実
事
に
よ
め
る
も
題
に
て
よ
め

る
も
、
お
よ
そ
ハ
世
の
は
や
り
ご
と
と
な
れ
り
。
す
べ
て
の

歌
数
多
き
故
、
よ
き
歌
も
外
の
部
よ
り
ハ
多
き
筈
也
。
し
か

の
ミ
な
ら
ず
、
此
部
に
ハ
と
り
わ
き
お
も
し
ろ
き
歌
多
か
る

べ
し

と
記
し
、
「
褒
貶
勧
懲
な
ど
の
意
ハ
す
こ
し
も
な
き
也
」
と
い
う
。

副
補
本
の
恋
部
解
説
は
、
蘭
洲
原
文
の
前
半
二
丁
分
を
削
っ
て
、

付
箋
の
趣
旨
に
添
っ
た
数
行
の
文
章
に
替
え
、
後
半
の
み
を
こ
れ

ま
た
縮
め
て
生
か
し
た
。
次
に
蘭
洲
原
文
の
恋
歌
の
註
釈
若
干
を

示
し
て
お
こ
う
。

側
ほ
と
4

ぎ
す
嗚
や
さ
月
の
あ
や
め
草
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
恋
も
す

る
哉初

の
一
念
の
ま
よ
ひ
よ
り
、
か
く
是
非
を
わ
か
た
ぬ
や
う
に

な
り
行
も
の
と
い
ま
し
め
た
り
。

m
世
中
は
か
く
こ
そ
有
け
れ
吹
風
の
め
に
見
ぬ
人
も
恋
し
か
り
け

わ
れ



512
た
ね
し
あ
れ
ば

ざ
ら
め
や
ハ

相
応
の
楽
ミ
の
あ
る
に
、
そ
れ
を
し
ら
で
、
た
ゞ
く
る
し

／
＼
と
の
ミ
、
お
も
ひ
わ
た
る
べ
き
に
あ
ら
ず
と
よ
め
り
。

に
も
松
は
お
ひ
に
け
り
恋
を
し
こ
ひ
ば
あ
ハ

恋
に
託
し
て
、
を
の
が
志
を
の
べ
た
る
歌
也
。
し
か
る
に
た

ゞ
恋
の
心
に
の
ミ
と
き
て
す
ま
し
置
て
、
古
今
集
を
伝
授
せ

り
と
い
ふ
は
、
い
か
な
る
心
ゆ
へ
と
い
ふ
を
し
ら
ず
。

515
か
ら
衣
日
も
ゆ
ふ
暮
に
な
る
時
は
か
へ
す
／
＼
‘
ぞ
人
は
こ
ひ
し

芸
j

此
歌
、
上
の
歌
と
も
に
、
人
の
子
の
よ
め
れ
ば
親
を
お
も
ふ

也
、
臣
の
よ
め
れ
ば
君
を
お
も
ふ
歌
な
り
。
契
沖
が
、
此
集

の
恋
歌
は
ミ
な
男
女
の
恋
歌
な
り
と
い
へ
る
は
信
じ
が
た

し。

523
人
を
お
も
ふ
心
は
わ
れ
に
あ
ら
ね
ば
や
身
の
ま
ど
ふ
だ
に
し
ら

れ
ざ
る
ら
む

是
は
色
を
戒
た
る
歌
也
。

以
上
は
、
巻
十
一
（
恋
一
）
か
ら
気
儘
に
拾
っ
た
も
の
で
あ
る

が
、
蘭
洲
の
註
釈
の
ほ
と
ん
ど
は
右
の
調
子
で
あ
る
。
そ
し
て
劃

補
本
で
は
こ
う
し
た
註
釈
を
す
べ
て
劃
っ
て
い
る
。

『
古
今
通
』
の
劃
補
に
つ
い
て

側
補
本
の
景
範
付
言
中
に
、
『
古
今
通
』
を
著
作
し
た
動
機
と

し
て
、
蘭
洲
の
次
の
言
葉
を
伝
え
る
。

古
の
歌
に
は
古
の
事
を
し
ら
る
4

を
、
後
の
世
の
歌
を
見
て

は
其
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
き
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
ど
な
か
り
し
昔
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
み

ま
も
り
、
ふ
る
き
に
か
へ
す
を
し
へ
の
な
き
は
、
う
ら
み
な

ら
ず
や
。

蘭
洲
は
、
歌
は
実
を
伝
え
る
べ
き
も
の
で
、
い
に
し
へ
の
歌
に
は

実
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
る
に
後
の
世
の
歌
を
み
る
と
、
題

詠
や
制
禁
に
よ
っ
て
実
が
う
か
が
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
「
ふ
る
き
に
か
へ
す
を
し
へ
」
さ
え
も
な
い
。
蘭
洲
は
こ

れ
を
歎
き
、
そ
の
一
助
と
す
る
た
め
に
『
古
今
通
』
の
執
筆
を
は

じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
先
人
の
説
を
参

考
に
す
る
が
、
あ
る
場
合
に
は
先
人
の
説
を
捨
て
て
独
自
の
説
を

述
べ
る
。
歌
に
は
詠
者
の
真
情
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て

⑮ 

ニ
四



『
古
今
通
』
の
制
補
に
つ
い
て

真
情
を
探
る
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
朱
子
学
者
と
し
て
の
思

想
が
濃
厚
に
出
て
い
る
。
作
者
の
真
情
と
し
て
記
す
も
の
が
、
志

の
表
白
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
し
ば
ノ
＼
教
誡
、
勧
懲
で
あ
っ
た
り

す
る
。
蘭
洲
が
日
本
の
古
典
を
あ
っ
か
っ
た
著
作
は
、
『
古
今
通
』

以
外
に
『
勢
語
通
』
『
源
語
提
要
』
『
万
葉
集
詰
』
が
あ
り
、
そ
れ

ら
に
あ
ら
わ
れ
る
文
芸
観
が
『
古
今
通
』
に
水
濃
厚
に
流
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
八
木
毅
氏
「
勢
語
通
に
つ
い
て
」
、
田

中
裕
氏
「
源
語
提
要
・
源
語
詰
に
つ
い
て
」
（
と
も
に
『
語
文
』
第

-
0号
所
載
）
、
ま
た
中
村
幸
彦
氏
「
五
井
蘭
洲
の
文
芸
観
」
（
『
中

村
幸
彦
著
述
集
』
第
一
巻
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

さ
て
、
加
藤
景
範
は
好
学
な
父
の
薫
陶
を
受
け
、
は
や
く
よ
り

和
歌
を
学
び
、
ま
た
自
然
と
懐
徳
堂
に
学
ん
だ
。
延
享
五
年
廿
九

歳
の
時
、
父
が
歌
集
を
自
撰
し
て
渡
会
文
庫
に
納
め
た
さ
い
、
五

井
蘭
洲
が
序
文
を
、
景
範
が
跛
文
を
執
筆
し
た
。
す
で
に
景
範
父

子
と
蘭
洲
は
、
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
景
範
は
、
宝

暦
二
年
に
『
勢
語
通
』
『
万
葉
集
詰
』
を
、
宝
暦
四
年
に
『
古
今

通
』
を
筆
写
す
る
。
こ
の
頃
、
蘭
洲
の
「
新
題
和
歌
百
首
」
に
和

し
て
、
景
範
は
中
井
梵
庵
・
川
井
桂
山
と
も
ど
も
百
首
を
詠
む
。

年
不
詳
な
が
ら
景
範
が
『
枕
草
類
貼
』
を
著
作
し
た
の
は
、
蘭
洲

の
『
万
葉
集
貼
』
に
倣
う
気
持
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
た
著
作

年
不
詳
な
が
ら
、
景
範
著
『
新
古
今
集
旧
注
補
造
』
に
儒
教
道
徳

二
五

的
立
場
か
ら
の
立
論
が
あ
る
（
小
島
吉
雄
著
『
新
古
今
集
の
研
究
』
所

収
、
「
新
古
今
集
旧
注
補
遺
」
）
の
は
、
蘭
洲
の
『
古
今
通
』
か
ら
影

響
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
『
古
今
通
』
の
③
明
和
九
年
奥
書
本
に
は
、
蘭
洲

の
仮
託
と
か
教
誡
と
か
の
註
釈
に
対
し
、
「
恐
く
は
堅
せ
り
」
と

か
「
こ
の
説
穏
常
な
ら
ざ
る
如
し
」
と
か
の
按
文
を
添
え
、
多
少

の
遠
慮
を
示
し
な
が
ら
も
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
劃
補
本
の
稿
本

と
な
っ
た
①
大
東
急
文
庫
本
の
お
び
た
だ
し
い
付
箋
（
天
明
四
・

五
年
中
の
作
業
）
で
は
、
蘭
洲
の
特
徴
で
あ
っ
た
儒
教
道
徳
的
立

場
が
堂
々
と
攻
撃
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
大
東
急
文
庫
本
に
は
、

巻
十
一
（
恋
一
）
の
初
め
に
付
さ
れ
た
蘭
洲
の
解
説
に
対
し
、
次

の
ご
と
く
記
し
た
紙
片
が
挿
入
さ
れ
る
。

註
、
外
の
部
に
て
も
、
い
ま
し
め
と
す
る
語
あ
り
、
大
か

た
ハ
従
ひ
が
た
＜
ミ
ゆ
。
こ
と
に
此
部
に
お
ほ
く
出
た
り
。

恋
に
託
し
て
志
を
の
ぶ
る
ハ
、
あ
る
ま
じ
き
も
の
に
も
あ
ら

ず
。
さ
れ
ど
、
す
で
に
託
し
た
れ
ば
、
そ
の
歌
ハ
恋
歌
の
註

釈
を
せ
バ
恋
ば
か
り
に
て
解
す
べ
し
。

．．．．．． 
此
部
に
あ
れ
ば

男
女
の
間
の
歌
と
ミ
て
よ
き
こ
と
也
。
託
の
誡
の
と
、
う
が

ち
も
と
む
る
は
い
ら
ざ
る
こ
と
か
。
然
る
に
、
註
に
、
す
こ

し
に
て
も
手
が
か
り
あ
る
ハ
、
是
ハ
託
也
、
彼
ハ
誡
と
解
し

玉
へ
り
。
い
か
な
る
こ
と
と
お
も
ふ
に
、
是
ら
ハ
貫
之
を
贔



展
し
玉

へ
る
と
、

r
古
今
通
」

の
制
補
に
つ
い
て

ふ
た
つ
よ

和
歌
を
主
張
し
宝

へ
る
と
の
、

り
お
こ
り
け
ら
し
。

一
首
な
り
と
も
、
道
理
を
つ
け
ら
る
る

歌

ハ
道
理
を
つ
け
て
、
す
く
ひ
あ
げ
ん
の
心
よ
り
出
て
、
公

論
と

ハ
い
ひ
が
た
し
。
さ
れ
ど
こ
れ

ハ
君
子
の
心
な
ら
ん
、

わ
が
こ
の
駁

ハ
小
人
の
心
な
ら
ん
か
し
。

こ
の
紙
片
の
筆
策
は
梨
範
か
と
思
わ
れ
る
が
、
上
欄
空
白
に
「
春

楼
先
生
駁
あ
り
」
と
記
す
か
ら
、

三
宅
春
楼
（
天
明
二
年
没
）
の

説
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
紙
片
に
は
「
正
論
と
云
ペ

（大
阪
府
立
中
之
品
図
宙
館
郷
士
資
料
課
長
）

し
」
と
袈
同
の
意
が
記
さ
れ
て
も
い
る
。
栄
範
を
含
め
、
劃
補
に

関
係
し
た
人
々
の
共
通
の
意
向
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
文
芸

の
自
立
性
は
賀
茂
真
淵
や
本
居
宜
長
に
よ
っ
て
主
唱
さ
れ
た
。
菜

範
ら
が
真
淵
や
宜
長
の
影
密
を
受
け
た
か
ど
う
か
は
別
の
こ
と
と

し
て
、

和
歌
を
逍
徳
か
ら
離
し
た
立
場
に
立
っ
て
、

『
古
今
通
』

は
制
補
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

`̀、i!‘、
、i
l
‘‘‘̀
i_‘
‘‘‘、
1ー、、、、
、、
、
9
9
`
、
ー
！
ì
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