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「
暁
角
」
と
題
す
る
頓
阿
の
歌
「
白
妙
の
ゆ
ふ
つ
け
ど
り
も
う
つ
も
れ
て
あ

く
る
梢
の
雪
に
な
く
な
り
」
を
目
に
し
た
花
園
院
が
末
尾
を
「
雪
や
な
く
ら

ん
」
と
直
し
て
風
雅
集
に
入
れ
よ
う
と
す
る
の
を
頓
阿
が
断
っ
た
と
い
う
逸
話

は
「
東
野
州
聞
書
」
か
ら
「
詞
林
拾
葉
」
に
引
き
継
が
れ
、
し
か
も
後
者
で
は

二
度
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
て
頓
阿
の
器
量
と
見
識
を
称
揚
す
る
口
調
は
よ
り

強
く
な
っ
て
い
る
。
近
世
堂
上
和
歌
を
主
導
し
た
二
条
派
に
重
ん
ぜ
ら
れ
た
頓

阿
の
面
目
を
高
め
る
と
同
時
に
風
雅
集
の
異
風
を
も
印
象
づ
け
ら
れ
る
と
い
う

巧
妙
な
仕
掛
を
持
つ
こ
の
逸
話
が
堂
上
歌
人
の
口
の
端
に
好
ん
で
掛
け
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き
る
し
、
細
川
幽
斎
の
「
聞
書
全
集
」
に
風
雅
集
序

の
「
節
高
か
ら
ん
と
す
れ
ば
其
心
足
ら
ず
」
以
下
の
部
分
を
「
金
言
な
り
」
と

評
価
す
る
一
節
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
前
提
に
「
風
雅
は
當
時
も
て
あ
そ
ば
ぬ
露

な
れ
ど
も
」
と
の
認
識
が
揺
ぎ
な
く
存
す
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
か
く
て
、

伝
統
的
二
条
派
歌
人
か
ら
は
疑
め
ら
れ
、
二
条
派
否
定
の
立
場
を
取
る
歌
人
か

ら
は
二
条
派
を
殊
更
に
低
め
る
べ
く
相
対
的
に
認
み
に
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
図

式
が
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
わ
た
っ
て
風
雅
集
に
は
付
い
て
回
る
。
本
居
宣
長

・
戸
田
茂
睡
・
武
者
小
路
実
陰
・
富
士
谷
御
杖
等
の
京
極
為
兼
評
を
整
理
検
討

さ
れ
た
小
原
幹
雄
氏
（
「
本
居
宣
長
の
藤
原
為
兼
評
-
近
世
に
於
け
る
藤
原
為

兼
評
！
」
島
根
大
学
論
集
人
文
科
学
第
1
1
号
、
昭
3
7
・
3
、
「
近
世
に
於
け
る

藤
原
為
兼
評
一
茂
睡
・
温
言
・
御
杖
一
」
島
根
大
学
論
集
人
文
科
学
第
1
2
号
、

昭
3
7
・
1
2
）
や
、
前
述
の
「
東
野
州
聞
書
」
・
「
聞
書
全
集
」
を
も
と
に
申
世

で
は
「
序
は
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
集
自
体
は
む
し
ろ
悪
書
と
さ
れ
て
い
た
。
」

と
総
括
さ
れ
る
井
上
宗
雄
氏
（
「
中
世
歌
壇
史
の
研
究
 
南
北
朝
期
」
第
二
編

第
六
章
8
「
風
雅
集
㈲
」
、
昭
4
0
・
1
1
）
、
ま
た
井
上
氏
の
記
述
を
受
け
継
い

だ
次
田
香
澄
氏
の
、
 
「
後
世
玉
葉
・
風
雅
が
異
風
と
し
て
殊
更
に
排
斥
さ
れ
た

た
め
、
こ
の
序
も
同
じ
く
長
く
正
当
な
扱
い
を
受
け
な
か
っ
た
」
が
「
細
川
幽

斎
な
ど
は
さ
す
が
に
高
く
評
価
し
て
い
た
」
と
い
う
見
解
（
『
中
世
の
文
学
風

雅
和
歌
集
』
解
説
四
「
風
雅
集
序
に
つ
い
て
」
、
昭
4
9
・
7
）
な
ど
、
諸
氏
の

風
雅
集
の
後
世
の
評
価
に
関
す
る
言
及
は
、
お
お
む
ね
右
の
図
式
を
支
え
る
も

の
と
見
て
よ
い
。
幽
斎
の
言
も
恐
ら
く
は
部
分
的
な
賛
同
に
留
ま
り
、
風
雅
集

序
を
全
面
的
に
評
価
す
る
と
い
う
積
極
性
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
近

世
に
二
条
派
歌
学
を
伝
え
た
幽
斎
と
し
て
は
当
然
の
限
界
で
あ
り
、
ま
た
精
一

杯
の
許
容
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
条
派
に
疎
外
さ
れ
続
け
た
風
雅
集
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の
悌
は
確
か
な
輪
郭
を
持
っ
て
我
々
の
前
に
あ
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
言
辞
が
近
世
堂
上
派
歌
人
の
一
人
か
ら
吐

か
れ
た
と
い
う
事
実
を
見
る
と
き
、
以
上
に
述
べ
た
構
図
の
申
に
置
く
と
一
種

の
坐
り
の
悪
さ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
筆
者
は
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。 

 
そ
も
和
歌
は
周
詩
と
一
致
一
徳
な
る
事
を
先
覚
悟
す
べ
し
。
王
制
に
、
天

 
 
子
五
年
に
し
て
一
巡
澄
す
、
大
師
に
命
じ
て
詩
を
晒
し
も
て
国
風
を
観
る
、

 
 
又
孟
子
に
、
王
者
の
迩
熔
て
寒
詣
と
あ
れ
ば
、
詩
を
と
り
て
国
風
を
見
る

 
 
は
王
者
の
政
な
り
。
然
れ
ば
詩
の
正
変
は
国
の
善
悪
に
よ
り
、
陳
書
の
存

 
 
亡
は
王
政
の
興
廃
に
か
＼
れ
り
。
し
か
る
時
は
詩
を
取
捨
あ
る
事
は
国
君

 
 
の
所
為
な
る
事
明
白
な
り
。
そ
の
う
へ
風
雅
集
序
の
御
文
に
、
ま
こ
と
に

 
 
人
の
心
を
た
ゴ
し
つ
べ
し
、
す
な
は
ち
政
の
も
と
＼
な
る
、
又
や
ま
と
こ

 
 
と
の
は
浅
は
か
な
る
に
似
た
れ
ど
も
乱
髪
の
道
に
ひ
と
し
か
る
べ
し
と
見

 
 
え
た
れ
ば
、
周
詩
と
和
歌
と
一
致
な
る
事
、
は
た
政
道
に
も
ち
ひ
ら
れ
し

 
 
事
も
詳
明
自
な
り
。
 
（
濁
点
、
句
読
点
を
私
に
施
す
。
以
下
同
様
。
）

こ
こ
で
は
、
周
詩
と
和
歌
を
と
も
に
政
治
の
道
旦
ハ
と
見
な
す
主
張
が
提
示
さ
れ

て
い
る
が
、
周
詩
と
和
歌
を
結
び
つ
け
る
唯
一
の
根
拠
が
他
な
ら
ぬ
風
雅
集
序

の
一
節
な
の
で
あ
る
。
幽
斎
が
自
ら
の
見
解
に
見
合
う
箇
所
を
部
分
的
に
抄
出

し
て
消
極
的
な
姿
勢
を
崩
さ
ぬ
ま
ま
評
価
し
た
の
と
は
次
元
が
違
い
、
風
雅
集

序
の
引
用
こ
そ
が
こ
の
歌
人
の
主
張
を
支
え
て
い
る
。
歌
入
は
近
世
中
期
江
戸

堂
上
派
の
主
要
人
物
で
幕
府
の
御
書
物
奉
行
を
勤
め
た
長
谷
川
安
卿
。
安
永
八

年
十
一
月
十
六
日
に
六
十
一
歳
で
没
し
た
（
森
潤
三
郎
『
紅
葉
山
文
庫
と
書
物

奉
行
」
罫
引
乗
満
寺
墓
碑
に
よ
る
。
）
。
松
浦
静
山
『
甲
子
夜
話
』
に
も
逸
話

を
伝
え
る
冷
泉
門
下
の
俊
才
で
、
雅
人
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。
引
用
し
た
の

は
安
卿
の
著
「
三
鰍
小
言
」
 
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
片
画
集
」
前
集
巻
五
所

収
）
。
享
保
期
以
降
の
江
戸
で
は
冷
泉
門
が
堂
上
派
歌
壇
の
主
軸
を
形
成
し
た

（
拙
稿
、
「
江
戸
冷
泉
門
と
成
島
物
論
」
近
世
文
藝
4
4
、
昭
6
1
・
6
）
が
、
安
卿

達
門
下
も
師
家
で
あ
る
冷
泉
家
当
主
達
も
、
門
流
と
し
て
の
冷
泉
派
を
意
識
す

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
歌
学
の
本
質
に
お
い
て
二
条
派
と
の
間
に
違
和
感
を
覚
え

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
近
世
前
期
に
は
二
条
派
歌
壇
の
中
で
育
ま
れ
て
精
進
し

家
勢
を
立
て
直
す
と
い
う
歴
史
を
有
し
た
冷
泉
家
代
々
に
は
二
条
派
の
先
達
歌

人
へ
の
感
謝
の
念
こ
そ
あ
れ
、
為
兼
に
親
呪
し
た
祖
為
相
の
二
条
家
へ
の
強
烈

な
対
抗
意
識
の
如
き
も
の
は
つ
い
に
認
め
ら
れ
な
い
。

 
 
二
条
家
冷
泉
家
載
量
家
蔵
の
子
孫
に
て
、
を
し
へ
に
か
は
る
事
は
な
け
れ

 
 
ど
も
、
二
条
家
冷
泉
墨
金
へ
不
和
に
て
何
と
な
く
殊
外
を
し
へ
か
た
も
か

 
 
は
り
た
る
や
う
に
人
々
思
ふ
事
也
。
近
代
は
皆
当
家
も
勅
点
を
願
候
事

 
 
故
、
歌
の
嘉
賞
は
二
条
家
冷
泉
家
正
風
か
は
る
事
な
く
候
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
九
州
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
義
正
聞
書
」
）

と
、
冷
泉
為
村
に
と
っ
て
為
相
時
代
の
対
立
は
完
全
に
歴
史
上
の
過
去
と
化

し
、
玉
葉
集
・
風
雅
集
に
対
し
て
も
、

 
 
未
来
雨
中
あ
し
き
姿
と
い
ふ
は
、
京
極
黄
門
の
歌
の
道
は
や
す
た
れ
た
る

 
 
黒
い
た
れ
り
と
な
ん
し
る
べ
し
と
諾
し
を
か
れ
た
る
ほ
ど
の
あ
し
き
姿
の

 
 
歌
を
玉
葉
風
雅
に
入
ら
れ
た
り
。
黄
門
の
未
来
を
考
さ
せ
給
ふ
所
、
玉
葉

 
 
風
雅
の
時
代
に
昌
盛
た
り
。
そ
れ
ゆ
へ
玉
葉
風
雅
は
心
を
と
め
て
見
ぬ
も

 
 
の
也
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
層
「
義
正
聞
書
」
）

と
常
識
的
な
批
判
を
下
す
。
 
「
風
雅
玉
葉
の
躰
の
事
、
皆
勅
撰
の
中
の
歌
屑
の

み
を
集
ら
、
れ
た
る
集
な
り
。
」
 
（
『
熊
野
集
」
前
集
巻
十
九
「
和
歌
詠
方
諸
教

示
」
）
と
断
ず
る
子
息
の
為
泰
と
も
ど
も
、
二
条
派
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
の
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な
い
率
直
さ
で
玉
葉
・
風
雅
を
切
り
捨
て
て
い
る
。
こ
の
父
子
に
長
年
指
導
を

仰
い
だ
安
卿
の
歌
学
歌
論
の
基
盤
が
実
質
的
に
は
二
条
家
流
に
よ
っ
て
構
築
さ

れ
て
い
た
と
見
て
も
誤
ま
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
し
か
る
に
安
卿
は
、
和
歌
を
政
教
主
義
的
に
意
義
づ
け
る
最
大
の
論
拠
と
し

て
、
他
に
引
く
べ
き
材
に
は
事
欠
か
な
い
に
も
拘
ら
ず
風
雅
集
の
序
を
利
用
し

た
の
で
あ
っ
た
。
異
風
と
排
斥
さ
れ
る
風
雅
集
の
序
を
敢
え
て
引
く
必
然
性
が

安
卿
に
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
江
戸
冷
泉
派

第
二
世
代
と
し
て
最
盛
期
を
過
ご
し
衰
退
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
匹
見
達

の
和
歌
に
対
す
る
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
は
し
な
い
か
。
筆
者
の
疑
問
は
ま
さ

に
こ
の
点
に
あ
る
。

 
も
っ
と
も
、
事
を
安
野
一
人
に
限
定
す
る
の
は
、
幕
臣
・
譜
代
大
名
層
を
中

心
に
最
盛
期
に
は
四
百
人
以
上
に
も
膨
脹
し
た
と
さ
れ
る
（
安
卿
「
甥
な
る
も

の
～
許
へ
申
つ
か
は
せ
る
書
」
）
江
戸
冷
泉
派
の
規
模
を
思
え
ば
い
さ
さ
か
歌

壇
史
的
視
点
を
欠
く
逸
れ
無
し
と
し
な
い
。
そ
こ
で
馬
身
の
説
と
対
比
す
る

に
、
彼
よ
り
一
歳
年
少
で
儒
者
格
・
書
物
奉
行
格
等
に
任
ぜ
ら
れ
て
幕
府
の
文

事
に
深
く
関
与
し
、
安
卿
と
は
こ
の
上
な
き
冷
泉
門
下
の
盟
友
と
し
て
互
い
に

研
鑛
を
積
ん
だ
成
島
和
鼎
や
、
和
鼎
の
父
で
江
戸
冷
泉
派
古
参
と
し
て
一
門
発

展
に
寄
与
し
た
成
島
信
遍
（
前
述
の
拙
稿
参
照
）
の
論
を
以
て
す
る
。
親
子
・

師
弟
・
盟
友
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
こ
の
三
者
の
言
説
相
互
に
影
響

乃
至
発
展
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
全
く
の
任
意
に
選
出
し
た
他

の
三
人
の
連
関
よ
り
は
高
い
蓋
然
性
を
持
つ
と
判
断
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
信
遍
を
頂
点
に
翌
春
・
和
製
を
結
ん
だ
三
角
形
が
江
戸
冷
泉
派
全
体
の

描
く
広
大
な
平
面
へ
と
拡
大
す
る
可
能
性
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
以
下
具
体
的

な
検
討
に
入
り
た
い
。

風
雅
和
歌
集
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復
権
-
江
戸
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泉
派
歌
論
断
章
一

二

 
先
に
「
三
鍬
小
言
」
よ
り
切
り
出
し
た
引
用
を
正
確
に
読
む
た
め
に
は
、
今

一
度
「
三
鰍
小
言
」
・
の
文
脈
に
還
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
「
三
章
小
言
」

は
次
の
よ
う
な
「
あ
る
人
」
の
問
い
に
始
ま
る
。

 
 
あ
る
人
の
い
へ
る
は
、
和
歌
は
神
代
よ
り
し
て
神
国
の
風
俗
な
る
事
勿
論

 
 
な
り
。
然
る
に
近
世
は
堂
上
の
沙
汰
と
な
り
て
よ
り
此
か
た
地
下
の
人
の

 
 
歌
は
よ
き
を
も
よ
し
と
せ
ず
。
そ
の
う
へ
伝
授
秘
事
な
ど
い
ふ
事
を
か
ま

 
 
へ
て
歌
の
権
柄
は
堂
上
に
と
ら
れ
た
れ
ば
、
地
下
の
歌
は
所
詮
な
き
事
と

 
 
な
り
て
曽
て
風
流
の
道
に
あ
ら
ず
。
昔
は
樵
夫
牧
童
と
い
へ
ど
も
心
に
ま

 
 
か
せ
て
よ
み
た
れ
ば
秀
歌
も
お
ほ
く
出
来
た
り
。
な
か
ノ
＼
今
の
ご
と
く

 
 
窮
屈
の
道
に
は
あ
ら
ざ
り
し
也
。
し
か
れ
ば
今
の
歌
道
は
気
力
を
つ
く
し

 
 
骨
を
折
て
無
益
な
る
事
と
お
も
は
る
＼
な
り
。
さ
は
侍
ら
ぬ
か
。
・

京
の
堂
上
家
を
頭
に
戴
き
、
そ
の
歌
説
の
祖
述
に
と
ど
ま
っ
て
、
公
平
に
見
て

も
独
創
的
な
歌
学
を
築
き
上
げ
た
と
は
言
い
難
い
江
戸
堂
上
派
に
対
す
る
批
判

と
し
て
は
至
極
真
当
な
内
容
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
あ
る
人
」
の
特
定
を
行
う

の
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
無
意
味
で
も
あ
ろ
う
。
一
般
的
な
批
判
を
あ
る
人

物
の
発
問
と
い
う
形
に
集
約
し
て
以
下
に
述
べ
る
自
説
の
論
点
を
整
理
し
、
反

論
へ
の
踏
み
台
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
奥
書
に
「
這
一
冊
藤
原
安
卿
主
所
以
教

謳
子
孫
也
安
永
七
戊
戌
年
二
月
九
日
請
託
写
了
謹
蔵
 
源
峯
雄
」
と
あ
る
の

で
、
「
あ
る
人
」
へ
の
反
論
と
い
う
体
裁
を
と
り
な
が
ら
子
安
辰
等
へ
の
歌
道

教
訓
を
行
う
と
い
う
の
が
「
三
里
小
言
」
執
筆
の
狙
い
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
な

お
、
源
峯
雄
は
和
鼎
の
養
子
で
あ
る
。

 
さ
て
、
 
「
あ
る
人
」
の
問
い
に
答
え
る
本
論
の
部
分
は
次
に
掲
げ
る
五
箇
条
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に
分
た
れ
る
。

一
 
地
下
の
歌
は
よ
き
を
も
よ
し
と
せ
ず
と
い
ふ
事
。

一一

ｻ
の
う
へ
伝
授
秘
事
な
ど
＼
い
ふ
事
を
た
て
＼
と
い
ふ
事
、
い
に
し
へ
に

 
は
な
き
事
な
り
と
い
ふ
事
。

三
 
樵
夫
牧
童
心
に
ま
か
せ
て
よ
み
た
れ
ば
秀
歌
お
ほ
し
と
い
ふ
事
。

四
 
風
流
に
あ
ら
ず
窮
屈
な
り
と
い
ふ
事
。

五
 
歌
の
権
柄
は
堂
上
に
と
ら
れ
た
り
と
い
ふ
事
。

お
お
む
ね
「
あ
る
人
」
の
問
い
の
記
述
に
沿
っ
て
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る

が
、
一
、
二
、
三
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
引
用
で
あ
る
の
に
対
し
、
四
、
五
は
順

番
を
組
み
変
え
た
り
問
題
を
糾
合
し
た
り
と
論
述
に
工
夫
と
手
間
を
要
し
て
い

る
。
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
四
、
五
条
が
複
雑
か
つ
重
要
な
論
点
を
有
す
る
こ

と
を
意
味
し
よ
う
。
前
章
に
抄
出
し
た
風
雅
集
序
を
含
む
一
節
は
第
五
条
の

「
歌
の
権
柄
は
堂
上
に
と
ら
れ
た
り
と
い
ふ
事
」
と
い
う
表
題
に
続
く
部
分
で

あ
っ
た
。
引
用
の
後
に
は
、

 
 
さ
れ
ば
和
歌
所
朝
廷
に
あ
り
。
和
歌
の
撰
定
は
世
々
勅
命
な
り
。
わ
た
く

 
 
し
の
事
な
ら
ん
や
。
国
風
を
見
、
政
事
の
も
と
＼
な
る
、
何
ぞ
凡
下
衆
人

 
 
の
事
な
ら
ん
。
権
柄
の
堂
上
に
あ
る
は
げ
に
あ
る
べ
き
所
に
あ
る
な
り
。

 
 
只
あ
や
し
き
は
地
下
の
歌
道
を
沙
汰
す
る
は
法
度
に
そ
む
き
た
る
事
な
ら

 
 
ん
か
。

と
続
き
、
第
五
条
の
趣
旨
が
堂
上
家
尊
重
の
主
張
に
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。

そ
の
堂
上
家
が
和
歌
に
関
す
る
実
権
を
握
っ
て
い
る
現
状
を
正
当
化
す
る
根
拠

と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
風
雅
集
の
序
文
で
あ
っ
た
。
し
か
も
安
卿
は
全
く
同

じ
箇
所
を
別
の
著
述
で
も
引
い
て
お
り
、
言
わ
ば
翠
黛
に
と
っ
て
は
御
馴
染

の
、
常
に
引
用
さ
れ
る
べ
く
用
意
さ
れ
た
論
拠
の
一
つ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

 
 
う
ち
つ
ゴ
き
出
精
あ
り
て
ゆ
く
く
は
冷
泉
家
の
御
門
入
の
心
が
け
あ
る

 
 
に
付
て
は
、
ま
つ
意
地
を
さ
だ
め
ら
る
べ
し
。
道
の
ふ
か
き
事
は
地
下
の

 
 
沙
汰
す
る
事
に
あ
ら
ず
。
渾
あ
る
事
な
り
。
た
ゴ
そ
の
意
地
を
さ
だ
む
る

 
 
と
い
ふ
は
、
そ
も
ノ
＼
和
歌
は
い
か
な
る
道
ぞ
、
何
の
た
め
に
よ
む
ぞ
と

 
 
心
に
決
定
す
べ
し
。
さ
て
和
歌
は
神
代
よ
り
し
て
此
国
の
な
ら
は
し
な
る

 
 
事
は
誰
も
し
り
た
る
事
な
り
。
其
う
へ
風
雅
集
の
序
に
（
引
用
略
）
と
見

 
 
え
た
れ
ば
、
国
家
の
御
政
に
か
、
り
、
周
詩
と
一
軌
に
し
て
忠
孝
を
心
と

 
 
し
風
俗
を
た
冒
し
く
す
る
道
と
し
ら
る
れ
ば
、
ふ
か
く
尊
信
し
身
を
滞
る

 
 
が
た
め
に
す
る
と
覚
悟
し
て
ゆ
め
く
か
ろ
《
＼
し
く
な
ぐ
さ
み
な
ど
の

 
 
類
に
お
も
ひ
も
て
あ
そ
ぶ
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
片
玉
転
」
前
集
巻
五
「
人
に
贈
ふ
み
」
）

こ
の
文
章
は
冒
頭
の
一
文
に
よ
り
後
輩
の
冷
泉
門
人
へ
の
教
示
を
旨
と
す
る
こ

と
が
判
る
が
、
ま
ず
風
雅
流
量
引
用
の
前
後
の
一
節
に
注
目
す
れ
ば
、
 
「
三
殿

小
言
」
の
当
該
箇
所
の
恰
好
の
注
釈
匙
な
り
得
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
即

ち
「
三
欺
小
言
」
で
周
忌
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
和
歌
の
効
用
と
し
て
「
政
道
に

も
ち
ひ
ら
れ
し
事
」
を
掲
げ
た
安
心
の
理
解
が
「
人
に
贈
ふ
み
」
で
「
国
家
の

御
三
に
か
＼
り
周
詩
と
一
画
面
し
て
忠
孝
を
心
と
し
風
俗
を
た
ゴ
し
く
す
る

道
」
と
言
い
直
さ
れ
る
こ
と
で
、
過
言
の
和
歌
観
が
特
に
和
歌
の
存
在
意
義
と

政
治
と
の
か
ら
み
で
展
開
さ
れ
る
場
合
に
、
朱
子
学
的
道
徳
教
化
の
発
想
を
基

盤
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
教
化
の
具
だ
る
和
歌
は
、
為
政
者
即
ち
朝

廷
、
天
皇
を
頂
点
に
据
え
た
社
会
構
造
の
傾
斜
に
沿
っ
て
上
か
ら
下
へ
と
流
れ

落
ち
、
裾
野
に
遍
く
広
が
っ
て
国
家
の
風
俗
を
匡
正
し
、
民
に
忠
孝
を
勧
め
る

こ
と
を
も
っ
て
文
芸
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
。
こ
の
点
、
古
の
人
情
・
風
俗

を
聖
人
が
汲
み
上
げ
て
集
め
た
も
の
と
「
詩
経
」
を
定
義
づ
け
る
荻
生
祖
篠
等

（ 130 ）



古
文
辞
学
派
の
描
く
構
造
と
は
文
芸
の
流
れ
が
全
く
逆
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。

 
近
世
初
期
・
中
期
の
文
学
観
に
つ
い
て
は
既
に
中
村
幸
彦
氏
の
詳
論
が
備
わ

り
（
「
青
馬
宋
学
者
達
の
文
学
観
」
 
「
風
雅
論
的
文
学
観
」
、
 
「
中
村
幸
彦
著

述
集
」
第
一
巻
所
収
）
、
朱
子
学
の
文
学
観
が
詩
か
ら
和
歌
へ
と
導
入
さ
れ
て

近
世
前
期
の
堂
上
歌
論
を
支
え
た
実
態
は
上
野
洋
三
氏
の
論
に
よ
っ
て
解
明
さ

れ
て
い
る
（
「
元
禄
堂
上
歌
論
の
到
達
点
一
聞
書
の
世
界
1
」
国
語
国
文
4
5
1

8
、
昭
5
1
・
8
、
 
「
歌
論
と
俳
論
」
 
『
芭
蕉
論
」
昭
6
1
・
1
0
刊
所
収
）
。
朱
子

学
的
思
考
を
借
り
て
情
趣
に
流
れ
が
ち
な
和
歌
の
本
質
を
理
論
化
せ
ん
と
試
み

た
堂
上
公
家
達
の
学
統
を
継
ぐ
安
卿
が
朱
子
学
の
立
場
か
ら
論
ず
る
の
は
至
極

当
然
で
あ
ろ
う
し
、
幕
府
の
御
書
三
奉
行
を
勤
め
た
経
歴
か
ら
し
て
も
納
得
で

き
る
立
論
の
方
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
堂
上
歌
人
達
が
誠
・
性
情
等
の
純
粋

な
本
質
論
の
深
化
に
専
ら
意
を
用
い
た
の
と
は
違
っ
て
、
安
卿
達
の
朱
子
学
的

発
想
は
頗
る
現
実
的
な
、
堂
上
歌
人
達
の
抱
え
る
問
題
を
内
的
な
も
の
と
規
定

す
る
な
ら
外
的
な
、
大
義
名
分
論
に
も
似
た
社
会
認
識
の
形
を
と
っ
て
顕
れ
る
。

地
下
は
和
歌
の
道
を
沙
汰
す
る
に
及
ば
ず
と
い
う
建
前
を
貫
か
ざ
る
を
得
な
い

彼
等
が
歌
の
本
質
に
つ
い
て
朱
子
学
の
載
道
説
・
勧
善
懲
悪
説
・
玩
物
喪
志
説

を
適
用
で
き
な
い
以
上
、
幕
臣
と
し
て
政
治
の
中
枢
に
在
る
者
が
堂
上
歌
人
に

歌
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
朱
子
学
の
援
用
を
も
っ
て
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
故
に
安
卿
や
成
島
玄
奥
の
発
言
に
見
ら
れ
る
朱
子
学

的
道
理
主
義
は
、
堂
上
歌
人
達
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
レ
ベ
ル
の
異
な
る
、
現

実
の
為
政
者
側
に
立
つ
者
の
み
の
持
つ
不
思
議
な
ま
で
に
具
体
的
で
生
々
し

い
、
 
一
方
で
は
甚
だ
非
文
学
的
な
容
貌
を
持
っ
て
現
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

和
鼎
の
言
を
見
よ
う
。

風
雅
和
歌
集
の
復
権
一
江
戸
冷
泉
派
歌
論
断
章
一

 
 
我
大
日
本
神
代
よ
り
今
に
つ
た
は
り
て
日
月
と
も
に
萬
古
地
に
墜
ざ
る
は

 
 
此
道
也
。
世
に
私
に
点
削
し
、
た
と
へ
三
十
一
字
そ
ろ
へ
り
と
も
誠
の
和

 
 
歌
と
自
己
を
も
ち
て
大
方
に
示
が
た
し
。
近
世
萬
葉
風
古
今
の
膿
あ
る

 
 
は
、
高
貴
の
家
に
し
て
も
斜
蓮
を
も
ち
て
人
を
い
ざ
な
ひ
、
み
つ
か
ら
も

 
 
雅
正
を
ま
も
ら
ず
。
こ
れ
翫
物
と
心
え
た
る
先
達
の
誤
よ
り
お
こ
れ
り
。

 
 
道
の
沙
汰
不
精
議
の
な
す
所
な
り
。
名
は
歌
形
も
歌
な
る
様
な
れ
ど
も
本

 
 
意
を
う
し
な
ひ
て
翫
弄
の
具
と
す
る
事
象
朝
雨
同
等
な
り
。
和
歌
は
し
か

 
 
る
連
な
ら
ず
。
上
古
神
聖
よ
り
此
正
道
堂
上
に
て
も
電
熱
の
家
に
つ
た
は

 
 
り
、
そ
の
昔
天
下
統
御
の
器
た
る
事
、
彼
異
邦
の
古
の
詩
と
差
別
な
し
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
片
漸
漸
」
前
集
巻
四
「
砥
憤
言
」
）

和
歌
を
「
細
物
と
心
え
」
 
「
翫
弄
の
具
と
す
る
」
立
場
を
極
力
否
定
す
る
姿
勢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

に
は
玩
物
喪
志
説
の
裏
付
け
が
あ
ろ
う
し
、
 
「
天
下
統
御
の
器
」
と
い
っ
た
言

葉
の
採
用
に
は
や
は
り
悪
道
説
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
安
卿
が

「
人
に
贈
ふ
み
」
の
中
で
歌
を
「
か
ろ
ぐ
し
く
な
ぐ
さ
み
な
ど
の
類
に
お
も

ひ
も
て
あ
そ
ぶ
事
」
を
禁
じ
た
の
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う

な
和
与
の
言
は
安
卿
の
風
雅
集
電
評
価
考
察
の
資
と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

 
 
全
雅
語
に
心
を
ひ
そ
め
、
坐
臥
敬
を
は
な
れ
ず
た
じ
ろ
ぐ
べ
か
ら
ず
。
珈

 
 
も
た
じ
ろ
げ
ば
そ
の
和
歌
詠
出
む
つ
か
し
き
と
い
ふ
病
を
生
ず
。
そ
れ
は

 
 
雅
正
を
わ
す
れ
世
人
の
き
＼
を
お
ど
ろ
か
し
名
を
て
ら
は
む
と
す
る
卑
劣

 
 
の
意
よ
り
起
事
に
し
て
、
道
に
ご
＼
ろ
ざ
す
う
へ
に
は
い
と
ゴ
浅
ま
し
。

 
 
そ
の
む
つ
か
し
き
と
は
い
か
に
と
い
ふ
に
、
世
人
大
か
た
一
首
の
躰
を
も

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
ち
て
是
非
す
。
ひ
と
へ
に
詞
の
み
と
せ
ば
、
勅
撰
中
風
雅
玉
葉
詞
華
金
葉

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
等
何
と
し
て
か
二
十
一
代
に
起
せ
ら
る
㌧
。
さ
ら
ば
是
を
要
と
し
て
拝
見

 
 
せ
ん
か
。
さ
な
ら
ぬ
だ
に
奇
を
好
は
世
人
の
常
な
る
を
、
駆
て
そ
の
色
好
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に
は
し
ら
し
む
る
な
り
。
さ
ら
ば
彼
類
は
拝
見
す
べ
か
ら
ざ
る
に
や
。
距

 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
 
道
に
お
い
て
取
捨
す
べ
き
な
ら
ば
何
の
為
に
か
え
ら
ば
れ
ん
。
抑
博
学
て

 
 
約
に
お
も
は
ゴ
古
先
賢
の
恒
河
沙
の
詠
一
首
と
し
て
す
つ
る
物
あ
ら
ん

 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
や
。
唯
そ
の
雅
正
を
的
準
と
し
て
一
心
を
敬
に
を
き
、
た
じ
ろ
が
ぎ
る
意

 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
 
を
も
ち
て
拝
見
せ
ば
一
々
皆
わ
が
師
な
り
、
わ
が
則
也
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
舐
黒
蓋
」
傍
点
引
用
者
）

和
鼎
に
よ
れ
ば
、
風
雅
・
玉
葉
・
詞
華
・
金
葉
の
各
週
は
表
現
に
限
っ
て
言
え

ば
二
十
一
代
集
に
列
せ
ら
れ
る
資
格
を
有
し
な
い
。
か
と
い
っ
て
そ
の
ま
ま
排

除
す
る
の
は
道
の
た
め
に
な
ら
ず
、
 
「
雅
正
を
的
準
と
し
て
」
見
れ
ば
正
風
躰

も
異
風
も
皆
師
と
も
則
と
も
成
り
得
る
。
こ
の
論
法
に
勧
善
懲
悪
説
の
投
影
を

見
る
の
も
あ
な
が
ち
的
は
ず
れ
で
は
あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
幾
世
以
来
異
風
と
し

て
特
に
そ
の
表
現
を
斥
け
ら
れ
続
け
た
風
雅
集
に
も
、
地
下
の
歌
人
が
朱
子
学

を
抽
象
的
本
質
論
の
世
界
か
ら
引
き
出
し
て
具
体
的
実
践
論
の
世
界
に
よ
り
現

実
化
さ
せ
て
導
入
し
た
場
合
、
評
価
さ
れ
得
る
余
地
が
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
安

卿
・
和
鼎
等
幕
臣
歌
人
達
の
内
部
で
朱
子
学
的
文
学
観
が
血
肉
と
化
し
、
近
世

前
期
の
堂
上
歌
人
達
と
は
別
の
次
元
で
歌
道
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

 
乱
塾
が
「
三
筆
小
言
」
の
第
五
条
で
風
雅
集
序
を
引
い
た
背
景
に
は
以
上
の

よ
う
な
思
想
が
認
め
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
な
ぜ
風
雅
集
な
の
か
と
い
う
疑

問
は
消
え
な
い
。
追
究
の
糸
口
は
「
三
国
小
言
」
第
四
条
に
求
め
ら
れ
そ
う
で

あ
る
。

三

二
四
条
「
風
流
に
あ
ら
ず
窮
屈
な
り
と
い
ふ
事
」
の
安
卿
の
答
は
次
の
如
く

で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
殊
に
正
道
を
し
ら
ず
無
下
に
節
操
な
き
人
の
悪
口
な
り
。
風
流
と
風
雅
と

 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
 
は
事
い
さ
＼
か
か
は
る
べ
し
。
お
も
ふ
て
自
得
あ
る
べ
し
。
礼
儀
三
百
威

 
噛
，
儀
三
千
正
道
い
つ
れ
か
法
則
な
か
ら
ん
。
道
を
し
て
窮
屈
な
り
と
い
は
ん

 
 
は
実
に
儒
弱
放
蕩
の
心
な
り
。
 
（
傍
点
引
用
者
）

風
流
と
風
雅
は
ど
う
違
う
の
か
。
 
「
自
得
あ
る
べ
し
」
と
だ
け
述
べ
る
安
卿
の

心
中
を
付
度
す
る
に
は
や
は
り
別
資
料
に
よ
る
注
釈
を
要
す
る
。
安
卿
自
身
の

言
を
「
人
に
贈
ふ
み
」
か
ら
拾
う
。

 
 
世
間
に
和
歌
と
誹
譜
と
唱
る
者
は
お
な
じ
風
雅
の
道
な
れ
ば
歌
を
も
よ
み

 
 
誹
譜
を
も
し
罵
る
が
よ
き
と
心
得
た
る
人
あ
り
。
以
外
の
心
得
た
が
へ
な

 
 
り
。
先
風
雅
と
風
流
と
は
事
か
は
れ
り
。
風
雅
の
雅
は
正
也
常
也
儀
也
と

 
 
注
し
て
行
儀
た
ゴ
し
き
事
な
り
。
誹
譜
と
世
上
に
と
な
へ
も
て
あ
そ
ぶ
物

 
 
は
風
雅
と
い
ふ
す
ぢ
に
は
あ
ら
ず
風
流
を
心
と
し
た
る
と
見
え
た
り
。
今

 
 
の
連
歌
は
歌
の
よ
ほ
ど
く
つ
ろ
ぎ
た
る
も
の
な
れ
ば
是
は
風
流
な
り
。
誹

 
 
譜
は
連
歌
よ
り
こ
ぼ
れ
出
た
る
も
の
な
り
。
し
か
も
近
ご
ろ
よ
り
段
々
に

 
 
黒
く
だ
り
て
今
の
三
号
と
な
り
た
れ
ば
歌
と
は
心
持
大
に
相
違
し
た
る
も

 
 
の
也
。

こ
れ
に
よ
り
安
卿
の
風
雅
・
風
流
峻
別
の
基
準
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
 
「
三
歎

小
言
」
で
は
申
庸
の
文
言
を
定
型
の
如
く
引
い
て
漠
然
と
「
道
」
の
作
法
の
必

要
性
を
説
い
て
い
た
の
が
、
 
「
人
に
贈
ふ
み
」
で
は
論
語
集
注
や
古
注
、
前
篇

等
の
「
雅
」
の
注
を
援
用
し
つ
つ
風
雅
を
「
行
儀
た
ご
し
き
事
」
と
定
義
付
け

一
方
の
風
流
に
連
歌
を
通
し
て
「
く
つ
ろ
ぎ
た
る
も
の
」
と
い
う
意
味
を
与
え

て
、
両
者
の
差
違
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
安
卿
に
と
っ
て
は
風

雅
こ
そ
が
和
歌
の
文
芸
性
に
ふ
さ
わ
し
く
、
風
流
は
連
歌
、
そ
れ
を
甚
し
く
堕
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落
さ
せ
た
も
の
が
俳
諾
な
の
だ
っ
た
。
更
に
和
子
の
「
美
姫
言
」
の
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
雅
正
を
い
と
ひ
普
通
の
風
流
に
の
み
心
を
た
ゴ
よ
は
せ
、
遊
娯
の
翫
物
と

 
 
心
得
た
る
徒
の
好
奇
の
意
に
ま
か
せ
ば
、
延
喜
の
勅
撰
よ
り
以
降
の
集
ど

 
 
も
を
旦
暮
に
渉
猟
す
と
も
、
清
涼
地
漸
々
火
坑
に
変
成
せ
ん
事
、
踵
を
め

 
 
ぐ
ら
す
べ
か
ら
ず
。
 
（
傍
点
引
用
者
）

と
の
一
文
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
歌
を
「
遊
娯
の
零
物
」
と
し
て
扱
う
の
が
風

流
で
あ
り
、
風
流
と
切
り
離
さ
れ
た
風
雅
に
は
遊
び
の
要
素
が
許
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
安
卿
は
「
風
流
に
あ
ら
ず
窮
屈
な
り
」
と
い
う
批

判
に
反
発
し
て
「
三
筆
小
言
」
の
第
四
条
を
も
の
し
た
が
、
確
か
に
博
戯
や
和

鼎
の
風
雅
観
は
「
窮
屈
な
り
」
と
言
う
他
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
風

雅
を
格
式
ば
っ
て
解
釈
し
、
風
流
を
殊
更
に
軟
弱
に
と
ら
え
る
必
要
が
あ
っ
た

の
は
な
ぜ
か
。
風
雅
は
芭
蕉
俳
論
の
理
念
「
風
雅
の
ま
こ
と
」
と
し
て
論
じ
尽

さ
れ
た
感
が
あ
り
（
塩
煮
悌
三
氏
「
風
雅
の
ま
こ
と
」
、
、
「
講
座
日
本
思
想
」

第
五
巻
所
収
。
一
九
八
四
・
三
月
）
、
風
流
に
は
栗
山
理
一
氏
「
風
流
論
」
等

の
研
究
が
備
わ
る
も
の
の
、
安
卿
や
和
島
達
の
理
解
を
説
明
し
得
る
だ
け
の
材

料
が
提
供
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
少
く
と
も
、
 
「
近
世
に
お
い
て
は
『
風

雅
」
の
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
」
と
い
う
『
和
歌
大
辞
典
」

の
「
風
流
」
の
項
の
記
述
は
こ
の
場
合
に
適
合
し
な
い
。
蕉
門
俳
譜
の
風
雅
論

と
は
別
の
江
戸
冷
泉
門
の
用
語
と
し
て
と
も
か
く
も
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
こ
で
一
世
代
先
輩
の
成
島
信
遍
の
論
と
の
比
較
を
試
み
る
。

 
信
遍
の
風
雅
観
・
風
流
観
を
知
る
の
に
ま
ず
引
く
べ
き
は
、
彼
が
俳
譜
の
俗

を
厳
し
く
否
定
し
た
「
霊
前
に
誹
詣
を
い
ま
し
む
る
ふ
み
」
 
（
『
片
玉
算
」
前

集
巻
十
九
）
で
あ
る
。
既
に
甘
雨
亭
叢
書
や
三
十
輻
に
も
収
め
ら
れ
て
著
名
だ

が
、
必
要
箇
所
に
限
り
抄
出
す
る
。

風
雅
和
歌
集
の
復
権
-
江
戸
冷
泉
派
歌
論
断
章
1

 
 
風
雅
と
い
ふ
事
、
周
詩
国
風
大
小
雅
の
変
に
し
て
二
南
の
律
に
し
ら
べ
た

 
 
．
る
の
あ
ま
り
な
り
。
忠
孝
側
恒
の
心
を
種
と
し
て
人
情
の
い
た
れ
る
と
こ

 
 
ろ
な
れ
ば
、
五
倫
の
ま
じ
は
り
此
心
を
も
て
錯
綜
す
る
の
を
し
へ
何
事
か

 
 
こ
㌧
に
こ
え
な
ん
。
聖
の
御
代
の
い
に
し
へ
に
は
こ
れ
を
毛
て
楽
と
し
、

 
 
人
を
仁
壽
の
さ
か
ひ
に
の
ぼ
ら
し
む
る
の
み
か
、
其
国
国
の
風
俗
治
乱
の

 
 
根
ざ
し
を
の
つ
か
ら
見
え
て
、
う
る
は
し
く
正
し
く
す
な
ほ
な
る
を
し
へ

 
 
の
詞
な
り
。
難
風
変
雅
の
後
そ
の
花
ち
り
て
香
の
こ
れ
る
も
の
を
風
雅
と

 
 
い
へ
る
も
此
風
雅
よ
り
し
て
な
れ
る
詞
に
し
て
、
た
は
れ
た
る
中
に
も
こ

 
 
の
一
味
残
た
る
を
申
也
。
今
の
世
に
文
辞
な
ど
い
さ
＼
か
あ
れ
ば
斜
め
き

 
 
あ
だ
め
き
た
る
を
見
て
も
風
雅
な
る
事
と
お
も
へ
り
。
風
流
を
と
り
た
が

 
 
へ
た
る
賜
べ
し
。
ま
し
て
花
も
香
も
と
も
に
の
こ
る
か
た
な
き
を
風
雅
と

 
 
い
は
ん
、
い
は
れ
な
き
事
に
候
。

一
読
し
て
安
卿
や
和
鼎
の
論
と
は
異
な
り
道
義
臭
が
著
し
く
薄
れ
て
い
る
こ
と

が
判
る
。
道
徳
の
す
た
れ
た
変
風
変
雅
の
後
の
風
雅
を
「
た
は
れ
た
る
申
に

も
」
認
め
る
考
え
は
、
一
切
の
遊
び
・
翫
び
を
拒
絶
す
る
安
卿
・
和
鼎
よ
り
も

は
る
か
に
柔
軟
で
あ
り
、
 
「
其
国
国
の
風
俗
治
乱
の
根
ざ
し
を
の
つ
か
ら
見
え

て
」
と
い
う
部
分
に
は
朱
子
学
と
は
立
場
を
異
に
す
る
徊
傑
学
派
の
文
芸
観
が

よ
ぎ
る
。
別
の
箇
所
で
「
風
雅
と
い
ふ
も
の
は
な
べ
て
え
ら
び
に
え
ら
び
、
麓

を
去
粋
を
集
る
事
に
し
て
文
采
欄
斑
の
か
ぎ
り
に
候
。
そ
れ
瓦
礫
を
捨
て
金
玉

を
も
と
め
、
無
塩
を
い
と
ひ
て
西
施
を
妖
と
す
σ
人
情
の
お
な
じ
き
所
に
候
。
」

と
表
現
第
一
主
義
を
掲
げ
、
 
「
あ
は
れ
聖
の
み
よ
に
逢
た
て
ま
つ
り
月
雪
花
紅

葉
を
も
て
は
や
す
お
り
、
五
倫
の
ま
じ
は
り
も
詞
は
心
の
花
に
し
あ
れ
ば
、
そ

の
道
の
た
ゴ
し
き
心
詞
を
も
て
物
を
詠
じ
心
を
た
の
し
め
ば
、
い
き
の
ぶ
る
わ

ざ
に
も
あ
り
て
、
よ
う
つ
の
こ
と
は
り
に
も
か
な
ひ
侍
る
ら
ん
」
と
、
聖
の
御
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世
を
現
代
に
蘇
ら
せ
、
四
季
折
々
の
風
物
に
「
心
の
花
」
を
咲
か
せ
楽
し
む
人

々
の
姿
は
、
祖
裸
学
派
の
理
想
と
す
る
古
代
の
聖
人
の
治
政
の
再
現
に
他
な
ら

な
い
。
 
「
詩
経
の
事
も
票
沈
の
注
に
而
は
通
ぜ
ず
。
勧
善
懲
悪
な
ど
申
事
も
さ

や
う
ば
か
り
に
て
は
な
く
壁
間
、
早
々
古
義
を
御
尋
、
詩
経
を
も
御
よ
み
候
へ

か
し
」
 
（
川
越
図
書
館
蔵
『
芙
蓉
楼
玉
屑
』
所
収
「
九
件
の
対
」
）
と
、
明
ら

か
に
古
文
辞
学
を
標
榜
す
る
信
遍
だ
け
に
、
風
雅
の
解
釈
が
安
卿
・
和
鼎
と
異

な
る
の
は
当
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
信
遍
は
、
先
ほ
ど
見
た
よ
う

に
聖
の
御
世
を
い
と
も
簡
単
に
当
代
へ
移
行
さ
せ
、
そ
の
実
在
を
容
易
に
信
じ

得
る
よ
う
な
性
格
と
社
会
的
地
位
を
手
に
し
て
い
た
。
 
「
聖
の
み
よ
に
逢
た
て

ま
つ
り
」
と
言
う
信
遍
の
念
頭
に
は
吉
宗
の
治
が
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、
必
要

以
上
の
古
代
へ
の
逃
避
も
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
租
篠
学
派
と

し
て
の
異
色
ぶ
り
、
ま
た
詩
文
に
比
し
て
和
歌
に
は
よ
り
気
楽
に
接
し
て
い
た

こ
と
、
い
ず
れ
も
前
述
の
拙
稿
で
触
れ
た
。
 
「
学
者
と
分
課
者
は
気
づ
ま
り
成

 
 
 
 
 
 
（
マ
マ
）

物
に
候
。
浄
瑠
理
を
語
ら
れ
ず
、
三
味
線
も
ひ
か
れ
ず
、
鄙
曲
今
様
は
絶
色
。

平
家
も
お
も
し
ろ
か
ら
ず
。
婦
人
女
子
よ
り
は
じ
め
て
慰
む
べ
き
事
な
く
、
謬

滞
し
て
煩
多
く
候
。
熊
沢
先
生
、
集
義
外
書
和
書
に
其
事
よ
く
申
お
か
れ
候
。

日
本
楽
に
通
じ
た
る
人
ゆ
へ
に
候
」
 
（
「
九
件
の
対
」
）
と
評
せ
ら
れ
る
「
学

者
」
は
、
蕃
山
の
言
に
従
う
と
こ
ろ
が
ら
見
る
と
道
学
に
凝
り
固
ま
っ
た
朱
子

学
者
と
目
さ
れ
る
が
、
 
「
浄
瑠
理
を
語
ら
れ
ず
、
三
味
線
も
ひ
か
れ
ず
」
の
字

句
に
は
、
 
「
独
語
」
で
三
味
線
や
浄
瑠
璃
を
徹
底
し
て
嫌
っ
た
、
こ
れ
ま
た
融

通
の
き
か
な
い
太
宰
春
台
へ
の
皮
肉
も
し
く
は
軽
い
椰
楡
も
込
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
取
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
信
遍
は
道
徳
を
振
り
か

ざ
す
朱
子
学
者
と
も
、
古
代
を
偏
愛
し
て
現
代
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
春
台
の

如
き
極
端
な
古
文
辞
学
者
と
も
相
容
れ
な
い
、
悪
く
言
え
ば
鶴
の
よ
う
な
思
想

の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
門
人
源
伊
教
が
「
書
紳
遺
言
」
（
『
紅
玉
集
」
前

集
巻
四
）
に
書
き
留
め
た
次
の
よ
う
な
発
言
に
も
そ
の
鶴
ぶ
り
が
窺
え
る
だ
ろ

う
。 

 
古
学
と
新
学
の
よ
し
あ
し
を
問
蓋
し
に
、
其
善
悪
は
御
返
答
な
く
て
、
林

 
 
家
の
学
は
林
家
の
学
、
徊
裸
先
生
の
学
は
徊
練
先
生
の
学
、
仁
斎
は
仁
斎

 
 
の
学
と
み
て
置
、
そ
れ
み
＼
に
其
入
の
得
意
し
た
る
所
の
見
識
と
み
て
置

 
 
た
る
が
よ
ろ
し
。
惣
じ
て
大
な
る
も
の
に
は
合
鏡
と
い
ふ
事
あ
り
。
か
れ

 
 
を
も
見
こ
れ
を
も
み
て
合
鏡
に
し
た
る
が
よ
し
。
合
鴨
で
な
く
て
は
ぼ
ん

 
 
の
く
ぼ
は
み
え
ぬ
も
の
と
被
仰
し
。

翻
っ
て
「
子
姪
に
誹
譜
を
い
ま
し
む
る
ふ
み
」
に
戻
れ
ば
、
彼
の
攻
撃
対
象
は

ひ
た
す
ら
俳
譜
に
絞
ら
れ
て
い
た
。
即
ち
風
雅
に
対
す
る
俗
こ
そ
が
敵
で
あ
っ

た
。
 
「
花
も
香
も
と
も
に
の
こ
る
か
た
な
き
」
俳
譜
に
は
何
の
取
柄
も
な
か
っ

た
。
こ
の
風
雅
と
正
反
対
に
置
か
れ
た
俗
と
を
結
ぶ
線
上
に
風
流
も
存
在
す
る

の
か
否
か
は
何
と
も
判
り
に
く
い
が
、
 
「
罷
め
き
あ
だ
め
き
た
る
」
文
辞
に
冠

せ
ら
れ
る
「
風
流
」
が
「
風
雅
」
と
は
別
物
で
は
あ
っ
て
も
、
「
俗
」
文
芸
俳

譜
を
「
風
流
」
と
称
す
る
こ
と
は
な
い
。
風
流
と
俗
と
は
ま
た
全
く
異
な
っ
て

い
た
。

 
と
こ
ろ
が
葉
蘭
や
和
鼎
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
前
章
の
「
砥
里
言
」
最
初
の
引

用
文
中
、
玉
壷
は
「
雅
趣
を
ま
も
ら
ず
」
万
葉
風
古
今
体
の
歌
を
翫
ぶ
連
中
の

詠
を
「
名
は
歌
形
も
歌
な
る
様
な
れ
ど
も
本
意
を
う
し
な
ひ
て
翫
弄
の
具
と
す

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

る
事
彼
士
爵
同
等
な
り
」
と
切
り
捨
て
た
。
本
章
冒
頭
部
に
掲
げ
た
「
人
に
贈

ふ
み
」
で
安
卿
は
、
 
「
頂
冠
と
世
上
に
と
な
へ
も
て
あ
そ
ぶ
物
は
風
雅
と
い
ふ

す
ぢ
に
は
あ
ら
ず
、
風
流
を
心
と
し
た
る
と
見
え
た
り
」
と
言
う
。
こ
の
段
階

で
は
風
雅
に
対
置
さ
れ
る
の
は
風
流
。
し
か
も
「
翫
物
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
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れ
ば
、
本
意
に
よ
ら
な
い
万
葉
調
・
古
今
体
の
歌
は
画
譜
と
同
じ
範
疇
に
括
ら

れ
て
、
風
雅
に
あ
ら
ず
風
流
な
り
と
レ
ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
漉
過
の
時
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
性
急
で
か
た
く
な
な
ま
で
の
異

風
排
除
、
例
え
ば
「
三
盛
小
言
」
第
一
条
の
「
風
躰
画
格
を
も
な
ら
ひ
し
ら

ず
、
異
風
の
ゑ
せ
歌
な
ど
ね
り
出
し
て
、
を
の
れ
は
十
分
秀
歌
よ
み
た
り
と
お

も
ふ
も
あ
ら
ん
が
、
そ
れ
は
皆
ひ
が
ご
と
也
」
な
ど
と
い
う
考
え
が
「
風
雅
」

を
彌
が
上
に
も
格
式
ば
ら
せ
、
対
し
て
「
風
流
」
を
「
俗
」
す
れ
す
れ
の
位
置

に
ま
で
引
き
摺
り
下
ろ
し
た
の
で
あ
る
。

 
信
遍
達
第
一
世
代
と
安
卿
・
三
鼎
の
第
二
世
代
。
こ
の
約
三
十
年
の
世
代
差

が
生
み
出
し
た
の
は
、
確
実
に
拡
張
を
続
け
る
真
淵
一
門
の
古
学
派
に
対
す
る

危
機
感
と
対
抗
意
識
の
激
化
で
あ
っ
た
は
ず
だ
（
揖
斐
高
氏
「
幕
臣
歌
人
に
お

け
る
堂
上
と
古
学
」
、
 
『
近
世
堂
上
和
歌
論
集
」
所
収
）
。
信
遍
の
時
代
に
は

ま
だ
堂
上
派
も
古
学
派
も
江
戸
で
組
織
的
な
歌
壇
を
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
に
形
成

す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
第
二
世
代
と
も
な
る
と
様
相
が
異
な

っ
て
来
る
。
そ
れ
故
に
か
安
卿
や
和
一
嘗
に
は
自
派
の
正
当
を
主
張
す
べ
く
、

か
な
り
無
理
な
論
法
も
目
立
つ
。

 
 
ま
た
秘
事
あ
る
こ
と
を
そ
し
る
、
是
ま
こ
と
に
道
に
志
な
き
者
の
説
な

 
 
り
。
そ
れ
晴
唐
の
楽
の
そ
の
国
に
は
た
え
て
今
本
邦
に
厳
然
と
残
た
る
事

 
 
何
の
い
ひ
そ
と
な
れ
ば
、
此
方
に
は
世
々
毒
茸
の
家
相
続
し
て
伝
授
口
訣

 
 
の
正
統
を
う
け
つ
げ
る
ゆ
へ
也
。
 
 
 
 
（
「
三
七
小
言
」
第
二
条
）

 
 
歌
を
詠
ず
る
は
廟
堂
上
に
か
ぎ
ら
ず
。
 
（
中
略
）
し
か
あ
れ
ど
詠
ず
る
に

 
 
各
そ
の
分
あ
り
。
雅
正
を
捨
た
る
は
私
の
所
為
な
り
。
今
詩
は
調
を
う
し

 
 
な
へ
ど
も
避
道
の
み
は
そ
の
調
公
家
に
世
々
の
伝
来
あ
り
。
是
諸
道
の
地

 
 
に
墜
ざ
る
所
を
忍
べ
し
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
舐
忠
言
」
）

風
雅
和
歌
集
の
復
権
一
江
戸
冷
泉
派
歌
論
断
章
1

い
ず
れ
も
堂
上
家
及
び
そ
の
伝
授
を
尊
重
す
る
根
拠
を
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。

安
卿
は
立
話
の
楽
を
我
国
の
楽
官
の
家
が
今
に
伝
え
た
こ
と
を
以
て
堂
上
家
の

伝
授
に
比
し
、
和
鼎
は
申
国
の
詩
が
調
を
失
っ
た
の
に
対
し
、
和
歌
の
調
は
代

々
公
家
に
伝
わ
っ
た
と
主
張
す
る
。
階
唐
の
楽
、
詩
歌
の
調
と
い
う
一
見
も
っ

と
も
ら
し
い
論
拠
で
あ
る
が
、
こ
の
二
点
を
信
遍
の
言
に
求
め
れ
ば
次
の
通
り

で
あ
る
。

 
 
楽
は
今
も
日
本
に
有
之
候
。
し
か
も
唐
に
う
し
な
ひ
た
る
声
我
国
に
残
り

 
 
候
。
籾
々
珍
重
な
る
事
に
候
へ
共
、
是
豊
里
の
課
物
と
云
上
し
れ
ず
。

 
 
 
 
 
○

 
 
詩
の
教
も
始
は
夫
婦
男
女
に
興
り
、
懸
濁
よ
り
漢
魏
六
朝
ま
で
詞
気
体
裁

 
 
は
か
は
り
候
へ
共
、
心
は
一
貫
に
候
。
夫
よ
り
変
じ
て
又
変
じ
、
明
人
其

 
 
窯
を
伺
て
古
に
か
へ
し
候
。
然
単
声
を
う
し
な
ひ
た
る
事
は
宋
よ
り
に
而

 
 
候
。
楽
音
絶
し
故
に
候
。
是
は
何
と
し
て
も
礼
楽
古
に
か
へ
る
形
な
く
候

 
 
故
、
唐
人
も
日
本
人
も
手
の
不
及
事
物
。
 
（
中
略
）
和
歌
は
昔
よ
り
声
律

 
 
な
く
候
ゆ
へ
、
似
せ
候
事
安
く
候
得
共
、
古
詩
は
声
調
中
々
難
重
恩
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
い
ず
れ
も
「
九
件
の
対
」
）

恐
ら
く
熊
沢
連
山
の
雅
楽
解
あ
た
り
を
踏
ま
え
た
発
言
か
と
思
わ
れ
る
が
、
楽

の
唐
土
で
失
わ
れ
た
声
が
日
本
に
伝
存
す
る
と
い
う
見
解
に
違
い
は
な
い
も
の

の
、
黒
蓋
は
「
何
の
謁
物
と
言
書
し
れ
ず
」
と
冷
静
な
判
断
を
下
す
に
過
ぎ

ず
、
ま
し
て
こ
れ
を
堂
上
家
正
当
化
の
拠
り
所
に
し
よ
う
な
ど
と
い
う
考
え
の

生
じ
る
は
ず
も
な
い
。
客
観
的
に
見
て
も
、
楽
の
継
承
と
歌
道
伝
授
を
同
一
に

論
じ
る
の
は
無
理
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
ま
た
詩
歌
の
声
調
に
関
し
て
信
遍
は
、
中
国
古
代
詩
の
声
調
を
復
元
し
模
倣

す
る
こ
と
の
困
難
を
説
き
な
が
ら
、
 
「
和
歌
は
昔
よ
り
声
望
な
く
候
」
と
断
ず
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る
（
詳
細
は
前
掲
拙
稿
参
照
）
。
信
遍
の
和
歌
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
の
無
さ
、

自
在
な
姿
勢
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。
子
息
の
和
鼎
は
父
の
こ
の
説
を
知
ら
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 
「
芙
蓉
楼
玉
屑
」
の
序
は
安
卿
の
撰
。
そ
れ
な
ら
ば
撰
文

の
依
頼
者
は
和
島
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
も
し
知
っ
て
い
た
と
し
て
尚
且

父
の
説
を
裏
返
し
て
自
説
を
補
強
し
た
と
す
れ
ば
、
や
は
り
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ

理
論
武
装
が
強
く
要
請
さ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

 
彼
ら
が
風
雅
の
高
上
な
格
式
に
託
そ
う
と
し
た
の
は
、
古
学
派
の
勢
力
と
そ

の
学
力
に
拮
抗
し
て
自
派
の
存
立
を
図
る
た
め
の
精
神
的
な
支
柱
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
風
流
（
U
あ
そ
び
）
の
要
素
を
切
り
離
し
て
風
雅

を
窮
屈
な
ま
で
に
道
徳
律
と
一
体
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
他
で

も
な
い
「
風
雅
」
を
書
名
に
持
つ
風
雅
集
が
、
そ
の
異
風
と
し
て
排
斥
さ
れ
続

け
た
歴
史
の
マ
イ
ナ
ス
を
埋
め
て
余
り
あ
る
ほ
ど
の
意
味
あ
る
存
在
と
し
て
彼

ら
の
目
に
映
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

 
表
現
と
し
て
の
格
調
よ
り
も
規
範
性
を
強
く
付
与
さ
れ
た
「
風
雅
」
な
和
歌

は
治
政
徳
化
の
具
と
し
て
評
価
さ
れ
、
そ
の
実
権
を
握
る
堂
上
家
を
尊
信
し
乱

流
を
峻
拒
す
る
こ
と
で
江
戸
冷
泉
派
の
安
登
・
和
鼎
の
精
神
的
安
定
は
は
か
ら

れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
和
歌
の
道
徳
教
化
の
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
幕

臣
と
し
て
現
実
に
政
治
に
関
わ
る
彼
ら
の
、
他
の
一
般
の
地
下
歌
人
に
対
す
る

一
種
の
優
越
感
を
も
確
認
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
安
卿
は

「
三
欺
小
言
」
第
，
一
条
で
ま
ず
、
「
地
下
の
歌
と
て
よ
き
は
よ
き
に
相
違
あ
る

ま
じ
き
な
り
。
」
と
、
一
見
地
下
の
歌
を
認
め
る
か
の
よ
う
な
言
葉
を
口
に
す

る
も
の
の
、
彼
ら
が
往
々
に
レ
て
「
時
勢
の
風
躰
あ
る
事
を
わ
き
ま
へ
ず
稽
古

の
功
な
け
れ
ば
自
己
の
未
練
を
か
へ
り
み
ず
我
意
を
た
つ
る
」
危
険
性
を
有
す

る
こ
と
を
指
摘
し
、
結
局
は
「
師
伝
稽
古
な
く
し
て
正
道
を
し
る
事
あ
ら
ん

や
。
さ
ら
ば
今
に
も
あ
れ
、
ま
こ
と
の
よ
き
歌
よ
み
て
見
ら
る
べ
し
。
地
下
の
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

歌
と
て
誰
か
よ
か
ら
ず
と
贈
い
は
ん
や
。
さ
は
い
へ
さ
ほ
ど
よ
き
う
た
の
出
こ

へん
。
」
 
（
傍
点
引
用
者
）
と
の
消
極
的
な
姿
勢
に
落
ち
着
い
て
し
ま
う
。
第
二

条
で
は
、
「
詠
格
風
躰
の
分
」
の
な
か
っ
た
上
代
に
は
伝
授
が
な
く
と
も
自
然

に
秀
歌
の
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
、
中
古
に
は
都
人
の
地
方
勤
務
で

「
三
宿
口
伝
諸
国
辺
鄙
に
も
の
こ
り
て
田
夫
野
人
と
い
へ
ど
も
口
に
つ
た
へ
耳

に
ふ
れ
て
そ
の
風
俗
に
化
せ
ら
れ
自
然
に
よ
き
う
た
よ
み
て
む
か
し
物
が
た
り

に
の
せ
ら
れ
た
る
」
例
も
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
が
戦
国
期
と
な
っ
て

「
一
郡
一
溜
を
領
す
る
人
は
朝
暮
た
ゴ
に
武
備
の
み
に
し
て
下
賎
に
い
た
り
て

は
歩
役
に
と
ら
れ
軍
場
を
の
が
れ
さ
け
て
誰
一
人
詠
歌
な
ど
の
い
と
ま
あ
ら
ん

や
。
」
と
い
っ
た
体
た
ら
く
で
つ
い
に
「
歌
道
は
地
下
に
絶
て
た
ゴ
堂
上
に
の

み
あ
」
る
と
い
う
現
況
に
至
っ
た
と
、
滑
稽
な
ま
で
に
単
純
な
論
法
で
堂
上
と
'

地
下
の
間
に
載
然
と
差
を
設
け
る
。
そ
ん
な
彼
が
「
此
国
の
な
ら
は
し
な
れ

ば
、
貴
賎
の
へ
だ
て
な
き
事
は
い
ふ
に
を
よ
ば
ず
。
い
か
ば
か
り
ま
っ
し
く
い

や
し
き
人
に
て
も
歌
よ
む
事
を
不
相
応
な
り
と
い
ふ
事
は
さ
ら
く
な
き
事
な

り
。
あ
し
く
心
え
て
我
ら
ご
と
き
身
分
に
は
似
あ
は
ぬ
事
な
ど
、
お
も
ひ
と

り
、
又
は
か
た
は
ら
に
て
さ
い
ふ
人
も
あ
る
は
、
事
を
わ
き
ま
へ
ぬ
事
な
り
。

い
き
と
し
い
け
る
も
の
誰
も
よ
む
ゆ
へ
に
こ
そ
日
の
も
と
の
な
ら
は
し
な
れ
。
」

（
「
人
に
贈
ふ
み
」
）
と
言
う
時
、
「
い
か
ば
か
り
ま
っ
し
く
い
や
し
き
人
」

や
「
我
ら
ご
と
き
身
分
」
に
自
ら
を
含
め
て
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
堂
上
家
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
な
ど
思
い
も
寄
ら
ぬ
人
々

を
自
分
が
仲
介
し
て
高
尚
な
る
歌
の
道
に
引
き
上
げ
て
や
ろ
う
と
い
っ
た
余
裕
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す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
彼
ら
は
地
下
で
あ
っ
て
地
下
で
は
な
い
。
言
わ
ば
彼
ら

「
士
大
夫
」
の
文
学
に
ふ
さ
わ
し
く
和
歌
に
着
せ
た
袴
こ
そ
が
風
雅
で
あ
っ
た
。

 
但
裸
学
派
と
そ
の
影
響
下
に
生
ま
れ
た
真
昇
等
の
古
学
を
「
風
雅
論
的
文
学

観
」
と
し
て
文
芸
思
潮
の
申
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
中
村
幸
彦
氏
の
論
を
は
じ

め
、
太
田
青
丘
氏
や
宇
佐
美
喜
三
八
氏
等
の
近
世
歌
論
と
詩
学
・
漢
学
を
比
較

考
究
さ
れ
た
著
作
に
就
け
ば
、
既
に
定
説
と
化
し
た
古
文
辞
学
の
真
淵
学
へ
の

影
響
も
含
め
て
明
ら
か
に
前
代
と
は
異
な
る
、
朱
子
学
的
道
徳
や
伝
授
秘
事
の

羅
絆
を
解
か
れ
た
新
し
い
詩
歌
の
誕
生
を
十
分
納
得
で
き
、
そ
れ
が
文
学
史
と

し
て
見
て
も
一
つ
の
進
歩
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
も
首
肯
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
江
戸
冷
泉
派
の
信
遍
・
謡
本
・
和
鼎
の
三
人
が
描
く
文
学
観
の
流
れ

は
、
一
見
し
て
逆
行
す
る
か
に
思
わ
れ
な
が
ら
、
歴
史
的
に
は
こ
れ
も
ま
た
必

然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
安
卿
や
和
鼎
も
彼
ら
な
り
に
切
実
に
「
風
雅
」
に

自
ら
の
文
芸
生
活
の
す
べ
て
を
か
け
た
の
だ
っ
た
。
彼
ら
と
ほ
と
ん
ど
同
世
代

の
田
安
宗
武
が
、
万
葉
調
の
和
歌
を
好
み
な
が
ら
朱
子
学
的
な
見
地
か
ら
荷
田

在
満
の
翫
歌
論
を
批
判
し
た
の
も
、
宗
武
は
宗
武
な
り
に
詠
歌
と
い
う
活
動
を

最
上
の
士
大
夫
た
る
己
の
内
部
に
確
た
る
意
義
を
与
え
て
定
着
さ
せ
た
か
っ
た

た
め
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
で
安
芸
・
和
鼎
と
も
共
通
す
る
思
い
を
抱
い
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
な
れ
ば
、
万
葉
調
傾
倒
と
は
別
の
次
元
で
今
一
度

宗
武
を
見
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
万
葉
調
を
提
唱
し
て
古
学
派
を
う
ち
立
て
た

真
淵
一
門
ば
か
り
に
「
風
雅
」
の
追
求
を
委
ね
て
い
た
の
で
は
、
近
世
中
期
の

和
歌
の
「
風
雅
」
は
ま
だ
そ
の
半
面
し
か
貌
を
見
せ
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
最
終
的
に
は
近
世
の
風
雅
論
の
中
心
で
あ
り
続
け
る
芭
蕉
俳
論
の

「
風
雅
」
と
安
卿
・
和
鼎
達
の
風
雅
と
が
ど
う
関
わ
る
か
、
或
い
は
関
わ
ら
な

い
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
筆
者
に
は
そ
の
資
格
が
な
い
。
た
だ
、
風

風
雅
和
歌
集
の
復
権
i
江
戸
冷
泉
派
歌
論
断
章
一

雅
集
の
評
価
と
い
う
点
に
関
し
て
、
堂
上
派
か
ら
も
江
戸
派
か
ら
も
俳
譜
同
様

と
蔑
ま
れ
る
た
め
に
俳
人
達
が
「
特
殊
な
気
持
で
、
こ
れ
ら
の
集
（
玉
葉
・
風

雅
-
引
用
者
注
）
に
親
し
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
 
（
中
村
幸
彦

氏
『
此
ほ
と
り
一
夜
四
歌
仙
評
釈
』
其
二
「
花
不
言
春
深
き
神
」
の
注
。
）
と

さ
れ
、
芭
蕉
の
唱
え
る
「
風
雅
の
ま
こ
と
」
の
「
ま
こ
と
」
を
京
極
為
兼
歌
論

の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
説
（
藤
平
春
男
氏
「
ま
こ
と
一
近
世
歌
論
を
視
座
と
し

て
」
、
 
『
日
本
文
学
に
お
け
る
美
の
構
造
」
所
収
。
）
が
提
示
さ
れ
る
一
方

で
、
芭
蕉
の
「
風
雅
」
を
「
花
園
院
や
二
条
石
基
に
お
け
る
政
治
参
加
の
《
風

雅
》
と
は
ま
さ
に
対
照
的
」
な
「
元
禄
と
い
う
政
治
の
季
節
に
お
い
て
、
脱
政

治
の
細
き
一
筋
を
貰
く
美
意
識
」
と
規
定
す
る
立
場
（
乾
裕
幸
氏
「
甦
っ
た
風

雅
」
、
 
『
日
本
文
学
新
史
・
近
世
』
第
三
章
）
も
存
す
る
の
を
見
る
と
き
、
風

雅
論
と
風
雅
集
評
価
の
問
題
が
一
元
的
に
は
把
え
難
い
こ
と
を
痛
感
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
今
ま
で
安
寧
の
風
雅
集
序
引
用
の
意
味
を
考
え
続
け
て
来
た
筆

者
は
、
 
「
風
雅
」
の
二
字
に
新
文
芸
確
立
の
思
い
を
込
め
た
芭
蕉
の
姿
を
脳
裏

に
浮
か
べ
つ
つ
風
雅
集
を
嫁
い
た
で
あ
ろ
う
俳
四
達
と
、
 
「
風
雅
」
に
託
し
た

内
容
は
異
な
っ
て
も
「
風
雅
」
の
意
味
を
再
確
認
し
そ
の
語
を
名
に
持
つ
風
雅

集
に
異
端
の
書
な
が
ら
そ
れ
な
り
の
積
極
的
な
受
け
止
め
方
を
し
た
安
卿
・
和

鼎
等
が
、
似
た
よ
う
な
思
考
を
経
て
風
雅
か
ら
風
雅
集
に
辿
り
着
い
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
か
と
言
っ
て
歌
人
に
軽
晟
さ
れ
る
俳
人
の
屈
折
が
不

遇
の
勅
撰
集
に
寄
せ
た
切
実
な
思
い
と
、
安
逸
や
和
声
の
認
識
の
根
底
に
あ
る

玉
葉
・
風
雅
異
風
視
と
の
異
質
は
否
定
で
き
な
い
。
彼
ら
の
風
雅
集
評
価
に
し
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て
も
、
伝
統
的
な
歌
学
を
学
ぶ
者
に
し
て
は
や
や
積
極
性
が
目
立
つ
に
す
ぎ
な

い
と
の
見
方
も
あ
ろ
う
。
本
稿
を
題
し
て
「
風
雅
和
歌
集
の
復
権
」
と
し
た

が
」
「
復
権
」
の
二
字
に
は
や
は
り
括
弧
が
必
要
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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