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は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
私
稿
「『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
前
編
）」（
本

誌
第
三
号
、
平
成
二
十
五
年
一
月
刊
）
に
引
き
続
き
、『
玉
勝
間
』
巻
八
か
ら

巻
十
四
ま
で
の
巻
頭
言
に
つ
い
て
巻
ご
と
に
考
察
し
、
最
後
に
『
玉
勝
間
』
の

巻
頭
言
に
つ
い
て
総
合
的
な
見
解
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
　

８　

巻
八
「
萩
の
下
葉
」

　
　
　
　

萩
の
下
葉　

八

　
　
　

人
は
こ
ず
萩
の
下
葉
も
か
つ
ち
り
て
嵐
は
寒
し
秋
の
山
ざ
と

は
も
じ
を
重
ね
た
る
、
い
に
し
へ
の
歌
ど
も
を
見
て
、
ふ
と
お
か
し
き
ふ

し
に
お
ぼ
え
た
る
ま
ゝ
に
、
わ
れ
も
い
か
で
と
よ
み
出
た
る
也
、
き
こ
え

て
や
あ
ら
む
、
聞
え
ず
や
あ
ら
む
、
わ
れ
は
聞
え
た
り
と
思
ふ
と
も
、
人

の
見
た
ら
ん
に
は
、
い
か
ゞ
あ
ら
ん
、
き
こ
え
ず
や
あ
ら
む
、
し
ら
ず
か

し
、

宣
長
が
詠
ん
だ
「
人
は
こ
ず
」
の
一
首
は
、
彼
自
身
が
歌
の
後
に
記
し
て

い
る
通
り
「
は
も
じ
を
重
ね
た
る
」
歌
で
あ
る
。
具
体
的
に
指
摘
す
る
と
、

「
人
は
こ
ず
」
と
「
嵐
は
寒
し
」
で
あ
る
。「
萩
の
下
葉
」
に
拠
る
と
、
宣
長

「
は
」
文
字
を
重
ね
て
用
い
た
古
歌
を
見
て
い
て
、
ふ
と
自
分
も
そ
う
し
た
歌

が
作
り
た
く
な
っ
て
作
っ
て
み
た
の
が
、
こ
の
「
人
は
こ
ず
」
の
一
首
で
あ
る

と
い
う
。
古
い
歌
集
を
前
に
し
て
、
不
図
し
た
思
い
つ
き
か
ら
捻
り
出
し
た
一

首
で
あ
る
か
ら
、
宣
長
は
「
き
こ
え
て
や
あ
ら
む
、
聞
え
ず
や
あ
ら
む
」、
或

い
は
「
わ
れ
は
聞
え
た
り
と
思
ふ
と
も
、
人
の
見
た
ら
ん
に
は
、
い
か
ゞ
あ
ら

ん
」
と
、
自
負
と
謙
遜
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。

一
首
の
和
歌
に
於
い
て
係
助
詞
「
は
」
が
重
複
し
て
使
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
に

つ
い
て
、
宣
長
は
『
詞
の
玉
緒
』
巻
三
「
は
を
重
ぬ
る
格
く
さ
〳
〵
」（
天
明

『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
後
編
）

＊
膽　
　

吹　
　
　
　
　

覚

＊
福
井
大
学
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー



五
年
刊
）
に
於
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〇
は
を
重
ぬ
る
格
く
さ
〳
〵

古　

二　
 

ふ
る
さ
と
と
な
り
に
し
な
ら
の
都
に
も
い
ろ
は
か
は
ら
ず
花
は

さ
き
け
り

同　

四　

 

い
つ
は
と
は
と
き
は
わ
か
ね
ど
秋
の
夜
ぞ
物
思
ふ
こ
と
の
か
ぎ

り
な
り
け
る

　
　
　
　
　
　

 

こ
れ
ら
は
た
ゞ
何
と
な
く
重
な
れ
る
也
。
又
一
つ
の
格
有

り
。

古　

四　

 

里
は
あ
れ
て
人
は
ふ
り
に
し
宿
な
れ
や
庭
も
ま
が
き
も
秋
の
野

ら
な
る

同　

五　

 

秋
は
き
ぬ
も
み
ぢ
は
宿
に
ふ
り
し
き
ぬ
道
ふ
み
分
て
と
ふ
人
は

な
し

後　

五　

 

た
の
め
こ
し
君
は
つ
れ
な
し
秋
風
は
け
ふ
よ
り
ふ
き
ぬ
我
身
か

な
し
も

新　

五　

 

人
は
こ
ず
風
に
木
葉
は
ち
り
は
て
て
よ
な
く
虫
は
声
よ
わ
る　

也

　
　
　
　
　
　

 

右
の
た
ぐ
ひ
一
つ
の
格
な
り
。
又
こ
れ
と
か
れ
と
相
対
へ

て
い
ふ
有
。

古　

一　

 

み
山
に
は
松
の
雪
だ
に
き
え
な
く
に
み
や
こ
は
の
べ
の
わ
か
な

つ
み
け
り

同　
　
　

 

人
は
い
さ
こ
ゝ
ろ
も
し
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
む
か
し
の
か
に

に
ほ
ひ
け
る

同　

三　

 

こ
ゑ
は
し
て
涙
は
見
え
ぬ
郭
公
わ
が
こ
ろ
も
で
の
ひ
づ
を
か
ら

な
ん

拾
十
一　

 

い
か
ゞ
せ
ん
命
は
か
ぎ
り
有
物
を
こ
ひ
は
わ
す
れ
ず
人
は
つ
れ

な
し

　
　
　
　
　
　

 

右
の
内
〽
み
や
ま
に
は
の
歌
と
。
〽
声
は
し
て
の
歌
と
は
。

二
つ
の
は
も
じ
ま
さ
し
く
相
対
へ
り
。
〽
人
は
い
さ
の
歌

は
。
上
の
は
は
花
と
対
ひ
。
下
の
は
は
対
は
ず
。
〽
い

か
ゞ
せ
ん
の
歌
は
。
上
の
は
は
下
句
と
対
ひ
。
下
の
二
つ

の
は
は
。
前
に
あ
げ
た
る
一
格
の
は
な
り
。

　
　
　
　
　
　

又
は
二
つ
ば
二
つ
あ
る
歌

古　

一　

 

年
ふ
れ
ば
よ
は
ひ
は
い
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
ば
物

思
ひ
も
な
し

「
は
を
重
ぬ
る
格
く
さ
〳
〵
」
に
於
い
て
宣
長
は
、「
は
」
を
重
ね
る
用
法

を
四
種
類
に
分
類
し
、
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
「
た
ゞ
何
と
な
く
重
な

れ
る
也
」
と
あ
る
と
お
り
、
一
首
中
に
「
は
」
が
重
ね
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
目
的
や
効
果
は
見
ら
れ
な
い
タ
イ
プ
で
あ
る
。
第
二
は
並
立
で
、
同
種

同
類
を
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
里
は
あ
れ
て
人
は
ふ
り
に
し
」
で
あ

れ
ば
、
里
は
荒
れ
て
、
住
む
人
は
年
老
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
並
立
さ
せ
て
嘆

い
て
い
る
。
第
三
は
宣
長
が
「
こ
れ
と
か
れ
と
相
対
へ
て
い
ふ
也
」
と
記
し
て

い
る
通
り
、
対
立
の
用
法
で
あ
る
。
例
え
ば
「
こ
ゑ
は
し
て
涙
は
見
え
ぬ
」
は
、

ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声
は
聞
こ
え
る
が
涙
は
見
え
な
い
と
詠
む
。
第
四
は
一
首
の
中

に
「
は
」
が
二
回
、「
ば
」
が
二
回
使
わ
れ
て
い
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
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こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
宣
長
の
「
人
は
こ
ず
」
の
一
首
を
見
て
み
よ
う
。
初

句
に
「
人
は
こ
ず
」、
そ
し
て
第
四
句
に
「
嵐
は
寒
し
」
と
あ
る
。
こ
の
二
つ

の
「
は
」
の
用
法
を
前
掲
の
「
は
を
重
ぬ
る
格
く
さ
〳
〵
」
に
照
ら
し
合
わ
せ

て
み
る
と
、
第
二
の
用
法
、
す
な
わ
ち
並
立
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の

こ
と
に
留
意
し
て
こ
の
歌
を
口
語
訳
す
る
と
、
我
が
家
を
訪
れ
る
人
も
い
な
い
。

萩
の
花
も
散
り
、
さ
ら
に
そ
の
下
葉
ま
で
も
一
枚
ま
た
一
枚
と
散
っ
て
、
秋
風

が
寒
く
身
に
染
み
る
、
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
歌
は
「
は
を
重
ぬ
る

格
く
さ
〳
〵
」
で
宣
長
の
「
人
は
こ
ず
」
の
歌
と
同
じ
く
、
並
立
の
用
例
と
し

て
掲
出
さ
れ
て
い
る
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
五
収
録
の
曽
祢
好
忠
の
「
人
は
こ

ず
」
一
首
と
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
。
好
忠
の
そ
の
歌
を
あ
ら
た
め
て
左
に
掲

げ
る
。

　
　
　

だ
い
し
ら
ず 

曽
祢
好
忠　
　

人
は
こ
ず
風
に
木
の
は
は
散
り
は
て
て
夜
な
夜
な
む
し
は
こ
ゑ
よ
わ
る
な

り

 

（『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
五
秋
歌
下
、
五
三
五
）

両
者
は
ま
ず
初
句
が
と
も
に
「
人
は
こ
ず
」
で
あ
る
。
次
に
「
は
」
の
用
法

が
と
も
に
並
立
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
首
は
と
も
に
、
誰
も
自
宅
を
訪
ね

て
来
な
い
寂
し
さ
を
深
ま
り
ゆ
く
秋
の
景
物
に
重
ね
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
共
通
点
か
ら
見
て
、
宣
長
の
「
人
は
こ
ず
」
の
歌
は
好
忠
の
「
人
は
こ

ず
」
の
歌
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
宣
長
の
「
人
は
こ
ず
」
の
歌
の
第
四
句
に
詠
ま
れ
、
巻
八
の
巻
名
と

も
な
っ
て
い
る
「
萩
の
下
葉
」
は
『
万
葉
集
』
や
勅
撰
集
に
そ
の
用
例
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。『
万
葉
集
』
及
び
勅
撰
集
に
詠
ま
れ
た
「
萩
の
下
葉
」
を
見

る
と
、
そ
の
す
べ
て
が
下
葉
の
黄
葉
（
葉
の
色
の
変
化
）
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ

る
。
本
稿
で
は
そ
の
一
例
と
し
て
左
記
の
五
首
を
挙
げ
て
お
く
。

　
　

詠
黄
葉

比コ
ノ

日コ
ロ
ノ之
暁
ア
カ
ツ
キ

露ツ
ユ
ニ

吾ワ
ガ

屋ヤ

ド

ノ
前
之
芽ハ

ギ

ノ
子
乃
下シ
タ
バ葉
者ハ

色イ
ロ
ヅ
キ付
尓ニ

家ケ

リ里

 

（『
万
葉
集
』
巻
第
十
秋
雑
歌
、
二
一
八
六
）

　
　

題
し
ら
ず 

よ
み
人
し
ら
ず　

夜
を
さ
む
み
衣
か
り
が
ね
な
く
な
へ
に
萩
の
し
た
ば
も
う
つ
ろ
ひ
に
け

り

　
　

こ
の
う
た
は
、
あ
る
人
の
い
は
く
、
柿
本
の
人
ま
ろ
が
な
り
と

 

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
四
秋
歌
上
、
二
一
一
）

　
　
　

あ
ひ
し
り
て
侍
り
け
る
女
の
あ
だ
な
た
ち
て
侍
り
け
れ
ば
、

　
　
　

ひ
さ
し
く
と
ぶ
ら
は
ざ
り
け
り
、
八
月
ば
か
り
に
女
の
も

　
　
　

と
よ
り
な
ど
か
い
と
つ
れ
な
き
と
い
ひ
お
こ
せ
て
侍
り
け

　
　
　

れ
ば 

よ
み
人
し
ら
ず　

白
露
の
う
へ
は
つ
れ
な
く
お
き
ゐ
つ
つ
萩
の
し
た
ば
の
色
を
こ
そ
見
れ

 

（『
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
六
秋
中
、
二
八
五
）

　
　

延
喜
御
時
の
御
屏
風
に 

つ
ら
ゆ
き　
　
　

風
さ
む
み
わ
が
か
ら
衣
う
つ
時
ぞ
萩
の
し
た
ば
も
い
ろ
ま
さ
り
け
る

 

（『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
三
秋
、
一
八
七
）

膽
吹
：『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
後
編
）

三



　
　

題
し
ら
ず 

相
模　
　
　
　
　

色
か
は
る
萩
の
し
た
葉
を
み
て
も
ま
づ
人
の
心
の
秋
ぞ
し
ら
る
る

 

（『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
五
恋
歌
五
、一
三
五
三
）

こ
れ
に
対
し
て
宣
長
の
「
人
は
こ
ず
」
の
歌
は
、「
萩
の
下
葉
も
か
つ
ち
り

て
」
と
あ
る
。
宣
長
は
「
萩
の
下
葉
」
が
一
枚
ま
た
一
枚
と
散
る
様
子
を
詠

ん
で
い
る
。「
萩
の
下
葉
」
が
散
る
様
子
を
詠
ん
だ
歌
は
、
右
に
掲
げ
た
よ
う

に
『
万
葉
集
』
及
び
勅
撰
集
で
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
宣
長
が
巻
頭
言

の
「
萩
の
下
葉
」
で
「
き
こ
え
て
や
あ
ら
む
、
聞
え
ず
や
あ
ら
む
、
わ
れ
は
聞

え
た
り
と
思
ふ
と
も
、
人
の
見
た
ら
ん
に
は
、
い
か
ゞ
あ
ら
ん
、
き
こ
え
ず
や

あ
ら
む
、
し
ら
ず
か
し
」
と
繰
り
返
し
、
自
作
の
和
歌
へ
の
自
負
と
も
謙
遜
と

も
と
れ
る
言
葉
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
は
、
自
作
の
和
歌
に
於
け
る
「
萩
の
下

葉
」
の
詠
み
方
が
古
歌
（『
万
葉
集
』
や
勅
撰
集
）
の
用
例
と
合
わ
な
い
こ
と

を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
宣
長
の
「
人
は
こ
ず
」
の
歌
は

わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
宣
長
が
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
な
不

安
な
材
料
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
萩
の
下
葉
も
か
つ
ち
り
て
」
の
「
ち

り
て
」
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
な
お
、

宣
長
の
「
人
は
こ
ず
」
の
歌
は
『
鈴
屋
集
』
並
び
に
『
石
上
稿
』
に
は
収
録
さ

れ
て
い
な
い
。

９　

巻
九
「
花
の
雪
」

　
　
　
　

花
の
雪　

九

や
よ
ひ
の
こ
ろ
、
あ
る
と
こ
ろ
に
て
、
さ
く
ら
の
花
の
、
木ノ

本
に
ち
り
け

る
を
見
て
、
一
と
せ
よ
し
野
に
も
の
せ
し
時
も
、
お
ほ
く
は
か
や
う
に
こ

そ
、
散
ぬ
る
ほ
ど
な
り
し
か
と
、
ふ
と
思
ひ
出
ら
れ
け
る
ま
ゝ
に
、

　
　

ふ
み
分
け
し
昔
恋
し
き
み
よ
し
の
の
山
つ
く
ら
ば
や
花
の
白
雪

か
き
あ
つ
め
て
、
例
の
巻
の
名
と
し
つ
、
雪
の
山
の
つ
く
ら
れ
し
事
は
、

物
に
見
え
た
り
、

三
月
ご
ろ
、
あ
る
所
で
、
桜
の
花
が
そ
の
木
の
も
と
に
散
り
敷
い
て
い
る
光

景
を
見
て
、
あ
る
年
に
吉
野
山
に
花
見
に
出
か
け
た
時
も
、
多
く
は
こ
の
よ
う

に
散
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
、
ふ
と
思
い
出
さ
れ
た
の
で
、「
ふ
み
分
け
し
」

の
一
首
を
詠
ん
だ
。
か
き
集
め
て
こ
の
歌
か
ら
「
花
の
雪
」
を
こ
の
巻
の
名
と

し
た
。
雪
の
山
を
作
ら
れ
た
こ
と
は
書
物
に
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
が
「
花
の

雪
」
の
大
意
で
あ
る
。

宣
長
は
「
花
の
雪
」
に
「
一
と
せ
よ
し
野
に
も
の
せ
し
時
も
、
お
ほ
く
は
か

や
う
に
こ
そ
、
散
ぬ
る
ほ
ど
な
り
し
か
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
一
と
せ
よ

し
野
に
も
の
せ
し
時
」
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

宣
長
は
そ
の
生
涯
に
四
回
、
吉
野
を
訪
れ
て
い
る
。
宣
長
が
吉
野
を
旅
し

た
最
初
は
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
七
月
、
宣
長
十
三
歳
の
時
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
、
宣
長
は
手
代
二
人
を
と
も
と
し
て
、
吉
野
水
分
神
社
や
大
峰
山
な

ど
に
参
詣
し
て
い
る
。
二
回
目
は
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
三
月
五
日
か
ら

同
十
四
日
ま
で
、
宣
長
は
友
人
五
人
を
伴
っ
て
初
瀬
・
吉
野
・
大
和
方
面
を

旅
行
し
て
い
る
。
こ
の
旅
を
記
し
た
も
の
が
『
菅
笠
日
記
』（
寛
政
七
年
刊
）

で
あ
る
。
明
和
九
年
は
、
宣
長
は
四
十
三
歳
で
あ
る
。
三
回
目
は
寛
政
六
年

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
人
文
科
学　

国
語
学
・
国
文
学
・
中
国
学
編
）、
四
、
二
〇
一
三

四



（
一
七
九
四
）
十
月
、
当
時
六
十
五
歳
で
あ
っ
た
宣
長
は
紀
州
に
向
か
う
途
中

で
、
龍
門
の
滝
に
立
ち
寄
り
、
水
分
神
社
を
遥
拝
し
て
い
る
。
最
後
は
寛
政

十
一
年
（
一
七
九
九
）
二
月
、
紀
州
か
ら
松
坂
へ
の
帰
路
に
吉
野
を
訪
れ
て

「
よ
し
野
の
歌
」
を
詠
み
、
そ
れ
は
後
に
「
吉
野
百
首
」
と
し
て
『
鈴
屋
集
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
寛
政
十
一
年
は
、
宣
長
は
七
十
歳
の
年
に
当
た
る
。
以

上
の
四
回
の
旅
行
の
中
で
、
い
ず
れ
が
「
花
の
雪
」
に
記
さ
れ
た
「
一
と
せ
よ

し
野
に
も
の
せ
し
時
」
に
あ
た
る
か
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
寛
保
二
年
に
吉
野

を
訪
れ
た
の
は
七
月
で
あ
り
、
寛
政
六
年
の
そ
れ
は
十
月
で
あ
っ
た
か
ら
、
と

も
に
桜
の
季
節
で
は
な
い
。
次
に
、『
著
述
書
上
木
覚
』
に
よ
る
と
、
寛
政
十

年
（
一
七
九
八
）
四
月
十
二
日
、『
玉
勝
間
』
巻
七
・
八
・
九
の
板
下
が
京
都
の

本
屋
に
遣
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
寛
政
十
一
年
の
旅
は
「
花
の
雪
」
執
筆
以
後

で
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
花
の
雪
」
に
記
さ
れ
た
「
一
と
せ
よ
し
野
に
も
の
せ
し

時
」
は
、
明
和
九
年
の
吉
野
旅
行
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

明
和
九
年
三
月
八
日
、
宣
長
一
行
は
桜
咲
く
吉
野
山
を
訪
れ
た
。
し
か
し
、

残
念
な
が
ら
、
そ
の
年
の
吉
野
の
桜
は
既
に
盛
り
を
過
ぎ
て
い
た
。『
菅
笠
日

記
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
ゝ
よ
り
見
わ
た
す
と
こ
ろ
を
。
一ヒ
ト
メ目
千セ
ン
ボ
ン本
と
か
い
ひ
て
。
大
か
た
よ
し

野
の
う
ち
に
も
。
桜
の
お
ほ
か
る
か
ぎ
り
と
ぞ
い
ふ
な
る
。
げ
に
さ
も
有リ

ぬ
べ
く
見
ゆ
る
所
な
る
を
。
た
れ
て
ふ
を
こ
の
者モ
ノ

か
。
さ
る
い
や
し
げ
な

る
名
を
つ
け
ん
と
。
い
と
心
づ
き
な
し
。
花
は
大
か
た
盛リ

す
ぎ
て
。
今
は

散リ

残
り
た
る
梢
ど
も
ぞ
。
む
ら
ぎ
え
た
る
雪
の
お
も
か
げ
し
て
。
所
々
に

見
え
た
る
。
そ
も
〳
〵
此
山
は
。
春
立
る
日
よ
り
。
六
十
五
日
に
あ
た
る

こ
ろ
ほ
ひ
な
ん
。
い
づ
れ
の
と
し
も
さ
か
り
な
る
と
。
世
に
は
い
ふ
め
れ

ど
。
又
わ
が
国ク
ニ
ビ
ト人
の
。
き
て
見
つ
る
ど
も
に
。
と
ひ
し
に
は
。
か
の
あ
た

り
の
さ
か
り
の
程
を
見
て
。
こ
ゝ
に
物
す
れ
ば
。
よ
き
ほ
ど
ぞ
と
。
こ
れ

も
か
れ
も
い
ひ
し
ま
ゝ
に
。
其
程
う
か
ゞ
ひ
つ
け
て
。
い
で
立タ
チ

し
も
し
る

く
。
道
す
が
ら
と
ひ
つ
ゝ
こ
し
に
も
。
よ
き
ほ
ど
な
ら
ん
と
。
お
ほ
く
は

い
ひ
つ
る
中ナ
カ

に
。
ま
だ
し
か
ら
ん
と
こ
そ
。
い
ひ
し
人
も
有
し
か
。
か
く

さ
か
り
過ス
ギ

た
ら
ん
と
は
。
か
け
て
も
思
ひ
よ
ら
ざ
り
し
ぞ
か
し
。
な
ほ

こ
ゝ
に
て
く
は
し
く
と
ひ
き
け
ば
。
こ
の
二キ
サ
ラ
ギ月
の
つ
ご
も
り
が
た
。
い
と

あ
た
ゝ
か
な
り
し
け
に
や
。
例レ
イ

の
年
の
ほ
ど
よ
り
も
。
こ
と
し
は
い
と
は

や
く
咲
出
侍
り
つ
る
を
。
い
に
し
三
日
四
日
ば
か
り
に
や
。
さ
か
り
と
は

ま
う
す
べ
か
り
け
ん
。
そ
も
雨
し
げ
く
。
風
ふ
き
なン

ど
せ
し
程
に
。
ま
こ

と
に
盛リ

と
申シ

つ
べ
き
こ
ろ
も
侍
ら
ぬ
や
う
に
て
な
ん
。
う
つ
ろ
ひ
侍
り
に

し
。
と
か
た
る
を
き
け
ば
。
其
と
し
〳
〵
の
寒サ
ム

さ
ぬ
る
さ
に
し
た
が
ひ
て
。

お
そ
く
も
と
く
も
あ
る
こ
と
に
て
。
か
な
ら
ず
そ
の
ほ
ど
と
。
か
ね
て
は

此
里
人
も
。
え
さ
だ
め
ぬ
わ
ざ
に
ぞ
有
け
る
。

吉
野
の
桜
は
立
春
か
ら
数
え
て
六
十
五
日
目
に
あ
た
る
頃
に
花
盛
り
を
迎
え

る
と
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
宣
長
一
行
も
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
松
坂
を
出
発

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
年
は
二
月
末
ご
ろ
か
ら
暖
か
か
っ
た
の
で
、
例
年
よ
り

も
早
く
三
月
三
日
、
四
日
ご
ろ
に
盛
り
を
迎
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。
八
日
に
吉

野
に
入
っ
た
宣
長
は
、
盛
り
を
少
し
過
ぎ
た
桜
花
を
目
に
し
た
の
で
あ
る
。

『
玉
勝
間
』
巻
九
「
花
の
雪
」
に
記
さ
れ
て
い
る
宣
長
の
「
ふ
み
分
し
」
の

一
首
は
、
そ
の
詞
書
に
拠
る
と
、
明
和
九
年
三
月
に
吉
野
山
で
見
た
桜
を
「
ふ

と
思
ひ
出
ら
れ
け
る
ま
ゝ
に
」
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
の
歌
は
『
鈴

膽
吹
：『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
後
編
）

五



屋
集
』
並
び
に
『
石
上
稿
』
に
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
詠
出
時
期
は
不
明

で
あ
る
。

こ
の
一
首
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
吉
野
の
山
を
踏
み
分
け
て
眺
め
た
桜
花
が
恋

し
い
。
今
、
こ
の
桜
の
樹
の
も
と
に
散
り
敷
い
た
桜
の
花
び
ら
を
集
め
て
、
あ

の
時
に
見
た
よ
う
な
吉
野
の
山
を
作
り
た
い
も
の
だ
、
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
管
見
に
従
え
ば
、
散
り
敷
い
た
桜
の
花
び
ら
を
使
っ
て
、
桜
の
咲
き
誇

る
吉
野
山
を
再
現
し
た
い
と
い
う
願
望
を
詠
ん
だ
和
歌
は
、『
万
葉
集
』
及
び

二
十
一
代
集
に
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
吉
野
山
の
散
り
敷
い
た
桜
の
花
び

ら
が
風
に
舞
い
上
げ
ら
れ
て
、
吉
野
山
が
再
び
花
が
咲
い
た
よ
う
に
な
っ
た
光

景
を
詠
ん
だ
和
歌
が
、『
千
載
和
歌
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
歌
を
左

に
引
く
。

　
　
　

花
の
歌
と
て
よ
め
る 

俊
恵
法
師　
　

み
よ
し
の
の
山
し
た
風
や
は
ら
ふ
ら
む
こ
ず
ゑ
に
か
へ
る
花
の
し
ら
雪

 

（『
千
載
和
歌
集
』
巻
第
二
春
歌
下
、
九
三
）

こ
の
歌
に
は
宣
長
の
「
ふ
み
分
け
し
」
の
歌
で
使
わ
れ
て
い
る
「
み
よ
し
の

の
」
と
「
花
の
白
雪
」
も
使
わ
れ
て
い
る
。
散
り
敷
い
た
桜
の
花
び
ら
に
よ
っ

て
、
吉
野
山
に
再
び
桜
の
花
を
装
わ
せ
る
趣
向
と
、
両
者
に
共
通
す
る
言
葉

―
―
「
み
よ
し
の
の
」
と
「
花
の
白
雪
」
―
―
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
宣
長

の
「
ふ
み
分
け
し
」
の
一
首
は
、『
千
載
和
歌
集
』
に
載
る
俊
恵
法
師
の
「
み

よ
し
の
の
」
の
一
首
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
作
品
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

が
考
え
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
巻
名
の
「
花
の
雪
」
で
あ
る
が
、
そ
の
用
例
を
『
万
葉
集
』
及
び

二
十
一
代
集
に
求
め
る
な
ら
ば
、
左
記
の
二
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

閑
居
の
心
を 

入
道
前
太
政
大
臣　
　

花
の
雪
こ
の
葉
時
雨
の
い
く
と
せ
を
身
は
ふ
る
郷
の
庭
に
み
る
ら
ん

 

（『
玉
葉
和
歌
集
』
巻
第
十
六
雑
歌
三
、三
二
四
八
）

　
　
　

花
の
こ
ろ
北
山
に
御
幸
あ
る
べ
か
り
け
る
を
、
と
ど
ま

　
　
　

ら
せ
給
ひ
て
、
次
の
日
つ
か
は
せ
給
ひ
け
る 

伏
見
院
御
歌

た
の
め
こ
し
昨
日
の
さ
く
ら
ふ
り
ぬ
と
も
と
は
ば
や
あ
す
の
雪
の
木
の

も
と

　
　
　

御
返
し 

後
西
園
寺
入
道
前
太
政
大
臣

花
の
雪
あ
す
を
ま
た
ず
た
の
め
お
き
し
そ
の
こ
と
の
は
の
跡
も
な
け
れ

ば

 

（『
風
雅
和
歌
集
』
巻
第
三
春
歌
下
、
二
五
二
・
二
五
三
）

こ
の
よ
う
に
「
花
の
雪
」
と
い
う
言
葉
は
、
勅
撰
集
に
二
つ
の
用
例
が
あ
る
。

し
か
し
、
右
に
掲
げ
た
用
例
は
と
も
に
、
宣
長
の
「
ふ
み
分
け
し
」
の
歌
と
の

関
係
性
が
積
極
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
巻
名
の
「
花
の

雪
」
も
前
掲
の
『
千
載
和
歌
集
』
収
載
の
俊
恵
法
師
の
歌
の
結
句
「
花
の
白

雪
」
に
求
め
る
の
が
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

最
後
に
、
宣
長
は
「
花
の
雪
」
の
末
尾
に
「
雪
の
山
つ
く
ら
れ
し
事
は
物
に

見
え
た
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
佐
竹
明
広
氏
が
指
摘
す
る
通
り①

、

そ
の
典
拠
と
し
て
『
枕
草
子
』
の
「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
頃
」、『
源
氏

物
語
』
の
「
朝
顔
」、『
大
弐
高
遠
集
』、『
師
大
納
言
母
集
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
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大
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育
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科
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部
紀
要
（
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六



る
で
あ
ろ
う
。

　
　

10　

巻
十
「
山
菅
」

『
玉
勝
間
』
全
五
編
（
十
四
巻
目
録
一
巻
）
は
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）

六
月
に
そ
の
第
一
編
（
巻
一
〜
三
）
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
後
、
同
九

年
（
一
七
九
七
）
十
二
月
に
第
二
編
（
巻
四
〜
六
）
が
、
同
十
一
年

（
一
七
九
九
）
九
月
に
は
第
三
編
（
巻
七
〜
九
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

ま
で
が
宣
長
生
前
の
刊
行
で
あ
る
。
そ
の
後
、
第
四
編
（
巻
十
〜
十
二
）
が
享

和
四
年
（
一
八
〇
四
）
二
月
に
、
第
五
編
（
巻
十
三
〜
目
録
）
が
文
化
九
年

（
一
八
一
二
）
一
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
玉
勝
間
』
の
刊
行
は
、
宣
長
の
生
前
と
歿
後
と
に
渡
る
。
た

だ
し
、
そ
の
草
稿
は
す
べ
て
宣
長
生
前
に
成
立
し
、
そ
の
板
下
も
巻
十
四
第

十
四
丁
ま
で
宣
長
に
よ
っ
て
書
か
か
れ
て
い
る
。

『
玉
勝
間
』
巻
十
の
巻
頭
言
「
山
菅
」
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

山
菅　

十

　
　

 

は
て
も
な
し
い
ふ
べ
き
こ
と
は
い
へ
ど
〳
〵
な
ほ
や
ま
す
げ
の
み
だ

れ
あ
ひ
つ
ゝ

此
野
べ
の
す
さ
び
よ
、
い
と
か
く
は
か
な
き
手
な
ら
ひ
を
、
も
の
〳
〵
し

く
、
巻
ご
と
に
名
つ
け
て
、
歌
を
さ
へ
に
そ
へ
た
る
は
、
我
な
が
ら
だ
に
、

あ
や
し
く
お
ぼ
ゆ
る
を
、
お
の
づ
か
ら
も
見
む
人
は
、
ま
し
て
い
か
に
こ

と
〳
〵
し
と
思
ふ
ら
ん
、
さ
る
は
は
じ
め
の
巻
の
は
し
に
、
ゆ
く
り
か
に

歌
ひ
と
つ
物
し
て
、
巻
の
名
つ
け
つ
る
ま
ゝ
に
、
つ
ぎ
〳
〵
も
一
つ
二
つ

し
か
せ
し
が
、
お
の
づ
か
ら
な
ら
ひ
に
な
り
て
、
か
な
ら
ず
さ
ら
で
は
え

あ
ら
ぬ
わ
ざ
の
ご
と
な
り
も
て
き
ぬ
る
を
、
今
さ
ら
に
た
が
へ
む
も
、
さ

す
が
に
て
、
例
の
ご
と
物
す
る
に
な
む
、
そ
も
そ
の
を
り
〳
〵
、
思
ひ
う

る
ま
ゝ
に
、
よ
み
い
で
も
し
、
あ
る
は
他コ
ト
コ
ト事
に
よ
み
た
る
が
あ
る
を
も
、

と
り
い
で
な
ど
す
る
を
、
に
つ
か
は
し
く
お
ぼ
ゆ
る
も
、
な
き
を
り
な
ど
、

今
か
ゝ
む
と
す
と
て
は
、
筆
と
り
な
が
ら
、
思
ひ
め
ぐ
ら
す
に
、
例
の
口

の
お
そ
さ
は
、
と
み
に
も
い
で
こ
で
、
し
り
く
は
へ
が
ち
な
る
を
、
あ
ぢ

き
な
く
物
ぐ
る
ほ
し
き
わ
ざ
に
な
ん
、
此
山
菅
も
、
か
ら
う
じ
て
ほ
り
い

で
た
る
、
さ
る
歌
の
き
た
な
げ
さ
よ
、

右
の
文
章
の
冒
頭
の
「
此
野
べ
の
す
さ
び
」
は
、『
玉
勝
間
』
巻
一
の
巻
頭

に
置
か
れ
た
「
言
草
の
す
ゞ
ろ
に
た
ま
る
玉
が
つ
ま
つ
み
て
こ
ゝ
ろ
を
野
べ
の

す
さ
び
に
」
に
対
応
す
る
も
の
で
、
宣
長
が
書
い
た
随
筆
の
数
々
、
す
な
わ
ち

『
玉
勝
間
』
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
宣
長
は
巻
十
「
山
菅
」
の
文
章
の
冒
頭
で
、

再
び
巻
一
の
巻
頭
言
「
初
若
菜
」
へ
と
話
題
を
戻
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、『
玉
勝
間
』
の
巻
ご
と
に
巻
名
を
付
け
て
、
和
歌
一
首
ま
で
置
い
た
こ

と
は
、
巻
一
に
何
気
な
く
そ
う
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
そ
の
後
も
一
つ
二

つ
そ
う
し
た
の
が
、
自
然
と
習
慣
に
な
っ
て
、
必
ず
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
、
今
更
そ
の
や
り
方
を
変
更
す
る
の
も
困
る

の
で
、
こ
の
巻
十
も
例
の
通
り
に
巻
名
を
つ
け
た
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

巻
頭
に
置
い
た
和
歌
は
そ
の
折
々
に
詠
ん
だ
も
の
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ま
で

に
別
の
と
こ
ろ
で
詠
ん
だ
和
歌
を
取
り
出
し
て
、
こ
こ
に
載
せ
た
も
の
も
あ
る
。

本
巻
（
巻
十
）
の
「
は
て
も
な
し
」
の
和
歌
は
や
っ
と
の
こ
と
で
作
り
出
し
た

膽
吹
：『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
後
編
）
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歌
で
あ
り
、
そ
の
出
来
栄
え
も
恥
か
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
、
と
宣
長
は
記
し
て

い
る
。

「
山
菅
」
の
巻
頭
に
置
か
れ
た
「
は
て
も
な
し
」
の
一
首
の
大
意
は
、
山
菅

の
根
が
乱
れ
て
合
う
よ
う
に
、
私
が
言
う
べ
き
こ
と
は
ど
れ
だ
け
言
っ
て
も
限

り
が
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
首
は
古
歌
を
踏
ま
え
て
詠
ま

れ
た
作
品
で
は
な
く
、
当
時
の
彼
の
心
情
を
素
直
に
歌
い
上
げ
た
歌
で
あ
る
。

宣
長
は
『
玉
勝
間
』
巻
一
「
初
若
菜
」
で
自
ら
の
随
筆
（『
玉
勝
間
』）
へ
の
思

い
を
述
べ
た
が
、
そ
の
後
の
巻
二
か
ら
巻
九
の
巻
頭
言
で
は
『
玉
勝
間
』
へ
の

言
及
は
な
く
、
例
え
ば
、
巻
二
「
桜
の
落
葉
」
で
は
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
を
踏

ま
え
て
庭
桜
を
詠
み
、
巻
六
「
か
ら
あ
ゐ
」
で
は
『
万
葉
集
』
に
見
る
「
か
ら

あ
ゐ
」
の
考
証
を
行
な
い
、
巻
八
「
萩
の
下
葉
」
で
は
助
詞
「
は
」
を
重
ね
て

作
っ
た
和
歌
を
披
露
し
て
い
る
。
巻
十
「
山
菅
」
は
こ
う
し
た
傾
向
と
は
明
ら

か
に
違
う
。
巻
十
「
山
菅
」
は
巻
一
「
初
若
菜
」
で
述
べ
た
こ
と
を
再
度
繰
り

返
し
て
お
り
、
そ
れ
は
佐
竹
明
広
氏
が
指
摘
す
る
通
り
「『
玉
勝
間
』
継
続
の

宣
言②

」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
宣
長
が
「『
玉
勝
間
』
継
続
の
宣
言
」
を

し
た
巻
十
「
山
菅
」
は
、『
玉
勝
間
』
第
四
編
第
一
冊
に
あ
た
る
。
こ
の
第
四

編
は
宣
長
歿
後
の
享
和
四
年
（
一
八
〇
四
）
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
宣
長
の

歿
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
玉
勝
間
』
巻
十
「
山
菅
」
の
巻
頭
言
を
読
ん
だ
読
者
は
、

そ
の
三
年
前
に
死
去
し
た
宣
長
の
「『
玉
勝
間
』
継
続
の
宣
言
」
を
奇
し
く
も

目
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
山
菅
」
の
和
歌
と
文
章
は
、
宣
長
の
学
問
に
私

淑
し
て
い
た
鈴
屋
門
人
な
ど
に
と
っ
て
は
頼
も
し
く
、
心
強
く
響
い
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

上
述
の
通
り
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
『
玉
勝
間
』
は
、
全
五
編
十
五
巻
（
目

録
一
巻
を
含
む
）
で
あ
る
が
、
寛
政
十
年
十
二
月
八
日
付
で
、
宣
長
が
鈴
屋
門

人
の
荻
原
元
克
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、「
玉
勝
間
ハ
、
追
々
三
四
五
六
篇
迄
も

書
申
候
、
追
々
板
行
致
候
心
掛
ニ
御
坐
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
宣
長
は
門
人

の
元
克
に
対
し
て
、『
玉
勝
間
』
は
そ
の
第
六
編
ま
で
執
筆
し
、
追
々
そ
れ
ら

を
出
版
す
る
計
画
で
あ
る
と
の
抱
負
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

元
克
に
知
ら
せ
た
こ
の
計
画
は
し
か
し
、
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

宣
長
は
『
玉
勝
間
』
巻
十
四
第
十
四
丁
ま
で
の
版
下
を
浄
書
し
て
、
享
和
元
年

（
一
八
〇
一
）
九
月
二
十
九
日
に
こ
の
世
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
宣
長
歿
後
の

『
玉
勝
間
』
の
編
集
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
玉
勝
間
』
収
載
の
本
居
万
麻
呂
の
跋

文
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
万
麻
呂
は
本
居
大
平
の
長
男
、
健
正
の

こ
と
。
健
正
は
宣
長
の
孫
に
あ
た
る
。

わ
が
お
ほ
ぢ
、
此
も
の
せ
ら
れ
た
る
玉
か
つ
ま
は
、
わ
か
き
ほ
ど
よ
り
よ

ま
れ
け
る
書
の
中
に
、
心
と
ま
れ
る
ふ
し
〳
〵
な
ど
、
物
に
う
つ
し
と
め

ら
れ
け
る
ど
も
の
、
い
た
づ
ら
に
く
た
し
は
つ
べ
き
な
ら
ぬ
言
く
さ
を
も

と
と
し
て
、
又
な
に
く
れ
の
事
に
ふ
れ
て
、
見
も
し
き
ゝ
も
し
た
る
が
中

に
、
と
あ
る
は
か
ゝ
り
、
し
か
い
ふ
こ
と
は
か
く
こ
そ
な
ど
、
も
と
よ
り

ま
め
〳
〵
し
き
や
ま
と
心
に
か
け
て
、
思
ひ
よ
ら
れ
け
る
す
ぢ
も
、
又

た
ゞ
な
に
と
な
き
す
ゞ
ろ
ご
と
ど
も
も
、
か
く
か
き
あ
つ
め
て
、
お
な
じ

心
に
い
に
し
へ
し
の
ぶ
人
の
よ
み
見
む
事
を
思
は
れ
け
る
な
り
け
り
、
初

若
菜
よ
り
思
ひ
草
の
巻
ま
で
は
、
み
づ
か
ら
清
く
書
お
か
れ
け
る
を
、
は

て
の
巻
つ
ら
〳
〵
椿
に
な
り
て
、
十
五
の
ひ
ら
よ
り
か
き
さ
し
て
、
い
ま

だ
下
か
き
の
ま
ゝ
に
て
あ
り
つ
る
を
、
翁
う
せ
ら
れ
て
の
ち
う
つ
し
つ
ぎ

て
、
十
四
巻
と
し
た
る
に
、
こ
の
書
の
巻
々
の
を
ち
〳
〵
書
つ
い
で
て
、
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そ
こ
か
し
こ
た
づ
ね
み
む
人
の
た
よ
り
よ
か
ら
む
さ
ま
に
て
、
又
一
巻
と

な
し
ぬ
、
は
じ
め
の
三
巻
は
寛
政
六
年
す
り
ま
き
な
り
ぬ
る
を
、
其
つ
ぎ

〳
〵
も
三
巻
づ
ゝ
板
に
ゑ
ら
せ
て
、
此
度
に
て
五
た
び
、
あ
は
せ
て
十
五

ま
き
に
ぞ
な
れ
り
け
る
、

 

文
化
八
年
十
二
月
八
日　

本
居
万
麻
呂

こ
の
跋
文
に
あ
る
と
お
り
、『
玉
勝
間
』
巻
一
「
初
若
菜
」
か
ら
巻
十
四

「
つ
ら
〳
〵
椿
」
の
第
十
四
丁
ま
で
は
宣
長
が
そ
の
浄
書
を
担
当
し
た
。
そ
し

て
、
宣
長
の
死
後
、
彼
の
孫
に
あ
た
る
健
正
（
万
麻
呂
）
が
巻
十
四
第
十
五
丁

以
降
は
宣
長
の
下
書
き
を
建
正
が
編
纂
し
、
そ
し
て
、『
玉
勝
間
』
を
読
む
人

に
と
っ
て
便
り
よ
き
よ
う
に
と
目
録
一
巻
一
冊
を
添
え
て
、
そ
の
第
五
編
と
し

た
の
で
あ
る
。

宣
長
が
萩
原
元
克
に
宛
て
た
書
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
宣
長
は
確
か

に
『
玉
勝
間
』
第
五
編
以
降
、
具
体
的
に
は
そ
の
第
六
編
ま
で
の
執
筆
・
刊
行

を
考
え
て
い
た
。
今
、『
玉
勝
間
』
が
全
六
編
十
八
巻
で
あ
る
と
仮
定
し
た
場

合
、
そ
の
前
半
部
は
第
一
編
か
ら
第
三
編
（
巻
一
か
ら
巻
九
）、
後
半
部
は
第

四
編
か
ら
第
六
編
（
巻
十
か
ら
巻
十
八
）
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
本
章
で
考
察

し
て
い
る
巻
十
「
山
菅
」
は
そ
の
後
半
部
の
巻
頭
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
巻
一
「
初
若
菜
」
と
巻
十
「
山
菅
」
が
と
も
に
、『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言

の
様
式
を
規
定
す
る
内
容
で
あ
る
と
い
う
一
致
は
、
宣
長
が
『
玉
勝
間
』
を
全

六
編
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
の
表
れ
の
一
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ

う
か
。
宣
長
が
『
玉
勝
間
』
の
第
六
篇
を
予
定
し
て
い
た
こ
と
は
、
前
述
の
通

り
、
寛
政
十
年
十
二
月
八
日
付
で
宣
長
が
鈴
屋
門
人
の
荻
原
元
克
に
宛
て
た
書

簡
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、『
玉
勝
間
』

巻
十
の
巻
頭
言
、「
山
菅
」
の
内
容
と
そ
の
配
置
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
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巻
十
一
「
さ
ね
か
づ
ら
」

　
　
　
　

さ
ね
か
づ
ら　

十
一

　
　
　

 

こ
ぬ
も
の
を
思
ひ
た
え
な
で
さ
ね
か
づ
ら
ま
つ
も
く
る
し
や
く
る
ゝ

夜
ご
と
に

こ
れ
は
夜
毎
に
ま
つ
と
い
ふ
、
題
よ
み
の
な
る
を
、
巻
の
名
つ
け
む
と
て
、

例
の
ひ
き
い
で
た
る
に
な
ん
、

「
こ
ぬ
も
の
を
」
の
一
首
は
「
夜
毎
に
ま
つ
」
と
い
う
題
で
詠
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
、
と
宣
長
は
記
し
て
い
る
。
こ
の
題
は
し
か
し
、
管
見
に
従
え
ば
、
勅

撰
集
で
は
見
ら
れ
な
い
。
試
み
に
『
類
題
和
歌
集
』
を
見
る
と
、「
夜
毎
に
ま

つ
」
と
い
う
題
は
な
く
、
そ
れ
と
似
た
題
に
「
連
夜
待
恋
」
が
あ
る
が
、
こ

ち
ら
は
題
の
み
で
和
歌
は
掲
出
さ
れ
て
い
な
い③

。
ま
た
、『
題
林
愚
抄
』
を
見

て
み
る
と
、「
夜
毎
に
ま
つ
」
と
い
う
題
は
な
く
、「
連
夜
待
恋
」
の
項
目
に
は
、

左
記
の
源
孝
明
の
和
歌
一
首
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

連
夜
待
恋 

源
孝
明　

新
拾　

は
か
な
し
や
く
る
る
よ
ご
と
の
偽
り
に
い
つ
ま
で
こ
り
ぬ
心
な
る
ら
ん

 

（『
題
林
愚
抄
』
恋
部
一
、六
七
〇
二
）
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こ
の
他
に
宣
長
の
身
近
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
歌
集
で
は
、
頓
阿
『
草
庵
集
』

に
「
連
夜
待
恋
」
と
題
す
る
左
記
の
一
首
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

御
子
左
大
納
言
家
五
首
に　

連
夜
待
恋

 

一
夜
に
憂
き
い
つ
は
り
は
知
ら
る
る
を
何
を
た
の
み
に
た
え
て
待
つ
ら

ん④

 

（『
草
庵
集
』
恋
歌
上
、
九
七
二
）

こ
の
よ
う
に
「
夜
毎
に
ま
つ
」
と
い
う
題
は
、
勅
撰
集
を
は
じ
め
と
し
て
管

見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
宣
長
の
歌
稿
で

あ
る
『
石
上
稿
』
に
も
「
夜
毎
に
ま
つ
」
と
い
う
題
で
詠
ま
れ
た
歌
は
記
載
さ

れ
て
お
ら
ず
、
宣
長
が
『
玉
勝
間
』
巻
十
一
の
巻
頭
言
で
読
ん
だ
「
こ
ぬ
も

の
を
」
の
歌
も
『
石
上
稿
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
更
に
、「
夜
毎
に
ま

つ
」
に
似
た
題
で
あ
る
「
連
夜
待
恋
」
も
前
掲
の
源
孝
明
と
頓
阿
の
歌
し
か
見

出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
題
詠
と
い
う
視
点
か
ら
宣
長
の
「
こ

ぬ
も
の
を
」
の
一
首
を
考
察
す
る
に
は
限
界
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
歌
意
の
視
点
か
ら
宣
長
の
「
こ
ぬ
も
の
を
」
の
歌
を
考
察
し
て
み
た

い
。
こ
の
歌
の
大
意
は
、
来
な
い
人
を
思
い
き
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
日
が

暮
れ
て
夜
が
来
る
た
び
に
待
ち
焦
が
れ
て
苦
し
ん
で
い
る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
さ
ね
か
づ
ら
」
は
第
四
句
の
「
く
る
し
」（
苦
し
）
と

結
句
の
「
く
る
ゝ
」（
暮
る
）
を
導
き
出
す
た
め
の
枕
詞
と
し
て
機
能
し
て
お

り
、
歌
意
に
直
接
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
歌
意
に
近
い
和
歌
を
勅
撰
集
に
求
め
る
な
ら
ば
、
左
に
掲
げ
る
『
古
今

和
歌
集
』
収
載
の
素
性
法
師
の
一
首
を
掲
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

題
し
ら
ず 

素
性
法
師　
　

秋
風
の
身
に
さ
む
け
れ
ば
つ
れ
も
な
き
人
を
た
の
む
く
る
る
夜
ご
と
に

 

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
三
恋
歌
二
、五
五
五
）

素
性
法
師
の
歌
の
大
意
は
、
秋
風
が
身
に
染
み
て
寒
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
、

日
が
暮
れ
て
夜
に
な
る
た
び
に
、
つ
れ
な
い
あ
の
人
で
も
訪
れ
て
く
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
期
待
し
て
し
ま
う
こ
と
よ
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
歌
は
「
題
し
ら
ず
」
と
あ
る
が
、「
夜
毎
に
ま
つ
」
と
い
う
題
で
あ
っ
て

も
不
自
然
で
は
な
い
。
ま
た
、
結
句
が
「
く
る
ゝ
夜
ご
と
に
」
と
あ
る
こ
と

も
、
宣
長
の
歌
と
素
性
法
師
の
歌
は
共
通
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
宣
長
の
「
こ

ぬ
も
の
を
」
の
歌
は
前
掲
の
素
性
法
師
の
一
首
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
可
能
性

を
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
宣
長
は
、
素
性

法
師
の
和
歌
の
結
句
「
く
る
る
夜
ご
と
に
」
に
の
「
く
る
る
」
か
ら
逆
算
し
て
、

「
く
る
る
」
を
導
き
出
す
枕
詞
と
し
て
「
さ
ね
か
づ
ら
」
を
一
首
の
中
に
詠
み

込
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
さ
ね
か
づ
ら
」
は
『
万
葉
集
』
を
は
じ
め

と
し
て
、
上
代
中
古
に
歌
集
に
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
が
、
管

見
に
従
え
ば
、『
万
葉
集
』
及
び
二
十
一
代
集
の
中
で
、「
夜
毎
に
ま
つ
」
と
い

う
題
で
「
さ
ね
か
づ
ら
」
を
詠
ん
だ
和
歌
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
宣
長
は
素
性

法
師
の
「
秋
風
の
」
の
一
首
の
歌
意
を
下
敷
き
に
し
て
、
そ
こ
に
「
さ
ね
か
づ

ら
」
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、「
夜
毎
に
ま
つ
」
と
い
う
題
に
応
え
た
の
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
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井
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巻
十
二
「
山
ぶ
き
」

　
　
　
　

山
ぶ
き　

十
二

わ
れ
と
ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
ば
、
と
い
ひ
け
る
人
も
有
け
れ
ど
、
よ
し

や
さ
ば
れ
お
の
れ
は
、

　
　
　

 

思
ふ
こ
と
い
は
で
は
や
ま
じ
や
ま
ぶ
き
も
さ
れ
ば
ぞ
花
の
露
け
か
る

ら
む

宣
長
は
「
わ
れ
と
ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
ば
」
と
だ
け
記
し
て
い
る
が
、
こ

れ
が
『
伊
勢
物
語
』
第
百
二
十
四
段
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『
伊
勢
物
語
』
第
百
二
十
四
段
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

む
か
し
、
お
と
こ
、
い
か
な
り
け
る
事
を
思
ひ
け
る
お
り
に
か
よ
め
る
。

　

 

思
ふ
こ
と
い
は
で
ぞ
た
ゞ
に
や
み
ぬ
べ
き
我
と
ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ

ば⑤

右
の
「
思
ふ
こ
と
」
の
一
首
の
大
意
は
、
心
に
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
誰

に
も
言
わ
ず
に
心
の
中
に
し
ま
っ
て
お
こ
う
、
私
と
同
じ
心
の
人
な
ど
い
な

い
の
だ
か
ら
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。『
伊
勢
物
語
』
は
在
原
業
平
と

思
し
き
一
人
の
貴
公
子
の
一
代
記
と
い
う
体
裁
で
記
さ
れ
た
歌
物
語
で
、
全

百
二
十
五
段
か
ら
成
る
。
前
掲
の
百
二
十
四
段
は
最
後
か
ら
二
段
目
に
あ
た
る
。

こ
の
章
段
に
つ
い
て
、
秋
山
虔
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

数
々
の
話
柄
を
連
綴
し
て
き
た
、
こ
の
歌
物
語
は
、
ゆ
る
や
か
な
が
ら
一

人
の
男
の
一
代
記
と
い
う
体
裁
で
あ
っ
た
。
二
〇
八
番
歌
（
前
掲
の
「
思

う
こ
と
」
の
一
首
、
膽
吹
注
）
は
、
次
段
に
お
い
て
そ
の
人
生
の
終
焉
を

迎
え
よ
う
と
す
る
男
の
、
い
つ
わ
ら
ざ
る
感
慨
で
あ
ろ
う
。
男
に
と
っ
て

歌
は
自
他
の
心
情
的
連
帯
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
よ
す
が
で
あ
る
と
と
も

に
、
一
方
で
は
そ
の
こ
と
の
断
念
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
は
か
な
い
営
み
で

も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
所
詮
、
人
間
は
孤
独
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心

を
生
き
る
ほ
か
な
い
の
だ
と
い
う
諦
念
が
抱
か
れ
る
の
だ
が
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
諦
念
を
歌
に
う
た
い
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
や
は

り
歌
に
よ
り
す
が
る
ほ
か
生
き
ら
れ
ぬ
男
だ
っ
た
こ
と
に
な
る⑥

。

人
生
の
終
焉
を
迎
え
よ
う
と
す
る
「
む
か
し
、
お
と
こ
」
は
、
人
間
の
孤
独

を
知
り
、
諦
念
を
抱
き
な
が
ら
も
、
そ
の
諦
念
を
和
歌
に
歌
い
上
げ
る
こ
と
で

し
か
生
き
ら
れ
な
い
男
で
あ
っ
た
。
宣
長
も
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
多
く
の
和
歌

を
詠
ん
だ
人
で
あ
る
。
彼
が
詠
ん
だ
和
歌
の
文
学
的
評
価
は
さ
て
お
き
、
彼
が

そ
の
生
涯
を
通
じ
て
飽
く
こ
と
な
く
和
歌
を
詠
み
続
け
た
行
為
は
、「
む
か
し
、

お
と
こ
」
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

宣
長
が
「
山
ぶ
き
」
を
書
い
た
年
月
日
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

六
十
歳
代
の
著
作
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
老
い
を
迎
え
た
宣
長
は
、
老
い
を

迎
え
た
「
む
か
し
、
お
と
こ
」
の
よ
う
に
和
歌
を
詠
み
続
け
て
い
た
。「
む
か

し
、
お
と
こ
」
は
私
と
同
じ
心
の
人
な
ど
い
な
い
の
だ
か
ら
、
心
に
思
っ
て
い

る
こ
と
は
、
誰
に
も
言
わ
ず
に
心
の
中
に
し
ま
っ
て
お
こ
う
、
と
詠
ん
だ
。
し

か
し
、
宣
長
は
「
よ
し
や
さ
ば
れ
お
の
れ
は
」（
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
私

は
）
と
断
っ
た
後
で
、「
思
ふ
こ
と
い
は
で
は
や
ま
じ
」
の
一
首
を
詠
ん
で
い

る
。

膽
吹
：『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
後
編
）

一
一



宣
長
の
一
首
の
大
意
は
、
思
う
こ
と
を
言
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
、
そ
う

い
う
性
格
の
私
だ
か
ら
、
山
吹
の
花
が
露
に
濡
れ
る
よ
う
に
、
私
も
ず
い
ぶ
ん

涙
で
袖
が
濡
れ
る
よ
う
な
思
い
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
言
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
自
分
の
性
格
と
山
吹
の
花
と
を
配
し
た
一

首
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
初
句
・
第
二
句
「
思
ふ
こ
と
い
は
で
は
や
ま
じ
」
が
、

前
掲
の
『
伊
勢
物
語
』
の
「
思
ふ
こ
と
い
は
で
ぞ
た
ゞ
に
」
を
踏
ま
え
て
詠
ま

れ
て
い
る
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。
こ
の
「
思
ふ
こ
と
い
は
で
は
や
ま

じ
」
が
こ
の
歌
の
中
心
で
あ
っ
て
、
第
三
句
の
「
や
ま
ぶ
き
の
」
は
、
そ
の
直

前
の
「
や
ま
じ
」（
止
ま
じ
）
を
言
わ
ん
が
た
め
に
同
音
（
や
ま
）
を
繰
り
返

し
た
も
の
で
あ
る
。

宣
長
は
「
山
ぶ
き
」
の
冒
頭
に
『
伊
勢
物
語
』
第
百
二
十
四
段
の
「
わ
れ
と

ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
ば
」
を
掲
げ
る
こ
と
で
、
一
生
を
通
じ
て
和
歌
を
詠
み

続
け
た
「
む
か
し
、
お
と
こ
」
を
読
者
に
提
示
し
た
。
当
時
の
国
学
者
あ
る
い

は
歌
人
で
あ
れ
ば
、
こ
の
一
節
だ
け
で
「
む
か
し
、
お
と
こ
」
の
諦
念
を
想

起
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
宣
長
は
そ
の
「
む
か
し
、
お
と

こ
」
の
諦
念
を
覆
す
よ
う
に
「
よ
し
や
さ
ば
れ
お
の
れ
は
」
と
転
じ
、「
思
ふ

こ
と
い
は
で
は
や
ま
じ
」
と
歌
い
上
げ
た
。
そ
こ
に
は
歌
人
と
し
て
、
そ
し
て

国
学
者
と
し
て
、
自
ら
の
和
歌
（
文
学
）
と
学
説
（
研
究
）
と
を
世
に
送
り
続

け
よ
う
と
す
る
宣
長
の
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
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巻
十
三
「
お
も
ひ
草
」

　
　
　
　

お
も
ひ
草　

十
三

　
　
　

末
ひ
ろ
く
し
げ
り
け
る
か
な
思
ひ
草
を
花
が
本
は
一
も
と
に
し
て

か
く
よ
め
る
こ
ゝ
ろ
は
、
恋
の
歌
に
つ
ね
に
、
尾
花
が
も
と
の
思
ひ
草
と

よ
む
な
る
は
、
そ
の
は
じ
め
を
尋
ぬ
れ
ば
、
万
葉
集
の
十
の
巻
に
、「
道

の
べ
の
を
ば
な
が
本
の
思
草
、
今
さ
ら
に
何
物
か
思
は
む
、
と
い
へ
る
歌

た
ゞ
一
ツ
あ
る
の
み
に
て
、
こ
れ
を
お
き
て
は
見
え
ぬ
事
な
る
を
、
此
一

本
に
よ
り
て
な
む
、
後
に
は
ひ
ろ
く
よ
む
こ
と
と
な
れ
る
よ
し
を
よ
め
る

に
ぞ
有
け
る
、
そ
も
〳
〵
此
思
ひ
草
と
い
ふ
草
は
、
い
か
な
る
草
に
か
、

さ
だ
か
な
る
ぬ
を
、
一
と
せ
尾
張
の
名
兒
屋
の
、
田
中ノ

道
麻
呂
が
許
よ
り
、

文
の
た
よ
り
に
、
今
の
世
に
も
、
思
ひ
草
と
い
ひ
て
、
す
ゝ
き
の
中
に
生

る
、
小
き
草
な
む
あ
る
を
、
高
さ
三
四
寸
、
あ
る
は
五
六
寸
ば
か
り
に
て
、

秋
の
末
に
花
さ
く
を
、
其
色
紫
の
黒
み
た
る
に
て
、
う
ち
見
た
る
は
、
菫
ス
ミ
レ

の
花
に
似
て
、
す
み
れ
の
ご
と
、
色
の
に
ほ
ひ
は
な
し
、
花
さ
く
こ
ろ
は
、

葉
は
な
し
、
此
草
薄ス
ス
キの
中
な
ら
で
は
、
ほ
か
に
生
ず
、
花
の
は
し
つ
か
た

な
る
所
の
中
に
、
黒
大
豆
ば
か
り
の
大キ

さ
な
る
実
の
あ
る
を
、
と
り
て
ま

け
ば
、
よ
く
生
る
也
、
さ
れ
ど
そ
れ
も
、
薄
の
下
な
ら
で
は
、
ま
け
ど
も

植
れ
ど
も
、
生
る
こ
と
な
し
、
古ヘ

の
思
ひ
草
も
、
こ
れ
に
や
あ
ら
む
、
さ

れ
ど
す
ゝ
き
の
中
に
の
み
生
る
か
ら
、
近
き
世
の
事
好
む
も
の
の
、
お
し

て
そ
れ
と
名
づ
け
た
る
に
も
あ
ら
む
か
と
い
ひ
て
、
其
草
の
図カ
タ

を
も
書
て
、

見
せ
に
お
こ
せ
た
る
、
そ
の
か
た
は
、
か
く
ぞ
有
け
る
、
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其
後
に
又
あ
る
と
き
、
花
の
咲
た
る
こ
ろ
、
一
も
と
ほ
り
て
、
薄
の
き
り

く
ひ
ご
め
に
、
竹
の
筒
の
中
に
う
ゑ
て
、
た
ゞ
に
其
草
を
も
、
見
せ
に
お

こ
せ
た
る
を
、
う
つ
し
う
ゑ
て
見
け
る
に
、
し
ば
し
は
生オ
イ

つ
き
た
る
さ
ま

に
て
有
し
を
、
ほ
ど
な
く
冬
枯
に
け
る
、
又
の
と
し
の
春
、
も
え
や
出
る

と
、
ま
ち
け
る
に
、
つ
ひ
に
か
れ
て
、
薄
な
が
ら
に
芽
も
出
ず
な
り
に
き

か
し
、
さ
る
は
後
に
た
づ
ね
見
れ
ば
、
此
わ
た
り
の
野
山
な
る
、
す
ゝ
き

の
中
に
も
、
あ
る
草
に
ぞ
有
け
る
、
こ
れ
古ヘ

の
思
草
な
ら
む
こ
と
は
し
も
、

げ
に
い
と
お
ほ
つ
か
な
く
な
む
、

今
の
世
の
恋
の
歌
に
「
尾
花
が
も
と
の
思
ひ
草
」
と
詠
む
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
の
起
源
を
遡
る
と
『
万
葉
集
』
巻
第
十
秋
相
聞
に
「
寄
草
」
と
い
う
題
で
詠

ま
れ
た
「
道み
ち
の
べ
の

之
辺
乎お

花ば
な

我が
も
と
の

下
之
思お
も
ひ

草く
さ

今い
ま
さ
ら

更
尓
何な
に
の

物も
の
か可
将お
も

念は
む

」
に
至
る
。「
尾

花
が
も
と
の
思
ひ
草
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
「
道み
ち
の
べ
の

之
辺
」
の
一
首
か
ら
始
ま

っ
て
、
後
の
世
に
広
く
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
が
宣
長
の

「
末
ひ
ろ
く
」
の
歌
の
大
意
で
あ
る
。

巻
名
で
あ
る
「
お
も
ひ
草
」
に
つ
い
て
宣
長
は
、「
そ
も
〳
〵
此
思
ひ
草
と

い
ふ
草
は
、
い
か
な
る
草
に
か
さ
だ
か
な
ら
ぬ
を
」
と
記
し
て
い
る
。
宣
長
は

「
思
ひ
草
」
が
具
体
的
に
ど
の
品
種
の
植
物
で
あ
る
か
断
定
で
き
ず
に
い
る
と

断
っ
た
う
え
で
、
鈴
屋
門
人
、
田
中
道
麿
か
ら
の
書
簡
の
紹
介
へ
と
話
題
を
移

す
。宣

長
の
も
と
に
、
或
る
年
、
名
古
屋
に
住
む
鈴
屋
門
人
、
田
中
道
麿
か
ら
寄

せ
ら
れ
た
手
紙
の
中
で
「
思
ひ
草
」
に
関
す
る
見
解
が
記
さ
れ
て
あ
っ
た
。
道

麿
に
つ
い
て
宣
長
は
『
玉
勝
間
』
巻
一
「
お
か
し
と
を
か
し
と
二
つ
あ
る
事
」

に
、

此
道
ま
ろ
と
い
ひ
し
は
、
美
濃ノ

國
多
芸ノ

郡
榛ハ
リ
ノ

木キ

村
の
人
に
て
、
後
は
名

兒
屋
に
住
て
、
ま
た
な
く
ふ
る
こ
と
を
好
み
、
人
に
も
教
へ
て
、
こ
と
に

万
葉
集
を
深
く
考
へ
得
た
る
人
に
な
む
有
け
る
、
年
は
や
ゝ
こ
の
か
み
な

り
し
か
ど
も
、
宣
長
が
弟ヲ
シ
ヘ
ノ
コ子に
な
り
て
、
二
た
び
三
た
び
は
こ
ゝ
に
も
来キ

、

つ
ね
は
し
ば
〳
〵
ふ
み
か
よ
は
し
て
な
む
有
け
る
を
、
今
は
む
か
し
の
人

に
な
む
な
り
ぬ
る
、
大
か
た
か
の
名
兒
屋
に
、
い
に
し
へ
学
び
す
る
人
々

の
出
来
し
は
、
此
お
き
な
が
み
ち
び
き
よ
り
ぞ
は
じ
ま
り
け
る
、

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
の
と
お
り
、
道
麿
は
美
濃
国
の
人
で
、
後
に
名
古

屋
桜
天
神
社
の
社
務
を
司
っ
た
霊
岳
院
に
住
持
し
て
古
学
を
講
義
し
、
そ
の
門

人
は
三
百
人
を
超
え
た
と
伝
え
る
。
彼
は
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に
松
坂
に

宣
長
を
訪
ね
、
以
後
、
書
簡
に
よ
る
問
答
を
重
ね
て
、
同
九
年
（
一
七
八
〇
）

に
鈴
屋
に
入
門
し
た
。
道
麿
は
鈴
屋
に
於
い
て
尾
張
か
ら
の
初
め
て
の
門
人

で
、
道
麿
歿
後
に
彼
の
門
人
が
鈴
屋
に
入
門
す
る
な
ど
、
尾
張
に
鈴
屋
の
学
問

が
広
が
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
人
で
あ
る⑦

。
道
麿
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）

に
六
十
一
歳
で
死
去
し
た
人
で
あ
る
か
ら
、『
玉
勝
間
』
巻
十
三
が
成
稿
し
た

享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
八
月
九
日
は⑧

、
道
麿
の
逝
去
か
ら
数
え
て
十
七
年
目

に
あ
た
る
。

巻
頭
言
の
「
お
も
ひ
草
」
は
、
宣
長
が
故
道
麿
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡

を
た
よ
り
に
、
そ
れ
を
引
用
す
る
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
。
道
麿
か
ら
の
書
簡

に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
と
い
う
。

今
で
も
思
い
草
と
い
っ
て
ス
ス
キ
の
中
に
生
え
る
小
さ
な
花
が
あ
る
。
そ
れ

膽
吹
：『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
後
編
）
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は
高
さ
九
〜
十
二
セ
ン
チ
、
あ
る
い
は
十
五
〜
十
八
セ
ン
チ
で
、
秋
の
末
に
花

を
咲
か
せ
る
。
そ
の
花
の
色
は
黒
味
が
か
っ
た
紫
色
で
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
ス

ミ
レ
の
花
に
似
て
い
る
が
、
ス
ミ
レ
の
よ
う
に
つ
や
は
な
い
。
こ
の
花
は
花
が

咲
く
こ
ろ
は
葉
が
な
く
、
ス
ス
キ
の
中
で
し
か
生
え
な
い
。
花
の
端
に
黒
大
豆

ほ
ど
の
実
が
な
り
、
そ
れ
を
採
っ
て
蒔
く
と
芽
が
出
る
が
、
そ
れ
も
ス
ス
キ
の

中
で
し
か
生
え
な
い
。
昔
の
思
い
草
も
こ
れ
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ス
ス
キ
の

中
に
だ
け
生
え
る
の
で
、
近
頃
の
好
事
家
が
推
量
で
名
付
け
た
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
が
道
麿
か
ら
の
書
簡
の
凡
そ
で
あ
る
が
、
こ
の
書
簡
に
は
前
掲
の
よ
う

に
「
思
ひ
草
」
を
描
い
た
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。『
玉
勝
間
』
に
掲
載
さ
れ

た
道
麿
の
文
章
（
書
簡
）
と
絵
と
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
道
麿
が
思
い
草
で
は

な
い
か
と
推
測
し
た
植
物
は
、
現
在
で
は
ナ
ン
バ
ン
ギ
セ
ル
と
い
う
名
前
で
呼

ば
れ
て
い
る
植
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
道
麿
の
こ
の
推
測

は
現
在
で
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る⑨

。

「
お
も
ひ
草
」
に
拠
る
と
、
道
麿
か
ら
は
そ
の
後
、
花
の
咲
い
た
こ
ろ
に
、

一
株
掘
っ
て
、
薄
の
切
株
ご
と
竹
筒
に
入
れ
て
、
宣
長
に
届
け
た
と
い
う
。
宣

長
は
そ
れ
を
植
え
て
み
た
が
、
ほ
ど
な
く
し
て
枯
れ
て
し
ま
っ
た
。
翌
春
、
そ

こ
か
ら
再
び
芽
が
生
え
る
か
と
待
っ
て
み
た
が
、
つ
い
に
枯
れ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
。
宣
長
は
そ
の
後
、
道
麿
か
ら
届
け
ら
れ
た
思
い
草
が
松
坂
近
郊
の
野
山

に
も
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
が
、
そ
れ
が
昔
の
思
い
草
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
実
に

頼
り
な
い
も
の
だ
、
と
疑
問
を
述
べ
て
い
る
。

さ
て
、『
玉
勝
間
』
巻
十
三
の
「
お
も
ひ
草
」
に
紹
介
さ
れ
た
道
麿
の
書
簡

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
道
麿
と
宣
長
と
の
間
で
『
万
葉
集
』
に
つ
い
て
交
わ
さ
れ

た
質
疑
応
答
を
記
し
た
『
万
葉
問
聞
抄
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。『
万
葉
問
聞

抄
』
は
道
麿
か
ら
の
疑
問
に
宣
長
が
応
答
す
る
形
式
で
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

成
立
は
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
て
い
る⑩

。
安
永
七
年
は
道

麿
が
五
十
五
歳
、
宣
長
が
四
十
九
歳
の
年
に
あ
た
る
。『
万
葉
問
聞
抄
』
上
巻

か
ら
そ
の
記
事
を
左
に
引
用
す
る
。

　
　
　

 

道五
四
ソ辺
之
ヲ
花
ガ
モ
ト
ノ
思
草
今
更
ニ
ナ
ド
〔
二
二
七
〇
〕
と
江
点
、

も
し
今
更
ニ
ナ
ニ
と
訓
ん
方
宜
か
ら
ん
か
、
示是
よ
ろ給
へし
、
、

　
　
　

 

右
オ
モ
ヒ
ク
サ
て
ふ
物
、
今
も
思
草
と
い
ひ
て
薄
の
中
に
生
る
物
あ

り
、
高
さ
三
四
寸
、
花
の
色
紫
に
て
秋
の
末
に
花
さ
く
、
花
さ
く
時

は
紫
は
な
し
、
薄
の
中
に
な
ら
て
外
に
咲
も
せ
す
、
打
見
た
る
形
は

す
み
れ
に
似
て
、
す
み
れ
の
こ
と
く
つ
や
〳
〵
と
し
た
る
紫
に
は
あ

ら
す
、
紫
な
る
色
の
上
薄
薄
墨
ぬ
り
た
る
こ
と
き
の
、
黒
め
な
る
紫

色
也
、
す
ゝ
き
の
中
に
生
る
を
見
て
、
さ
か
し
ら
に
思
草
と
云
初
し

に
や
、
又
只
誠
に
さ
る
名
の
草
に
や
、
計
か
た
し
、
薄
の
中
に
生
た

る
形
、
根
の
所
甚
危
く
て
外
へ
う
つ
し
て
植
ん
こ
と
も
な
り
か
た
け

に
見
ゆ
る
物
也
、
去
秋
初
て
見
侍
り
し
本
丸
と
い
ふ
男
、
そ
の
実
を

吾
家
に
う
ゑ
お
き
し
か
、
此
春
い
ま
た
生
す
、
扨
そ
の
有
処
は
名
護

屋
の
一
里
ほ
と
東
な
る
オ
ソ
ヘ
テ
と
い
ふ
所
の
人
の
家
な
る
薄
の
中

に
咲
、
ま
た
甚
兵
衛
の
新
田
と
い
ふ
所
の
川
端
の
薄
の
中
に
余
多
咲

也
、
甚
兵
衛
新
田
は
名
護
屋
よ
り
坤
に
当
り
て
二
里
ほ
ど
有
、
本
丸

が
た
ま
〳
〵
魚
釣
に
ゆ
く
所
也
、
定
て
其
草
此
頃
か
〔
よ
り
〕夏
へ
か
け
て

葉
あ
る
へ
し
、
此
こ
と
本
丸
に
い
ふ
て
当
年
中
に
葉
も
見
お
き
た
く

思
ふ
也
、
凡
て
春
夏
葉
有
て
初
秋
に
葉
枯
て
花
さ
く
物
多
し
、
曼
珠

沙
花
、
夏
水
仙
、
花
の
時
に
葉
な
し
、

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
人
文
科
学　

国
語
学
・
国
文
学
・
中
国
学
編
）、
四
、
二
〇
一
三

一
四



思
草
の
事
始
て
う
け
給
り
珍
重
也
、
但
御
考
の
こ
と
く
後
世
の
好
事
の
者

の
お
し
て
名
つ
け
た
る
も
は
か
り
か
た
し
、
又
古
の
真
の
思
草
な
ら
ん
も

は
か
り
か
た
し
、
此
方
に
て
も
吟
味
致
し
、
土
民
ま
て
あ
ま
ね
く
思
草
と

い
は
は
、
真
に
て
も
有
へ
し
、

右
の
記
事
と
『
玉
勝
間
』
の
「
お
も
ひ
草
」
の
文
章
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み

る
と
、
右
の
記
事
が
「
お
も
ひ
草
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
道
麿
の
書
簡
に
あ
た

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
宣
長
は
十
七
年
前
の
故
道
麿
と
の
質
疑
応
答

を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
、
こ
の
掌
編
（「
お
も
ひ
草
」）
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

宣
長
は
「
お
も
ひ
草
」
の
は
じ
め
に
「
末
ひ
ろ
く
」
の
一
首
を
置
き
、
そ
こ

で
「
尾
花
が
も
と
の
思
ひ
草
」
と
い
う
表
現
は
、『
万
葉
集
』
に
は
「
道み
ち
の
べ
の

之
辺

乎お

花ば
な

我が
も
と
の

下
之
思お
も
ひ

草く
さ

今い
ま
さ
ら

更
尓
何な
に
の

物も
の
か可
将お
も

念は
む

」
の
一
首
し
か
な
か
っ
た
が
、
そ
の

一
種
が
起
源
と
な
っ
て
、
後
世
に
は
広
く
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
詠

ん
で
い
る
。

今
、
こ
の
歌
意
に
道
麿
の
姿
を
重
ね
て
み
た
い
。
道
麿
は
尾
張
国
か
ら
宣

長
に
入
門
し
た
最
初
の
門
人
で
あ
る
。
そ
の
道
麿
歿
後
に
彼
の
門
人
で
あ
っ

た
大
舘
高
門
（
天
明
四
年
〔
一
七
八
四
〕
入
門
）
や
加
藤
磯
足
（
寛
政
元
年

〔
一
七
八
九
〕
入
門
）
な
ど
が
相
次
い
で
鈴
屋
に
入
門
し
た
。
そ
し
て
、
更
に

磯
足
や
高
門
な
ど
を
通
じ
て
宣
長
の
学
問
が
尾
張
国
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
す

な
わ
ち
、『
万
葉
集
』
巻
第
十
収
載
「
道み
ち
の
べ
の

之
辺
」
の
歌
が
詠
ま
れ
て
、
そ
れ
以

後
、
恋
の
歌
に
「
尾
花
が
も
と
の
お
も
ひ
草
」
と
広
く
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
よ
う
に
、
田
中
道
麿
が
鈴
屋
に
入
門
し
、
そ
れ
以
後
、
尾
張
国
に
鈴
屋
の

学
問
が
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。『
玉
勝
間
』
巻
十
三
「
お
も
ひ
草
」
は
、

『
万
葉
集
』
に
詠
ま
れ
た
「
思
ひ
草
」
に
関
す
る
聞
書
き
と
考
証
と
を
記
し
た

随
筆
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
思
ひ
草
」
に
仮
託
し
て
語
ら
れ
た
、
鈴
屋
に
於

け
る
道
麿
の
功
績
を
讃
え
る
宣
長
の
謝
辞
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

14　

巻
十
四
「
つ
ら
〳
〵
椿
」

　
　
　
　

つ
ら
〳
〵
椿　

十
四

万
葉
集
の
一
の
巻
に
、
巨
勢
山
の
つ
ら
〳
〵
椿
つ
ら
〳
〵
に
、
と
い
ふ
歌

を
お
も
ひ
出
て
、
わ
れ
も
よ
め
る
は
、

　
　

 

世
の
中
を
つ
ら
〳
〵
つ
ば
き
つ
ら
〳
〵
に
思
へ
ば
お
も
ふ
こ
と
ぞ
お

ほ
か
る

さ
る
は
わ
が
み
の
う
へ
の
う
れ
へ
に
も
あ
ら
ず
、
な
べ
て
の
世
の
た
ゝ
ず

ま
ひ
、
人
の
あ
り
さ
ま
の
、
よ
き
あ
し
き
事
に
つ
け
て
、
お
ふ
け
な
く
思

ふ
す
ぢ
の
、
心
に
こ
め
が
た
き
は
、
を
り
〳
〵
此
巻
々
に
も
、
も
ら
せ
る

ふ
し
も
お
ほ
か
れ
ど
、
猶
い
ひ
て
も
〳
〵
、
つ
き
す
べ
く
も
あ
ら
ず
な
む
、

宣
長
は
『
万
葉
集
』
巻
一
に
載
る
坂
門
人
足
の
一
首
を
思
い
出
し
て
「
世
の

中
を
」
の
一
首
を
詠
ん
だ
と
記
し
て
い
る
。
一
足
の
歌
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　

大
宝
元
年
辛
丑
秋
九
月
太
上
天
皇
幸

　
　
　
　

于
紀
伊
国
時
歌

　

巨コ
セ
ヤ
マ
ノ

勢
山
乃
列ツ
ラ
ツ
ラ
ツ
バ
キ

列
椿
都ツ

ラ

ツ

ラ

良
都
良
尓ニ

見ミ
ツ
ツ乍
思オ
モ
フ
ナ奈
許コ

セ

ノ
湍
乃
春ハ
ル
ノ
ヲ

野
乎

　
　
　
　
　

右
一
首
坂
門
人
足

膽
吹
：『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
後
編
）

一
五



 

（『
万
葉
集
』
巻
第
一
雑
歌
、
五
四
）

人
足
の
こ
の
歌
は
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
秋
九
月
に
、
持
統
天
皇
（
太
上

天
皇
）
が
紀
伊
国
に
行
幸
な
さ
れ
た
時
に
詠
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
大
意

は
、
巨
勢
山
の
一
面
に
葉
が
茂
り
連
な
っ
て
い
る
椿
、
そ
れ
を
つ
ら
つ
ら
し
み

じ
み
見
な
が
ら
偲
ぼ
う
よ
、
巨
勢
の
春
の
野
を
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

第
二
句
・
第
三
句
で
の
「
つ
ら
〳
〵
」
の
音
の
繰
り
返
し
が
印
象
的
な
作
品
で

あ
る
。

宣
長
も
「
世
の
中
を
」
の
歌
で
、
一
足
の
こ
の
歌
の
第
二
句
・
第
三
句
を
そ

の
ま
ま
借
用
し
て
い
る
。「
世
の
中
を
」
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
世
の
中
を
つ
く

づ
く
と
思
え
ば
、
椿
が
連
な
り
繁
れ
る
よ
う
に
、
思
う
こ
と
が
多
い
も
の
だ
、

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
「
つ
ら
〳
〵
椿
」
は
し
か
し
、
人
足
の
歌
が
実

景
で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
思
い
の
多
さ
を
表
す
た
め
の
比
喩
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。

宣
長
は
「
世
の
中
を
」
の
歌
の
後
に
続
け
て
、「
さ
る
は
わ
が
み
の
う
へ
」

以
下
に
於
い
て
、
こ
の
歌
は
我
が
身
の
悲
し
み
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
一

般
の
世
の
中
の
様
子
、
人
間
の
有
様
、
善
い
こ
と
・
悪
い
こ
と
に
つ
け
て
、
心

に
し
ま
っ
て
お
け
な
い
も
の
を
、
こ
の
本
（『
玉
勝
間
』）
に
も
書
い
て
き
た
が
、

そ
れ
で
も
な
お
尽
き
そ
う
に
も
な
い
、
と
記
し
て
い
る
。

巻
十
四
の
巻
頭
言
「
つ
ら
〳
〵
椿
」
に
つ
い
て
、
佐
竹
明
広
氏
は
「
継
続
へ

の
固
い
決
意
を
示
し
た
も
の
」
と
見
る⑪

。
確
か
に
宣
長
は
そ
う
考
え
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
本
稿
第
十
章
で
論
じ
た
通
り
、
寛
政
十
年
十
二
月
八
日
付
で
、

宣
長
が
鈴
屋
門
人
の
荻
原
元
克
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、「
玉
勝
間
ハ
、
追
々

三
四
五
六
篇
迄
も
書
申
候
、
追
々
板
行
致
候
心
掛
ニ
御
坐
候
」
と
記
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
記
事
か
ら
宣
長
が
『
玉
勝
間
』
の
第
六
編
ま
で
を
執
筆
し
、
追
々
そ

れ
ら
を
出
版
す
る
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
つ
ら
〳
〵

椿
」
で
「
思
へ
ば
お
も
ふ
こ
と
ぞ
お
ほ
か
る
」
と
詠
み
上
げ
た
宣
長
は
、
そ
の

文
章
の
末
尾
で
も
「
猶
い
ひ
て
も
〳
〵
、
つ
き
す
べ
く
も
あ
ら
ず
な
む
」
と
そ

の
心
境
を
吐
露
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
は
『
玉
勝
間
』
は
そ
の
第
五
編
第

十
四
巻
を
以
っ
て
そ
の
本
文
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

15　
『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言

『
玉
勝
間
』
は
随
筆
集
で
あ
る
か
ら
、
一
般
論
と
し
て
、
読
者
は
ど
の
章
段

か
ら
読
ん
で
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
巻
頭
言
か
ら
読
み
始
め
て
も
よ
い
し
、
気

に
な
っ
た
章
段
だ
け
を
選
択
し
て
読
ん
で
も
構
わ
な
い
。
そ
し
て
、
巻
頭
言
は

パ
ラ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
か
ら⑫

、
そ
の
機
能
に
注
意
す
る
読
者
は
そ
れ
を
読
み
、

そ
れ
に
留
意
し
な
い
読
者
は
そ
れ
を
無
視
あ
る
い
は
軽
視
す
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
れ
を
作
者
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
作
者
は
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ

て
巻
頭
言
を
記
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。『
玉
勝
間
』
で
は
十
四
巻
す
べ
て
に

巻
頭
言
が
置
か
れ
、
か
つ
、
そ
こ
に
は
宣
長
自
作
の
和
歌
一
首
と
文
章
を
置
き
、

そ
し
て
、
そ
の
和
歌
に
因
ん
だ
草
花
を
巻
名
と
し
て
名
付
け
る
と
い
う
、
か
な

り
手
の
込
ん
だ
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
。
宣
長
は
『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に

何
ら
か
の
機
能
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
、
こ
う
し
た
仕
掛
け
を
工
夫
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
宣
長
は
『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
機
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能
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
宣
長
は
巻
頭
言
で
自
作
の
和
歌
一
首
を
置
き
、
そ
し
て
そ
の
和
歌
に

因
ん
だ
野
辺
の
草
花
を
巻
名
と
し
て
名
付
け
て
い
る
。
こ
れ
を
『
玉
勝
間
』
全

体
で
見
る
な
ら
ば
、
綺
麗
な
竹
籠
（
書
名
で
あ
る
『
玉
勝
間
』）
に
、
摘
み
取

ら
れ
た
十
四
種
類
の
四
季
折
々
の
草
花
が
溢
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
映
し
出
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
学
者
の
随
筆
集
に
付
き
纏
い
が

ち
な
厳
め
し
い
印
象
を
、
幾
分
か
で
も
和
ら
げ
る
効
果
が
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
な
お
、『
玉
勝
間
』
の
巻
名
に
記
さ
れ
た
草
花
は
、「
そ
も
そ
の
を
り
〳
〵
、

思
ひ
う
る
ま
ゝ
に
、
よ
み
い
で
し
」（
巻
十
「
山
菅
」）
も
の
で
あ
り
、
そ
の

配
列
も
ま
た
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
規
則
性
―
―
例
え
ば
、
四
季
の
順
に
並
べ
た

り
、
四
季
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
り
、
或
い
は
『
枕
草
子
』
の
「
木
の
花

は
」、
同
書
「
草
の
花
は
」
に
基
づ
い
て
草
花
を
選
択
し
配
列
す
る
な
ど
―
―

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

次
に
、
本
稿
に
於
け
る
考
察
の
結
果
、『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
は
、
そ
れ
ぞ

れ
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
す
べ
て
上
代
中
古
の
文
学
と
の
関
係
性
有
す
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
こ
い
う
関
係
性
と
は
、
具
体
的
に
は
次
の
三
点
で
あ

る
。

（
ア
） 

巻
名
に
記
さ
れ
た
十
四
種
の
草
花
は
、
す
べ
て
上
代
中
古
の
歌
集
に
詠

ま
れ
た
植
物
で
あ
り
、
国
学
に
興
味
関
心
を
抱
く
読
者
で
あ
れ
ば
、
そ

の
巻
名
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
草
花
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
古
歌
を
想
起
す

る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、『
玉
勝
間
』
巻
六
「
花
の
さ
だ

め
」
で
、
宣
長
は
草
花
の
品
評
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
末
尾
に
「
又
い

ま
や
う
の
、
よ
の
人
の
も
て
は
や
す
め
る
花
ど
も
も
、
よ
に
お
ほ
か

る
を
、
か
ぞ
へ
い
で
ぬ
は
、
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
や
う
な
れ
ど
、
歌
に

も
よ
み
た
ら
ず
、
ふ
る
き
物
に
も
、
見
え
た
る
こ
と
な
き
は
、
心
の
な

し
に
や
、
な
つ
か
し
か
ら
ず
お
ぼ
ゆ
か
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
玉
勝

間
』
の
巻
頭
言
で
取
り
上
げ
た
草
花
に
つ
い
て
直
接
に
言
及
し
た
文
章

で
は
な
い
が
、
宣
長
が
草
花
に
関
し
て
、
古
書
古
歌
に
見
え
る
も
の
を

好
し
と
し
た
傾
向
が
知
ら
れ
る
記
事
で
あ
る
。

（
イ
） 

巻
頭
言
で
詠
ま
れ
た
宣
長
自
作
の
十
四
首
の
和
歌
の
う
ち
、
古
歌

（『
万
葉
集
』
や
勅
撰
集
な
ど
）
を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
歌
が
、
そ
の
半
数
の
七
首
―
―
巻
六
「
か
ら
あ
ゐ
」、
巻
七
「
ふ

ぢ
な
み
」、
巻
八
「
萩
の
下
葉
」、
巻
九
「
花
の
雪
」、
巻
十
一
「
さ

ね
か
づ
ら
」、
巻
十
二
「
山
ぶ
き
」、
巻
十
四
「
つ
ら
〳
〵
椿
」
―
―

あ
る
。

（
ウ
） 

巻
二
「
桜
の
落
葉
」
は
、
そ
の
文
章
全
体
が
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
巻

九
「
風
は
」
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
て
お
り
、
巻
十
二
「
山
ぶ
き
」
は

『
伊
勢
物
語
』
第
百
二
十
四
段
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
中
に
は
巻
四
「
わ
す
れ
草
」
の
よ
う
に
古
典
文
学
と
は
直

接
の
関
係
を
も
た
ず
に
、
宣
長
の
心
情
が
綴
ら
れ
た
随
筆
も
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
で
も
、
巻
名
で
あ
る
「
わ
す
れ
草
」
は
、
上
代
中
古
の
文
学
作
品
に

し
ば
し
ば
登
場
す
る
植
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
玉
勝
間
』
全
十
四
巻
の
巻

頭
言
を
全
体
と
し
て
俯
瞰
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
上
代
中
古
の
文
学
と
の
関
係

性
を
有
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

本
居
万
麻
呂
（
健
正
）
が
『
玉
勝
間
』
の
跋
文
で
「
お
な
じ
心
に
い
に
し
へ

し
の
ぶ
人
の
よ
み
見
む
事
を
思
は
れ
け
る
な
り
け
り
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、

膽
吹
：『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
後
編
）

一
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宣
長
は
『
玉
勝
間
』
の
主
た
る
読
者
と
し
て
、「
お
な
じ
心
に
い
に
し
へ
し
の

ぶ
人
」
を
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。「
お
な
じ
心
に
い
に
し

へ
し
の
ぶ
人
」
と
は
、
宣
長
と
同
じ
く
国
学
を
学
ぶ
人
の
こ
と
で
あ
る
。
国
学

を
学
ぶ
人
で
あ
れ
ば
、
和
歌
を
詠
み
、
上
代
中
古
の
文
学
に
興
味
関
心
を
抱
き
、

そ
れ
に
関
す
る
知
識
も
あ
る
程
度
は
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
読
者

が
、
巻
頭
言
に
記
さ
れ
た
宣
長
自
作
の
和
歌
と
文
章
を
読
み
、
そ
の
背
景
に
見

え
る
上
代
中
古
の
文
学
作
品
ま
で
も
想
起
で
き
れ
ば
、
彼
ら
は
国
学
の
世
界

―
―
宣
長
学
の
世
界
―
―
へ
と
更
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。

『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
を
通
し
て
、
上
代
中
古
の
文
学
作
品
を
連
想
す
る
こ

と
は
、
国
学
を
学
ぶ
人
で
あ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
、
と
私
は
考
え
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ
が
困
難
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、

巻
二
「
桜
の
落
葉
」
か
ら
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
巻
九
「
風
は
」
が
連
想
さ
れ
な

く
て
も
、
ま
た
、
巻
十
二
「
山
ぶ
き
」
か
ら
『
伊
勢
物
語
』
第
百
二
十
四
段
を

想
起
で
き
な
く
て
も
、
桜
や
山
吹
を
詠
ん
だ
古
歌
の
一
首
で
も
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
宣
長
は
そ
れ
で
可
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
宣

長
は
巻
六
「
か
ら
あ
ゐ
」
で
自
作
の
和
歌
を
詠
ん
だ
後
に
、

寄
草
恋
と
い
ふ
題
に
て
よ
め
る
な
り
、
古
今
集
な
る
、

　
　
　

我
恋
を
し
の
び
か
ね
て
ば
あ
し
び
き
の
山
橘
の
色
に
出
ぬ
べ
し

　

と
い
ふ
歌
に
ぞ
よ
く
に
た
る
と
、
又
い
ふ
人
あ
り
な
ん
か
、

と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
宣
長
は
、
自
作
の
和
歌
が
『
古
今
集
』
の
「
我
恋

を
」
の
一
首
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
記
す
こ
と
で
、

読
者
に
宣
長
自
作
の
和
歌
を
読
み
解
く
た
め
の
手
掛
か
り
を
提
示
し
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
読
者
（
国
学
を
志
す
人
た
ち
）
へ
向
け
ら
れ
た
宣
長
の
優
し
い
眼

差
し
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

宣
長
が
『
玉
勝
間
』
を
書
い
た
意
図
に
つ
い
て
、
佐
竹
明
広
氏
は
こ
の
随
筆

集
全
体
に
冠
す
る
か
た
ち
で
詠
ま
れ
た
「
言
草
の
」
の
一
首
に
関
す
る
解
釈
の

中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

だ
が
、『
玉
勝
間
』
は
違
う
。「
な
に
く
れ
と
数
お
ほ
く
つ
も
り
ぬ
る
」
言

草
を
、「
や
り
す
て
む
も
さ
す
が
に
て
、
か
き
あ
つ
め
む
と
す
る
」（
玉
勝

間
一
ノ
序
）
雑
篇
な
の
で
あ
る
。
固
い
学
問
的
著
作
の
体
裁
を
取
ら
な
い

と
い
う
点
は
、
気
分
的
に
も
楽
で
あ
る
し
、
し
か
も
、
取
捨
選
択
、
何
を

書
い
て
も
よ
い
の
だ
か
ら
楽
し
み
も
大
き
い
。
巻
頭
歌
に
歌
わ
れ
た
「
す

さ
び
」
を
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
な
ぐ
さ
み
ご
と
」
と
解
す
る
な
ら

ば
、
宣
長
が
書
こ
う
と
し
て
い
る
『
玉
勝
間
』
の
意
図
を
取
り
は
ず
す
憂

い
は
、
お
そ
ら
く
な
い⑬

。

佐
竹
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
宣
長
が
『
玉
勝
間
』
を
書
い
た
意
図
は
「
な
ぐ

さ
み
ご
と
」
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
考
察
し
た
通
り
、
宣
長

は
『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
於
い
て
、
摘
み
取
ら
れ
た
十
四
種
類
の
四
季
折
々

の
野
辺
の
草
花
が
、
綺
麗
な
竹
籠
に
溢
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
学
者
の
随
筆
集
に
付
き
纏
い
が
ち
な
厳
め
し
い
印
象
を
、
幾

分
か
で
も
和
ら
げ
る
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
も
読
者
に
対
し
て
、
少
し
で

も
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
気
持
ち
で
『
玉
勝
間
』
を
読
ん
で
ほ
し
い
、
と
い
う
宣
長

の
意
図
の
現
わ
れ
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
古
歌
に
詠
ま
れ
た
野
辺
の
草

花
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
和
歌
と
文
章
で
構
成
さ
れ
た
巻
頭
言
は
、
読
者
を
上
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代
中
古
の
文
学
作
品
へ
、
そ
し
て
国
学
の
世
界
へ
と
導
く
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
宣
長
は
巻
頭
言
に
於
い
て
出
来
る
だ
け
学
問
的
な
体
裁
を
避
け
、
自
作
の

和
歌
に
文
章
を
添
え
た
ス
タ
イ
ル
を
選
択
し
た
。
そ
し
て
、
時
に
は
そ
の
本
文

中
に
自
作
の
和
歌
の
読
解
の
手
掛
か
り
を
記
す
な
ど
し
て
、
読
者
が
理
解
し
や

す
い
よ
う
な
配
慮
を
示
し
て
い
る
。「
な
ぐ
さ
み
ご
と
」
と
い
う
『
玉
勝
間
』

の
執
筆
意
図
は
、『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
も
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
に
は
少
し
で
も
多
く
の
人
々
に
、『
玉
勝
間
』
を
通
し
て
国
学
を
知

っ
て
も
ら
い
、
国
学
を
さ
ら
に
広
め
た
い
と
い
う
宣
長
の
願
い
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
注
〉

①　

 『
本
居
宣
長
』、
日
本
思
想
大
系
四
十
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
三
年
一
月

刊
、
二
七
八
ペ
ー
ジ
。

②　

注
①
、
五
五
八
ペ
ー
ジ
。

③　

 

日
下
幸
男
『
類
題
和
歌
集
』、
和
泉
書
院
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
刊
行

参
照
。

④　

 

酒
井
茂
幸
他
『
草
庵
集
・
兼
好
法
師
集
・
浄
弁
集
・
慶
運
集
』、
和
歌
文

学
大
系
六
十
五
、
明
治
書
院
、
平
成
十
六
年
七
月
刊
、
一
六
一
ペ
ー
ジ

⑤　

 

堀
内
秀
晃
・
秋
山
虔
校
注
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語
』、
新
日
本
古
典
文

学
大
系
十
七
、
岩
波
書
店
、
平
成
九
年
一
月
刊
、
一
九
三
ペ
ー
ジ
。

⑥　

同
右
。

⑦　

 

本
居
宣
長
記
念
館
編
『
本
居
宣
長
研
究
事
典
』、
東
京
堂
出
版
、
平
成

十
三
年
十
二
月
刊
、
一
四
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑧　

 『
本
居
宣
長
全
集
』
別
巻
三
収
録
「
本
居
宣
長
年
譜
」、
八
八
九
ペ
ー
ジ
参

照
。

⑨　

 

小
村
昭
雲
『
原
色
万
葉
植
物
図
鑑
』、
桜
楓
社
、
昭
和
四
十
三
年
六
月

刊
、
二
二
八
ペ
ー
ジ
。
久
保
田
淳
『
花
の
も
の
言
う
』、
岩
波
現
代
文
庫
、

一
九
四
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑩　

 

注
⑦
、
七
三
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑪　

注
①
、
五
五
九
ペ
ー
ジ
。

⑫　

 

筑
摩
書
房
版
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
一
巻
収
録
の
『
玉
勝
間
』
に
は
、
各

章
段
に
通
し
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
巻
頭
言
に
は
そ
れ
が
付
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
『
本
居
宣
長
全
集
』
の
編
集
者
も
筆
者
と
同
様
に
、

巻
頭
言
を
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑬　

注
①
、
五
五
七
ペ
ー
ジ
。

〈
付
記
〉

本
稿
に
於
け
る
宣
長
の
著
作
の
引
用
は
す
べ
て
筑
摩
書
房
版
『
本
居
宣
長

全
集
』
に
拠
っ
た
。
ま
た
、『
万
葉
集
』
と
二
十
一
代
集
、
並
び
に
『
題
林
愚

抄
』
か
ら
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
に
拠
っ
た
。

膽
吹
：『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
後
編
）

一
九


