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一　

は
じ
め
に

平
安
後
期
成
立
の
狭
衣
物
語
は
、
そ
の
冒
頭
に
漢
文
に
由
来
す
る
表
現
を
用

い
、
そ
れ
ま
で
の
作
り
物
語
の
よ
う
に
「
む
か
し
」（
う
つ
ほ
物
語
・
伊
勢
物

語
）、「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」（
源
氏
物
語
）
な
ど
の
よ
う
に
、
過
去
を
想
定

し
た
話
で
あ
る
と
す
る
常
套
の
冒
頭
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
伝
為
明
筆
本

に
よ
る
冒
頭
本
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
以
下
、
狭
衣
物
語
本
文
は
伝
為
明
筆

本
を
掲
げ
る
。

せ
う
ね
ん
の
春
お
を
し
め
と
も
と
ゝ
ま

ら
ぬ
も
の
な
り
け
れ
は
や
よ
ひ
も

廿
日
あ
ま
り
に
も
な
り
ぬ

こ
の
狭
衣
物
語
の
作
者
と
さ
れ
る
六
条
斎
院
宣
旨
は
天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）

閏
三
月
開
催
と
さ
れ
る
六
条
斎
院
禖
子
内
親
王
歌
合
に
同
じ
表
現
を
用
い
た
和

歌
を
残
し
て
い
る⑴
、

惜
し
む
に
も
留
ま
ら
ぬ
も
の
と
知
り
な
が
ら
心
砕
く
は
春
の
暮
れ
か
な

「
少
年
の
春
を
惜
し
む
」
と
い
う
発
想
は
『
白
氏
文
集
』
一
三
「
春
中
与
盧

四
周
諒
華
陽
観
同
居
六
三
三
」
に
「
踏
花
同
惜
少
年
春
」（
花
を
踏
ん
で
同
じ

く
惜
し
む
少
年
の
春
）
と
い
う
句
が
あ
り
、
こ
の
白
氏
の
句
は
『
和
漢
朗
詠
集
』

巻
上
・
春
・
春
夜
お
よ
び
『
千
載
佳
句
』
春
夜
に
も
納
め
ら
れ
て
い
る
。
狭
衣

物
語
冒
頭
を
飾
る
こ
の
表
現
は
、
よ
ほ
ど
六
条
斎
院
宣
旨
の
好
む
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
狭
衣
物
語
は
漢
文
的
表
現
の
摂
取
に
意
欲
的
な
面
を
み
せ
る
作

品
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
ま
た
藤
原
定
家
に
「
歌
に
お
い
て
は
抜
群⑵
」
と
評
さ

れ
、
和
歌
表
現
に
お
い
て
高
い
評
価
を
受
け
て
き
た
。
狭
衣
物
語
は
現
在
、
多

数
の
異
文
が
残
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
の
典
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
漢
詩
や

和
歌
も
一
様
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
異
文
の
発
生
の
一
部
は
、
す
で
に
禖
子
内
親

王
家
周
辺
で
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
の
誤
写
等
に
よ
る
異
文
も
当
然

の
こ
と
な
が
ら
混
在
し
て
い
る
。
現
在
私
た
ち
が
目
に
す
る
豊
富
な
異
文
が
い

つ
、
ど
こ
で
発
生
し
、
伝
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
か
を
完
全
に
見
極
め
る
こ
と

は
、
不
可
能
に
近
い
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
写
本
の
う
ち
、
で
き
る
だ
け
古
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る

も
の
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
当
該
写
本
が
成
立
し
た
時

代
に
、
そ
の
本
文
が
ど
の
よ
う
に
、
漢
詩
と
和
歌
を
受
容
し
て
い
た
か
を
考
察

狭
衣
物
語
に
お
け
る
漢
文
受
容
の
方
法

―
伝
為
明
筆
本
と
『
新
撰
万
葉
集
』

―

一
　
文
　
字
　
　
昭
　
子
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す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
は
伝
為
明
筆
本
の
本
文
を
軸
と
し
て
、
漢
詩

と
和
歌
の
受
容
の
様
相
を
考
察
し
、
こ
の
写
本
が
示
す
漢
詩
文
の
受
け
止
め
方

を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
伝
為
明
筆
本
は
吉
田
幸
一
氏
が
為
明
（
一
二
九

五
～
一
三
六
四
）
筆
の
明
証
は
な
い
と
し
て
も
、
本
書
四
帖
の
筆
跡
は
、
ほ
ぼ

為
明
の
時
代
、
す
な
わ
ち
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
初
期
の
書
写
本
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
現
在
宮
内
庁
等
に
所
蔵
さ
れ
る
狭
衣

物
語
の
親
本
と
考
え
ら
れ
る⑶
。
物
語
中
、
漢
詩
文
の
引
用
は
、
朗
詠
、
地
の
文
、

経
文
な
ど
多
数
あ
る
が
今
回
は
主
人
公
狭
衣
が
朗
詠
し
た
漢
詩
の
様
相
を
捉
え

た
い
。
朗
詠
さ
れ
た
詩
文
は
、
平
安
の
人
々
が
実
際
、
折
り
に
ふ
れ
て
朗
詠
し

た
も
の
を
物
語
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
が
為
に
漢
籍

に
そ
れ
程
通
じ
て
い
な
い
人
々
―
女
房
た
ち
も
耳
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
作
り
物
語
に
漢
文
を
と
り
込
む
際
、
も
っ
と
も
抵
抗
が
な
く
、
自
然

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
漢
文
と
考
え
る
。

二　

朗
詠
さ
れ
た
漢
文
「
一
し
ゆ
に
み
て
り
」
の
状
況

伝
為
明
筆
本
で
主
人
公
狭
衣
が
漢
詩
文
を
朗
詠
し
て
い
る
と
さ
れ
る
と
何
ら

か
の
指
摘
が
あ
っ
た
箇
所
は
物
語
中
、
次
の
表
に
掲
げ
る
八
カ
所
あ
る
。
こ
の

う
ち
、
一
と
七
は
本
文
異
同
が
激
し
く
、
他
本
で
は
漢
詩
文
で
は
な
か
っ
た
り
、

漢
詩
文
の
指
摘
は
あ
る
も
の
の
、
な
お
問
題
が
残
る
箇
所
で
あ
る
。

番
号

巻
・
丁

伝
為
明
筆
本
本
文
（
校
訂
本
文
）

指
摘
さ
れ
る
典
拠

一

巻
一

二
一
オ

一
し
ゆ
に
見
て
り
と
う
ち
す
ん
し
給
御
聲
な

を
た
く
い
な
く

（「
一
種
に
満
て
り
」
と
う
ち
ず
ん
し
給
声
、

な
お
類
な
く
）

新
選
万
葉
集

二

巻
一

七
二
ウ

せ
み
く
わ
う
え
う
に
な
い
て
か
ん
き
う
秋
な

り
と
し
の
ひ
や
か
に
す
ん
し
給
御
こ
ゑ

（「
蝉
黄
葉
に
鳴
い
て
漢
宮
秋
な
り
」
と
忍
び

や
か
に
誦
じ
）

和
漢
朗
詠
集

（
許
渾
）

千
載
佳
句

三

巻
一

一
二
〇
オ

ま
た
こ
れ
り
や
う
ふ
の
あ
め
の
て
ん
と
く
ち

す
さ
み
給
え
る
な
ん
と

（「
ま
た
こ
れ
涼
風
の
雨
の
天
」
と
口
ず
さ
み

給
え
る
な
ん
と
）

白
氏
文
集

和
漢
朗
詠
集

千
載
佳
句

四

巻
二

三
五
ウ

た
う
ら
い
せ
ゝ
て
ん
ほ
う
り
ん
の
え
ん
と
せ

む
と
う
ち
す
ん
し
給
御
こ
ゑ

（「
当
来
世
々
転
法
輪
の
縁
と
せ
ん
」
と
う
ち

誦
じ
給
ふ
御
声
）

白
氏
文
集

和
漢
朗
詠
集

五

巻
二

一
〇
一
オ

き
う
ろ
う
ま
さ
に
な
か
し
こ
う
か
い
に
あ
め

し
た
ゝ
る
と
う
ち
す
ん
し
給
へ
る
御
け
は
ひ

（「
宮
漏
正
に
長
し
、
空
階
に
雨
滴
る
」
と
う

ち
誦
じ
給
へ
る
御
気
配
）

和
漢
朗
詠
集

（「
秋
賦
」
張
読
）

六

巻
三

九
三
オ

せ
い
た
い
の
か
み
と
す
ん
し
給
え
る
御
こ
ゑ

な
ん
と

（「
青
苔
の
紙
」
と
誦
じ
給
へ
る
御
声
な
ん
ど
）

菅
家
文
集

和
漢
朗
詠
集

七

巻
四

二
七
ウ

は
な
の
い
た
く
ち
る
を
み
た
ま
ひ
て
あ
と
な

ら
は
ふ
か
し
と
く
ち
す
さ
み
給
て

（「
花
の
い
た
く
散
る
を
見
給
ひ
て
「
後
な
ら

ば
深
し
」
と
口
誦
さ
み
給
て
）

新
選
万
葉
集

八

巻
四

一
一
七
オ

い
と
ゝ
御
と
の
こ
も
る
へ
く
も
あ
ら
ね
は
え

ん
し
ろ
う
は
心
の
う
ち
に
な
と
ひ
と
り
こ
た

せ
給
て

（
い
と
ど
御
殿
籠
も
る
べ
く
も
あ
ら
ね
ば
「
燕

子
楼
は
心
の
中
」
な
ど
独
り
ご
た
せ
給
ひ
て
）

白
氏
文
集

和
漢
朗
詠
集
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表
の
一
番
下
に
示
し
た
典
拠
と
さ
れ
る
も
の
を
み
る
と
、『
和
漢
朗
詠
集
』

が
最
も
多
く
六
箇
所
、
う
ち
三
箇
所
は
『
白
氏
文
集
』
所
載
の
詩
句
で
あ
る
。

『
新
選
万
葉
集
』
が
指
摘
さ
れ
る
一
と
七
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
写
本
間
の

異
同
が
激
し
い
。
異
同
の
激
し
さ
は
、
あ
る
い
は
典
拠
自
体
が
持
つ
性
質
―
あ

ま
り
有
名
な
も
の
で
な
い
な
ど
―
に
よ
る
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
は
昭
和

初
期
、
入
江
相
政
氏
が
諸
本
の
異
同
が
激
し
い
部
分
と
し
て
指
摘
さ
れ⑷
、
物
語

の
書
写
の
過
程
で
の
改
変
を
想
定
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
本
文
「
一

し
ゆ
に
み
て
り
」
に
該
当
す
る
部
分
の
状
況
を
三
谷
栄
一
氏
は
次
の
よ
う
に
整

理
さ
れ
て
い
る⑸
。

流
布
本
系
統

を
と
は
の
山
に
は　

流
布
本
・
榊
原
本
・
文
談
本
・
藤
浪
本
・
久
田
本

大
島
本
系
統

一
定
佛
三
寸　
　
　

三
条
西
本
・
近
衛
一
本
・
池
田
四
季
本
・
大
島
本
イ
・

蓮
空
本
イ

一
し
よ
に
さ
ん
す　

神
宮
文
庫
本
・
鈴
鹿
甲
本
・
刈
谷
本

一
方
二
三
天　
　
　

大
島
本
・
蓮
空
本

一
し
ゆ
に
み
て
り　

図
書
寮
三
冊
本
・
京
大
五
冊
本

一
す
き
み
て
り　
　

静
嘉
堂
文
庫
本

一
す
に
み
て
は　
　

図
書
寮
四
冊
本
・
鈴
鹿
乙
本

深
川
本
系
統

　

め
く
り
く
る　
　

深
川
本

こ
の
場
面
の
物
語
本
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
以
下
、
異
同
箇
所
は
太
字
に

し
、
説
明
上
重
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
傍
線
を
ひ
く
。

（
イ
）
伝
為
明
筆
本

か
や
う
に
て
あ
ま
た
あ
れ
と
も
お
な
し
す
ち

な
れ
は
と
ゝ
め
つ
か
く
を
り
に
つ
け
た
る

こ
と
の
葉
な
と
に
は
ち
ら
し
給
へ
と
も
心
の
」
二
十
ウ

う
ち
に
は
い
つ
ま
て
と
の
み
此
世
は
か
り
そ
め

に
も
の
す
さ
ま
し
う
そ
お
ほ
さ
る
へ
き
ち
や

う
し
に
く
ろ
む
ま
て
そ
ゝ
き
た
る
御
ひ
と
へ

に
く
れ
な
い
の
す
ゝ
し
の
御
は
か
ま
ふ
み

く
ゝ
み
て
枕
を
そ
は
た
て
ゝ
い
け
の
し
や

う
ふ
の
心
地
よ
け
に
し
け
り
た
る
な
か

め
や
り
給
て
一
し
ゆ
に
み
て
り
と
う
ち
す
ん
し

給
御
聲
な
を
た
く
い
な
く
さ
て
も
あ
り

つ
る
御
ふ
み
の
御
返
事
も
ち
て
ま
い
れ
り

物
語
は
五
月
五
日
の
節
句
の
時
期
の
こ
と
を
綴
り
、
主
人
公
狭
衣
は
菖
蒲
の

歌
を
女
君
た
ち
に
贈
り
、
雅
な
和
歌
の
贈
答
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
そ
れ
が
、

「
こ
と
の
葉
な
と
に
は
ち
ら
し
給
へ
と
も
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

掲
出
本
文
の
場
面
に
至
っ
て
自
室
か
ら
庭
を
眺
め
つ
つ
、
心
の
中
で
は
傍
線
部

に
よ
う
に
「
こ
の
世
は
仮
初
め
に
、
も
の
す
さ
ま
じ
う
ぞ
」
と
、
厭
世
観
を
抱

い
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
る
。
続
く
本
文
は
「
ち
や
う
し
に
く
ろ
む
ま
て
そ
ゝ

き
た
る
御
ひ
と
へ
」（
丁
字
に
黒
む
ま
で
そ
そ
ぎ
た
る
御
単
衣
）
と
あ
っ
て
、

こ
れ
は
お
そ
ら
く
狭
衣
の
現
世
で
の
栄
華
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
が
、
贅
沢
な
衣
装
を
ま
と
う
狭
衣
は
庭
の
池
に
茂
る
菖
蒲
を
見
な
が
ら
「
一

し
ゆ
に
み
て
り
」
と
独
吟
す
る
。
こ
の
場
面
が
狭
衣
の
外
面
の
栄
華
と
、
内
面

の
厭
世
観
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
、「
一
し
ゆ
に
み
て
り
」
と
い
う
朗
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詠
は
狭
衣
の
厭
世
観
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
土
岐
武
治
氏
は
猪
苗
代
兼
寿
の
『
狭
衣
物
語
抄
』
に
掲
げ
ら
れ
た
当

該
箇
所
の
一
文
「
一
寸
に
み
て
り
」
を
挙
げ
て
、
流
布
本
の
「
音
羽
の
山
に
は
」

と
い
う
異
文
と
比
較
し
、
場
面
が
あ
や
め
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

あ
や
め
に
関
わ
ら
な
い
和
歌
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
音
羽
の
山
に
」
は
本
来
的

な
本
文
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
た⑹
。
土
岐
氏
は
さ
ら
に
深
川
本
の
「
め
く
り
く

る
」
は
、「
め
」
は
「
み
」
の
誤
謬
転
化
で
あ
っ
て
、
原
形
は
「
み
く
り
く
る
」

で
あ
り
、『
後
拾
遺
集
』
恋
二
所
載
の
和
歌
を
引
い
て
い
る
と
す
る
。
つ
ま
り

「
一
寸
に
み
て
り
」
と
い
う
異
文
は
も
と
も
と
は
「
み
く
り
く
る
」
で
あ
っ
た
が
、

書
写
者
が
意
不
明
と
し
て
、
念
頭
に
あ
っ
た
詩
句
「
一
寸
に
み
て
り
」
と
書
き

代
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
『
狭
衣
物
語
抄
』（
伊
達
文
庫
蔵
本
）
の
本
文
を
確
認
す
る
と
、
項

目
と
し
て
「
一
す
ん
に
み
て
り
」
と
掲
出
し
、「
菖
蒲
之
古
句
ニ
蕭
然
一
寸
碧　

細
葉
非
無
地　

千
根
初
絡
石　

根
盤
竜
骨
痩　

花
開
香
細
亡　

一
寸
の
み
と
り

を
み
て
り
と
か
き
あ
や
ま
れ
る
歟
、
又
此
句
ヲ
一
寸
ニ
み
て
り
と
吟
し
か
へ
給

歟
」
と
記
さ
れ
て
い
る⑺
。『
狭
衣
物
語
抄
』
の
こ
の
部
分
は
、
当
初
項
目
と
し

て
「
音
羽
の
山
に
は
な
と
」
を
掲
出
し
、
そ
の
説
明
に
「
山
し
な
の
音
羽
の
山

に
た
に
人
の
し
る
べ
く
わ
か
こ
ひ
め
や
も
」
挙
げ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
を
削

除
し
て
、「
一
す
ん
に
み
て
り
」
等
の
文
に
書
き
直
し
て
い
る
。
猪
苗
代
兼
寿

は
こ
の
書
き
直
し
た
部
分
の
古
詩
の
出
典
に
つ
い
て
特
に
記
し
て
は
い
な
い
が
、

土
岐
氏
に
よ
れ
ば
「
一
寸
に
み
て
り
」
は
『
円
機
活
法
』
所
載
の
句
で
あ
ろ
う

と
の
こ
と
で
あ
る⑻
。『
円
機
活
法
』
は
明
代
の
作
詩
用
の
辞
書
で
あ
る
か
ら
、

土
岐
氏
が
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
書
写
者
が
念
頭
に
あ
る
詩
句
に
書
き
換
え
た
と

す
れ
ば
、
明
代
（
一
三
六
八
年
～
一
六
四
四
年
）
以
降
、
日
本
に
『
円
機
活
法
』

が
入
っ
て
か
ら
の
改
変
か
、
も
し
く
は
『
円
機
活
法
』
が
参
考
に
し
た
更
に
古

い
出
典
を
直
接
み
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
現
在
不

明
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
一
般
的
で
な
い
も
の
を
『
狭
衣
物
語
』
に
用
い

る
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
転
化
に
つ
い
て
、
今
一
つ
の
見
解
は
、
井
上
真
弓

氏
が
出
さ
れ
て
い
る⑼
。
そ
れ
は
「
一
書
に
み
く
り
」「
一
本
に
み
く
り
」
と
書

き
入
れ
た
も
の
が
本
文
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
意
味
が
錯
綜
し
て
し
ま
っ
た
か
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
井
上
氏
は
そ
の
中
で
、『
新
撰
万
葉
集
』
五
六⑽
「
菖
蒲
一

種
満
洲
中
（
し
ゃ
う
ふ
い
っ
し
ゅ
す
の
な
か
に
み
て
り
）」
な
ど
も
異
本
の
生

成
に
寄
与
し
た
か
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
体
、
伝
為
明
筆
本
に
よ
る
「
一

し
ゆ
に
み
て
り
」
の
部
分
は
、
も
と
も
と
は
和
歌
で
あ
る
の
か
、
漢
詩
で
あ
る

の
か
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

先
の
『
狭
衣
物
語
抄
』
で
猪
苗
代
兼
寿
は
わ
ざ
わ
ざ
「
音
羽
の
山
に
は
な
と
」

と
い
う
項
目
を
訂
正
し
「
一
す
ん
に
み
て
り
」
と
し
て
、
そ
の
朗
詠
を
漢
文
由

来
の
も
の
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
三
谷
氏
の
一
覧
を
見
る
と
三
条
西
家

本
以
下
の
こ
の
一
連
の
異
文
を
持
つ
伝
本
は
数
が
多
い
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る

伝
為
明
筆
本
も
同
様
の
本
文
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
最
初
の
「
一
」
が
同

じ
で
あ
る
こ
と
、「
三
」
と
「
み
」
あ
る
い
は
「
天
」
と
「
て
」
は
そ
の
文
字

を
漢
字
と
捉
え
る
か
、
変
体
仮
名
と
捉
え
る
か
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
異

文
が
派
生
し
た
と
と
想
定
さ
れ
、
も
と
は
一
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

異
文
の
是
非
は
も
と
よ
り
多
数
決
に
よ
っ
て
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
冒
頭

が
漢
詩
由
来
の
表
現
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
、「
一
し
ゆ
に
み
て
り
」
様
の

異
文
を
も
つ
伝
本
に
は
伝
為
明
筆
本
（
図
書
寮
三
冊
本
お
よ
び
四
冊
本
）、
三

条
西
本
、
近
衛
一
本
、
静
嘉
堂
文
庫
本
な
ど
伝
来
の
筋
の
よ
い
と
考
え
ら
れ
る

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
部
分
が
転
化
あ
る
い
は
誤
写
し

た
も
の
と
考
え
る
前
に
、
ま
ず
は
漢
詩
文
の
引
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す

べ
き
と
考
え
る
。
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三　
『
新
撰
万
葉
集
』
と
の
関
わ
り

そ
こ
で
ま
ず
井
上
氏
が
指
摘
し
た
『
新
撰
万
葉
集
』
巻
上
夏
部
二
八
と
の
関

係
を
考
え
た
い
。『
新
撰
万
葉
集
』
の
該
当
本
文
を
あ
げ
る⑾
。

蕤
賓
俟
野
邊
之
側
之
菖
蒲
草
香
緒
不
飽
砥
哉
鶴
歟
音
為

（
五さ
つ
き月
待ま

つ
野
辺
の
ほ
と
り
の
菖あ
や
め蒲
草く
さ

香
を
飽
か
ず
と
や
鶴た
づ

が
声
す
る
）

菖
蒲
一
種
満
洲
中　

菖
蒲
一
種　

洲
中
に
満
つ

五
月
尤
繁
魚
鼈
通　

五
月
尤
も
繁
く　

魚
鼈
通
ふ

盛
夏
芬
々
漁
父
翫　

盛
夏
芬
々
と
し
て　

漁
父
翫
ぶ

栖
來
鶴
翔
叫
無
窮　

栖
み
来
り
鶴
翔
り
て　

叫
く
こ
と
窮
り
無
し

詩
の
意
は
、
目
前
に
菖
蒲
が
咲
き
誇
る
情
景
が
広
が
り
、
菖
蒲
の
茂
み
か
ら

は
そ
の
香
り
が
漂
い
、
魚
や
鼈
が
泳
ぎ
回
っ
て
い
る
。
そ
の
香
気
の
中
で
、
独

り
漁
父
が
菖
蒲
を
愛
で
て
い
る
。
そ
の
と
き
茂
み
に
棲
む
鶴
が
空
に
飛
び
た
っ

て
ず
っ
と
鳴
い
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
丹
羽
博
之
氏
は
漁
父
は
漢
詩
に

お
い
て
は
野
に
あ
る
人
（
賢
人
）
の
象
徴
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
仙

界
に
結
び
つ
く
人
で
あ
る
と
い
う
。
鶴
声
も
ま
た
賢
者
と
結
び
つ
き
、
そ
こ
か

ら
こ
の
詩
は
水
辺
に
生
い
茂
る
菖
蒲
か
ら
漁
父
・
鶴
を
詠
ん
で
仙
界
を
想
起
さ

せ
、
野
の
遺
賢
を
連
想
さ
せ
る
詩
と
な
っ
て
お
り
、
情
景
の
背
後
に
は
水
辺
の

隠
逸
的
世
界
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る⑿
。
こ
の
漢
詩
は
俗
世
か
ら
の
離
脱
を

述
べ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
狭
衣
の
厭
世
感
を
承
け
て
お
り
、
狭
衣
の
朗
詠
の

典
拠
と
し
て
内
容
的
に
は
問
題
が
な
い
。
ま
た
和
歌
は
「
香
を
飽
か
ず
と
や
」

と
あ
っ
て
、
菖
蒲
あ
る
い
は
菖
蒲
の
香
が
俗
世
を
象
徴
す
る
と
と
れ
ば
、
そ
れ

に
飽
き
る
な
ら
ば
、
そ
こ
を
離
れ
よ
う
と
鶴
が
誘
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
狭
衣
の
心
情
に
即
し
て
い
る
。
な
お
現
訓
読
と
物
語
の
朗
詠
が
「
満
つ
」

「
満
て
り
」
と
相
違
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
ま
た
朗
詠
に
は
「
洲
中
」
の

語
句
が
な
い
が
、
冒
頭
文
に
お
い
て
も
、
漢
詩
句
中
の
一
部
「
踏
花
」
が
な
い

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
も
問
題
は
な
い
。
日
常
の
朗
詠
も
物
語
中
の
朗
詠
も

一
字
一
句
正
確
に
引
用
す
る
こ
と
を
前
提
す
る
わ
け
で
は
な
く
、『
新
撰
万
葉

集
』
を
典
拠
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
内
容
的
語
句
的
に
は
な
ん
ら
問
題
が
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
朗
詠
さ
れ
た
詩
句
が
『
新
撰
万
葉
集
』
の
も
の
で
あ

れ
ば
「
一
州
に
満
て
り
」
は
目
前
の
情
景
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、『
新

撰
万
葉
集
』
の
詩
句
の
朗
詠
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
「
鶴
の
声
」
や
「
漁
夫
」
に

狭
衣
の
心
情
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
土
岐
氏
や
井
上
氏
が
深
川
本
の
該
当
部
分
を
和
歌
「
み
く
り
く
る
」

が
本
来
の
文
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
前
の
部
分
の
「
御
心
の
う
ち
に
は

ひ
と
す
ち
に
も
の
ゝ
み
心
ほ
そ
く
て
」
と
い
う
深
川
本
の
本
文
と
の
関
わ
り
に

拠
る
よ
う
で
あ
る
。

ロ
深
川
本

か
や
う
に
て
け
ふ
は
あ
ま
た
あ
ん
め
れ
と
お
な
し
こ
と
に
て

と
ゝ
め
つ
か
く
を
り
に
つ
け
て
は
お
な
し
な
へ
て
な

ら
ぬ
と
こ
ろ
と
も
に
は
な
を
さ
り
に
を
ち
ゝ
ら
し

た
ま
へ
は
御
心
の
う
ち
に
は
ひ
と
す
ち
に
も
の
ゝ
み
心
ほ
そ
く

て
丁
子
に
く
ろ
む
ま
て
そ
ゝ
め
き
た
る
御
そ
ひ
と
か
さ
ね

く
れ
な
ゐ
の
を
り
す
ゝ
し
の
は
か
ま
き
給
て
ま
く
ら

を
そ
は
た
て
つ
ゝ
い
け
の
さ
う
ふ
の
心
ち
よ
け
に
て

し
け
り
た
る
を
な
か
め
給
て
め
く
り
く
る
な
と
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く
ち
す
さ
み
給
御
こ
ゑ
猶
も
た
く
ひ
な
し
あ
り
つ
る

御
返
と
も
ゝ
こ
ゝ
ろ
〳
〵
な
る
を
あ
ま
た
み
給
な
か
に
も
」
一
六
オ

傍
線
部
「
御
心
の
内
に
は
一
筋
に
も
の
の
み
心
細
く
て
」
と
あ
る
の
は
、
前

後
関
係
か
ら
源
氏
宮
を
一
筋
に
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解

釈
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
深
川
本
の
本
文
で
読
む
限
り
「
め
く
り
く
る
」
の
も
と

の
形
と
さ
れ
る
「
み
く
り
く
る
」
が
響
か
せ
て
い
る
和
歌
、「
近
江
に
か
あ
り

と
い
ふ
な
る
み
く
り
く
る
人
苦
し
め
の
筑
摩
江
の
沼
」（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
恋

一
、
藤
原
道
信
）
が
狭
衣
の
源
氏
宮
へ
の
心
情
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
ん

ら
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、
伝
為
明
筆
本
の
本
文
を
読
む
限
り
、
こ
の
箇
所
に
源
氏
宮
を
想
う

一
文
は
な
く
、
同
じ
場
所
に
は
「
こ
の
世
は
仮
初
め
に
、
も
の
す
さ
ま
じ
う
ぞ
」

と
単
な
る
厭
世
感
が
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
こ
の
部
分
は
そ
の
前
の
傍
線
部
と
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
深
川

本
も
伝
為
明
筆
本
も
自
ら
の
写
本
内
に
お
い
て
は
誤
写
を
想
定
す
る
必
要
は
な

い
。
そ
し
て
二
つ
の
本
文
が
少
し
前
の
部
分
と
連
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

お
互
い
の
異
文
の
文
字
の
形
や
傍
書
の
本
文
化
と
い
う
書
写
上
の
転
化
は
除
外

さ
れ
る
。
の
こ
る
可
能
性
は
こ
の
場
面
全
体
の
作
為
的
な
異
文
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
そ
れ
が
「
め
く
り
く
る
」
か
ら
の
書
き
換
え
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
そ
の
反
対
に
「
一
し
ゆ
に
み
て
り
」
と
い
う
本
文
が
漢
文
由
来
の
も
の
で
あ

る
た
め
に
よ
り
わ
か
り
や
す
い
和
歌
へ
書
き
換
え
た
の
か
、
或
い
は
も
っ
と
別

の
理
由
、
当
初
か
ら
二
つ
の
本
文
が
流
布
し
て
い
た
な
ど
、
こ
れ
だ
け
で
は
判

別
で
き
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
伝
為
明
筆
本
本
文

0

0

0

0

0

0

0

の
典
拠
と
し
て
は
『
新
選
万
葉
集
』
の

可
能
性
は
除
外
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
問
題
は
、
典
拠

を
考
え
ら
れ
る
『
新
撰
万
葉
集
』
は
現
在
、
平
安
当
初
の
実
態
に
つ
い
て
解
明

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
原
撰
本
と
さ
れ
る
写
本
は
下
巻

に
序
も
詩
も
な
い
も
の
が
あ
り
、
古
い
姿
を
伝
え
る
も
の
と
の
見
解
が
あ
る
が
、

ま
だ
結
論
が
で
て
い
な
い⒀
。
原
撰
本
と
さ
れ
る
も
の
が
平
安
時
代
の
姿
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
未
完
成
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
集
が
果
た
し

て
ど
こ
ま
で
広
が
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

そ
こ
で
内
容
的
に
齟
齬
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
別
の
視
点
か
ら
典
拠

の
妥
当
性
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
一
段
階
と
し
て
周
辺
の
和
歌
と
の
関
わ
り

を
次
に
検
討
す
る
。

四　

周
辺
の
和
歌
と
の
関
係

物
語
は
、
菖
蒲
の
行
事
の
前
ま
で
に
狭
衣
の
卓
越
し
た
資
質
、
容
貌
を
述
べ
、

そ
の
あ
と
に
源
氏
宮
の
比
類
の
な
い
美
し
さ
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
狭
衣
が
源

氏
宮
に
思
い
を
寄
せ
な
が
ら
も
、
宮
が
東
宮
妃
と
見
な
さ
れ
て
い
る
為
に
鬱
屈

し
た
思
い
を
抱
き
な
が
ら
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と
を
記
述
す
る
。
そ
し
て

問
題
の
菖
蒲
の
場
面
へ
至
る
。
五
月
に
な
っ
て
狭
衣
は
菖
蒲
の
歌
を
葎
の
門
の

女
、
宣
耀
殿
、
一
条
院
の
姫
宮
と
か
わ
す
。
紙
面
の
関
係
上
、
和
歌
の
み
を
次

に
記
す
。

一
、　

葎
の
門
の
女
か
ら
狭
衣
（
贈
歌
）

し
ら
ぬ
ま
の
あ
や
め
は
そ
れ
と
わ
か
す
と
も

よ
も
き
か
か
と
を
す
き
す
も
あ
ら
な
ん
（
十
八
ウ
）

二
、　

狭
衣
か
ら
葎
の
門
の
女
（
返
歌
）

見
も
わ
か
て
す
き
に
け
る
か
な
を
し
な
へ

て
の
き
は
の
あ
や
め
ひ
ま
し
な
け
れ
は
（
十
九
オ
）

三
、　

狭
衣
か
ら
宣
耀
殿
（
贈
歌
）
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恋
わ
ふ
る
た
も
と
は
い
つ
も
か
は
か
ぬ
に

け
ふ
は
あ
や
め
の
ね
さ
へ
な
か
れ
て
（
二
十
オ
）

四
、　

狭
衣
か
ら
一
条
院
の
姫
宮
（
贈
歌
）

お
も
ひ
つ
ゝ
い
は
か
き
ぬ
ま
の
あ
や
め

草
み
こ
も
り
な
か
ら
く
ち
や
は
て
な
ん
（
二
十
ウ
）

五
、　

宣
耀
殿
か
ら
狭
衣
（
返
歌
）

う
き
に
の
み
し
つ
む
み
く
つ
と
な

り
は
て
ゝ
け
ふ
は
あ
や
め
の
ね
た
に
な
か
れ
す
（
二
十
一
ウ
）

こ
の
贈
答
歌
の
応
酬
の
四
と
五
の
間
に
、「
一
し
ゆ
に
み
て
り
」
の
場
面
が
入
っ

て
い
る
。
そ
し
て
直
前
の
四
の
狭
衣
か
ら
一
条
院
の
姫
宮
へ
和
歌
に
は
返
歌
が

な
い
。
四
は
「
も
の
思
い
を
し
な
が
ら
岩
で
囲
ま
れ
た
沼
の
あ
や
め
草
が
水
に

隠
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
朽
ち
果
て
て
し
ま
い
た
い
」
と
い
う
も
の
で
、

狭
衣
が
葎
の
門
の
女
と
軽
快
な
贈
答
を
交
わ
し
て
い
る
も
の
と
も
、
ま
た
宣
耀

殿
へ
自
ら
が
「
あ
な
た
を
恋
慕
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
詠
と
な
っ
て
い
る
の
と

は
少
し
趣
が
異
な
る
。
初
句
の
「
お
も
ひ
つ
ゝ
」
は
前
後
の
文
脈
か
ら
読
め
ば
、

「
あ
な
た
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
」
と
な
る
が
、
下
句
が
「
水
の
中
に
沈
ん
で

朽
ち
て
し
ま
い
た
い
」
と
あ
り
、
自
閉
的
と
も
い
え
る
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
。
こ

の
歌
の
あ
と
に
そ
の
ま
ま
前
掲
（
イ
）
の
「
か
や
う
に
て
あ
ま
た
」
云
々
の
本

文
が
続
く
。
こ
の
四
の
和
歌
は
む
し
ろ
後
に
続
く
文
章
の
「
を
り
に
つ
け
た
る

こ
と
の
葉
な
と
に
は
ち
ら
し
給
へ
と
も
心
の
う
ち
に
は
い
つ
ま
で
と
の
み
此
世

は
か
り
そ
め
に
も
の
す
さ
ま
し
う
そ
お
ほ
さ
る
へ
き
」
へ
至
る
前
哨
と
い
う
感

が
否
め
な
い
の
で
あ
る
。
狭
衣
の
厭
世
感
に
通
じ
る
下
句
と
い
え
る
。
朗
詠
場

面
の
直
前
に
置
か
れ
た
こ
の
和
歌
は
狭
衣
の
心
情
を
導
き
出
す
役
割
を
も
担
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
念
の
た
め
他
の
朗
詠
箇
所
が
周
辺
の
和
歌
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
る
の
か
確
認
し
て
お
く
。

表
の
二
の
朗
詠
「
せ
み
く
わ
う
え
う
に
な
い
て
か
ん
き
う
秋
な
り
（
蝉
黄
葉

に
鳴
い
て
漢
宮
秋
な
り
）」
の
部
分
、
前
後
の
状
況
も
含
め
て
本
文
を
次
に
示
す
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
大
宮
れ
い
の

ゆ
ゝ
し
き
こ
と
に
く
ち
な
れ
給
へ
る
こ
そ
心
う

け
れ
と
て
い
と
い
ま
〳
〵
し
と
お
ほ
し
た
る
を

ゆ
く
す
へ
は
か
〳
〵
し
か
る
ま
し
き
心
の
う
ち

を
御
ら
ん
せ
さ
せ
た
ら
は
ま
し
て
い
か
に
と
思

つ
ゝ
け
ら
れ
て
涙
も
こ
ほ
れ
ぬ
へ
し
ち
い
」
七
二
オ

さ
き
木
き
ち
や
う
に
ま
き
れ
い
ら
せ
給
ぬ

れ
は
す
さ
ま
し
う
て
は
し
つ
か
た
に
人
〳
〵

も
の
か
た
り
し
給
に
御
ま
へ
の
木
た
ち

こ
く
ら
う
あ
つ
か
は
し
け
る
な
る
な
か
に
せ
み

の
あ
や
に
く
に
な
き
い
て
た
る
を
見
い
た
し

給
て

　

声
た
て
ゝ
な
か
ぬ
は
か
り
そ
物
お
も
ふ

　

身
は
う
つ
せ
み
に
を
と
り
や
は
す
る

な
ん
と
く
ち
す
さ
み
に
い
ゝ
な
し
て
せ
み
く

わ
う
え
う
に
な
い
て
か
ん
き
う
秋
な
り
と
し

の
ひ
や
か
に
す
ん
し
給
御
こ
ゑ
め
つ
ら
し
き

こ
と
な
ら
ね
と
わ
か
き
人
く
は
し
に
か
え
り
め
て

た
し
と
お
も
ふ
も
こ
と
は
り
な
り
・
・
・
・

『
和
漢
朗
詠
集
』（
巻
上
・
夏
・
蝉
一
九
四
）
に
載
る
詩
の
全
文
は
「
鳥
下
緑
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蕪
秦
苑　

蝉
鳴
黄
葉
漢
宮
秋
（
鳥
緑り
ょ
く
ぶ蕪
に
下
り
て
秦
苑
寂し
づ

か
な
り
、
蝉
黄
葉
に

鳴
い
て
漢
宮
秋
な
り
）」
で
あ
り
、
堀
川
大
臣
第
で
、
御
前
の
木
立
を
見
な
が

ら
の
こ
の
朗
詠
は
、
ま
さ
に
漢
宮
の
秦
苑
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
こ
で
狭
衣
は

自
ら
の
心
情
を
和
歌
に
詠
ん
で
か
ら
、
漢
詩
を
朗
詠
し
て
い
る
。
和
歌
は
狭
衣

の
心
情
を
述
べ
て
お
り
、
朗
詠
は
情
景
を
反
映
し
、
朗
詠
さ
れ
な
か
っ
た
部
分

に
狭
衣
の
心
情
が
感
じ
と
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る⒁
。
つ
ま
り
こ
こ
は
、
周
辺

の
和
歌
と
朗
詠
と
朗
詠
の
典
拠
と
の
関
係
が
、
先
ほ
ど
と
同
じ
役
割
を
担
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
表
の
三
、
五
、
六
も
同
様
で
あ
る
が
、
紙
面
の
関
係
上
、
説

明
を
省
く
。五　

異
な
る
例
に
つ
い
て

異
な
る
例
と
し
て
、
表
の
四
・
七
・
八
が
あ
る
。
ま
ず
四
は
朗
詠
は
狭
衣
が

嵯
峨
院
女
二
宮
と
契
り
、
後
朝
の
和
歌
を
取
り
次
ぎ
の
女
房
、
中
納
言
典
侍
に

託
し
た
後
、
そ
の
首
尾
は
ど
う
か
と
典
侍
に
尋
ね
た
折
に
口
ず
さ
ん
だ
も
の
で

あ
る
。・

け
さ
の
物
ま
い
ら
せ
侍
り
ぬ
れ
と
い
さ
や
心
え
侍
ら

ぬ
事
と
も
に
お
も
ひ
給
み
た
れ
て
う
し
ろ
め

た
き
心
の
ほ
と
こ
そ
け
た
い
な
か
ら
ん
ほ
と
の
御
を
」
三
五
ウ

こ
な
い
の
し
る
し
も
か
ひ
な
く
や
と
見
え
侍
る
め
れ
と
て

　
　

恋
の
み
ち
し
ら
す
と
い
ひ
し
人
や
さ
は
あ
ふ
さ
か

　
　

ま
て
も
た
つ
ね
い
り
け
りん
イ

と
あ
る
を
ひ
と
り
ゑ
み

せ
ら
れ
給
も
の
か
ら
い
と
つ
み
え
か
ま
し
き
こ
と
の
さ
ま

か
な
と
ひ
と
り
こ
ち
て
帰
て
た
う
ら
い
せ
ゝ
て
ん
ほ

う
り
ん
の
え
ん
と
せ
む
と
う
ち
す
ん
し
給
御
こ
ゑ

な
を
お
も
し
ろ
く
め
て
た
く
い
か
な
り
け
る
事

の
有
け
る
に
か
と
わ
つ
ら
は
し
く
て
な
を
な
と
は
え
い
ひ

は
て
給
は
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

直
前
の
和
歌
は
中
納
言
典
侍
か
ら
狭
衣
へ
の
問
い
か
け
で
あ
る
。
そ
の
和
歌
に

返
歌
す
る
か
わ
り
に
口
ず
さ
ん
だ
の
が
、「
返
り
て
当
来
世
ゝ
転
法
輪
の
縁
と

せ
ん
」
と
い
う
朗
詠
で
『
和
漢
朗
詠
集
』（
巻
下
・
仏
事
五
八
八
）
に
「
願
以

今
生
世
俗
文
字
之
業
狂
言
綺
語
之
誤　

翻
為
当
来
世
世
讃
仏
乗
之
因
転
法
輪
之

縁
（
願
は
く
は
今
こ
ん
じ
ょ
う生
世せ
ぞ
く俗
の
文も
ん
じ字
の
業ご
う

狂き
ょ
う
げ
ん言
綺き

ご語
の
誤
り
を
以も
っ

て　

翻
ひ
る
が
えし
て

当と
う
ら
い来
世せ

ぜ世
讃さ
ん
ぶ
つ
じ
ょ
う

仏
乗
の
因い
ん

転て
ん

法ぽ
う
り
ん輪
の
縁
と
為な

さ
ん
）」
と
あ
る
。
中
納
言
典
侍
は
、

狭
衣
が
女
二
宮
に
文
を
送
る
の
を
不
審
に
思
っ
て
「
狭
衣
様
は
恋
の
道
な
ん
て

知
ら
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
宮
に
お
会
い
な
さ
っ
た

の
で
す
ね
」
と
問
い
か
け
た
の
に
対
し
、「
恋
の
道
と
い
う
罪
を
翻
し
て
来
世

や
そ
の
先
の
成
仏
の
縁
と
し
よ
う
」
と
思
わ
せ
ぶ
り
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。

傍
線
部
の
典
侍
の
仏
道
の
語
を
受
け
て
の
朗
詠
と
な
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
の

句
は
文
学
と
い
う
「
狂
言
綺
語
」
を
転
じ
て
、
仏
の
縁
と
し
た
い
と
述
べ
た
も

の
で
、
恋
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
が
、
狭
衣
は
、「
文
学
」
を
「
恋
」
に
置
き

換
え
、
本
来
仏
道
と
は
相
反
す
る
恋
の
道
を
も
っ
て
、
仏
道
の
機
縁
と
す
る
の

で
す
よ
と
返
答
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
表
の
八
の
例
も
、
同
じ
く
朗
詠
は
和

歌
を
補
完
す
る
形
で
狭
衣
の
心
情
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
前
掲
の
和
歌
と
の

関
係
は
異
な
る
が
和
歌
と
朗
詠
が
組
と
な
っ
て
い
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。
残
り

は
表
の
七
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
ま
た
別
の
問
題
が
あ
る
。

表
の
七
の
箇
所
は
島
内
景
二
氏
が
『
新
撰
万
葉
集
』
を
引
用
の
典
拠
と
し
て

あ
げ
て
い
る⒂
。
氏
は
大
系
補
注
、
吉
田
幸
一
氏
の
掲
げ
た
諸
本
の
本
文
を
列
挙

さ
れ
、
草
体
か
ら
の
誤
読
の
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
た
。
諸
本
の
異
同
は
次
の
通
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り
で
あ
る
。

か
う
り
た
ま
か
へ
り
て
あ
と
な
る
は
ふ
か
し　
　
　

内
閣
文
庫
本
・
平
出

本
・
承
応
板
本

か
ふ
り
給
は
り
て
あ
と
な
る
は
ふ
か
し　
　
　
　
　

伝
為
家
本

か
う
り
た
ま
か
へ
り
て
あ
と
な
き
い
ふ
か
し　
　
　

東
大
平
野
本

か
う
わ
た
ま
か
へ
り
て
あ
と
な
か
は
ふ
か
し　
　
　

近
衛
一
本

か
を
り
給
け
る
を
あ
と
な
う
は
つ
か
し　
　
　
　
　

九
条
家
本

か
ら
ふ
り
た
ま
か
へ
り
て
あ
と
な
か
ら
ふ
か
し　
　

蓮
空
本

島
内
氏
は
『
新
撰
万
葉
集
』
巻
下
・
夏
歌
二
十
二
首
の
中
の
詩
句
、「
噵
桃
梨

花
落
後
興
」
の
う
ち
、「
花
」
の
草
書
体
を
「
玉
」
と
誤
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
提
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
こ
の
よ
う
な
推
測
が
も
し
も
正
し
い
と
す
る
な
ら

ば
、
諸
本
の
形
態
は
あ
ま
り
に
も
原
形
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
述
べ

ら
れ
た
。
し
か
し
、
問
題
の
詩
句
は
訓
読
す
る
な
ら
ば
、「
の
べ
る
に
桃
梨
花

落
ち
て
後
の
興
」
と
で
も
な
ろ
う
か
。「
後
興
」
を
「
あ
と
な
ら
ば
ふ
か
し
」「
あ

と
な
る
は
ふ
か
し
」
と
読
む
に
は
か
な
り
の
無
理
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
も
と
よ
り
、
冒
頭
部
分
の
朗
詠
や
表
の
三
や
八
の
朗
詠
は
正
確
な
典
拠
の

字
句
を
再
現
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
例
ほ
ど
離
れ
て
は
い
な
い
。

当
該
部
分
の
伝
為
明
筆
本
の
本
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
・
・
・
そ
の
い
た
く
く
む
し
た
る
名
さ
し

こ
そ
け
に
よ
そ
へ
つ
へ
け
れ
と
こ
よ
な
く

み
く
ら
へ
た
ま
は
む
か
ね
た
け
れ
は
と
て
え
み

た
ま
へ
る
は
な
の
に
ほ
い
よ
り
は
こ
よ
な
く
ま
さ

り
た
ま
い
た
り
は
な
の
い
た
く
ち
る
を
み
た
（
巻
四
・
二
七
ウ
）

ま
ひ
て
あ
と
な
ら
は
ふ
か
し
と
く
ち
す
さ
み
給
て

か
う
ら
む
に
を
し
か
ゝ
り
た
ま
え
る
ま
み
の
け

し
き
御
こ
ゑ
な
と
か
の
さ
く
ら
は
よ
き
て
と
て

は
な
の
下
に
や
す
ら
ひ
た
ま
へ
り
し
御
さ
ま
よ

り
も
こ
よ
な
く
な
つ
か
し
く
い
ま
め
か
は

し
く
し
ま
さ
り
た
ま
へ
り
と
そ
み
ゆ
る
・

典
拠
が
指
摘
さ
れ
た
『
新
撰
万
葉
集
』
巻
下
・
夏
歌
二
十
二
首
中
の
歌
と
詩

も
、
琴
を
弾
く
な
ど
、
狭
衣
物
語
の
場
面
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
季
節
は

夏
、
時
も
夜
で
あ
り
、
物
語
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

沙さ

乱み
だ
れ

丹に

情こ
こ
ろ

解と
け

筒つ
つ

暖あ
つ

杵き

身み

緒を

木こ

高だ
か
き
わ
け別
手て

風か
ぜ

毛も

問と
は

南な
ん

西
嶺
木
高
引
風
羽　

底
前
叢
爛
少
月
光

伯
牙
弾
玉
琴
韻
調　

噵
桃
梨
花
落
後
興

伝
為
明
筆
本
本
文
で
は
朗
詠
の
あ
と
、
夜
に
な
っ
て
、
管
絃
の
催
し
が
あ
り
、

「
ゆ
ふ
つ
く
よ
は
な
や
か
に
さ
し
い
て
ゝ
木
す
ゑ
と
も
ゝ
お
も
し
ろ
く
み
わ
た

さ
れ
た
り
」
と
あ
る
が
、
狭
衣
は
勧
め
ら
れ
る
琴
も
ひ
か
ず
に
、
た
だ
扇
を
打

ち
鳴
ら
し
て
桜
人
を
歌
う
だ
け
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
も
『
新
撰
万
葉
集
』
の
典

拠
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

六　

ま
と
め

以
上
、
考
察
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
一
に
見
ら
れ
る
異
文
の
う
ち
、
伝
為

明
筆
本
本
文
の
「
一
し
ゆ
に
み
て
り
」
は
、
深
川
本
等
の
「
め
く
り
く
る
（
み
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く
り
く
る
）」
の
誤
写
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、
典
拠
と
思
わ
れ
る
『
新
撰
万

葉
集
』
と
の
関
連
も
特
に
問
題
は
な
い
。『
新
撰
万
葉
集
』
を
典
拠
と
認
め
た

場
合
、
伝
為
明
筆
本
本
文
の
前
後
の
文
と
も
合
致
す
る
。『
新
撰
万
葉
集
』
は

い
わ
ゆ
る
原
撰
本
の
状
況
か
ら
考
え
て
平
安
・
鎌
倉
期
に
広
く
一
般
に
流
布
し

て
い
た
か
ど
う
か
、
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
も
の
を
狭
衣
物
語
作
者
が
用
い
た
か

ど
う
か
疑
問
が
残
る
。

し
か
し
な
が
ら
他
の
朗
詠
箇
所
に
お
け
る
漢
詩
受
容
の
様
相
と
比
較
す
る
と
、

全
八
例
の
う
ち
、
周
辺
の
和
歌
と
の
関
係
が
表
の
一
と
同
じ
で
あ
っ
た
の
は
、

二
、
三
、
五
、
六
の
四
例
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
和
歌
と
朗
詠
部
分
が
狭
衣
の
心

情
を
示
し
、
朗
詠
さ
れ
な
か
っ
た
典
拠
の
詩
句
と
物
語
の
情
景
が
同
じ
で
あ
る

と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。

更
に
、「
一
し
ゆ
に
み
て
り
」
を
文
脈
の
流
れ
か
ら
考
え
た
場
合
、
漢
詩
の

朗
詠
は
物
語
展
開
の
流
れ
を
滞
ら
せ
る
こ
と
な
く
繋
が
っ
て
い
る
。
問
題
の
菖

蒲
の
場
面
は
、
ま
ず
狭
衣
の
超
越
し
た
資
質
に
つ
い
て
の
べ
、
次
に
源
氏
宮
の

た
ぐ
い
ま
れ
な
る
美
し
さ
と
出
自
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
し
て
狭
衣
の
源
氏
宮

に
対
す
る
満
た
さ
れ
な
い
思
い
が
綴
ら
れ
、
そ
し
て
五
月
四
日
に
葎
の
門
の
女

と
の
贈
答
歌
、
五
日
に
狭
衣
か
ら
宣
耀
殿
と
一
条
院
へ
和
歌
が
贈
ら
れ
る
。
そ

し
て
池
の
菖
蒲
を
眺
め
る
場
面
、
宣
耀
殿
か
ら
の
返
歌
に
涙
ぐ
み
、
狭
衣
が
参

内
す
る
記
述
へ
と
続
く
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
の
中
、
事
実
上
独
詠

歌
と
な
っ
て
い
る
狭
衣
の
「
朽
ち
や
は
て
な
ん
」
と
い
う
和
歌
の
あ
と
に
、
深

川
本
の
よ
う
に
源
氏
宮
へ
の
思
い
を
の
べ
、
直
後
に
宣
耀
殿
か
ら
の
返
歌
を
手

に
し
て
涙
ぐ
む
と
い
う
展
開
は
、
源
氏
宮
が
他
の
女
君
た
ち
の
記
述
に
入
り
込

ん
で
お
り
、
源
氏
宮
へ
の
思
い
の
直
後
に
宣
耀
殿
か
ら
の
返
歌
に
狭
衣
が
涙
ぐ

む
と
い
う
の
は
や
や
奇
異
な
感
が
否
め
な
い
。
対
し
て
「
朽
ち
や
は
て
な
ん
」

と
い
う
和
歌
が
あ
と
の
厭
世
観
を
導
き
出
し
、
朗
詠
に
よ
っ
て
、
狭
衣
の
心
情

を
示
し
、
遅
れ
て
き
た
宣
耀
殿
の
返
歌
に
わ
ず
か
ば
か
り
慰
め
ら
れ
る
と
い
う

展
開
は
よ
ど
み
が
な
い
。

今
一
つ
の
異
文
「
音
羽
の
山
に
は
」
に
つ
い
て
は
、『
日
本
古
典
全
書
』
の

補
注
で
「
狭
衣
の
口
に
上
っ
た
詞
は
心
地
よ
げ
に
茂
っ
た
池
の
菖
蒲
を
背
景
と

し
て
そ
の
厭
世
の
心
を
表
現
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
」
と
し
て
、「「
音
羽
の

山
に
は
」
と
い
う
拍
数
か
ら
考
へ
て
、
今
様
か
何
か
の
歌
謡
の
一
句
を
口
ず
さ

ん
だ
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
こ
の
歌
謡
の
一
節
か
と
い
わ
れ
る
異
文
も
ま
た

「
一
し
ゆ
に
み
て
り
」
と
共
に
厭
世
感
を
表
し
た
同
様
の
傍
線
部
分
の
本
文
を

持
っ
て
い
る
。「
音
羽
の
山
に
」
は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
た
和
歌
に
関
し
て
は
、

菖
蒲
と
関
わ
ら
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
退
け
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。
し

か
し
現
在
伝
わ
ら
な
い
今
様
、
歌
謡
に
厭
世
観
を
示
し
た
も
の
が
あ
っ
た
と
考

え
れ
ば
、
な
ぜ
こ
こ
に
「
音
羽
の
山
に
」
と
い
う
異
文
が
発
生
し
た
の
か
は
一

考
の
価
値
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
異
文
の
是
非
は
多
数
決
で
は
決
ま
る

と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
二
種
類
の
異
文
が
、
対
に
な
る
前
出
部
分
に
同
じ
厭

世
感
を
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
享
受
の
歴
史
の
中
で
は
、
厭
世

観
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
、
こ
の
一
の
部
分
に
お
い
て
重
要
な
問
題
は
、
他
の
朗
詠
部
分

に
は
そ
れ
ほ
ど
顕
著
な
異
同
が
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

多
く
の
異
文
が
発
生
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は

伝
為
定
本
の
状
況
に
対
す
る
吉
田
幸
一
氏
の
指
摘
で
あ
る
。「
為
定
本
は
一
行

空
白
で
、
欠
文
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
諸
本
意
味
不
通
で
、
早
く
か
ら
出
典
未

詳
箇
所
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
さ
れ
る⒃
。
つ
ま
り
多
数
の
異
文
、
意
味
不
通
の

書
写
、
欠
文
が
示
す
こ
と
は
、
こ
こ
の
本
文
が
周
囲
の
文
章
と
は
異
質
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
和
歌
、
今
様
、
漢
文
の
中
で
最
も
異
質
な

も
の
は
、
和
文
で
な
い
漢
文
で
あ
ろ
う
。
ま
た
出
典
が
『
新
撰
万
葉
集
』
の
よ
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う
に
、
あ
ま
り
流
布
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
異

同
を
助
長
し
た
で
あ
ろ
う
。

伝
為
明
筆
本
に
記
さ
れ
た
主
人
公
が
朗
詠
す
る
漢
文
は
、
ま
ず
和
歌
か
ら
厭

世
感
を
導
き
だ
し
、
散
文
に
よ
っ
て
そ
の
厭
世
感
を
明
示
し
た
後
、
主
人
公
の

朗
詠
は
厭
世
感
を
著
し
て
い
る
と
類
推
さ
せ
た
上
で
、
は
じ
め
て
口
ず
さ
ま
れ

る
。
散
文
や
和
歌
と
い
う
緩
衝
材
を
置
き
、
数
段
階
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
漸

く
異
質
な
漢
文
を
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
か
と
思
う
。
し
か
し
そ

れ
で
も
そ
の
試
み
は
書
写
さ
れ
る
過
程
で
混
乱
を
招
く
要
因
と
な
っ
た
。
そ
の

様
相
が
表
の
一
に
表
れ
た
異
文
で
あ
る
。
そ
し
て
伝
為
明
筆
本
お
よ
び
同
様
の

本
文
を
保
持
す
る
一
群
は
、
物
語
冒
頭
に
示
さ
れ
た
漢
文
受
容
の
意
気
込
み
を

引
き
続
き
保
っ
て
い
る
本
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
考
察
は
、
平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）
八
月
二
十
七
日
に
ハ
ル
ピ
ン
工

業
大
学
（
中
華
人
民
共
和
国
黒
竜
江
省
ハ
ル
ピ
ン
市
）
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た

「
日
本
文
学
の
中
の
外
国
文
学
、
外
国
文
学
と
し
て
の
日
本
文
学
」（
科
学
研
究

費
助
成
事
業
、
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
））
課
題
番
号

23520243

）
に
お
い
て
、
発
表
し
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

参
加
を
許
可
し
て
頂
い
た
日
本
女
子
大
学
の
福
田
安
典
先
生
、
駒
沢
大
学
の

近
衛
典
子
先
生
を
は
じ
め
課
題
研
究
者
の
方
々
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

注
⑴　

本
文
は
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』（
一
九
六
〇
年
初
版
・
一
九
七
九
年
復
刻

第
一
刷
・
同
朋
舎
出
版
）
一
六
一
〔
天
喜
四
年
閏
三
月
〕
六
条
斎
院
禖
子
内
親
王
歌

合
よ
り
。

⑵　
『
明
月
記
』
貞
永
二
年
三
月
二
十
日
条

⑶　

吉
田
幸
一
『
狭
衣
物
語
諸
本
集
成
第
一
巻
伝
為
明
筆
本
』（
一
九
九
三
年
・
笠
間

書
院
）
解
説
、
五
〇
三
頁
～
五
〇
四
頁
に
宮
内
庁
図
書
寮
尊
蔵
本
（
現
宮
内
庁
書
陵

部
）、
松
井
簡
治
博
士
旧
蔵
現
静
嘉
堂
文
庫
本
と
全
く
同
一
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の

原
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

⑷　

入
江
相
政
『
狭
衣
物
語
』
岩
波
講
座
日
本
文
学
第
六
回
配
本
（
昭
和
六
年
・
岩
波

書
店
）

⑸　

三
谷
栄
一
『
狭
衣
物
語
の
研
究
［
伝
本
系
統
論
編
］』（
平
成
一
二
年
・
笠
間
書
院
）

二
四
頁
～
二
五
頁
「
狭
衣
物
語
成
立
考
」（
初
出
『
国
文
学
論
究
』
昭
和
一
二
年
二
月
）

⑹　

土
岐
武
治
「
狭
衣
物
語
巻
一
「
音
羽
の
山
に
は
」
に
つ
い
て
の
再
吟
味
（『
国
文
学
』

第
六
巻
第
四
号
・
昭
和
三
十
六
年
二
月
）

⑺　

川
崎
佐
知
子
氏
（『『
狭
衣
物
語
』
享
受
史
論
究
』（
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）・

思
文
閣
出
版
）
四
四
六
頁
）
に
よ
れ
ば
、
宮
城
県
図
書
館
伊
達
文
庫
蔵
本
は
注
が
猪

苗
代
兼
寿
自
身
の
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
川
崎
氏
の
翻
刻
に
よ
る

伊
達
文
庫
本
蔵
本
『
狭
衣
物
語
抄
』
を
参
照
し
た
。

⑻　

土
岐
武
治
氏
は
「
詩
学
九
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
早
稲
田
大
学
古
典
籍
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
、
逍
遙
文
庫0601051

の
『
円
機
活
法
』（
八
尾
甚
四
郎
友
春
版
・
寛
文
十

二
～
十
三
年
（1672-1672

））
で
は
「
詩
学
十
八
之
巻
百
草
門
石
菖
蒲
」
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
（
画
像
に
よ
り
確
認
）。

⑼　

井
上
真
弓
『
狭
衣
物
語
の
語
り
と
引
用
』（
二
〇
〇
五
年
・
笠
間
書
院
）

⑽　
「
五
六
」
は
国
歌
大
観
の
番
号
に
よ
る
。

⑾　

番
号
は
『
新
撰
万
葉
集
注
釈
』（
新
撰
万
葉
集
研
究
会
編
・
代
表
、
新
間
一
美
・

二
〇
〇
五
年
・
和
泉
書
院
）
に
よ
る
。
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
十
三
『
新
撰

万
葉
集　

京
都
大
学
蔵
』
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
国
歌
大
観
番
号
は
和
歌
五
五
、

詩
五
六
で
あ
る
。

⑿　

新
選
万
葉
集
研
究
会
編
『
新
選
万
葉
集
注
釈
』
巻
上
（
一
）（
二
〇
〇
五
年
・
和

泉
書
院
）

⒀　

浅
見
徹
監
修
・
乾
善
彦
・
谷
本
玲
大
編
『『
新
撰
万
葉
集
』
諸
本
と
研
究
』（
二
〇

〇
三
年
・
和
泉
書
院
）
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⒁　

こ
の
部
分
は
土
岐
武
治
氏
も
、
和
歌
と
朗
詠
の
詩
句
が
互
い
に
関
連
し
て
い
る
と

す
る
（
前
掲
「
狭
衣
物
語
巻
一
「
音
羽
の
山
に
は
」
に
つ
い
て
の
再
吟
味
」）。

⒂　

島
内
景
二
氏
「「
狭
衣
物
語
」
の
漢
詩
句
引
用
二
題
」（『
解
釈
』
三
十
巻
十
一
号
・

昭
和
五
十
九
年
十
一
月
）

⒃　

吉
田
幸
一
『
深
川
本
と
そ
の
研
究
』（
昭
和
五
十
七
年
・
古
典
文
庫
）
四
八
一
頁

受　

贈　

雑　

誌
（
二
）

学
習
院
大
学
大
学
院
日
本
語
日
本
文	

学
習
院
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究

学	

科
日
本
語
日
本
文
学
専
攻

学
大
国
文	

大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
講
座
・
日

	

本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
講
座

学
燈	

丸
善

香
椎
潟	

福
岡
女
子
大
学
国
文
学
会

金
沢
大
学
国
語
国
文	

金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会

岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
国
語
国
文
学	

岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
国
語
国
文
学
会

京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌	

京
都
教
育
大
学
国
文
学
会

京
都
語
文	

佛
教
大
学
国
語
国
文
学
会

京
都
大
学
國
文
學
論
叢	

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
語

	

学
国
文
学
研
究
室

近
畿
大
学
日
本
語
日
本
文
学	

近
畿
大
学
文
芸
学
部
文
学
科
日
本
文

	

学
専
攻

金
城
日
本
語
日
本
文
化	

金
城
学
院
大
学
日
本
語
日
本
文
化
学

	

会

近
代	

神
戸
大
学
「
近
代
」
発
行
会

ク
ロ
ノ
ス	

京
都
橘
大
学
女
性
歴
史
文
化
研
究
所

群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究	

群
馬
県
立
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会

芸
文
研
究	

慶
應
義
塾
大
学
芸
文
学
会

言
語
表
現
研
究	

兵
庫
教
育
大
学
言
語
表
現
学
会


