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人
間
と
い
う
も
の
は
、
環
境
に
と
り
ま
か
れ
な
が
ら
、
自
身
の
天
性
に
応
じ

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
応
と
抵
抗
と
を
試
み
て
い
る
う
ち
に
、
明
確
な
個
性
を
持

っ
た
人
間
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
歌
人
・
曾

称
好
悪
に
つ
い
て
み
て
も
、
彼
と
い
う
主
体
を
形
成
さ
せ
た
一
要
素
と
し
て
、

彼
を
と
り
ま
い
て
い
た
、
諸
々
の
環
境
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

好
忠
の
、
柄
め
て
特
異
だ
と
い
わ
れ
る
歌
風
も
、
個
性
的
な
好
忠
と
い
う
創

作
主
体
と
き
り
は
な
せ
な
い
一
体
的
な
も
の
と
考
え
た
時
、
彼
の
文
学
を
理
解

す
る
た
め
に
、
そ
う
し
た
創
作
主
体
形
成
の
一
端
を
担
っ
た
も
の
と
し
て
、
彼

の
属
し
て
い
た
時
代
・
環
境
を
想
定
す
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
、
更
に
こ
の
方
面

の
検
討
を
経
て
、
好
忠
の
和
歌
を
み
な
お
し
て
み
る
作
業
も
必
要
に
な
っ
て
く

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
小
稿
は
、
好
忠
の
人
間
像
を
、
又
、
彼
の
作
品
を
、
立
体
的
と
ま
で
は

い
か
な
い
に
し
て
も
、
せ
め
て
多
面
的
に
は
と
ら
え
て
お
き
た
い
と
い
う
、
私

の
願
望
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
前
提
に
立
ち
、
作
業
意
義

を
認
め
、
か
つ
、
そ
う
し
た
意
図
を
内
に
含
ん
だ
作
兼
の
一
環
と
し
て
、
好
忠

本
　
　
守
　
　
雄
L

と
小
野
宮
家
と
の
関
係
に
ス
ポ
ッ
ト
・
ラ
イ
ト
を
あ
て
て
み
た
く
思
う
。

※
　
　
　
　
※
　
　
　
　
※

十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
、
突
煩
・
実
費
を
出
し
た
小
野
宮
家
は
、

有
職
家
と
し
て
は
勿
論
、
朝
野
の
信
望
の
厚
か
っ
た
権
門
勢
家
と
し
て
も
名
を

は
せ
て
い
る
。
又
、
こ
の
小
野
宮
家
を
中
心
と
す
る
一
つ
の
文
学
圏
の
あ
っ
た

こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
（
詑
1
）

こ
の
小
塙
で
は
、
そ
う
し
た
小
野
宮
家
に
、
好
忠
が
、
相
当
な
程
度
で
も
っ

て
、
接
近
し
て
い
っ
た
ら
し
い
形
跡
の
み
ら
れ
る
点
に
注
目
し
て
み
よ
う
と
思

う
。
こ
う
し
た
好
悪
の
一
面
に
、
特
に
注
目
す
る
私
に
は
、
大
き
く
い
っ
て
、
次

の
よ
う
な
二
つ
の
意
図
が
あ
る
。

即
ち
、
第
一
に
は
、
こ
う
し
た
一
面
を
み
て
い
く
こ
と
が
、
従
来
の
好
忠
勧

な
い
し
は
彼
の
境
遇
に
関
す
る
論
述
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る

こ
と
。
と
同
時
に
、
一
人
の
作
家
を
、
一
つ
の
作
品
を
、
一
面
的
に
み
な
い

で
、
で
き
う
る
か
ざ
り
の
角
度
か
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
こ
と

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
好
忠
の
〓
血
を
み
の
が
す
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
全
体
像
・
立
体
像
把
握
の
た
め
の
礎
石
と
も
な
り
得
る

事
柄
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
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第
二
と
し
て
は
、
当
時
の
摂
関
政
治
体
制
の
も
と
に
お
い
て
、
活
躍
し
て
い

る
男
性
の
歌
人
の
ほ
と
ん
ど
が
、
僧
侶
と
受
領
層
歌
人
を
中
心
と
し
た
官
僚
と

で
あ
る
こ
と
を
思
い
、
又
、
当
時
の
権
門
勢
家
に
よ
っ
て
催
さ
れ
た
歌
合
や
祝

賀
の
歌
会
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
た
と
え
ば
小
野
宮
家
と
い
う
権
門
勢
家
を
中

心
と
し
た
文
学
圏
と
い
っ
た
も
の
が
、
当
時
の
文
学
と
し
て
の
和
歌
に
、
歌
倉

や
歌
会
な
ど
と
い
っ
た
場
に
あ
っ
て
、
1
あ
る
い
は
、
そ
の
文
学
的
性
格
の

形
成
に
あ
た
っ
て
、
1
更
に
は
、
そ
の
表
現
の
技
法
の
上
に
お
い
て
も
、
何

等
か
の
影
響
を
与
え
た
に
相
違
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
憩
定
を
衰
づ
け
て
く
れ

る
何
も
の
か
を
、
提
供
し
て
く
れ
る
こ
と
に
も
な
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

（
こ

従
来
、
好
忠
の
性
格
・
境
遇
・
地
位
・
評
価
等
に
関
し
て
は
、
多
く
の
方
々

が
発
言
し
て
お
ら
れ
る
。
が
、
そ
の
大
筋
は
、
藤
岡
作
太
郎
博
士
の
『
同
文
学

全
史
・
平
安
朝
篇
』
中
の
、

好
忠
の
伝
は
詳
細
を
知
る
こ
と
能
は
ず
。
素
性
高
か
ら
ず
、
み
づ
か
ら

歌
人
を
以
て
許
せ
り
と
い
ヘ
ビ
も
、
糟
粕
の
問
に
伍
し
て
、
常
に
軽
侮
せ

ら
る
。
（
中
略
）
好
忠
性
頑
癖
に
し
て
絹
介
、
自
ら
高
く
し
て
人
を
容
れ

ず
、
人
も
そ
の
徴
用
と
不
遜
と
を
忍
ん
で
、
か
れ
を
容
れ
ず
、
韓
珂
不
遇

に
し
て
一
生
を
終
り
ぬ
。
そ
の
歌
ま
た
一
世
に
歓
迎
せ
ら
れ
ず
、
空
し
く

後
の
識
者
を
待
た
ざ
る
を
得
ざ
り
L
は
、
作
品
の
人
物
と
同
じ
く
怪
奇
に

流
れ
、
時
洞
と
惇
戻
せ
L
を
以
て
な
り
。

と
い
っ
た
見
解
に
立
脚
し
て
、
立
論
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

す
ぐ
れ
た
幾
多
の
先
人
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
、
好
忠
の
境
遇
に
関
す
る
論

考
の
最
大
公
約
数
的
な
も
の
と
し
て
、
池
田
亀
鑑
博
士
の
も
の
を
あ
げ
て
み
よ

・
つ
0

彼
（
好
忠
）
は
生
気
の
な
い
無
風
状
態
の
歌
壇
に
、
ひ
と
り
革
新
の
調

を
歌
っ
た
天
才
詩
人
で
あ
っ
た
．
に
か
か
は
ら
ず
、
つ
ひ
に
世
に
容
れ
ら
れ

ず
、
不
遇
な
一
生
を
む
愁
と
焦
慮
と
の
中
に
送
っ
た
。
こ
れ
は
七
し
か
に

疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
（
「
曾
称
好
悪
に
つ
い
て
の
疑
問
」
・

『
文
学
』
第
二
巻
第
八
号
）

か
く
の
如
き
好
忠
を
悲
劇
的
革
新
歌
人
と
み
る
見
解
は
、
折
口
信
夫
博
士
や

池
田
弥
三
郎
氏
に
よ
っ
て
、
一
歩
、
屈
折
し
た
形
で
推
し
進
め
ら
れ
た
。
折
口

信
夫
博
士
は
、
好
忠
に
隠
者
文
芸
の
先
駆
者
と
し
て
の
生
活
態
度
を
認
め
ら
れ

（
『
後
期
王
朝
文
学
史
』
）
、
池
田
弥
三
郎
氏
は
、
好
忠
の
歌
か
ら
隠
者
の
気

分
を
感
じ
と
り
、
好
忠
に
隠
者
的
な
面
比
を
求
め
て
お
ら
れ
る
。
（
『
日
本
文

学
講
座
丑
・
雷
称
好
忠
』
）

好
忠
を
こ
う
し
た
眼
で
み
る
研
究
者
は
、
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
又
、

こ
う
し
た
見
解
が
出
て
く
る
の
も
尤
至
極
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
一
面
を
、
曾
称

好
忠
集
の
歌
は
持
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
好
忠
百
肯
歌
の
序
文
か
ら
も
感
じ
と
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
百
首
歌
は
、
天
徳
の
末
頃
に
、
三
十
余
才

の
若
さ
で
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
（
註
川
一
）
、
そ
の
中
に
お
い
て
、
好
忠
は
「
あ

し
た
に
は
ま
ど
に
さ
へ
づ
る
烏
の
声
に
お
ど
ろ
き
、
ゆ
ふ
べ
に
は
節
に
閃
く
る

花
の
色
を
な
が
め
つ
～
、
芸
の
も
と
に
閉
ぢ
ら
れ
て
、
出
で
て
仕
ふ
る
事
も
な

き
」
と
い
っ
た
生
活
態
度
を
示
し
て
お
り
、
世
の
無
常
を
「
ひ
を
虫
」
や
「
章

票
」
に
や
ど
る
露
の
「
玉
」
に
兄
い
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
春
の
夢
」
に
託

し
て
、
世
の
無
常
を
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
態
度
も
み
せ
て
い
る
。
更
に
は
、

「
昨
日
見
し
宝
の
宿
も
．
今
日
は
浅
茅
が
原
と
露
し
げ
く
、
あ
し
た
に
通
ひ
し
玉

の
と
ぼ
そ
も
、
ゆ
ふ
べ
に
は
八
重
葎
に
う
づ
も
れ
て
」
と
い
う
如
き
、
こ
の
世

の
転
変
の
徹
し
さ
、
無
常
の
烈
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
言
葉
も
み
ら
れ
る
。
こ
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う
し
た
詞
句
か
ら
は
、
多
分
に
、
世
人
と
の
交
渉
も
な
く
、
も
の
し
ず
か
に
生
・

き
た
好
忠
の
姿
が
う
か
ん
で
こ
よ
う
。

し
か
も
「
か
り
が
ね
ぞ
鳴
き
帰
る
な
る
世
中
を
憂
L
と
見
な
が
ら
今
は
厭
は

じ
」
（
虻
窯
肝
欄
）
の
歌
な
ど
か
ら
は
、
無
常
を
相
加
℃
て
い
る
好
忠
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
、
と
ま
で
言
え
そ
う
で
あ
る
。

「
あ
る
か
な
き
か
の
身
を
い
か
に
せ
ん
」
　
（
正
月
下
）
と
か
、
「
露
の
我
身

ぞ
わ
び
し
か
り
け
る
」
　
（
五
月
は
じ
め
）
と
い
っ
て
い
る
箇
所
だ
と
か
、
「
埋

み
火
の
下
に
憂
き
身
を
な
げ
き
つ
～
は
か
な
く
消
え
む
事
を
し
ぞ
思
ふ
」
　
（
十

二
月
は
じ
め
）
　
の
歌
な
ど
か
ら
は
、
先
人
の
方
々
の
い
わ
ん
と
さ
れ
る
こ
と
も

わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

暫
称
好
忠
集
の
こ
う
し
た
開
所
か
ら
は
、
人
と
あ
ま
り
交
際
し
な
い
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
、
世
渡
り
の
術
に
そ
れ
ほ
ど
長
け
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
、

好
忠
の
姿
が
う
か
ん
で
く
る
。
視
点
を
換
え
て
い
う
と
、
世
に
容
れ
ら
れ
ず
、

疎
外
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
好
忠
の
姿
さ
え
も
想
像
さ
れ
る
。
よ
み
方
に
よ
っ
て

は
、
好
悪
の
そ
う
し
た
一
面
が
強
く
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
見
過
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
先
程
み
た
と
こ
ろ
の
、
世

の
無
常
さ
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
発
想
が
、
百
首
歌
や
三
百
六
十
首
歌
を

創
る
に
至
っ
た
心
情
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
ひ
を
虫
」
と
か
「
草
葉
の
露
」
　
「
水
の
泡
」
　
「
春
の

夢
」
等
の
無
常
を
表
わ
す
語
句
や
、
世
の
転
変
・
無
常
の
烈
し
さ
を
い
っ
た
と

こ
ろ
の
諸
々
の
表
現
も
、
「
流
れ
て
融
き
ぬ
こ
と
、
水
茎
の
跡
に
し
る
し
て
」

（
百
首
歌
の
序
）
と
い
っ
た
詞
句
と
か
、
「
露
の
命
は
絶
え
ぬ
と
も
ゆ
く
す
ゑ

ら
一
重
ニ
1
）
レ
こ
．
一
一
は
二
ナ
二
〕
己
こ
l
　
「
三
百
六
十
首
歌
ノ
二
ゝ
つ
三
．
暮
ヾ
、

強
い
自
負
と
自
信
と
に
溢
れ
た
言
辞
と
、
対
比
さ
せ
て
受
け
と
る
べ
き
だ
と
考

え
る
。
（
詫
3
）

即
ち
、
自
身
の
詠
歌
の
永
遠
性
を
信
じ
、
そ
れ
を
強
調
せ
ん
が
た
め
に
、
対

比
し
て
提
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
無
常
を
い
う
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
栄
華
の

亡
び
ゆ
く
は
か
な
さ
に
較
べ
て
、
己
の
詠
作
し
た
歌
の
亡
び
な
い
と
い
う
こ
と

を
強
め
て
言
う
た
め
に
、
無
常
な
も
の
を
も
っ
て
き
て
対
比
し
た
の
だ
と
解
せ

る
。そ

し
て
、
好
悪
の
．
こ
う
し
た
心
情
や
言
辞
が
生
ま
れ
て
く
る
根
底
に
は
、
自

分
の
身
の
沈
輪
を
嘆
く
心
情
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
あ
は
れ
、
た
づ
き
あ
り
せ
ば
、
百
数
の
大
宮
仕
へ
つ
と
む
と
て
、
す
べ
ら

の
御
垣
面
な
れ
」
　
（
百
首
歌
の
序
）
と
あ
り
、
又
「
芸
の
も
と
に
閉
ぢ
ら
れ

て
、
出
で
て
仕
ふ
る
事
も
な
き
」
　
（
百
首
歌
・
序
）
と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
、
好
忠
の
卑
官
沈
輪
の
身
を
託
つ
哀
嘆
の
声
で
あ
る
と
み
な
し
て
よ
い
で

48

鍬
駒
）
と
い
っ
た
言
辞
や
、
つ
ら
ね
歌
中
の
「
た
づ
き
あ
り
せ
ば
す
可

の
大
宮
人
と
な
り
も
し
な
ま
し
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
に
注
目
す
る
と
、

て
ぞ
ふ
る
」
（

あ
ろ
う
。
又

1
我
身
の

「
と
き
に
も　な

あ　ら　（　「

は　ぬ二三の

百
六
十
首
歌
）
の
瀾
禁
等
給
受
た
の
春
を
過
し
っ

月
中

ぼ

り
船
東
風
吹
く
風
を
過
す
と
て
世
を
う
し
ま
ど
に
な
げ
き

ぬ　嘆
身　き

を
ぞ
す
㌃
」
（
三
鐸
十
首
歌
）
の
歌
・
あ
る
い
は

に
し
あ
れ
ば
草
葉
を
つ
め
る
事
も
な
く
う
き
身

の
つ
た
な
き
を
」
（
紅
絹
許
首
歌
）
と
い
っ
た
詞
句
、
更
に
は

ひ
の
ほ
か
に
過
し
や
り
か
ひ
な
き
身
を
ば
心
の
う
ち
に
嘆
き
つ
1
」

′二．．・
、、十三月　ひ
り首百を　と
歌六思　つぎ

好
悪

絶
え
ぬ
言
の
苦
か
た
み
と
も
見
よ
」
（
粧
捕

許
首
歌
）
と
い
っ
た
言
墾

あ
る
い
は
、
「
耳
に
聞
き
目
に
見
る
こ
と
を
写
し
を
き
て
ゆ
く
末
の
世
に
人
に

い
は
せ
ん
」
　
（
冬
の
長
歌
の
反
歌
）
　
と
い
っ
た
自
分
の
詠
ん
だ
歌
に
対
す
る

に
は
、
出
世
仕
官
を
望
む
社
会
的
野
心
が
極
め
て
強
く
、
そ
の
出
世
・
，
栄
達
の

望
み
の
迂
せ
・
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
憂
え
も
だ
え
る
心
情
が
あ
り
、

詠
歌
す
る
こ
と
が
そ
う
し
た
憂
悶
の
は
け
口
と
な
り
、
更
に
は
、
そ
の
詠
歌
の

、
空
適
性
で
も
せ
め
て
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
己
の
や
り
ど
こ
ろ
の
な
い
心
情



を
紛
ら
そ
う
と
し
た
の
だ
、
と
で
も
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
彼
の
歌
か
ら
う
か
が
え
る
無
常
観
ら
し
き
も
の
は
、
己
の
鳳
望
の

叶
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
と
こ
ろ
の
負
け
惜
し
み
に
も
似
た
、
「
こ

の
世
に
お
け
る
富
貴
栄
達
は
、
は
か
な
い
も
の
だ
」
と
す
る
、
自
己
を
強
い

て
＼
　
慰
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
み
な
し
た
い
。

も
し
く
は
、
「
好
忠
」
と
い
う
身
分
不
相
応
に
う
る
わ
し
い
名
を
持
ち
な
が

ら
、
人
並
な
待
遇
を
受
け
得
な
い
我
が
身
の
不
遇
が
訴
咲
さ
れ
て
い
る
点
、
た

ヽ

　

ヽ

と
え
ば
「
名
を
好
忠
と
つ
け
し
か
ど
い
づ
こ
ぞ
わ
が
身
人
に
異
る
と
ぞ
や
」

（
百
首
歌
・
序
）
と
い
っ
た
言
辞
や
、
「
親
の
つ
け
て
し
名
に
し
負
は
ば
名
を

掛
か
と
人
も
見
る
が
ね
と
お
も
ふ
心
の
あ
る
に
ぞ
あ
る
ら
し
」
（
竃
ハ
十

諾
）
と
い
っ
た
詞
句
、
あ
る
い
は
「
う
孟
ひ
と
つ
の
つ
た
賢
を
萱
掛
か

と
雪
つ
け
つ
ゝ
」
（
茫
絹
許
首
歌
）
と
い
っ
た
溜
、
、
窯
は
、
貞
元
二

年
の
三
条
左
大
臣
頼
忠
前
栽
歌
合
に
お
け
る
「
名
を
よ
し
た
だ
と
ま
う
す
を
た

の
み
て
、
た
て
ま
つ
る
べ
L
と
は
、
は
べ
る
な
る
べ
し
」
の
箇
所
な
ど
、
身
分

不
相
応
の
名
だ
と
し
て
「
好
忠
」
と
い
う
名
を
連
呼
し
て
い
る
箇
所
に
注
目
し

て
、
そ
こ
に
は
、
無
常
を
静
か
に
概
恕
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
な
お
執
着
を

絶
ち
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
苦
悩
が
あ
る
と
解
し
、
こ
う
し
た
「
好
忠
」
と
い

う
名
を
損
粟
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
、
自
分
の
名
を
ひ
い
て
は
我
が
身
を
世

間
に
売
り
込
も
う
と
す
る
意
図
の
表
わ
れ
だ
と
み
な
し
、
彼
の
行
為
は
、
と
ど

の
つ
ま
り
、
自
身
の
栄
進
の
端
緒
を
つ
か
も
う
と
す
る
、
一
種
の
自
己
売
り
込

み
策
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
ま
れ
、
無
常
を
い
い
、
身
の
沈
沿
を
託
つ
根
底
に
、
出
世
・
栄
達
を
蠣
う

好
忠
の
気
持
が
強
く
存
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
好
忠

集
の
中
に
は
、
現
在
の
境
遇
に
満
足
し
き
れ
な
い
で
い
る
好
悪
の
心
情
が
吐
露

さ
れ
て
お
る
、
と
み
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

こ
う
し
た
点
に
注
目
す
れ
ば
、
後
世
に
お
け
る
隠
者
と
は
か
な
り
質
的
に
異

な
っ
た
も
の
が
、
好
忠
に
は
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

（〓）

雷
称
好
忠
集
の
歌
の
よ
み
と
り
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、
作
品
の
内
部
か
ら
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
好
忠
橡
に
も
違
い
が
生
じ
て
く
る
。
又
、
資
料
の
違
い
に

ょ
っ
て
も
、
い
ろ
！
1
異
な
っ
た
好
悪
の
姿
と
な
っ
て
現
出
し
て
く
る
り

そ
れ
ら
の
中
に
は
、
あ
る
面
に
お
い
て
は
重
な
り
あ
っ
て
も
、
他
の
面
に
お

い
て
は
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
の
全
く
で
き
そ
う
に
な
い
よ
う
な
、
異
質
な
も
の

も
見
あ
た
る
。

今
昔
物
語
集
や
大
鏡
か
ら
う
か
が
え
る
説
話
的
好
忠
橡
な
ど
は
、
典
型
的
な

一
つ
の
好
忠
像
を
造
型
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
も
の
は
、
そ
の
作
品

の
で
き
た
時
代
に
お
け
る
好
忠
に
対
す
る
解
釈
に
す
ぎ
ず
、
史
実
が
伝
説
化
さ

れ
、
戯
曲
化
さ
れ
て
い
く
作
為
の
あ
と
を
見
出
だ
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
好
忠

そ
の
人
が
如
何
な
る
人
間
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
何
ら
教
え
て
く
れ
る
と

こ
ろ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
詫
4
】

し
か
し
、
従
来
、
と
も
す
る
と
、
今
昔
物
語
集
・
巻
二
十
八
に
み
ら
れ
る
子

日
の
一
作
を
、
そ
の
ま
ま
事
実
と
み
な
し
た
上
で
、
好
忠
論
を
展
開
す
る
こ
と

が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

従
来
み
う
け
ら
れ
た
、
今
昔
物
語
な
ど
の
説
話
に
立
脚
し
た
好
忠
橡
と
は
か

な
り
異
な
っ
た
そ
れ
を
、
島
津
忠
夫
氏
が
提
示
し
て
お
ら
れ
る
。
（
芸
）

島
津
氏
は
、
花
山
院
を
助
け
て
拾
遺
集
撰
集
に
参
加
し
た
人
々
と
し
て
、
従

来
か
ら
あ
げ
ら
れ
て
い
る
長
能
や
遺
折
の
他
に
、
曾
称
好
忠
も
関
与
し
た
の
で

は
な
い
か
と
あ
げ
て
、
好
忠
を
花
山
院
を
と
り
ま
く
歌
人
の
一
人
と
推
測
し
て

お
ら
れ
る
。
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島
津
氏
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
定
家
自
筆
本
系
統
と
は
伝
本
系
統
を
異
に
す

る
、
異
本
の
拾
遺
集
の
考
察
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
佐
賀
県
多

久
市
立
図
書
館
蔵
の
拾
遺
和
歌
集
や
図
書
寮
蔵
十
五
冊
本
八
代
集
中
の
塘
河
具

世
相
第
本
拾
遺
和
歌
集
な
ど
の
考
察
か
ら
生
ま
れ
た
副
産
物
と
で
も
い
っ
た
も

の
で
あ
る
が
、
私
に
は
、
は
な
は
だ
興
味
あ
る
見
解
で
あ
る
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
藤
原
清
柿
の
『
袋
草
紙
』
に
み
え
て
い
る
有
名
な
逸
話

1
好
忠
の
「
な
け
や
な
け
蓬
が
柚
の
き
り
′
ぐ
す
過
ぎ
行
く
秋
は
げ
に
ぞ
悲

し
き
」
と
い
う
歌
に
対
し
て
、
長
機
が
「
狂
惑
ノ
ヤ
ツ
也
。
琶
ガ
柚
ト
云
事
ヤ

ハ
ア
ル
」
云
々
と
い
っ
た
と
い
う
逸
話
1
を
、
長
能
が
好
忠
を
軽
侮
し
た
も

の
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
好
忠
の
異
端
な
人
間
を
語
っ
て
い
る
も
の
だ
と

す
る
、
従
来
み
ら
れ
た
よ
う
な
見
解
で
は
理
解
せ
ず
に
、
別
の
角
度
か
ら
み
な

お
し
て
、
・
長
能
・
好
悪
両
人
が
花
山
院
を
と
り
ま
く
歌
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
と

す
る
島
津
氏
の
推
定
の
上
に
た
っ
て
考
え
、
長
能
と
好
忠
と
は
、
年
令
の
上
で

は
二
十
余
才
も
隔
た
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
互
い
に
気
心
の
し
れ
た
、
へ
ら
ず

口
の
一
つ
も
言
い
合
え
る
間
柄
だ
っ
た
か
ら
、
先
の
よ
う
な
「
狂
惑
ノ
ヤ
ツ

也
」
な
ど
と
い
っ
た
乱
晃
な
言
も
出
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
想
定
は
決
し
て
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
即
ち
、
好
忠
の

「
荘
ガ
柚
」
の
歌
を
非
難
し
た
長
能
が
、
好
忠
の
「
な
け
や
な
け
窪
が
柚
の
き

り
ぎ
り
す
過
ぎ
行
く
秋
は
げ
に
ぞ
悲
し
き
」
の
歌
を
模
倣
し
て
構
想
を
同
じ
く

す
る
、
次
初
よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

題
し
ら
ず

こ
ゑ
た
え
ず
さ
へ
づ
れ
野
べ
の
百
千
鳥
の
こ
り
す
く
な
き
は
る
に
や
は

あ
ら
ぬ
　
（
後
拾
遺
和
歌
集
・
春
下
）

花
山
に
て
四
月
一
日
の
あ
け
ぼ
の
に
郭
公
鳴
き
け
る
を
開
き
て

鳴
け
や
鳴
け
山
郭
公
春
暮
れ
て
物
さ
び
し
か
る
ひ
と
の
き
か
く
に
　
（
新
続

古
今
和
歌
集
・
夏
歌
）

同
じ
院
　
（
花
山
院
）
　
に
て
障
子
の
絵
に
橘
の
咲
き
た
る
所

橘
の
花
の
さ
か
り
に
な
り
に
け
り
山
郭
公
き
な
け
し
ぼ
な
け
（
長
能
集
）

こ
と
に
、
「
鳴
け
や
鳴
け
山
郭
公
」
の
歌
は
、
花
山
院
の
許
に
人
々
が
集
ま

っ
た
時
に
詠
ん
だ
も
の
で
も
あ
り
、
こ
う
し
た
長
能
の
詠
歌
を
見
る
と
、
好
忠

が
長
能
に
穐
侍
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
と
思
わ
れ

る
。だ

が
、
こ
の
逸
話
を
集
録
し
た
持
紺
に
お
い
て
は
、
現
在
こ
の
逸
話
を
世
間

で
解
し
て
い
る
よ
う
な
受
け
取
り
方
の
純
上
を
い
く
と
こ
ろ
の
意
識
が
既
に
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

袋
草
紙
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
黙
ガ
柚
」
の
歌
に
ま
つ
わ
る
逸
話
に
つ
づ
け

て
、
「
曾
丹
、
丹
後
ノ
接
也
。
而
シ
テ
始
メ
曾
丹
後
ノ
接
ト
号
ス
。
其
ノ
後
、

曹
丹
後
ト
号
ス
。
末
二
軍
フ
リ
テ
、
腎
丹
ト
号
ス
也
。
此
ノ
時
、
私
忠
、
之

ヲ
折
イ
テ
云
ク
、
い
つ
、
そ
た
と
い
は
れ
む
と
す
ら
む
と
云
々
」
と
、
「
腎
丹
後

ノ
接
」
と
い
う
呼
び
名
か
ら
「
昏
丹
後
」
さ
ら
に
「
国
丹
」
　
へ
と
略
称
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
に
好
忠
が
閉
口
し
た
、
と
い
う
請
を
続
け
て
掲
載
し
て
い
る
。
全

く
、
別
個
の
逸
話
で
あ
る
は
ず
の
二
つ
の
逸
話
を
、
両
者
を
一
体
と
な
し
て
語

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
好
悪
の
新
奇
な
用
語
を
彼
の
特
異
な
人
柄
に
よ
っ
て
説
明

し
、
好
忠
の
異
端
な
人
間
像
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
桑
園
が
措
輔
に
は
あ
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
管
）
　
こ
の
よ
う
に
、
作
者
と
作
品
と
キ
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
好
忠
の
奇
矯
ぢ
言
動
と
か
性
質
を
錘
如
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
清
掃
に
は
今
昔
物
語
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
好
悪
観
の
延
長
綾

上
の
も
の
と
で
も
い
う
べ
き
認
識
が
既
に
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
感

じ
と
る
こ
と
は
で
き
る
。
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更
に
な
お
、
前
述
し
た
、
好
忠
を
花
山
院
と
り
ま
き
の
歌
人
と
考
え
て
お
ら

れ
る
、
島
津
氏
の
見
解
に
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
こ
と
は
、
花
山
院
が
当
時
の

新
形
式
で
あ
っ
た
連
歌
に
異
常
な
関
心
を
示
し
、
そ
れ
を
物
名
歌
や
謎
問
答
の

歌
と
共
に
、
拾
遺
集
に
数
多
く
採
録
し
て
お
る
一
方
、
曹
称
好
忠
も
天
徳
五

（
九
六
一
）
年
頃
と
永
観
三
　
（
九
八
五
）
年
二
月
と
に
つ
ら
ね
歌
を
作
っ
て
お

り
、
又
、
天
徳
五
年
頃
、
好
忠
三
十
数
才
の
時
に
詠
作
し
た
冨
首
歌
の
中
に
お

い
て
、
「
き
の
え
」
　
「
き
の
と
」
と
い
っ
た
十
干
の
名
や
、
「
ひ
ん
が
し
」

「
た
つ
み
」
と
い
っ
た
八
方
位
な
ど
を
詠
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
の
物
名
歌
を
作
っ

て
お
る
こ
と
、
更
に
、
同
じ
そ
の
日
首
歌
の
中
に
は
「
あ
さ
か
や
ま
」
　
「
な
に

は
づ
」
の
歌
の
文
字
の
一
字
ず
つ
を
歌
の
首
尾
に
お
い
た
と
こ
ろ
の
沓
冠
歌
も

詠
ん
で
い
る
し
、
天
元
四
（
九
八
一
）
年
に
行
な
わ
れ
た
談
合
に
好
悪
は
出
席

し
て
、
左
の
一
番
に
歌
を
詠
ん
で
お
り
、
そ
の
歌
は
拾
退
集
に
収
録
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、
な
に
か
符
合
す
る
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

（
≡
）

好
忠
は
歌
人
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
彼
が
望
ん
だ
ほ
ど
の
十
分
な
厚
遇
を
受

け
た
と
は
い
わ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
好
忠
は
源
朋
や
恵
慶
法
師
と
は
面

識
が
あ
っ
て
百
首
歌
の
贈
答
を
な
し
て
い
る
。
又
、
大
中
臣
能
宣
や
源
重
之
・

源
兼
橙
と
も
相
当
に
親
し
く
交
際
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
八
雲
御
抄
』
の
記
事
、
「
天
徳
、
永
承
有
二
公
卿
作
者
㌔
寛
和
承
暦
無
二

公
卿
作
者
－
．
更
歌
人
不
〆
入
′
撰
事
多
。
詔
撃
昇
段
一
不
〆
入
／
歌
例
有
〓
所
見
一
。

ヽ

　

ヽ

天
徳
好
忠
乍
リ
詠
不
リ
入
欺
」
　
（
巷
第
二
、
作
法
部
）
　
に
よ
る
と
、
好
忠
は
三
十

数
歳
の
若
さ
で
、
天
徳
四
（
九
六
〇
）
年
三
月
三
十
日
に
行
な
わ
れ
た
内
裏
歌

合
に
昇
殿
を
許
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
様
子
で
あ
る
し
、
三
条
左
大
臣
斬
忠
は
、

貞
元
二
　
（
九
七
七
）
年
八
月
十
六
日
に
行
な
っ
た
前
栽
歌
合
の
あ
と
、
好
悪
を

特
別
に
召
し
出
し
て
歌
を
詠
ま
せ
て
い
る
。
更
に
、
そ
れ
か
ら
四
年
後
の
、
天

元
四
（
九
八
一
）
年
四
月
廿
六
日
に
斉
敏
の
遺
子
達
が
主
催
し
て
行
な
っ
た
謎

合
に
も
、
好
忠
は
出
席
し
て
H
奴
初
に
歌
を
詠
ん
で
い
る
事
実
が
あ
り
、
そ
の
翌

年
の
天
元
五
　
（
九
八
二
）
年
十
二
月
二
十
五
日
に
円
融
天
皇
が
堀
河
院
に
再
度

の
遷
幸
を
な
さ
っ
た
時
に
も
、
好
忠
は
鴛
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
或
い
は
、
寛
／

和
二
　
（
九
八
六
）
年
六
月
十
日
に
行
な
わ
れ
た
内
表
歌
合
で
は
、
実
方
・
惟
成

・
道
長
な
ど
と
歌
を
合
わ
せ
て
い
る
。
更
に
又
、
そ
の
道
長
が
長
保
五
　
（
一
〇

〇
三
）
年
五
月
十
五
日
に
私
邸
京
柘
股
で
催
し
た
歌
令
に
も
、
兼
橙
・
長
瀧
・

遺
済
と
い
っ
た
歌
人
達
と
共
に
招
か
れ
て
、
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
等
々
を
み

て
く
る
と
、
好
忠
が
歌
人
と
し
て
の
力
量
を
在
世
中
か
ら
相
当
に
認
め
ら
れ
て

い
た
と
い
う
事
に
関
し
て
は
、
疑
問
を
は
さ
む
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

又
、
こ
の
よ
う
な
好
忠
の
一
面
を
み
る
な
ら
ば
、
先
に
み
た
如
き
、
藤
岡
作

太
郎
博
士
の
『
国
文
学
全
史
・
平
安
朝
箭
』
に
う
か
が
え
る
よ
う
な
見
解
と
は

か
な
り
異
な
っ
た
好
忠
の
一
面
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
E
心
う
。

（四）

℡
称
好
忠
集
に
お
い
て
、
好
悪
は
、
人
一
倍
仕
官
を
揖
い
な
が
ら
も
藤
原
氏

一
族
に
は
縁
故
も
な
く
、
栄
達
を
図
ろ
う
に
も
何
の
「
た
づ
き
」
も
な
い
こ
と

を
、
悲
し
み
嘆
い
て
い
た
。
又
「
よ
し
た
だ
」
の
名
に
も
添
わ
な
い
身
の
不
遇

を
悲
し
む
寂
蓼
も
詠
ん
で
い
る
。
又
、
先
程
み
た
よ
う
に
、
好
悪
災
以
外
の
資

料
に
よ
る
と
、
好
悪
は
相
当
な
程
度
を
も
っ
て
樵
門
勢
家
に
近
づ
い
て
も
い

る
。
つ
ま
り
、
好
忠
は
恵
ま
れ
な
い
現
実
の
悲
哀
感
と
不
安
な
生
活
感
情
と
を

歌
に
詠
み
あ
げ
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
権
門
勢
家
に
近
づ
く
努
力
も
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
好
忠
に
み
ら
れ
る
二
m
を
好
忠
と
小

野
宮
家
と
の
関
係
に
限
定
し
て
、
最
後
に
こ
こ
で
見
て
み
よ
う
と
思
う
。
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ま
ず
、
好
忠
は
、
貞
元
二
年
八
月
十
六
日
に
行
な
わ
れ
た
三
条
左
大
臣
頼
忠

前
栽
歌
合
の
後
日
、
九
月
に
は
い
っ
て
召
さ
れ
、
序
文
な
ら
び
に
「
秋
の
夜
の

心
」
の
和
歌
二
首
を
献
じ
て
い
る
。

そ
の
序
文
に
お
い
て
、
好
忠
は
「
し
き
し
ま
や
大
和
の
国
の
言
葉
に
て
、
秋

の
夜
と
い
ふ
心
を
奉
る
べ
し
」
と
い
う
命
を
給
わ
っ
た
こ
と
を
無
上
の
光
栄
と

し
、
又
「
千
歳
を
か
ね
て
松
虫
の
、
声
も
槽
し
ま
ぬ
大
殿
に
、
さ
ざ
れ
石
の
な

る
巌
を
立
て
わ
た
し
、
万
づ
代
す
め
る
水
の
辺
に
、
千
種
の
花
は
夜
の
錦
と
み

え
わ
た
り
」
と
言
葉
を
極
め
て
権
門
頼
忠
の
富
貴
を
祝
福
し
て
お
る
。
更
に
は

「
あ
ま
た
の
虫
は
声
も
惜
し
ま
ず
す
だ
く
夜
に
、
諸
越
や
唐
の
言
葉
を
千
歳
わ

か
ず
知
ろ
し
め
せ
り
」
と
頼
忠
を
誉
め
称
え
て
い
る
。
ノ

他
方
で
は
、
「
ゆ
か
ぬ
心
を
雲
の
上
ま
で
通
は
し
、
数
な
ら
ぬ
身
を
天
の
中

に
尽
し
っ
つ
」
と
か
、
「
記
せ
る
言
葉
鴨
酌
な
れ
ど
、
知
る
も
知
ら
ぬ
も
み
な

人
の
、
名
を
好
忠
と
印
す
を
斬
み
て
奉
る
べ
L
と
侍
る
な
る
べ
し
」
と
い
う
よ

う
に
、
我
が
身
を
卑
下
し
て
も
い
る
。
か
よ
う
な
斬
忠
の
意
を
迎
え
る
よ
う
な

追
従
の
こ
と
ば
を
並
べ
た
序
文
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
傾
向
は
、
好
忠
に
限
ら
ず
、
当
時
の
受
領
層
歌
人
一
般
に
つ
い
て

み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
当
時
の
公
職
社
会
の
事
実
と
し
て
、
上
流
の
権
門
に

対
す
る
畏
敬
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
こ
う
し
た
歌
会
に
お
け

る
種
々
の
慣
例
を
無
条
件
に
尊
び
戴
こ
う
と
す
る
意
識
も
有
し
て
い
た
こ
と
で

あ
ろ
う
か
ら
、
先
程
の
よ
う
な
好
忠
の
弁
辞
が
出
た
と
し
て
も
、
特
に
、
取
り

上
げ
る
こ
と
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
好
忠
が
、
文
芸
及
び
作
家
に
関
し

て
理
解
の
あ
る
頼
忠
に
敬
意
を
も
っ
て
対
し
て
い
る
点
に
注
目
す
る
と
、
彼
の

｛
っ
し
た
弁
辞
は
、
そ
う
し
た
小
野
宮
家
に
取
り
入
ろ
う
と
し
た
意
図
の
一
つ

の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。

更
に
、
天
元
四
（
九
八
一
）
年
四
月
廿
六
日
に
行
な
わ
れ
た
激
高
野
営
右
衛

門
督
斉
敏
君
達
謎
合
に
も
、
好
忠
は
参
加
し
て
、
し
か
も
、
左
方
の
第
一
番
に

詠
じ
て
い
る
。

「
小
野
宮
放
右
衛
門
督
の
君
達
の
わ
た
り
よ
り
出
で
来
た
り
け
る
、
な
ぞ

7
1
語
合
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
謎
令
の
主
椎
者
が
斉
敏
の
遺
子
達
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

斉
敏
は
、
関
白
太
政
大
臣
実
収
の
三
男
で
、
鵜
忠
の
同
母
弟
で
あ
る
。
天
祓

四
（
九
七
三
）
年
二
月
十
四
日
、
従
三
位
参
議
右
衛
門
督
兼
伊
予
守
の
時
に
、

四
十
六
才
で
罠
じ
て
い
る
。

斉
敏
に
は
、
高
遠
・
懐
平
・
実
資
等
の
男
子
が
あ
り
、
そ
の
高
遠
や
実
資
等

の
招
き
に
よ
っ
て
好
忠
は
参
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
彼
ら
の
父

・
斉
故
の
時
代
か
ら
、
好
忠
は
小
野
宮
家
の
庇
護
を
受
け
て
出
入
り
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
鵜
忠
前
栽
歌
合
に
も
後
日
、
好
忠
は
歌
を
召
さ
れ
て
、

序
文
な
ら
び
に
和
歌
を
献
じ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
も
合
わ
せ
考
え
る
と
、
好
忠

が
小
野
宮
家
の
愛
顧
を
受
け
て
い
た
歌
人
で
あ
っ
た
公
算
は
強
い
。

好
忠
が
、
作
歌
的
方
面
に
お
い
て
、
小
野
宮
家
と
交
渉
を
持
っ
た
と
い
う
こ

と
に
関
し
て
は
、
活
揃
の
『
袋
草
紙
』
の
記
事
も
参
考
に
な
ろ
う
か
と
思
う
。

袋
革
紙
の
「
歌
仙
モ
晴
時
歌
ヲ
人
二
乞
常
事
也
。
花
山
院
歌
合
時
、
高
遠
勅

ヽ

　

ヽ

令
誼
好
忠
」
　
（
巻
三
）
と
い
う
記
事
に
よ
る
と
、
花
山
院
歌
合
の
時
に
好
忠
は

高
遠
の
代
作
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。
高
遠
は
、
突
頼
の
孫
、
斉
故
の
長
男
で
、

後
に
は
大
武
高
遠
と
呼
ば
れ
、
中
古
三
十
六
歌
仙
の
一
人
に
か
ぞ
え
ら
れ
て

も
い
る
。

花
山
天
皇
に
よ
っ
て
催
さ
れ
た
究
和
二
年
六
月
十
日
の
内
裏
歌
合
の
時
、
高

遠
は
三
十
八
才
で
、
最
も
充
実
し
た
時
期
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
袋
草
紙
に
よ

る
と
、
高
遠
は
好
忠
に
歌
を
代
作
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
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そ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
て
で
あ
ろ
う
か
、
十
巻
本
類
緊
歌
合
に
お
い
て

か
　
ね
．
も
の
か
　
ら
イ

も
、
二
十
巻
本
類
緊
歌
合
に
お
い
て
も
、
「
鳴
く
声
も
き
こ
え
ぬ
も
の
ゝ
悲
し

き
は
し
の
び
に
燃
ゆ
る
蛍
な
り
け
り
」
の
作
者
を
「
よ
し
た
ゞ
」
と
し
な
が
ら

も
、
脚
に
「
戎
本
高
遠
」
と
証
を
加
え
て
お
る
。
こ
の
「
蛍
」
を
詠
ん
だ
歌

は
、
詞
花
和
歌
集
や
後
葉
和
歌
集
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
作
者
を
大
武
高

遠
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
袋
草
紙
に
清
輔
が
記
し
て
い
る
よ
う
な
訴
実
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

袋
草
紙
の
記
事
が
事
実
だ
と
す
る
と
、
好
忠
は
在
世
中
、
作
歌
の
技
量
（
殊

に
、
臨
機
応
変
に
歌
が
詠
め
る
接
見
Ⅱ
）
　
は
相
当
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
歌
人
と

し
て
の
地
位
も
相
当
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

し
か
も
、
高
遠
が
好
忠
に
代
作
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
を
、
偶
然
の
結
び
つ
き
方

で
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
好
忠
が
作
歌
的
方
面
に
お
い
て
小
野
宮
家
と
深
い

か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
更
に
は
、
好
忠
が
小
野
宮
家
の
庇
護
を
受
け

て
出
入
り
し
た
と
こ
ろ
の
ー
ー
小
野
宮
家
の
筍
遇
を
受
け
た
1
1
歌
人
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
も
、
全
く
想
像
で
き
な
い
こ
と
で
も
な
い
よ
う
に
思
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
後
に
小
野
宮
右
大
臣
と
よ
ば
れ
た
実
資
の
記
録

し
た
『
小
右
記
』
が
、
永
槻
三
年
二
月
十
三
日
に
円
融
院
が
紫
野
に
お
い
て
子

日
の
遊
び
を
催
さ
れ
た
際
に
お
け
る
好
悪
の
行
動
に
対
し
て
、
多
少
の
同
情
を

含
め
た
筆
致
を
も
っ
て
叙
述
し
て
い
る
こ
と
も
－
－
突
資
の
人
柄
に
も
多
少
は

因
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
が
1
好
忠
が
小
野
宮
家
と
何
程
か
の
交
渉
を
持

っ
て
い
た
か
ら
な
の
だ
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

『
大
鏡
裏
書
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
紫
野
子
日
事
」
の
記
事
そ
の
も
の

は
、
稚
左
中
弁
従
四
位
下
で
あ
っ
た
源
扶
義
（
註
7
）
の
日
記
か
ら
抄
出
し
た
も

の
で
あ
り
、
実
資
な
ど
と
同
様
に
、
子
の
日
の
嘩
ひ
に
参
会
し
て
い
て
、
こ
の
．

日
の
様
子
を
目
の
あ
た
り
に
見
て
轟
い
た
記
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

「
丹
後
接
曾
根
好
忠
永
原
没
節
等
不
ゾ
承
〓
召
旨
－
加
候
二
末
座
一
仇
忽
被
〓
追
起
細

千
時
両
人
低
ゾ
頭
衆
人
構
レ
朝
」
と
あ
る
。
参
列
者
が
大
笑
し
た
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
託
が
喧
伝
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
今
昔
物
語
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

話
ま
で
成
長
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
資
の
小
右
記
に
よ
る
と
、

「
公
蜘
迂
郡
無
指
召
、
追
立
善
正
・
重
節
等
、
時
通
云
、
羊
正
巳
在
召
人
内
上
」
と

み
え
て
い
る
。
右
少
弁
で
あ
っ
た
時
通
の
「
好
忠
は
お
召
を
受
け
る
筈
に
な

っ
て
い
た
」
と
い
う
意
の
説
明
を
聞
き
得
た
こ
と
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
だ

ろ
う
が
、
実
資
は
追
い
立
て
ら
れ
た
好
忠
に
同
情
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
右
記
の
記
述
か
ら
は
、
「
公
卿
透
析
無
持
召
、
追
立
羊
正
・
重
節
等
」
と

い
っ
た
公
粕
達
の
言
動
を
蓑
に
出
す
よ
う
な
表
現
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公

桐
達
の
心
な
い
行
動
を
逆
に
非
難
す
る
が
如
き
口
ぶ
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
、
突
資
の
儒
教
的
な
生
活
態
度
や
倫
理
概
に
負
う
と
こ
ろ
も
大
き

い
の
で
あ
ろ
う
が
、
好
悪
を
か
ば
う
意
識
が
働
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
好
忠
が
小
野
宮
家
と
面
識
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
か
。

お
　
わ
　
リ
　
に

現
存
す
る
少
数
の
資
料
を
、
し
か
も
、
そ
れ
を
極
め
て
主
拇
的
に
受
け
と
め

て
、
強
い
て
好
忠
と
小
野
宮
家
と
を
結
び
つ
け
て
考
え
て
み
よ
う
と
試
み
た

が
、
そ
う
し
た
私
に
は
、
好
忠
に
関
す
る
資
料
が
朽
め
て
少
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
1
あ
る
い
は
、
少
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
1
そ
の
多
く
が
何
ら

か
の
形
で
小
野
宮
家
と
結
び
つ
い
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ

思
わ
れ
る
。

又
、
好
忠
と
小
野
宮
家
と
を
強
い
て
結
び
つ
け
て
考
え
た
私
に
は
、
好
忠
集
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中
で
訴
え
て
い
る
好
悪
の
心
情
の
質
か
ら
い
っ
て
、
彼
が
小
野
宮
家
な
ど
に
近

づ
い
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
別
に
違
和
感
を
感
じ
な
い
ば
か
り
か
、
そ
う
し
た

一
面
を
持
っ
た
好
悪
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
最
初
に
み
た
よ
う
な
、
好
忠
集
中

に
お
け
る
好
忠
の
言
辞
が
出
た
の
だ
と
受
け
取
り
理
解
し
た
い
気
持
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
最
初
に
掲
げ
た
よ
う
な
、
藤
間
作
太
郎
博
士
な
ど
に
代
表
さ
れ
る

悲
劇
的
英
雄
的
革
新
歌
人
と
す
る
見
解
や
、
池
田
改
三
郎
氏
な
ど
の
好
忠
に
隠

者
的
歌
人
と
し
て
の
面
影
を
求
め
る
見
解
と
は
、
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
も
の
を

好
忠
の
上
に
認
め
よ
う
と
思
う
。

註
1
　
例
え
ば
、
萩
谷
朴
氏
の
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
に
詳
し
い
。

2
　
「
好
忠
百
首
和
歌
」
の
序
の
甘
頭
に
、
「
新
玉
の
年
の
み
そ
ぢ
に
余
る

ま
で
…
…
過
ぎ
行
く
月
を
数
へ
つ
1
、
明
け
て
は
暮
る
1
久
方
の
、
月
日

を
の
み
も
す
ぐ
す
か
な
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
好
忠
が
三
十
歳
を
越
え

た
頃
に
、
こ
の
召
首
和
歌
を
詠
作
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
も
、
恵

慶
集
所
収
の
恵
慶
法
師
の
返
し
の
百
首
和
歌
の
序
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が

「
天
徳
の
す
ゑ
の
こ
ろ
は
ひ
」
　
（
天
徳
五
八
九
六
一
∨
年
二
月
十
六
日
に

「
応
和
」
に
改
元
）
　
の
事
で
あ
っ
た
こ
と
も
判
明
す
る
。
詳
し
く
は
、
拙

稿
「
雷
丹
集
中
の
つ
ら
ね
歌
に
関
す
る
私
見
」
　
（
『
中
世
文
芸
』
二
十
四

号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
恵
慶
集
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
図
書
資

本
恵
慶
集
（
聖
聖
に
つ
い
て
－
定
家
自
筆
本
の
原
型
－
」
　
（
『
国
文

学
致
』
第
三
十
二
号
）
、
及
び
「
古
本
系
統
の
恵
慶
集
に
つ
い
て
1
関

西
大
学
蔵
（
賢
崎
美
隆
文
錘
）
本
と
賀
綾
部
蔵
（
図
晋
寮
聖
響
本
－

－
」
　
（
『
国
語
国
文
』
昭
和
四
十
一
年
八
月
号
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

3
　
曾
弥
好
忠
集
中
の
詠
歌
が
持
つ
性
格
と
し
て
、
こ
の
点
は
し
か
と
理
解

し
た
い
。
少
な
く
と
も
、
家
集
中
か
ら
う
か
が
え
る
、
時
を
得
ず
不
遇
だ

と
自
己
認
識
す
る
心
情
の
吐
露
、
及
び
、
自
己
の
詠
歌
を
世
の
人
々
に
知

ら
せ
、
末
の
世
の
人
の
語
り
草
に
し
よ
う
と
す
る
制
作
動
機
に
は
、
注
目

し
て
し
か
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
、
池
田
亀
鑑
博
士
が
「
曾
称
好
忠
に
つ

い
て
の
疑
問
」
　
（
『
文
学
』
第
二
巻
第
八
号
）
　
に
於
い
て
、
注
意
を
喚
起

し
て
お
ら
れ
る
。

「
拾
遺
抄
か
ら
拾
遺
集
へ
ー
ー
⊥
異
本
拾
遺
集
を
め
ぐ
っ
て
1
」

（
『
国
語
国
文
』
第
三
十
巻
第
二
号
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
藤
岡
忠
美
氏
「
雷
称
好
忠
の
文
体
に
つ
い
て
の

序
論
」
　
（
『
国
語
国
文
研
究
』
第
十
八
・
十
九
合
併
号
）
が
詳
し
い
。

蔵
中
ス
ミ
氏
が
「
雷
丹
集
の
つ
ら
ね
う
た
に
つ
い
て
　
（
二
）
　
－
　
大
鏡

英
日
の
筆
者
に
関
連
し
て
円
融
院
子
の
日
の
事
作
の
解
釈
－
」
　
（
『
水

門
』
第
二
号
）
　
に
お
い
て
、
大
鏡
薬
缶
の
「
紫
野
子
日
事
」
の
条
に
ひ
か
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れ
て
い
る
権
左
中
弁
従
四
位
下
な
る
人
の
日
記
が
涼
扶
義
の
も
の
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
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