
『
式
子
内
親
王
簗
』
の
研
究

1
首
肯
歌
の
．
成
立
時
期
を
め
ぐ
．
っ
て

H
は
じ
め
に

後
白
河
法
皇
の
皇
女
で
あ
る
式
子
内
親
王
は
、
新
古
今
集
に
四
九
首
の
入

集
歌
を
持
つ
女
流
歌
人
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
こ
の
式
子
内
親
王
の
作
品
で
、

現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
四
〇
〇
首
　
（
注
1
）
　
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
、
三
六
〇
首
内
外
を
収
め
る
の
が
、
『
式
子
内
親
王
集
』
　
（
『
前
斎
院
御

集
』
　
『
萱
斎
院
御
葉
』
と
も
）
　
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
撰
の
家
集
で
あ
り
、
そ
の

内
容
に
よ
っ
て
、
A
B
C
D
の
各
歌
群
に
わ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
春
も

先
づ
若
く
見
ゆ
る
は
音
羽
山
峰
の
雪
よ
り
出
る
日
の
色
」
の
一
首
を
も
っ
て
始

ま
る
百
首
歌
の
A
歌
群
と
、
「
霞
と
も
花
と
も
い
は
じ
春
の
色
む
な
し
き
空
に

ま
づ
し
る
き
か
な
」
の
一
首
を
も
っ
て
始
ま
る
百
首
歌
の
B
歌
郡
、
さ
ら
に

「
蜂
の
雪
も
ま
だ
ふ
る
年
の
空
な
が
ら
か
た
へ
霞
め
る
春
の
通
路
」
の
一
首
で

始
ま
る
百
首
歌
の
C
歌
群
と
、
「
離
入
勅
撰
不
見
家
集
歌
」
と
し
て
収
め
ら
れ

た
六
一
首
の
D
歌
群
と
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
C
の
石
首
歌
に
つ
い
て
は
既
に
正
治
二
年
（
一
、
二
〇
〇
）
　
の

後
鳥
羽
院
御
百
首
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
B
百
首
に
つ
い
て
も
、
そ

の
奥
に
「
建
久
五
年
五
月
二
日
」
と
い
う
日
付
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
付
ど
お

山
　
崎
　
桂
　
子
し

り
建
久
五
年
（
二
一
九
四
）
　
の
成
立
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
残
る
A
百

首
の
成
立
時
期
が
問
題
と
な
る
。
本
稿
は
、
そ
l
の
成
立
時
期
を
推
定
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
B
百
首
の
識
語
の
意
味
を
も
再
検
討
し
て

み
た
い
。
そ
し
て
、
A
、
B
両
百
首
の
成
立
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
『
式
子
内
親
王
集
』
の
成
立
の
一
班
に
言
及
し
た
い
と
思
う
。

口
A
百
首
と
千
裁
集

さ
て
、
A
百
首
の
成
立
時
期
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
諸
説
が
あ
る
。

川
式
子
斎
院
在
任
中

は
文
治
三
、
′
四
年
（
一
、
一
八
七
、
八
）
を
週
ら
ぬ
頃

用
承
安
二
年
（
一
、
一
七
二
）
頃

同
建
久
三
年
か
ら
四
年
（
一
、
一
九
二
～
三
）
　
に
か
け
て

日
は
、
辻
森
秀
英
氏
の
論
（
注
2
）
を
受
け
て
、
同
島
章
江
氏
が
出
さ
れ
た
説

（
注
3
）
　
で
あ
り
、
主
た
る
根
拠
は
、
A
歌
群
中
の
一
首
、

忘
れ
め
や
葵
を
草
に
引
き
結
び
仮
寝
の
野
辺
の
苗
の
あ
け
ぼ
の

が
、
新
古
今
集
に
と
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
詞
書
が
、
「
斎
院
に
侍
り
け
る
と
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き
神
だ
ち
に
て
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詞
睾
せ
持

つ
一
首
を
含
む
と
こ
ろ
の
A
歌
群
は
式
子
斎
院
時
代
の
成
立
で
あ
る
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
島
氏
は
、
A
、
B
百
首
は
共
に
輩
細
石
首
で
あ
っ

て
、
A
は
斎
院
在
任
中
、
賀
茂
の
祭
の
時
、
記
念
と
し
て
賀
茂
神
社
に
奉
拍
し

た
も
の
、
B
も
建
久
五
年
に
出
家
の
記
念
と
し
て
同
社
に
奉
納
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
　
（
注
4
）
。

佃
説
は
、
川
説
の
根
拠
で
あ
る
新
古
今
集
詞
書
の
「
神
だ
ち
に
て
」
は
「
神

だ
ち
に
て
よ
め
る
」
で
は
な
く
て
、
「
神
だ
ち
に
て
忠
ひ
し
こ
と
を
」
の
亡
に

解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。
A
百
首
に
は
達
磨
歌
時
代
の
定
家
の
影
壁
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
。
A
百
首
中
の

始
な
き
夢
を
夢
と
も
知
ら
ず
し
て
こ
の
終
に
や
覚
め
は
て
ぬ
べ
き

の
如
き
仏
教
思
想
を
あ
ら
わ
に
に
し
た
も
の
を
斎
院
在
任
中
に
よ
む
は
ず
は
な

い
。
と
い
う
三
点
に
立
ち
、
ま
た
、
A
百
首
か
ら
千
載
集
に
一
首
も
と
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
を
傍
証
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
本
位
田
重
美
氏
の
説
（
注
5
）
　
で
あ

る
。㈱

説
は
、
馬
場
あ
き
子
氏
の
説
（
注
6
）
で
、
A
百
甘
夏
の
郎
里
親
の

春
の
色
の
か
へ
う
き
衣
脱
ぎ
捨
て
し
昔
に
も
あ
ら
ぬ
袖
ぞ
霜
け
き

の
解
釈
と
、
嘉
応
三
年
三
月
一
日
妹
の
休
子
内
親
王
の
死
亡
と
い
う
伝
記
的
事

実
を
結
び
つ
け
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

聞
説
も
、
川
説
と
同
じ
歌
の
解
釈
に
立
つ
が
、
千
哉
集
と
の
関
係
か
ら
、
こ
の

服
喪
は
建
久
三
年
三
月
十
三
日
に
崩
じ
た
父
後
白
河
院
の
た
め
の
も
の
で
あ
る

と
し
て
出
さ
れ
た
武
田
史
子
氏
の
説
（
注
7
）
　
で
あ
る
。

右
の
如
き
先
学
の
諸
説
を
確
認
し
た
上
で
、
も
う
一
度
、
A
歌
群
の
百
首
の

成
立
時
期
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
、
ひ
と
ま
ず
B
が
識
語
ど
お
り
建
久

五
年
五
月
二
日
の
成
立
で
あ
る
と
す
る
従
来
説
（
注
8
）
　
に
従
っ
て
、
A
は
そ

れ
以
前
の
成
立
と
い
う
前
提
の
も
と
、
そ
の
上
眼
の
推
定
か
ら
始
め
よ
う
。

A
成
立
の
上
限
は
、
㈹
説
と
し
て
紹
介
し
た
本
位
田
氏
の
指
摘
も
あ
る
と
お

り
、
千
競
集
と
の
関
係
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
千
載

集
に
は
式
子
の
歌
が
九
首
と
ら
れ
て
い
る
が
、
A
百
首
か
ら
は
一
首
も
と
ら
れ

て
い
な
い
。
千
裁
集
は
、
稜
成
の
駅
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
式
子
と
俊
成
の

関
係
を
考
え
て
み
る
と
、
倭
戌
は
後
白
河
法
皇
か
ら
非
常
に
厚
い
信
任
を
受
け

て
お
り
、
そ
れ
は
出
家
の
身
で
助
摂
集
を
奏
覧
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
こ

の
密
接
な
関
係
は
皇
女
で
あ
る
式
子
と
の
問
に
も
及
び
、
式
子
の
作
歌
指
導
は

主
と
し
て
俊
成
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
式
子
も
俊
成
を
和
歌
の
師

と
し
て
信
任
し
て
お
り
、
『
古
来
風
体
抄
』
は
晩
年
の
式
子
の
求
め
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

ま
た
、
式
子
の
斎
院
時
代
の
女
房
の
中
に
、
「
中
将
」
と
呼
ば
れ
る
者
が
い
　
1
2

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
に
　
　
　
　
　
　
l

大
炊
御
門
の
斎
院
、
い
ま
だ
本
院
に
お
は
し
ま
し
～
比
、
か
の
宮
の

中
将
の
き
み
の
も
と
よ
り
、
み
か
き
の
う
ち
の
花
と
て
、
を
り
た
び

て
、

し
め
の
う
ち
は
身
を
も
く
だ
か
ず
桜
花
を
し
む
こ
～
ろ
を
神
に
ま
か
せ
て

か
へ
し

し
め
の
ほ
か
も
花
と
し
い
は
ん
花
は
み
な
神
に
ま
か
せ
て
散
ら
さ
ず
も
が

な

と
い
う
把
等
が
み
ら
れ
、
こ
の
「
中
将
の
き
み
」
は
彰
考
舘
本
右
京
大
夫
集
に

は
、

真
上
太
后
宮
大
夫
俊
成
女
、
前
斎
院
女
別
当
、
号
こ
中
将
一

と
注
記
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に
清
水
文
雄
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
（
注
9
）
。
・



さ
ら
に
『
明
月
記
』
話
禄
二
年
十
二
月
十
八
日
の
条
、
定
家
の
姉
妹
を
記
し
た

と
こ
ろ
に
、

前
斎
院
相
野
王
女
別
当
撃
喝
御
雪

と
い
う
記
事
が
見
え
る
。
ま
た
、
石
田
害
貞
氏
の
考
証
　
（
注
1
0
）
　
に
よ
っ
て
、

こ
の
中
将
と
い
う
女
性
は
定
家
と
は
異
腹
の
姉
に
あ
た
り
、
定
家
よ
り
約
二
〇

才
年
長
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
こ
の
中
将
は
、
父

俊
成
の
吾
陽
に
よ
り
歌
も
堪
舘
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
式
子
よ
り
十
才

の
年
長
（
注
1
1
）
　
に
な
る
の
で
、
斎
院
時
代
の
式
子
の
初
期
作
歌
指
導
に
あ
た

っ
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
は
、
式
子
が
そ
の
ご
く
初
期
か
ら
、
斎
院
時
代
も
、
そ
の
後
も

俊
成
と
非
常
に
親
し
い
間
柄
で
あ
り
、
近
い
位
置
に
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
従
っ
て
、
も
し
も
、
A
の
百
首
が
斎
院
時
代
も
含
め
て
、
千
賊
集
奏
覧

前
に
成
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
当
然
稜
戊
の
日
に
は
い
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
客
槻

的
に
見
て
か
な
り
の
秀
歌
を
持
つ
A
百
首
を
俊
戊
が
見
落
す
は
ず
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
式
子
の
千
載
集
入
集
歌
を
み
る
と
、

賀
茂
の
い
つ
き
か
は
り
姶
て
後
唐
崎
の
は
ら
へ
侍
り
け
る
ま
た
の

日
、
聖
林
寺
の
み
こ
の
も
と
よ
り
、
昨
日
は
何
事
か
な
ど
侍
け
る
返

事
に
つ
か
は
さ
れ
け
る
、

川
み
た
ら
し
や
影
絶
え
は
つ
る
心
地
し
て
L
が
の
う
ら
ぢ
に
袖
ぞ
ぬ
れ
に
し

（
雑
、
九
七
〇
）

と
い
う
歌
や
、

賀
茂
の
い
つ
き
お
り
給
て
後
、
祭
の
み
あ
れ
の
日
、
人
の
葵
を
奉
て

侍
け
る
に
書
き
つ
け
侍
け
る

佃
神
山
の
ふ
も
と
に
な
れ
し
英
軍
引
き
わ
か
れ
て
ぞ
年
は
経
に
け
る
　
（
夏
、

l
四
七
）

と
い
う
よ
う
な
歌
が
入
集
し
て
い
て
、
川
は
式
子
斎
院
退
下
直
後
の
歌
で
あ
り
、

脚
も
斎
院
退
下
の
の
ち
、
あ
ま
り
年
を
経
ず
し
て
、
つ
ま
り
、
人
々
に
式
子
が
前

斎
院
で
あ
っ
た
こ
と
の
記
憶
が
新
し
い
頃
、
贈
答
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
従
っ

て
、
因
島
氏
の
説
の
如
く
A
が
斎
院
時
代
に
成
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
川
、
佃

の
よ
う
な
歌
は
と
ら
れ
て
い
る
の
に
、
A
か
ら
は
一
首
も
と
ら
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

日
A
、
B
の
類
似
性

さ
て
、
千
載
集
と
の
関
係
で
み
る
限
り
、
A
成
立
の
上
限
は
千
載
集
葵
覧
の

文
治
四
年
（
一
、
l
八
八
）
　
（
注
1
2
）
　
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
、

作
品
内
部
か
ら
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
表
現
技
巧
の
変
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
私

は
、
和
歌
作
品
を
扱
う
時
そ
の
井
礎
的
な
分
析
作
業
と
し
て
、
表
現
技
巧
の
問

題
は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
式
子
の
仝
歌
に
つ
い
て
、
こ
の
点

を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
次
表
の
よ
う
な
結
果
を
得
た
。

表
の
A
B
C
は
そ
れ
ぞ
れ
百
首
歌
で
あ
る
か
ら
、
表
の
実
数
が
す
な
わ
ち
百

分
比
を
示
す
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
表
の
数
値
の
う
ち
、
句
切
れ
、
本
歌
取
り

に
つ
い
て
は
、
そ
の
認
定
に
差
の
出
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
句
切
れ
に
つ
い
て

は
、
終
止
形
、
命
令
形
、
体
言
の
も
の
を
数
え
、
著
し
い
疎
句
を
作
っ
て
い

る
も
の
以
外
は
、
連
用
中
止
、
接
続
助
詞
は
原
則
と
し
て
旬
切
れ
と
し
な
か
っ

た
。
本
歌
取
り
に
つ
い
て
も
古
注
釈
に
指
摘
す
る
も
の
、
今
日
の
注
釈
の
指
摘

す
る
も
の
、
及
び
私
の
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
本
歌
と
わ

か
る
も
の
の
み
を
と
っ
た
。
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（表 1 ）

A B C

D
及そ
びの
他

計 ′′

体　 言　　 止 33 34 43 28 138 35

句

切

れ

初　 旬　 切 16 10 20 16 62 16

三　 句　 切 34 30 20 28 112 29

本　　 歌　　 取 14
16 l 27

16 73 18

掛　　　 詞
9 上 止 ＿

5 36

11

≡ 副 柚
】

Iヱ9
lo

7
）5・2

l－ ’
7

序‘　　 詞 4
3 ト‖ 0

i 13

C
に
な
っ
て
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
各
技
巧
の
数
値
を
み
る
限

り
・
A
と
B
と
は
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
も
よ
い
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
A
、
B
が
か
な
り
近
い
時
期
の
成
立
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
。
表
に
み
え
る
C
の
数
立
的
変
化
に

つ
い
て
は
、
今
は
紙

（表　 u ）

＼ AIB C 曇盃＿！計
初 句 切 16 10 20

l

16 j 62

二 句 切 12 11 15
1

13 ！
l

5 1

三 句 切 34 3 0　　 20
1

28 i 112

四 句 切 6 7 17
9 ！

39

計

‾可 ㌃ ‾
由 58 224

数
が
な
い
の
で
く
わ

し
く
述
べ
ら
れ
な
い

が
、
正
治
二
年
の
院

初
皮
百
首
で
あ
り
、

新
古
今
風
を
生
み
出

す
前
夜
の
、
達
磨
歌

期
が
技
も
熟
し
た
時

の
詠
で
あ
る
と
い
う

こ
と
の
反
映
と
考
え

ら
れ
る
。

A
、
B
の
成
立
が

か
な
り
近
い
時
期
の

成
立
で
あ
る
と
い
う

推
定
に
立
つ
と
、
A

が
斎
院
時
代
、
つ
ま

14

と
こ
ろ
で
、
こ
の
表
で
あ
る
が
、
A
、
B
、
C
問
の
数
値
の
変
化
に
注
目
し

て
眺
め
る
と
、
体
言
止
、
句
切
れ
、
本
歌
取
…
…
等
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
言

え
る
の
は
、
A
と
B
の
数
量
的
類
似
で
あ
り
、
C
に
な
っ
て
各
項
そ
れ
ぞ
れ
増

加
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
句
切
れ
に
つ
い
て
は
、
衰
I
で
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
が
、
表
Ⅲ
を
見
る
と
や
は
り
A
と
B
は
数
蓑
的
に
似
か
よ
っ
て
お
り
、

り
式
子
十
六
才
以
下
の
成
立
と
し
た
の
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
式
子
が
い
く

ら
早
く
か
ら
歌
に
親
し
み
作
歌
に
励
ん
だ
と
は
言
え
、
習
作
期
と
も
言
え
る
頃

の
百
首
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
式

子
の
ご
く
初
期
の
百
首
が
、
そ
れ
か
ら
二
十
五
年
も
後
の
B
の
百
首
と
表
現
技

巧
の
上
で
少
し
も
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
A



の
成
立
は
、
上
限
を
千
載
集
奏
覧
の
文
治
四
年
（
一
、
一
八
八
）
と
す
べ
き
で

あ
り
、
こ
の
上
限
内
で
も
っ
と
B
に
近
い
成
立
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

匝
「
忘
れ
め
や
…
…
」
の
背
景

と
こ
ろ
で
、
一
つ
気
が
か
り
に
な
る
の
は
、
A
が
右
の
如
く
斎
院
時
代
の
成

立
で
な
い
と
す
る
と
、
「
忘
れ
め
や
…
・
こ
の
一
首
を
ど
う
考
え
る
か
と
言
う

問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
国
島
民
は
、
諸
説
の
紹
介
で
ふ
れ
た
よ
う

に
、
奉
納
百
首
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
ら
れ
る
た
め
、
奉
納
百
首
と
い
う
も

の
は
旧
作
を
集
め
て
百
首
を
成
す
の
で
は
な
く
、
新
た
な
気
持
で
一
気
に
詠
出

す
る
も
の
だ
か
ら
、
こ
の
一
首
を
含
む
A
は
必
然
的
に
斎
院
時
代
の
成
立
と
な

る
と
の
説
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
奉
納
百
首
で
あ
る
と
す
る
と
、
伝
記
的
事
実
や
、
他
の
多
く
の

百
首
歌
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
A
、
B
二
つ
が
残
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
と
照
応
し
て
好
都
合
な
の
で
あ
る
が
、
A
、
B
二
つ
の
み
が
奉
納
百
首
で
あ

る
と
す
る
こ
と
の
積
極
的
理
由
と
な
る
と
、
少
々
心
も
と
な
い
。
A
、
B
の
春

二
〇
首
、
夏
十
五
首
、
秋
二
〇
首
、
冬
十
五
首
、
恋
十
五
首
、
雑
十
五
首
と
い

う
部
立
も
、
奉
納
百
首
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
百
首
歌
の
郎
立
と
し
て

『
重
之
集
』
以
来
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
因
島
氏
の
言
わ
れ
る
俊
成
の

『
五
社
百
首
』
も
、
『
堀
河
百
首
』
等
を
受
け
る
組
題
百
首
で
、
そ
れ
を
奉
納

百
首
に
固
有
の
部
立
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

本
位
田
氏
の
論
（
注
1
3
）
が
あ
り
、
私
も
同
じ
立
場
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
奉
納
和
歌
最
古
の
も
の
と
言
わ
れ
る
『
相
模
集
』
や
、
先
述
の

『
五
社
百
首
』
を
見
て
も
、
い
ず
れ
も
奉
納
の
主
旨
等
を
記
し
た
序
を
持
つ
の

に
対
し
て
、
式
子
の
A
、
B
は
そ
の
よ
う
な
序
、
あ
る
い
は
奥
毒
が
一
切
な

い
。
何
ら
か
の
記
念
と
し
て
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
い
き
さ

つ
を
序
と
し
て
付
す
の
が
当
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、

奉
納
歌
と
い
う
も
の
の
研
究
を
今
少
し
待
っ
て
結
論
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

・
つ
0

す
る
と
、
今
の
と
こ
ろ
奉
納
と
い
う
よ
う
な
特
殊
な
百
首
で
は
な
い
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
、
「
忘
れ
め
や
…
・
こ
の
一
首
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
ま
ず
、
百
首
歌
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
百
首
の
詠
出
方
法
に
つ
い
て
詳
述

す
る
こ
と
は
余
裕
が
な
い
の
で
招
く
と
し
て
、
大
き
く
秀
歌
撰
集
と
率
詠
百
首
′

と
に
別
れ
る
と
見
て
、
式
子
の
場
合
、
後
者
に
よ
る
百
首
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。
こ
の
方
法
は
、
詠
歌
の
練
習
と
し
て
堀
河
百
首
以
後
、
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
式
子
の
場
合
も
旧
作
を
集
め
て
成
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ

の
時
点
で
の
題
詠
で
あ
る
。
私
は
、
式
子
の
題
詠
百
首
は
次
の
よ
う
な
態
度
で
な

さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
全
劇
的
な
部
立
と
そ
の
中
で
の
お
お
よ
そ

の
題
の
構
想
を
立
て
な
が
ら
詠
ん
で
ゆ
き
、
ま
と
め
あ
げ
て
ゆ
く
と
い
う
態
度

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
春
の
部
立
の
中
を
時
間
の
推
移
に
よ
っ

て
腰
次
詠
ん
で
ゆ
く
う
ち
に
、
ち
ょ
う
ど
そ
こ
に
合
う
よ
う
な
詠
の
生
ま
れ
な

い
時
、
旧
作
の
中
か
ら
そ
こ
に
合
う
歌
が
選
ば
れ
て
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
上

は
十
分
あ
り
う
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
い
う
比
較
的
自
由
な
拉
詠
態

度
で
成
し
た
と
見
れ
ば
、
百
首
の
中
に
一
～
二
首
旧
作
が
混
入
し
て
い
て
も
不

自
然
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点
で
式
子
の
A
百
首
を
み
る
と
、
「
忘
れ
め
や
…
…
」
の
一

首
は
、
ま
さ
に
右
の
旧
作
混
入
の
l
首
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
百

首
の
内
部
か
ら
検
証
し
て
み
よ
う
。

問
題
と
な
る
「
忘
れ
め
や
…
…
」
の
一
首
を
含
む
A
の
夏
の
部
を
次
に
あ
げ

て
み
る
と
、

日
暮
の
色
の
か
へ
う
き
衣
脱
ぎ
捨
て
し
菅
に
あ
ら
ぬ
袖
ぞ
露
け
さ
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出
時
烏
い
ま
だ
旅
な
る
雲
路
よ
り
宿
か
れ
と
て
ぞ
う
ゑ
し
卯
花

川
忘
れ
め
や
葵
を
葦
に
引
き
結
び
仮
寝
の
野
辺
の
憲
の
あ
け
ぼ
の

同
あ
は
れ
と
や
空
に
語
ら
ふ
時
鳥
寝
ぬ
夜
つ
も
れ
ば
夜
半
の
一
声

㈲
雨
過
ぐ
る
花
た
ち
花
に
…
…
…
…
…
…
…
…

と
な
っ
て
お
り
、
冒
頭
日
は
更
衣
、
佃
は
卯
花
、
刷
は
翼
、
用
は
時
烏
で
あ
る
。

こ
れ
は
堀
河
百
首
夏
の
部
の
題
配
列
と
符
合
す
る
。
式
子
の
場
合
、
堀
河
官
首

題
で
す
べ
て
百
首
を
詠
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
A
百
首
夏
の

部
冒
扇
の
四
首
は
堀
河
百
首
題
を
意
識
し
、
念
頭
に
お
い
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
従
っ
て
、
三
首
目
に
は
葵
の
歌
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
葵

と
言
え
ば
斎
院
時
代
の
忘
れ
が
た
い
一
首
で
あ
る
「
忘
れ
め
や
…
…
」
の
歌
を

入
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
新
古
今
集
の
編
者
は
こ
の
一
首
を
、
A
の
百
首
に
は
い
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
斎
院
時
代
の
詠
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
た
め
、

A
百
首
中
の
歌
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
斎
院
に
侍
り
け
る
と
き
神
だ
ち

に
て
」
と
い
う
詞
事
を
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

尚
、
こ
の
一
首
に
つ
い
て
、
久
保
田
淳
氏
は
『
新
古
今
和
歌
集
仝
評
釈
』
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

勅
撰
集
の
詞
書
が
常
に
正
確
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
今
の
場
合
、
作
品

は
む
し
ろ
「
斎
院
に
侍
り
け
る
と
き
」
の
生
活
を
後
年
回
顧
し
た
と
解
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
又
、
過
去
の
作
を
定
数
歌
に
混
ぜ
る
こ
と
も
時
折
行
な

わ
れ
る
か
ら
、
一
首
の
み
か
ら
全
体
の
詠
作
時
期
を
決
め
る
こ
と
は
危
険

な
場
合
も
あ
る
。
（
二
巻
、
二
三
貢
）

久
保
田
氏
は
、
新
古
今
集
の
詞
書
に
疑
問
を
持
た
れ
つ
つ
、
旧
作
混
入
の
場
合

も
あ
げ
て
・
保
留
し
て
お
ら
れ
る
が
、
新
古
今
集
の
詞
書
、
歌
の
内
容
を
紹
理

な
く
、
最
も
ス
ム
ー
ズ
に
理
解
で
き
る
と
い
う
点
で
は
旧
作
混
入
の
可
能
性
が

強
い
と
思
わ
れ
る
。
併
せ
て
、
百
首
歌
と
い
う
一
つ
の
作
品
世
界
構
成
の
必
要

を
担
っ
て
「
忘
れ
め
や
…
…
」
と
い
う
葵
の
歌
は
、
し
か
る
べ
く
入
れ
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
旧
作
混
入
に
つ
い
て
は
、
前
表
I
、
Ⅲ
な
ど
の
有
効
性

と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
、
少
し
私
見
を
述
べ
て
お
こ
う
。
式
子

の
場
合
、
百
首
歌
へ
の
旧
作
混
入
率
は
、
極
め
て
低
い
も
の
で
、
恐
ら
く
は
一

つ
の
百
首
に
、
一
～
一
一
首
あ
る
か
な
い
か
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
と
よ

り
、
石
首
車
の
詠
が
、
過
去
の
他
の
時
の
詠
を
あ
っ
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
す
よ
う
な
資
料
は
な
い
。

田

A

、

B

同

時

成

立

の

否

定

　

　

　

　

　

　

　

　

一

さ
て
、
こ
れ
ま
・
で
の
推
論
に
よ
っ
て
、
A
の
成
立
は
同
島
氏
説
、
馬
場
あ
き
　
1
6

子
氏
説
よ
り
十
九
年
な
い
し
十
六
年
遅
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、
A
成
　
一

立
の
下
限
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
建
久
五
年
五
月
二
日
以
前
と
い
う
従
来

説
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
A
成
立
の
下
限
推
定
も
含
め
て
「
建
久
五

年
五
月
二
日
」
と
い
う
識
語
の
意
味
と
B
の
成
立
を
併
せ
て
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
家
集
の
構
成
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
青
陵
部
蔵
第
一
類
本
（
五
〇
一

・
三
二
）
　
（
注
1
4
）
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
構
成
は
、
外
題
と
「
前
小
斎
院
御
百
首
」
の
タ
イ
ト
ル
が
若
干
違
う
の
み

で
諸
本
と
も
変
わ
り
は
な
い
（
注
1
5
）
。
こ
の
構
成
か
ら
考
え
る
と
A
の
成
立

時
洞
は
、
一
応
、
次
の
三
つ
の
場
合
が
想
定
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

川
B
歌
群
よ
り
前

脚
B
歌
群
と
同
時

榊
B
歌
群
よ
り
後



空
斎
院
御
集
（
外
題
）

又

私
は
、
先
の
三
つ
の
想
定
の
う
ち
、
日
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
「
建
久
五

年
五
月
二
日
」
の
日
付
に
つ
い
て
は
、
A
、
B
両
百
首
に
か
か
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
述
べ
る
前
に
「
建
久
五
年
五
月
二
日
」
の
日
付
が
A
、

B
両
百
首
に
か
か
る
と
す
る
と
、
A
、
B
が
同
時
成
立
と
み
る
佃
の
場
合
に
つ

い
て
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

A
、
B
が
同
時
成
立
と
い
う
推
定
を
私
が
と
ら
な
い
理
由
は
、
次
の
表
に
見

え
る
係
助
詞
の
使
用
の
状
況
に
よ
っ
て
い
る
。
前
表
I
に
よ
っ
て
A
、
B
の
類

似
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
細
部
に
わ
た
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、

A
、
B
間
に
差
違
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
つ
ま
り
、
A
に
於
け
る
「
ぞ
」

の
多
使
用
と
い
う
こ
と
、
ま
た
　
「
や
」
　
「
か
」
も
B
、
C
は
類
似
し
て
い
る

が
、
A
の
み
少
し
様
子
が
異
な
る
。
そ
こ
ま
で
言
え
な
く
と
も
A
、
B
を
一
連

と
見
る
よ
り
、
B
、
C
を
一
連
と
見
る
方
が
近
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
。

特
に
「
ぞ
」
の
多
用
は
A
百
首
を
一
見
し
た
だ
け
で
気
づ
く
と
こ
ろ
で
、
春
の

17

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
桝
に
つ
い
て
は
A
が
B
に
諸
本
い
づ
れ
も
先
行
し
て
い

る
と
い
う
客
観
的
事
実
か
ら
、
ま
ず
除
外
し
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に

佃
は
「
建
久
五
年
五
月
二
日
」
の
日
付
は
、
A
、
B
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
、

A
、
B
問
の
「
又
」
は
そ
の
二
つ
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
る
と
す
る
場
合
で
あ

る
。
日
は
、
も
っ
と
も
あ
り
う
る
推
定
で
あ
り
、
か
つ
、
今
日
ま
で
の
諸
説
の

認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
建
久
五
年
五
月
二
日
」
の
日
付
は
B
に

付
さ
れ
た
も
の
　
ー
　
奉
納
の
日
付
で
あ
れ
、
詠
出
の
日
付
で
あ
れ
　
ー
　
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

巨 B田計
ぞ巨1 ll F 上2

や　　　7 11　10 ；28

か巨 ‖ 5 1l
10

1こそ】6 回 2 1

回 三昔可 35

歌
二
〇
首
の
中
で
も

「
ぞ
」
は
八
首
に
使

用
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
、
そ
の
使
用
の

仕
方
が
、



0　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

春
ぞ
か
し
恩
ふ
ば
か
り
に
打
霞
み
め
ぐ
む
木
ず
ゑ
ぞ
眺
め
ら
れ
け
る

0
　
　
　
　
0

誰
も
見
よ
芳
野
の
山
の
峰
つ
ゞ
き
雲
ぞ
桜
か
花
ぞ
し
ら
ゆ
き

の
よ
う
に
、
一
首
中
二
回
も
使
用
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
使
用
は

B
に
は
い
る
と
な
く
な
っ
て
お
り
、
係
助
詞
「
ぞ
」
の
多
使
用
は
A
の
特
徴
と

言
え
よ
う
。
係
助
詞
の
使
用
に
意
識
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
少

く
と
も
A
百
首
で
は
「
ぞ
」
を
多
用
し
て
し
ま
う
傾
向
が
一
時
的
に
せ
よ
あ
っ

た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

A
、
B
が
同
一
時
期
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
係
助
詞
「
ぞ
」

の
耳
に
立
つ
程
の
使
用
の
傾
向
が
当
然
B
に
も
あ
ら
わ
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
A
の
成
立
は
欄
に
か
な
り
近
い
時
期
で
は
あ
る

が
、
′
B
と
同
時
成
立
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

因
識
語
の
意
味
と
家
集
の
成
立

そ
れ
で
町
A
は
B
以
前
の
成
立
で
あ
り
、
「
建
久
五
年
五
月
二
目
」
の
日

付
は
A
、
B
に
か
か
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
つ

ま
り
、
こ
の
日
付
は
奉
納
の
日
付
で
も
、
詠
出
の
日
付
で
も
な
く
、
A
、
B
の

百
首
の
宙
写
さ
れ
た
時
の
目
付
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
A
、
B
問
の
「

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

又
」
は
、
式
子
内
親
王
の
二
つ
の
百
首
と
い
う
意
味
で
古
き
入
れ
ら
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
A
、
B
二
つ
の
百
首
に
於
い
て
、
B
の

み
に
識
語
が
あ
り
、
A
に
は
何
も
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
不
自
然
さ
4
解
消

で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
は
、
A
、
B
が
奉
納
古
首
で
は
な
か
ろ
う
と
い
う
立
場
に
立
っ

た
時
、
次
の
よ
う
な
疑
問
を
持
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
C
百
首
は
「
正
治
二
年
院

百
首
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
性
格
か
ら
し
て
よ
い
と
し
て
、
残
る
A
、
B
の
百

首
が
奉
納
と
か
の
性
格
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
そ
れ
ら
だ
け

残
っ
て
今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
式
子

は
、
現
存
の
A
、
B
、
C
の
百
首
の
他
に
多
く
の
百
首
歌
を
詠
ん
で
お
り
、
そ

れ
は
勅
撰
集
等
の
詞
琶
か
ら
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
同
島
氏

の
推
定
に
よ
る
と
、
「
最
大
限
度
に
於
て
成
立
時
期
の
判
明
せ
る
御
百
首
歌

は
四
種
親
、
成
立
時
期
の
判
明
せ
ざ
る
御
百
首
和
歌
は
二
二
種
存
在
す
る
」

（
注
1
6
）
と
な
る
。
す
る
と
、
二
六
種
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
百
首
の
う
ち
、
わ

ず
か
三
種
し
か
残
ら
ず
、
し
か
も
、
A
、
B
の
残
っ
て
い
る
こ
と
の
必
然
性
を

ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。

右
の
如
き
疑
問
は
、
先
述
の
と
お
り
「
建
久
五
年
五
月
二
日
」
の
日
付
を
書

写
年
月
月
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
す
る
。
こ
の
こ
と
を
、
『
式
子
内
親

王
集
』
の
成
立
と
併
せ
て
、
以
下
述
べ
て
み
よ
う
。

式
子
は
、
千
載
集
以
前
に
も
百
首
歌
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
詞
書
か

ら
わ
か
る
か
ら
、
式
子
の
百
首
歌
は
す
で
に
相
当
数
に
の
ぼ
り
、
流
布
も
し
て

お
り
、
歌
人
と
し
て
名
を
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
建
久
の
頃
、
御

子
左
家
近
辺
の
誰
れ
か
が
、
式
子
の
も
と
に
訪
ね
て
来
て
、
最
近
作
で
も
あ
っ

た
ら
見
せ
て
欲
し
い
と
い
う
よ
う
に
詠
作
を
求
め
た
。
そ
こ
で
、
式
子
は
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
す
で
に
流
布
し
て
い
る
も
の
や
、
二
十
年
も
菅
の
斎
院
時

代
の
も
の
を
見
せ
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、
手
も
と
に
置
い
て
い
る
未
発
表
の
近

作
を
渡
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
A
、
B
の
百
首
だ
っ
た
の

で
あ
訂
。
こ
の
二
種
の
百
首
は
、
持
ち
帰
ら
れ
た
後
、
さ
っ
そ
く
書
写
さ
れ
、

最
後
に
詔
写
の
日
付
を
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
A
、
B
の
百

首
は
「
建
久
五
五
月
二
日
」
の
識
語
を
有
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
推
定
に
お
い
て
、
「
鯉
久
五
年
五
月
二
目
」
の
識
語
を
付

け
た
哲
写
者
を
、
御
子
左
家
近
辺
の
者
と
し
た
の
は
、
前
章
口
で
述
べ
た
俊
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成
、
定
家
な
ど
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
定
家
が
歌
集
や
章
子
を
「
家

中
の
小
女
を
し
て
容
写
せ
し
め
た
」
と
い
う
場
合
、
民
部
蜘
典
侍
の
よ
う
に
、

昏
写
者
名
が
奥
書
に
記
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
家
中
の
小

女
が
具
体
的
に
誰
で
あ
っ
た
か
は
判
明
し
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
の
瘍
余
、

式
子
の
A
、
B
二
つ
の
百
首
は
、
俊
成
の
命
か
、
定
家
の
命
か
、
或
い
は
、
書

笥
者
自
身
の
興
味
か
ら
か
、
そ
の
い
づ
れ
に
せ
よ
、
式
子
の
も
と
か
ら
悟
り
出

さ
れ
、
昏
写
さ
れ
た
の
に
違
い
あ
る
ま
い
。

結
局
、
式
子
の
A
、
B
の
百
首
は
、
「
建
久
五
年
五
月
二
日
」
の
識
語
を
も
っ

て
御
子
左
家
近
辺
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
筏
、
新
古
今
集
編
纂
に
あ
た

っ
て
は
、
す
で
に
流
布
し
て
い
た
他
の
百
首
と
共
に
、
こ
の
A
、
B
の
百
首
も

和
歌
所
へ
持
ち
込
ま
れ
資
料
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の

百
首
だ
け
は
、
書
写
さ
れ
、
ま
と
ま
っ
て
い
た
た
め
幸
い
に
も
良
い
管
理
の
も

と
、
散
供
を
ま
ぬ
か
れ
、
A
、
B
と
ま
と
ま
っ
て
流
布
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
が
、
式
子
の
家
集
の
初
期
第
一
次
の
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
に
、
後
人
が
、
有

名
な
正
治
百
首
（
C
）
を
加
え
、
更
に
、
「
難
入
勅
撰
不
見
家
集
歌
」
を
加
え

る
と
い
う
二
次
、
或
い
は
三
次
の
成
立
過
程
を
経
て
、
『
式
子
内
親
王
集
』
は

出
来
上
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

拇
お
わ
り
に

以
上
の
推
論
に
は
、
飛
躍
が
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
少
く
と
も
次
の
こ
と
は

言
え
よ
う
。
A
、
B
の
百
首
は
共
に
文
治
四
年
（
一
、
一
八
八
）
以
後
、
建
久

五
年
（
一
、
一
九
四
）
五
月
二
日
以
前
の
成
立
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
六
年

間
に
於
い
て
、
A
は
B
に
先
行
し
、
か
つ
、
両
者
は
同
時
で
は
な
い
が
、
か
な

り
近
い
時
期
（
恐
ら
く
二
～
三
年
の
問
で
は
あ
る
ま
い
か
）
　
の
成
立
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
家
集
に
見
え
る
B
歌
群
の
あ
と
の
「
建
久
五
年
五
月
二
日
」
の
識
語

は
、
A
、
B
の
百
首
が
い
っ
し
ょ
に
護
れ
か
に
書
写
さ
れ
た
時
に
付
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

式
子
内
親
王
の
家
集
中
の
A
歌
群
の
成
立
時
釦
か
ら
B
歌
群
の
奥
窓
の
問
題

を
含
め
て
、
家
集
成
立
ま
で
を
考
え
て
み
た
。
後
半
部
銅
に
於
け
る
論
述
は
、

何
ら
の
資
料
的
裏
づ
け
、
伝
記
的
事
実
も
な
い
わ
け
で
、
推
論
の
域
を
一
歩
も

越
え
る
も
の
で
は
甘
い
。
こ
こ
に
、
あ
え
て
試
み
と
し
て
一
案
を
呈
し
・
御
叱

正
を
仰
ぎ
た
い
。

（
昭
和
五
二
年
、
八
、
二
〇
稿
）

－

－

注

1

－

注
1
こ
の
歌
数
の
う
ち
わ
け
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
家
集
に
つ
い
て
は
詔
本

間
で
若
干
差
が
あ
る
。

家
集
　
A
　
百
首

B
　
百
一
首

C
　
九
九
首

D
　
七
三
首
（
う
ち
三
首
他
作
、
九
首
A
B
C
に
重
出
）

計
　
三
六
一
首

D
の
も
れ
　
五
首

三
百
六
十
番
歌
合
一
七
首

私
撰
集
　
　
　
　
　
　
六
首

五
社
百
首
中
の
歌
一
一
首

総
計
　
四
〇
〇
首

注
2
　
『
国
文
学
研
究
』
昭
和
一
六
年
六
月
号
、
「
式
子
内
親
王
論
」

注
3
　
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
三
五
年
七
月
号
、
「
式
子
内
親
王
集
　
－
　
形

態
と
成
立
に
つ
い
て
」
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注　　ノ注注注注
8　ノ　　7　6　5　4

注注注
1110　9

右
掲
論
文
中
他

『
和
歌
文
学
講
座
七
』
昭
和
四
五
年
刊

『
式
子
内
親
王
』
昭
和
四
四
年
刊

『
国
文
白
百
合
』
昭
和
五
二
年
、
「
式
子
内
親
王
集
の
研
究
－
特
に

百
首
歌
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
－
－
－
」

今
月
ま
で
の
諸
説
は
す
べ
て
、
こ
の
識
語
は
B
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
B
は
こ
の
識
語
ど
お
り
の
成
立
と
し
て
い
る
。

『
王
朝
女
流
文
学
史
』
昭
和
四
七
年
刊

『
藤
原
定
家
の
研
究
』
昭
和
五
十
年
刊

式
子
の
生
年
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
が
考
証
の
結
果
、
仁
平
三
年

（
一
、
一
五
三
）
か
ら
久
寿
二
年
（
一
、
一
五
五
）
の
問
と
推
定
で
き

る
。
こ
こ
で
は
、
中
間
の
久
寿
元
年
（
一
、
一
五
四
）
と
し
て
考
え
た
。

注
1
2
　
千
収
集
奏
覧
は
序
文
で
は
前
年
の
文
治
三
年
と
な
．
っ
て
い
る
。
こ
こ
は

『
明
月
記
』
の
記
事
に
よ
る
。
文
治
四
年
四
月
が
、
決
定
稿
の
実
質
奏

注
1
6
　
『
式
子
内
親
王
集
』
　
（
古
典
文
庫
）
の
解
説

※
　
歌
の
引
用
は
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
平
安
鎌
倉
私
家
集
』
に
よ
る
。

1

付

記

1

－

本
稿
は
広
島
女
子
大
学
へ
提
出
し
た
卒
業
論
文
の
一
部
に
手
を
加
え
た
も
の

で
あ
り
、
卒
業
論
文
作
成
に
あ
た
っ
て
は
山
崎
誠
先
生
に
、
又
、
改
稿
に
あ
た

っ
て
は
本
学
の
稲
賀
敬
二
先
生
に
御
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
更
に
、
昭
和
5
2

年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会
で
の
発
表
の
折
は
、
友
久
武
文

先
生
を
始
め
多
く
の
方
々
か
ら
御
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し

て
、
感
謝
の
心
を
捧
げ
ま
す
。

－
　
広
島
大
学
大
学
院
在
学
1

20

注注注
151413

覧
で
あ
る
と
考
え
る
。

前
掲
論
文
（
注
5
）

書
陵
部
本
A
は
原
本
に
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
第
一
類
本
で
あ
る
。

但
し
、
第
四
類
本
は
歌
群
の
順
序
が
「
A
C
B
D
」
と
な
っ
て
い
る
。

又
、
同
類
b
の
一
本
に
D
を
欠
い
た
も
の
が
あ
る
。

「
建
久
五
年
五
月
二
日
」
の
日
付
に
つ
い
て
は
第
三
期
b
の
三
本
と
第

四
類
本
が
そ
れ
を
欠
い
て
い
る
。

「
又
」
の
字
に
つ
い
て
は
、
第
一
類
本
（
窃
陵
部
本
A
）
、
第
二
類
本

（
昏
陵
部
本
C
、
神
官
文
撞
木
、
東
洋
文
庫
本
、
三
手
文
庫
本
、
桃
園

文
庫
本
D
、
国
島
氏
架
蔵
本
A
）
等
が
そ
れ
を
有
し
て
い
る
。
（
三
手

文
庫
本
は
「
亦
」
で
あ
る
。
）




