
西

行

の

歌

を

現

代

に

生

か

す

に

は

ど
　
う
　
し
　
た
　
ら
　
よ
　
い
　
か

t
.
は
じ
め
に

現
代
で
は
'
古
典
は
、
現
実
社
会
と
は
迂
遠
な
関
係
に
あ
り
、
役
立
た
な
い

も
の
と
し
て
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
山
本
健
吉
氏
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
古
典

と
は
、
元
来
普
遍
性
と
包
括
性
を
持
っ
て
、
後
世
の
人
々
に
そ
の
規
範
を
不
し

な
が
ら
語
り
か
け
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
古
典
は
、
人
生
に
お
け
る
根

本
態
度
を
教
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
の
古
典
が
嫌
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
1
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
古
典
へ
の
接
し
方
に
あ
る
と
言
え
る
。
従
来
の
訓
話
注

釈
的
な
古
典
学
習
は
、
古
典
を
無
味
乾
燥
に
す
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
古
典

に
お
け
る
訓
話
注
釈
翼
あ
く
ま
で
も
学
習
上
の
基
礎
で
あ
っ
て
'
そ
の
上
に

立
っ
て
の
展
開
が
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
文
学
性
や
芸
術
性
の
究
明
は
勿
論
の
こ
と
、
人
生
観
・
世
界
観

に
つ
い
て
の
共
鳴
や
批
判
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
反
省
と
新
た
な
意
欲
か
ら
、
こ
1
に
古
典
を
現
代
に
生
か
す
一
例

を
'
実
践
を
通
し
て
報
告
し
た
い
。
な
お
へ
こ
の
研
究
に
あ
た
っ
て
本
校
の
先

生
方
の
全
面
的
な
協
力
を
え
た
。

未
　
　
寺
　
　
俊
　
　
爾

〓
'
主
題

西
行
の
歌
を
現
代
に
生
か
す
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

三
'
対
象
学
年

第
二
学
年蜜

m

m

好
学
社
「
古
典
乙
I
古
文
編
」
の
「
あ
ま
の
か
ぐ
山
」
そ
の
他
補
充
歌

五
、
研
究
目
標

教
科
書
の
新
古
今
集
を
も
と
に
'
新
古
今
集
、
あ
る
い
は
新
古
今
時
代
と
い

う
流
れ
の
中
で
西
行
を
準
え
へ
西
行
と
語
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
行
の
も

の
の
見
方
'
考
え
方
、
生
き
方
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
へ
自
ら
の
人
生
を

考
え
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

六
、
研
究
の
進
め
方

研
究
は
次
の
順
序
で
進
め
た
。

①
教
科
書
に
お
け
る
教
材
の
取
り
扱
わ
れ
方

49



②
生
徒
の
実
態
調
査

◎
指
導
計
画
の
立
案

◎
指
導
案
の
作
成

⑤
研
究
授
業

◎
研
究
授
業
に
つ
い
て
の
評
価
と
反
省

⑦
ま
と
め

七
、
実
践

①
各
種
教
科
宙
に
お
け
る
新
古
今
集
の
採
録
状
況
(
資
料
T
)

十
二
社
の
乙
工
、
乙
Ⅱ
の
教
科
書
に
つ
い
て
調
査
し
た
.
教
科
書
中
の
新
古
今
集

の
歌
の
頻
出
度
を
調
べ
、
各
教
科
書
の
特
色
と
教
材
と
し
て
の
妥
当
性
を
検
討

し
よ
う
と
し
た
。

西
行
の
歌
に
つ
い
て
言
え
は
、
お
お
む
ね
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
が
'
西
行
の

独
自
性
と
い
う
面
か
ら
見
る
と
、
よ
り
内
面
的
な
作
品
を
採
り
上
げ
る
必
要
が

あ
ろ
う
O
西
行
の
歌
の
特
色
は
雑
歌
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
教
科
古
で

は
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
有
名
歌
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
再

度
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
本
研
究
で
は
'
プ
-
ン
-
で
こ
れ
ら
の
歌
を
補
う
こ

と
に
し
た
。

尚
'
乙
工
で
扱
う
か
、
乙
Ⅲ
で
扱
う
か
は
問
題
で
あ
る
が
'
西
行
の
歌
は
、
乙
Ⅲ

で
扱
う
方
が
適
当
の
よ
う
で
あ
る
。

◎
生
徒
の
実
態
調
査
　
(
資
料
二
)

指
導
計
画
の
立
案
に
当
り
l
生
徒
の
受
け
入
れ
能
力
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

調
査
は
テ
ス
ト
形
式
と
し
、
問
題
を
次
の
二
部
に
分
け
た
。

第
一
部
　
古
文
に
対
す
る
基
礎
能
力
テ
ス
-

第
二
部
　
新
古
今
集
及
び
西
行
に
つ
い
て

結
果
を
見
る
と
t
 
a
.
o
・
-
,
.
-
の
力
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
分
っ

B
i◎

指
導
計
画
の
立
案
　
(
資
料
三
)

新
古
今
集
の
指
導
に
五
時
間
を
あ
て
'
研
究
授
業
を
四
時
間
目
に
置
い
た
。

立
案
に
あ
た
り
次
の
点
に
留
意
し
た
。

㈹
平
安
末
期
か
ら
班
倉
に
か
け
て
の
時
代
背
景
を
周
知
さ
せ
る
。
(
不
安
の
時

代
と
し
て
、
)

㈱
当
時
の
無
常
思
想
・
末
法
思
想
・
浄
土
思
想
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
0

3
西
行
の
歌
の
特
質
を
理
解
さ
せ
、
歌
か
ら
西
行
の
心
を
甲
乙
'
日
本
人
の
心

を
考
え
さ
せ
る
。

肖
訓
話
注
釈
は
家
庭
学
習
を
徹
底
さ
せ
'
教
室
で
は
大
事
な
こ
と
だ
け
を
説
明

し
て
、
第
一
段
階
で
足
踏
み
し
な
い
よ
う
に
す
る
。

㈹
新
古
今
集
の
歌
を
「
定
家
的
な
も
の
」
と
「
西
行
的
な
も
の
」
に
大
別
し
て
、

「
定
家
的
な
も
の
」
を
第
三
時
間
日
ま
で
に
ま
と
め
る
。

Z
:
研
究
対
象
で
あ
る
西
行
の
歌
は
第
四
時
間
日
に
置
き
、
予
習
を
徹
底
さ
せ
る
。

川
授
業
計
画
は
予
め
生
徒
に
周
知
さ
せ
る
。

田
こ
の
授
業
は
教
師
中
心
で
行
な
う
が
'
発
問
を
通
し
て
生
徒
に
考
え
る
場
を

与
え
る
。

④
本
時
の
指
導
案
　
(
資
料
四
)

補
助
プ
-
ン
ト
　
(
資
料
五
～
八
)

の
補
充
歌

向
西
行
に
つ
い
て
、
西
行
の
歌
に
つ
い
て

;
新
古
今
集
の
時
代
背
景
、
思
想
に
つ
い
て

:
u
:
新
古
今
集
に
つ
い
て

⑤
研
究
授
業
に
つ
い
て
の
評
価
と
反
省

の
評
価
は
、
第
四
時
間
目
に
宿
題
と
し
て
出
し
た
感
想
文
に
よ
っ
た
。
そ
の
内
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数
人
の
も
の
を
別
紙
に
掲
げ
た
。
(
資
料
九
)

全
体
と
し
て
'
所
期
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
。

他
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
、
平
常
点
と
し
て
、
五
点
法
で
採
点
し
た
。

u<!''<:

㈲
時
間
に
つ
い
て

新
古
今
集
を
五
時
間
で
あ
げ
へ
そ
の
中
で
西
行
に
1
時
間
を
充
当
す
る
と
い

う
時
間
配
分
は
、
古
典
の
年
間
授
業
計
画
か
ら
す
る
と
妥
当
だ
と
考
え
る
。

だ
が
実
際
の
授
業
で
痛
切
に
感
じ
た
こ
と
は
、
時
間
不
足
で
あ
っ
た
。
訓
話
.

注
釈
を
こ
え
て
、
西
行
と
い
う
人
と
そ
の
生
き
方
に
迫
ろ
う
と
思
え
ば
、
よ

ほ
ど
時
間
的
余
裕
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
'
人
と
作
品
に
迫
る
上
で

の
授
共
の
役
割
は
・
生
徒
の
内
面
に
点
火
し
て
、
燃
焼
す
る
こ
と
を
期
待
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

脚
生
徒
の
実
態
(
能
力
と
意
欲
)
に
つ
い
て

生
徒
の
能
力
は
中
程
度
と
思
わ
れ
る
が
、
学
習
意
欲
の
点
で
不
清
で
あ
っ
た
。

調
査
結
果
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
古
語
や
文
法
の
力
が
不
足
し
て
お
り
、

授
業
の
流
れ
が
停
滞
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
t
学

年
で
の
学
習
を
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

脚
家
庭
学
習
に
つ
い
て

国
語
に
お
け
る
家
庭
学
習
は
'
他
教
科
に
比
べ
れ
ば
ま
こ
と
に
不
充
分
で
あ

る
。

I
面
か
ら
言
え
ば
、
古
典
は
、
生
徒
に
と
っ
て
'
外
国
語
と
同
じ
で
あ
る
.

英
語
に
か
け
る
半
分
で
も
と
軍
っ
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
家
庭
学
習
の

充
実
は
'
教
師
の
地
味
な
努
力
の
中
か
ら
生
徒
に
要
求
す
べ
き
も
の
で
あ

る
0こ

の
観
点
か
ら
、
本
年
は
'
常
に
ノ
ー
ト
点
検
を
厳
し
く
し
、
宿
題
や
予
習

の
不
充
分
な
も
の
に
は
,
反
復
指
導
ま
た
は
減
点
と
い
う
方
法
で
引
き
締
め

て
来
た
。
本
時
の
指
導
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

仙
授
業
展
け
り
に
つ
い
て

「
考
え
さ
せ
る
授
業
」
と
は
、
生
徒
に
考
え
る
坊
を
与
え
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
場
は
生
徒
の
生
活
の
中
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
教
室
の
中
だ
け
と
は
限

ら
な
い
。

本
時
の
指
導
で
グ
ル
ー
プ
学
習
の
よ
う
な
形
態
を
と
ら
な
か
っ
た
の
は
、
時

間
的
制
約
と
共
に
、
私
の
場
合
へ
生
徒
を
ゆ
す
ぶ
る
授
業
を
す
る
た
め
に

は
'
発
問
に
よ
る
教
師
中
心
の
授
業
の
方
が
効
果
的
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
西
行
を
五
十
分
で
理
解
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
'
そ
れ
自
身
無
理
な
こ

と
な
の
だ
が
'
生
徒
に
考
え
を
深
め
さ
せ
る
点
で
充
分
で
は
な
か
っ
た
。
た

だ
、
柄
助
プ
リ
ン
ト
は
墾
一
蒔
問
目
に
渡
し
て
あ
り
へ
生
徒
に
よ
っ
て
は
本

時
の
動
機
づ
け
が
で
き
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
事
実
感
想
文
を
読
ん
で
見
る

と
、
教
室
で
点
火
さ
れ
、
自
己
の
内
面
で
燃
焼
さ
せ
た
者
が
相
当
い
た
こ
と

も
わ
か
る
。

点
火
か
ら
燃
焼
へ
の
過
程
は
'
ど
の
生
徒
に
も
同
時
に
あ
る
も
の
で
は
な
い

が
~
生
徒
に
燃
料
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
必
要
な
の
は
教
師
の
熱
だ
け
で
あ
る
o

㈱
指
導
者
に
つ
い
て

「
考
え
さ
せ
る
授
共
」
と
い
う
点
で
は
、
指
導
者
の
能
力
が
問
題
と
な
る
.

専
門
的
な
知
識
と
指
導
力
は
も
と
よ
り
、
高
い
見
識
と
豊
か
な
生
活
経
験
が

要
求
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
は
'
ま
こ
と
に
不
充
分
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
の
西

行
に
つ
い
て
は
、
些
か
関
心
も
あ
り
、
身
近
な
存
在
な
の
で
'
私
自
身
相
当

燃
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

⑥
ま
と
め
'
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西
行
の
歌
を
現
代
に
生
か
す
試
み
は
、
一
応
所
期
の
目
的
を
迂
成
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
一
人
の
位
大
な
人
間
を
見
詰
め
て
ゆ
け
ば
、
そ
こ
か
ら
得
る

も
の
は
大
き
い
。
私
は
こ
の
大
胆
な
試
み
を
実
行
す
る
に
あ
た
り
へ
自
己
を
通

し
て
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
生
徒
の
前
に
そ
の
人
物
を
浮
き
彫
り
に
L
t
自
由

な
批
判
と
適
切
な
示
唆
に
よ
り
、
生
徒
に
考
え
る
糸
口
を
与
え
よ
う
と
努
め

た
。
西
行
の
生
き
方
が
'
生
徒
1
人
一
人
に
共
鳴
と
反
発
を
与
え
な
が
ら
も
、

「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
'
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
大

事
な
の
は
'
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
自
己
と
自
己
の
人
生
を
深
-
考
え
さ
せ
る
と

こ
ろ
ま
で
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
'
そ
う
し
た
態
度
の
確
立
は
せ
っ
か
ち

に
求
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

古
典
を
現
代
に
生
か
す
と
い
う
こ
と
は
'
と
り
も
直
さ
ず
古
典
の
中
に
我
々
が

生
き
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

八
へ
　
お
わ
リ
に

こ
の
研
究
は
、
主
題
が
大
き
い
P
で
'
と
も
す
る
と
刀
折
れ
矢
尽
き
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
が
'
逃
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
相
手
な
の
で
、
一
丸
と
な
っ
て

肉
迫
い
た
し
ま
し
た
。
・

同
志
の
御
批
判
を
得
て
、
今
後
の
古
典
教
育
に
新
し
い
方
向
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
と
断
っ
て
い
ま
す
。
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用
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咲

資
料
二
、
1
新
古
今
集
指
導
の
た
め
の
予
備
調
査

A

(3) (2; (i)

)
年
(

)
」
　
(

次
の
川
脚
榊
の
歌
は
何
句
で
切
れ
て
い
る
か
。

山
ざ
く
ら
花
の
下
風
吹
き
に
け
り
木
の
も
と
ど
と
の
雪
の
む
ら
消
え

春
す
ぎ
て
夏
き
た
る
ら
し
自
た
へ
の
衣
は
し
た
り
天
の
香
具
山

い
と
ほ
し
や
見
る
に
涙
も
と
ゞ
ま
ら
ず
親
の
な
き
子
の
母
を
た
づ
ぬ
る

次
の
間
脚
間
の
歌
の
傍
線
部
は
修
辞
上
何
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
o

H
5

・

・

.

、

T

.

・

　

　

.

-

i

'

・

　

:

'

.

 

'

-

蝣

'

蝣

'

・

*

∵

　

　

　

　

　

∵

暢

剖
u
て
行
く
欝
の
山
を
出
で
L
よ
り
天
が
下
に
は
隠
れ
が
も
な
し

一
大
江
山
い
く
野
の
道
の
退
け
れ
ば
ま
萄
封
も
見
ず
天
の
橋
立

4　2　1

メ-　li-　Iu

)
番
氏
名
(

句
)

句
)

句
)

59

8　7　6

(　　　　　(　　　　　　(

次
の
川
脚
の
歌
は
そ
の
相
互
関
係
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
考
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
。

さ
つ
き
待
つ
花
た
ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
背
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
(
古
今
集
)

た
ち
ば
な
の
に
は
ふ
あ
た
り
の
う
た
た
ね
は
夢
も
昔
の
袖
の
香
ぞ
す
る
(
新
古
今
集
)

10　9

Gilコ　　Ei-

次
の
脚
州
　
の
歌
は
㈹
万
葉
㈱
古
今
の
新
古
今
の
各
条
か
ら
1
首
ず
つ
選
び
出
し
た
も
の
で
あ
る
.
(

ま
た
作
者
は
軸
紀
貫
之
へ
伽
藤
原
定
家
、
脚
柿
本
人
麻
呂
で
あ
る
0
　
〔

〕
内
に
そ
の
歌
の
作
者
を
'

))

)
内
に
歌
集
名
を
イ
'
ロ
、
ハ
の
符
号
で
記
せ
。

a
b
C
の
符
号
で
記
せ
。

o) (9)

的
と
め
て
袖
う
ち
払
ふ
か
げ
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
れ

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
に
L
へ

あ
ふ
み
の
海
夕
波
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
心
も
し
の
に
古
恩
は
ゆ

袖
ひ
ぢ
て
弊
)
し
　
　
　
　
水
の
氷
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
解
-
ら
む

、
　
　
　
　
∵
∴
∵
-
'
蝣
^
*

凸

　

　

E

W

)

　

　

1

5

〔

)

　

　

1

 

6

〔

E

次
の
各
項
は
㈱
万
菜
墾
糊
古
今
集
、
仙
新
古
今
集
の
歌
風
を
示
す
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
歌
集
に
あ
て
は
ま
る
か
　
B
/
3
0
の
符
号
を
(
　
)
内



に
記
せ
。

1
 
7
観
念
的
(
　
　
　
)
　
2
現
実
的
(

)
　
1
 
9
象
徴
的
(

)
　
2
0
素
朴
雄
倣
(

)
　
2
 
1
純
絹
>
"
V
r
=
i
(

2
2
俊
美
典
雅
(
　
　
　
　
)

F
　
次
の
歌
人
は
何
集
に
お
け
る
代
表
的
歌
人
か
.
E
と
同
じ
要
領
で
挙
乙
よ
。

2
3
在
原
業
平
(
　
　
　
)
　
s
大
伴
家
持
¥
　
　
　
)
　
C
M
後
鳥
羽
上
皇
(

G
　
次
の
は
㈹
㈹
㈹
㈹
の
歌
の
欠
け
た
所
に
あ
と
に
あ
げ
た
枕
詞
の
う
ち
適
当
な
も
の
を
え
ら
ん
で
古
き
入
れ
よ
。
た
だ
し
答
は
各
歌
の
下
の
(
　
)
内
に
符
号
を

記
入
し
て
そ
れ
を
示
せ
。

(16) (15) (14) (13) (12)

光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む

け

　

　

5

.

ひ

家
に
あ
れ
ば
笥
に
盛
る
飯
を
(
&
)
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る

寝
て
も
見
ゆ
寝
ど
も
見
え
け
り
お
は
か
た
は
(
a
)
世
ぞ
夢
に
は
あ
り
け
る

い
と
せ
め
て
恋
し
き
と
き
は
　
　
夜
の
衣
を
返
し
て
ぞ
着
る

い

(
S
3
)
母
が
つ
り
た
る
青
が
や
を
す
が
L
と
寝
ね
つ
た
る
み
た
れ
ど
も

的
　
千
早
ぶ
る
　
㈹
　
草
枕
　
の
　
も
も
し
き
の
　
肖
　
た
ら
ち
ね
の

肘
　
う
つ
せ
み
の
　
　
S
　
足
引
の
　
　
㈹
　
ぬ
ば
玉
の

S
m

S
K

2

8

　

(

2

9

　

(

3

0

　

(

帥
　
ひ
さ
か
た
の

)))))
N
　
ほ
の
ぼ
の
と

60

H
　
次
の
間
㈹
佃
の
伽
の
歌
に
つ
い
て
後
の
問
に
答
え
よ
.

M
 
L
ら
雪
の
所
も
わ
か
ず
降
り
し
け
ば
い
は
は
に
も
咲
く
花
と
こ
そ
(
見
れ
)

㈹
　
冬
な
が
ら
空
よ
り
花
の
散
り
-
る
は
雲
の
あ
な
た
は
春
に
や
あ
る
(
ら
む
)

㈹
　
山
ざ
く
ら
花
の
下
風
ふ
き
(
に
)
け
り
木
の
も
と
ど
と
の
雪
の
む
ら
消
え

の
　
春
た
て
ば
花
と
や
見
ら
む
白
雪
の
か
か
れ
る
枝
に
う
ぐ
ひ
す
ぞ
(
な
く
)

こ

　

め

剛
　
昌
た
ち
木
の
芽
も
は
る
の
雪
(
ふ
れ
)
ば
花
な
き
盟
も
花
ぞ
ち
り
け
る

33　32　31

(　　　　′ヽ　　　　(

39　38 37　36

〔　　　〔　　　〔　　′「

)

　

　

4

0

〔

問
r
　
右
五
首
の
歌
を
軸
花
を
硯
実
に
見
て
い
る
歌
と
、
禦
ヨ
を
現
実
に
見
て
い
る
歌
に
分
け
・

各
歌
の
下
の
　
(

〕
形

〕
形

〕
形

〕
形

〕
形

)
内
に
a
b
の
符
号
を
記
入
せ
よ
。

臼
　
同
じ
く
右
の
各
歌
中
の
(
　
　
　
)
で
か
こ
ん
だ
語
の
活
用
形
を
下
の
〔
　
　
　
〕
内
に
記
せ
。

I
　
次
の
各
意
味
を
有
す
る
古
語
を
記
せ
.
す
で
に
そ
の
一
郎
を
記
し
て
い
る
か
ら
,
欠
け
た
と
こ
ろ
を
捕
え
。

4

 

1

　

<

メ

ッ

タ

ニ

ナ

イ

∨

(

あ

り

・

し

)

　

4

　

<

タ

ク

サ

ン

∨

(

こ

こ

　

)

　

4

　

<

カ

エ

ッ

テ

,

ナ

マ

ジ

ッ

カ

∨

(

な

か

　

)

4
4
　
<
新
シ
イ
∨
(
　
た
し
　
　
　
　
<
ソ
ノ
上
～
マ
デ
モ
添
加
ノ
意
ノ
助
詞
∨
(



次
の
傍
線
部
に
つ
い
て
、
あ
と
に
あ
げ
た
説
明
の
う
ち
、
そ
れ
に
あ
て
は
ま
る
も
の
を
選
び
、
そ
の
符
号
を
(

4
 
6
秋
は
来
ぬ
。
　
4
7
秋
ぞ
来
ぬ
0
　
4
 
8
秋
は
訂
0
　
4
 
9
人
を
凱
ひ
吋
　
5
0
人
を
訪
掠
ば
,

(

　

　

)

　

　

　

　

　

　

(

　

　

)

　

　

　

　

　

　

(

　

　

)

　

　

　

　

　

　

(

　

　

)

　

　

　

　

8

　

(

　

　

)

の
　
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
体
形
　
㈹
　
打
消
の
助
動
詞
の
巳
然
形
　
の
　
ナ
変
動
詞
の
活
用
語
尾

的
　
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
命
令
形
　
的
　
完
了
の
助
動
詞
の
終
止
形
　
Z
:
　
他
に
対
す
る
希
望
の
助
詞

左
記
の
文
中
の
口
に
'
後
に
あ
げ
た
語
群
中
か
ら
適
当
な
語
句
を
選
ん
で
記
入
し
な
さ
い
Q
　
(
二
度
使
用
可
)

)
内
に
記
せ
。

L-asai

新
古
今
集
の
生
れ
た
時
代
は
古
代
か
ら
「
巴
へ
の
過
渡
期
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
数
百
年
に
わ
た
っ
て
古
代
国
家
の
権
力
を
に
ぎ
り
'
社
会
の
し
-
み
も
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
仕
上
げ
て
来
た
∩
巴
階
級
に
対
し
て
、
平
安
中
期
以
降
急
速
に
力
を
得
て
き
た
新
興
武
士
階
級
は
正
面
か
ら
の
戦
い
を
開
始
し
は
じ

め
た
o
 
n
朋
口
の
争
乱
も
そ
の
根
底
に
は
二
つ
の
階
級
の
葛
藤
が
あ
る
0
没
落
し
て
行
-
者
に
と
っ
て
の
最
後
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
和
歌
で
あ
っ
た
.

六
条
家
と
か
、
御
子
左
家
と
い
う
よ
う
に
'
家
柄
で
固
定
し
分
立
し
た
歌
の
各
派
は
'
互
に
歌
を
渋
い
合
い
'
技
巧
を
み
が
い
て
い
た
が
'
そ
れ
は
和
歌
を
広
-

口
m
u
と
結
び
つ
け
て
い
た
も
の
か
ら
'
高
度
な
専
門
的
な
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
高
度
の
日
に
琴
を
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
披
等
は
桐
火
桶
を
抱
き
・

衣
紋
を
正
し
て
苦
吟
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
専
門
歌
人
と
は
無
綾
な
と
こ
ろ
で
作
歌
し
て
い
る
人
々
が
い
た
。
そ
れ
は
∩
国
U
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ

る
O
彼
等
は
都
の
歌
界
か
ら
離
れ
て
、
自
警
∩
門
肯
対
し
て
t
 
n
朗
U
の
中
か
ら
実
感
圧
は
㌫
上
げ
た
。

技
巧
を
排
し
て
自
然
率
直
に
表
硯
し
へ
そ
の
作
歌
態
度
は
∩
間
u
的
で
あ
り
、
そ
の
歌
風
は
巨
の
自
然
風
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

-61-

S
　
万
巽
　
の
　
抵
惜
　
桝
　
人
生
　
3
:
　
隠
退
者
　
帥
　
遊
び
　
的
　
生
活
　
的
　
源
平

桝
　
貴
族
　
　
の
　
中
世

左
記
の
文
は
西
行
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
.
後
の
語
句
か
ら
適
当
な
も
の
を
退
ん
で
]
内
に
記
入
せ
よ
。

西
行
は
　
　
　
時
代
末
期
の
人
で
、
俗
名
を
佐
藤
義
清
と
い
い
、
鳥
羽
上
皇
の
北
面
の
武
士
と
な
り
、
従
五
位
左
兵
藤
尉
に
任
じ
ら
れ
た
O
　
三

十
三
歳
で
突
然
∩
間
u
遁
世
し
て
,
.
高
野
,
n
u
u
に
隠
れ
、
借
業
生
活
を
お
く
っ
た
.
西
行
を
知
る
上
で
は
彼
の
歌
集
で
あ
る
∩
回
U
が
重
要
で
,

と
人
生
の
美
を
愛
し
'
こ
と
に
生
活
の
中
か
I
P
生
れ
る
実
感
を
こ
と
ば
を
飾
ら
ず
に
歌
い
あ
げ
た
せ
こ
ろ
に
、
口
的
u
詩
人
あ
る
い
は
n
m
U
詩
人

と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。

彼
は
半
憎
半
俗
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
僧
と
し
て
の
仏
教
的
目
盛
か
ら
歌
に
も
蒜
の
【
=
榊
u
と
寂
と
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
n
m
u
を
愛
し
て
諸

国
を
行
脚
し
多
く
の
伝
説
を
残
し
て
い
る
。



S
　
四
国
　
の
　
お
も
し
ろ
さ
.
桝
　
班
倉
　
的
　
出
家

㈹
　
吉
野
　
　
脚
　
自
然

印
　
金
塊
和
歌
集
　
　
例
　
静
け
さ
　
　
の
　
無
常

T
V
-
5
?蝣
=
&
&
叫
平
w
生
活
-
7
7
-
:
y
-

M
次
に
あ
げ
た
五
首
の
短
歌
は
新
古
今
集
の
も
の
で
あ
り
、
作
者
は
藤
原
定
家
と
西
行
法
師
で
あ
る
。
こ
れ
を
作
者
別
に
分
け
な
さ
い
。
(
解
答
欄
に
作
者
名
を
記

入
す
る
こ
と
)

7
1
見
渡
せ
ば
花
も
も
み
じ
も
な
か
り
け
り
浦
の
と
ま
や
の
秋
の
夕
井
れ

7
2
吉
野
山
や
が
て
出
で
じ
と
思
ふ
身
を
花
散
り
な
ば
と
人
や
待
つ
ら
む

7
3
さ
び
し
さ
に
た
へ
た
る
人
の
ま
た
も
あ
れ
な
い
は
り
な
ら
べ
ん
冬
の
山
盟

7
4
春
の
夜
の
夢
の
浮
椅
と
だ
え
し
て
峰
に
わ
か
る
る
桟
雲
の
空

7
5
心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り
し
ぎ
立
つ
涙
の
秋
の
夕
暮
れ

N
　
次
の
短
歌
を
読
ん
で
'
感
じ
た
こ
と
を
卒
直
に
書
き
な
さ
い
。

道
の
べ
に
清
水
流
る
る
柳
陰
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
ど
ま
り
つ
れ



資
料
二
,
2
　
新
古
今
集
指
導
の
た
め
の
予
備
調
査
結
果
集
計
表

資
料
≡
　
新
古
今
和
歌
集
の
授
業
計
画

〔注〕　○　問A～Mの中、同類のものはまとめて集計した。

○　表中の数字は正答者数である。

○　調査対象を100人とした。

罪-時間目
l　五1　四1　1

、　　　、・　　　.ー＼_一一/-1ノ

50分　　　20分　30分

時
代
背
景
'
思
想
、
新
古
今
集
に
つ
い
て
プ
-
ン
ト
で
説
明

(
プ
-
ン
ト
は
前
時
間
に
配
布
)

後
鳥
羽
院
の
二
首

良秀
経能

IiBil

宮
内
卿
一
首
　
雅
経
I
首
　
家
隆
一
首

ヽ1-ー　-r・ ＼　　　　　　　　＼-ll-　　ヽ　　　　　　　　　、一一一一一一一ヽ　-

20分　30分　　　50分　　　　　50分

定
家
二
首
　
寂
蓮
二
首
　
俊
成
二
首

(
西
行
に
関
す
る
プ
-
ン
ト
配
布
)

西
行
の
歌
　
教
科
番
の
二
首
　
プ
-
ン
ト
か
ら
数
首

本
時
間
の
感
想
文
を
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
ま
と
め
て
、

次
の
時
間
ま
で
に
提
出

感
想
文
の
発
表

ま
と
め

63



資
料
四
　
本
時
の
指
導
案

本
時
の
位
苧
・
・
・
云
時
間
中
の
四
時
間
日
　
日
標
　
i
s
行
の
歌
を
通
し
て
・
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る

時
間
-
-
五
十
分

学

　

　

習

　

　

内

　

　

容

学
_
　
　
習
　
　
　
活
　
　
　
動

田
　
　
亡
　
　
i
r
-

西
行
と
い
う
人
物
に
つ
い
て

「
道
の
べ
に
-
-
」
に
つ
い
て
考
え
る

1
、
歌
の
清
朝
把
握

2
、
西
行
と
旅
に
つ
い
て
　
旅
の
中
の
孤
独

に
つ
い
て

3
、
素
朴
な
表
現
に
つ
い
て

4
、
西
行
と
自
然
に
つ
い
て

(
課
最
響
一
一
一
琵

「
ゆ
く
へ
な
く

月
に
-
-
」

「
心
な
き
身
に
も
-
-
」
に
つ
い
て
考
え
る

1
、
「
心
な
き
身
」
に
つ
い
て

2
、
心
と
身
と
の
分
離
に
つ
い
て
　
「
か
へ

孤
独
の
中
で
の
自
己
凝
視
　
れ
ど
もl

3
、
宗
教
と
文
学
に
つ
い
て

-

‥

・

」

仏
道
と
歌
道
の
融
合
と
背
反
　
「
花
に
そ
む

人
と
超
越
者
の
問
題
　
　
　
　
J

「
さ
び
し
さ
に
-
=
」
に
つ
い
て
考
え
る

1
'
「
さ
び
し
さ
に
堪
え
た
人
」
と
は

「
と
ふ
人
も
思
ひ
た
え
た
る
-
-
」

2
'
草
掩
生
活
に
つ
い
て

イ
'
-
宗
教
と
文
学
の
融
合

ロ
、
庶
民
性
と
自
然
性
が
あ
る

ハ
、
哀
愁
、
寂
匿
、
孤
独
に
満
ち
て
い
た

○
既
習
の
知
識
が
あ
れ
ば
発
表
さ
せ
る
　
△
プ
-
ン
ト
で
説
明
す
る

○
音
読
さ
せ
る
　
○
読
ん
だ
時
の
感
じ
を
話
さ
せ
る
　
△
予
備

調
査
の
一
部
を
紹
介
す
る

〇
時
と
場
所
の
設
定
に
よ
り
、
イ
メ
ー
ジ
を
描
か
せ
る

○
旅
の
体
験
者
に
旅
に
つ
い
て
話
さ
せ
る
(
1
人
に
)
　
　
△
西
行

の
旅
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
説
明
す
る

○
他
の
歌
人
の
歌
と
比
較
し
て
、
表
現
の
特
色
を
準
え
さ
せ
る

▽
自
然
の
受
容
に
つ
い
て
説
明
す
る

○
心
と
は
、
身
と
は
'

い
て
考
え
さ
せ
る

∴

V

　

、

一

{

:

」

:

　

ォ

蝣

;

蝣

蝣

.

蝣

:

▽
西
行
の
苦
悩
に
つ
い
て
説
明
す
る

▽
自
己
究
明
の
必
要
性
を
一
般
化
す
る

(
細
柳
捕
紀
一

▽
融
合
を
求
め
な
が
ら
背
反
の
中
で
嘱
ぐ
西
行
の
人
間
的
苦
悩
を
説

明
す
る

○
超
人
問
的
存
在
を
考
え
さ
せ
る

(
脚
1
　
「
-
れ
の
感
情
」

○
活
発
な
発
言
を
求
め
る

さ
び
し
さ
　
　
山
里
の
さ
び
し
さ
孤
独
の
さ
び
し
さ
,

一
俗
念
を
去
っ
た
さ
び
し
さ
'

「
-
-
-
・
「
い
か
に
か
す
べ
き
わ
が
心
」
に
挙
え

▽
説
明
す
る

ら
れ
な
い
さ
び
し
さ
'

中
学
の
教
科
古
に
あ
る

若
年
で
出
家
し
た
こ
と
を

中
心
に
当
時
の
社
会
を
現

代
化
す
る

道
場
と
し
て

東
・
汗
的
白
A
"
,
r
.
1

西
欧
的
　
-
　
征
服
す
る
も

の

「
も
」
の
渋
味
を
し
っ
か

り
捉
え
さ
せ
る

想
念
の
中
で

機
械
文
明
が
精
神
を
荒
廃

さ
せ
'
人
間
性
を
蛋
失
し

て
い
る
現
代
を
認
識
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
宗
教
の
必

要
性
を
確
認
さ
せ
る

句
切
れ
(
三
、
四
、
)
に
注
意

「
さ
び
し
さ
」
こ
そ
西
行

を
一
生
つ
き
動
か
し
た
も

の
_

*



一
t
'
祈
り
の
生
活

3
　
草
庵
生
活
の
必
要
性

イ
'
人
の
心
を
純
化
す
る

ロ
'
自
己
の
人
間
形
成
と
救
い
の
た
め

こ

4
　
草
庵
生
活
の
現
代
化

自
己
凝
視
の
場
を
ど
こ
に
求
め
る
か

5
　
草
庵
生
活
も
旅
も
共
に
孤
独
の
場
で
あ

り
、
自
己
究
明
が
そ
こ
に
お
い
て
な
さ

E5ES

○
生
徒
各
自
の
生
活
の
中
で
考
え
さ
せ
る

場
を
積
極
的
に
つ
-
り
出
す

旅
、
散
歩
'
個
室
'
病
床
、
-
-

▽
常
住
真
実
な
も
の
を
求
め
る
心
　
-
　
孤
独
な
場
1
祈
る
　
-

:」H

祈
り
の
生
活

人
間
存
在

人
間
孤
独
の
思
想

孤
独
の
中
か
ら
わ
き
出
す

想
念

資
料
五
　
補
充
歌

月
の
歌
あ
ま
た
よ
み
け
る
に

I
.
ゆ
く
へ
な
く
月
に
心
の
軽
み
す
み
て
は
て
は
い
か
に
か
な
ら
む
と
す

ら
む花

の
歌
あ
ま
た
よ
み
け
る
に

二
'
よ
し
の
山
こ
ず
ゑ
の
花
を
見
し
日
よ
り
心
は
身
に
も
そ
は
ず
な
り
に

き

風
わ
ず
ら
ひ
て
山
寺
に
-
-

三
t
か
へ
れ
ど
も
人
の
な
さ
け
に
し
た
は
れ
て
心
は
身
に
も
そ
は
ず
な
り

ぬ
る五

首
述
懐

四
、
う
か
れ
い
づ
る
心
は
身
に
も
か
な
は
ね
ば
い
か
な
り
と
て
も
い
か
に

か
は
せ
ん

心
に
お
も
ひ
け
る
事
を

五
'
い
か
で
わ
れ
き
よ
-
く
も
ら
ぬ
身
に
な
り
て
心
の
月
の
か
げ
を
み
が

か
ん花

の
歌
あ
ま
た
よ
み
け
る
に

六
、
は
な
に
そ
む
こ
こ
ろ
の
い
か
で
の
こ
り
け
む
捨
て
は
て
て
き
と
思
ふ

我
身
に

冬
歌
よ
み
け
る
に

七
　
さ
び
し
さ
に
た
へ
た
る
人
の
ま
た
も
あ
れ
な
い
は
り
な
ら
べ
む
冬
の

山
里題

し
ら
ず

八
へ
と
ふ
人
も
思
ひ
た
え
た
る
山
里
の
さ
び
し
さ
な
-
ば
住
み
う
か
ら
ま

し

月
歌
あ
ま
た
よ
み
け
る
に

九
、
も
ろ
と
も
に
か
げ
を
な
ら
ぶ
る
人
も
あ
れ
や
月
の
も
り
-
る
さ
さ
Q

い
は
り
に

題
し
ら
ず

十
、
山
里
に
う
き
世
い
と
は
む
友
も
が
な
く
や
し
く
過
ぎ
し
昔
か
た
ら
む
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題
し
ら
ず

十
1
'
あ
は
れ
た
だ
草
の
い
は
り
の
さ
び
し
き
は
風
よ
り
外
に
と
ふ
人
ぞ
な

・
き

超
し
ら
ず

十
二
へ
谷
の
ま
に
ひ
と
り
ぞ
松
は
た
て
り
け
る
我
の
み
友
は
な
き
か
と
恩
へ

ば
同
行
に
て
待
り
け
る
上
人
-
-

十
三
、
も
ろ
と
も
に
な
が
め
7
～
て
秋
の
月
ひ
と
り
に
な
ら
む
こ
と
ぞ
悲
し

・
き

題
し
ら
ず

十
四
'
ふ
る
は
た
の
そ
ば
の
た
つ
き
に
ゐ
る
は
と
の
友
よ
ぶ
こ
ゑ
の
す
ご
さ

夕
暮東

の
方
に
修
業
し
侍
り
け
る
に
富
士
の
山
を
見
て

十
五
'
凪
に
な
び
-
富
士
の
煙
の
空
に
消
え
て
行
-
方
も
知
ら
ぬ
わ
が
恩
ひ

かi?

資
料
六
,
西
行
に
つ
い
て

西
行
程
自
己
を
語
り
続
け
た
人
は
な
い
。
だ
が
彼
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
何

も
古
い
て
い
な
い
.

彼
を
知
る
上
に
は
、
彼
の
歌
の
詞
書
と
か
'
同
時
代
の
人
が
彼
に
つ
い
て
書

い
た
も
の
を
参
考
に
し
て
ま
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
に
そ
の
関
係
文
献
を

あ
げ
る
と
、

台
記
　
百
錬
抄
　
吾
妻
鏡
　
長
秋
詠
琵
　
拾
追
愚
軍
　
治
玉
井
　
そ
の
他

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
彼
の
生
洋
を
図
式
す
る
と

(
二
九
〇
年
)
　
(
S
才
)

建
久
元
年
二
月
十
六
日
死

尊
卑
分
脈
で
系
図
を
調
べ
る
と

秀Hv.

(
七
代
)

(
西
行
)

(
弟
と
す
る
の
は
結
城
系
図
)

(
I
 
I
 
t
八
年
)

元
永
元
年
十
月
十
五
日
生

(
二
四
〇
年
)

保
延
六
年
出
家
(
2
3
才
)

佐
藤
兵
術
尉
義
治
は
系
図
を
見
る
と
右
大
臣
魚
名
の
流
れ
を
汲
み
'
秀
郷

(
偵
藤
太
-
-
有
名
な
武
将
)
か
ら
数
え
て
十
世
の
孫
に
当
る
.
敢
し
い
武

者
の
血
が
流
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

幼
少
か
ら
兵
法
、
射
卸
に
す
ぐ
れ
'
彼
は
後
に
頼
朝
に
招
か
れ
て
、
兵
法

の
話
を
し
て
い
る
。

絶
大
寺
家
の
随
身
と
し
て
'
北
面
の
武
士
と
し
て
'
華
や
か
な
生
活
を
続

け
て
い
た
が
'
殊
に
徳
大
寺
突
能
と
の
関
係
か
ら
'
鳥
羽
・
川
那
抵
両
院
の
恩

顧
を
受
け
、
多
く
の
歌
友
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。

和
歌
に
つ
い
て
も
俗
時
か
ら
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
っ
た
。

宗
教
に
つ
い
て
は
台
記
に
　
自
]
I
　
俗
　
時
t
　
入
T
T
　
心
　
於
　
仏
　
近
-
0

と
あ
り
へ
信
仰
心
が
強
-
、
人
生
を
真
剣
に
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

保
延
六
年
十
月
、
義
活
は
出
家
し
た
.
人
々
の
斯
き
を
よ
そ
に
'
暫
く
は
京

都
の
近
郊
で
修
業
し
'
三
十
歳
を
す
ぎ
て
高
野
山
に
入
り
、
六
十
三
歳
で
高

野
山
を
下
る
ま
で
の
五
十
年
間
へ
彼
は
畢
言
の
僧
と
し
て
仏
道
に
励
ん
だ
。

彼
は
初
め
天
台
教
学
か
ら
出
発
し
て
'
法
華
経
を
持
し
、
浄
土
教
に
動
か

さ
れ
て
、
東
密
に
至
っ
た
o
大
峰
、
熊
野
で
の
修
業
も
数
凹
に
わ
た
り
'
僧

と
し
て
の
性
格
も
如
実
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

当
時
の
高
野
は
開
祖
空
海
か
ら
四
〇
〇
年
を
経
て
堕
落
し
て
い
た
が
、
中
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興
の
祖
覚
譜
が
出
て
か
ら
は
練
成
道
場
と
し
て
の
価
値
を
持
つ
よ
う
に
な

り
'
出
家
者
(
主
に
没
落
貴
族
)
達
が
多
く
集
る
よ
う
に
な
っ
た
。
高
野
で

の
五
十
年
間
は
仏
道
の
上
で
も
'
歌
道
の
上
で
も
有
意
義
な
も
の
で
あ
っ
た

が
'
晩
年
に
伊
勢
へ
身
を
退
-
の
は
、
彼
の
求
め
る
も
の
が
あ
ま
り
に
も
深

-
て
'
高
野
が
こ
れ
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

府
は
-
は
花
の
下
に
て
蕃
死
な
ん
そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
も
ち
月
の
頃

建
久
元
年
二
月
十
六
日
、
西
行
は
往
生
し
た
の
で
あ
る
。

西
行
の
歌
に
つ
い
て

l
'
西
行
上
人
談
抄
-
-
蓮
阿
の
聞
看

和
歌
は
う
る
は
し
-
可
1
詠
な
り
。
古
今
集
の
風
体
を
本
と
し
て
詠
む

べ
し
。
中
に
も
雑
の
部
を
常
に
可
1
見
。

二
、
吾
妻
鏡

シ
ナ
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
t
t
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
エ

詠
歌
者
'
対
〓
花
月
l
動
感
之
折
節
へ
佳
作
]
)
三
十
一
文
字
-
許
也
e

三
'
明
恵
上
人
伝
記

西
行
法
師
'
常
二
来
テ
物
語
シ
テ
云
ク
へ
我
歌
ヲ
読
ハ
尋
常
二
異
ナ

-
。
撃
'
郭
公
、
月
、
雪
、
都
テ
万
物
ノ
興
二
向
テ
モ
、
凡
所
有
相
'

皆
是
虚
妄
ナ
ル
事
、
眼
二
退
り
耳
二
満
リ
。
又
読
出
ス
所
ノ
言
句
ハ
背

A

)

　

　

　

ヒ

サ

∴
.
-
^
蝣
!
∴
,
.
.
蝣
<
-
言
・
・
∴
.
,

処
ナ
リ
0
　
-
中
略
-
此
ノ
歌
、
即
是
州
刺
ノ
t
刻
ノ
~
形
~
体
~
也
。

四
、
後
鳥
羽
院
御
口
伝

中
頃
よ
り
こ
の
か
た
は
'
此
み
ち
に
た
へ
た
る
人
も
す
-
な
し
へ
た
だ

経
信
'
近
く
は
西
行
が
あ
と
を
ま
な
ぶ
べ
し
。
其
様
は
別
の
事
に
あ
ら

西
行
は
お
も
し
ろ
-
て
し
か
も
こ
1
ろ
殊
に
ふ
か
-
あ
は
れ
な

る
、
あ

り
が
た
-
、
出
来
L
が
た
き
か
た
も
と
も
に
相
兼
て
み
ゆ
。
生
得
の
歌

州
と
お
ぼ
ゆ
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
お
ぼ
ろ
げ
の
人
の
ま
ね
び
な
ど
す
べ

き
歌
に
あ
ら
ず
。
不
可
説
の
上
手
な
り
。

五
'
順
徳
院
「
八
雲
御
抄
」

ず
、
た
だ
詞
を
か
ざ
ら
ず
し
て
、
ふ
っ
　
-
　
と
い
ひ
た
る
が
き
ゝ
よ
き

な
り
。

六
'
?
=
'
^
2
相
談

慈
鎮
'
西
行
な
ど
は
歌
よ
み
'
そ
の
外
の
人
は
歌
つ
-
り
'

七
へ
芭
蕉
の
「
西
行
上
人
静
」

捨
て
は
て
て
身
は
如
き
も
の
と
恩
へ
ど
も
雪
の
降
る
日
は
寒
く
こ
そ
あ

れ
　
花
の
降
る
日
は
浮
か
れ
こ
そ
す
れ

資
料
七
　
新
古
今
集
の
時
代
背
景

あ
ら
ゆ
る
文
学
や
芸
術
は
時
代
の
影
響
を
受
け
へ
時
代
を
反
映
し
て
い
る

と
言
え
る
。
新
古
今
歌
人
の
多
-
が
生
き
た
時
代
、
そ
れ
は
平
安
末
期
か
ら

鎌
倉
に
か
け
て
の
動
乱
の
時
代
で
あ
っ
た
。

道
長
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
平
安
貴
族
が
政
治
の
中
心
か
ら
去
り
'
実
権

を
失
っ
た
の
は
白
河
院
が
院
政
を
開
始
(
T
〇
八
六
)
し
て
か
ら
で
あ
る
。

院
政
時
代
は
1
艇
に
賀
族
の
没
落
と
武
士
の
拾
頭
と
い
う
過
渡
期
の
時
代
と

し
て
畢
与
り
れ
る
。
1
〇
九
五
年
に
院
は
北
面
の
武
士
を
設
置
し
て
武
士
拾

頭
の
足
が
か
り
を
つ
-
っ
た
。

保
元
、
平
治
へ
源
平
と
続
-
争
乱
は
'
大
火
、
飢
霞
へ
疫
病
な
ど
と
合
せ

て
'
人
々
を
不
安
の
ど
ん
底
に
陥
し
入
れ
た
。
人
々
の
不
安
は
宗
教
を
求
め

る
方
向
に
傾
い
て
い
っ
た
が
'
天
台
宗
も
畢
吉
宗
も
間
宗
か
ら
二
百
年
を
経

て
'
弱
体
化
し
た
貴
族
に
迎
合
し
、
民
衆
の
不
安
に
応
え
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
。
た
だ
空
也
の
浄
土
教
だ
け
は
人
々
の
心
を
捉
え
て
い
た
。

荘
閑
勢
力
の
増
大
と
'
こ
う
し
た
寺
院
の
世
俗
化
は
国
家
秩
序
を
乱
す
も

と
と
な
り
'
む
し
ろ
人
々
を
不
安
に
駆
り
た
て
た
の
で
あ
る
.
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東
国
で
勢
力
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
っ
た
源
氏
は
内
紛
に
よ
り
t
時
力
を
弱
め

た
が
、
1
方
伊
勢
の
平
氏
は
、
次
第
に
力
を
貯
え
て
、
清
盛
に
至
っ
て
全
盛
を

極
め
た
。
一
一
六
七
年
太
政
大
臣
と
な
っ
た
彼
は
膏
り
を
欲
し
い
ま
ま
に
し
、

・

*

"

-

J

'

-

'

∵

'

v

'

*

・

　

I

'

二

　

　

　

∵

　

　

　

　

　

リ

~

∵

∴

:

小

と
し
て
登
場
し
'
後
白
河
院
と
絡
ん
で
活
発
な
動
き
を
始
め
た
.
二
八
1
年

の
清
盛
の
死
は
平
氏
の
滅
亡
を
予
告
し
て
い
た
。
頼
朝
の
軍
は
平
氏
を
坑
の

浦
に
追
い
つ
め
二
八
五
年
三
月
二
四
日
へ
平
氏
は
落
日
の
如
く
西
海
の
波

に
没
し
た
。
そ
こ
に
人
々
の
見
た
も
の
は
盛
者
必
衰
'
諸
行
無
常
の
相
で
あ
っ

た
。
彼
ら
は
現
世
の
む
な
し
さ
を
身
を
も
っ
て
感
じ
た
の
で
あ
る
。
二
九

二
年
頼
朝
は
鎌
倉
に
幕
府
を
開
き
武
士
政
権
の
基
礎
を
築
い
た
の
で
あ
る
0

だ
が
鎌
倉
幕
府
は
決
し
て
人
々
に
平
安
を
約
束
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.

思
想
に
つ
い
て

動
乱
の
時
代
に
あ
っ
て
、
人
々
の
求
め
た
も
の
は
宗
教
で
あ
り
思
想
で
あ

る
。
新
古
今
集
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
時
代
思
想
と
は
何
か
.
そ
れ
は
T
ロ

に
言
っ
て
無
常
恩
想
だ
と
言
え
る
。

こ
れ
は
強
烈
な
仏
教
的
存
在
論
で
あ
っ
て
'
人
々
は
こ
の
思
想
を
体
験
と

苦
悩
と
に
よ
り
'
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
無
常
思
想
は
当
時
の
不
安
の
中
か
ら
生
れ
た
末
法
思
想
の
支
配
す
る

中
で
受
け
と
め
ら
れ
た
。

末
法
と
は
仏
説
に
よ
る
と
仏
滅
か
ら
三
千
年
を
経
る
と
仏
法
は
破
滅
し
乱

れ
た
世
が
来
る
と
い
う
。
人
々
は
仏
の
予
言
が
適
中
し
た
と
し
て
恐
れ
た
。

折
か
ら
念
仏
憎
空
也
は
京
都
で
浄
土
教
を
広
め
始
め
、
人
心
を
捉
え
た
O
浄

土
教
は
阿
弥
陀
仏
の
救
い
に
よ
っ
て
死
後
に
極
楽
往
生
す
る
こ
と
を
原
う
宗

教
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
天
ム
呈
不
、
畢
吉
宗
は
聖
道
門
と
呼
ば
れ
、
浄
土
門
と
区
別
さ
れ

る
。
聖
迅
門
は
釈
迦
が
究
極
の
救
済
者
で
あ
る
た
め
に
'
放
し
い
修
養
や
経

典
の
理
解
が
要
求
さ
れ
人
々
の
不
安
に
応
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
浄
土
教
は
無
常
を
説
き
'
・
厭
離
綴
土
、
欣
求
浄
土
の
心
を
う
え

顔
s
*
s

無
常
と
は
・
「
煽
り
常
」
で
仏
教
で
は
「
t
切
の
物
は
生
滅
転
変
し
て
常
住

し
な
い
」
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
は
究
極
に
於
い
て
死
を
意
味
し
て
い
る
。
こ

の
無
常
思
想
は
三
つ
の
重
要
な
面
を
持
っ
て
い
る
。

①
恐
怖
性
②
永
遠
性
③
美

無
常
の
持
つ
恐
怖
性
は
死
に
於
い
て
重
荷
の
意
味
を
持
つ
。
ま
た
永
遠
性

は
無
常
と
の
対
比
に
於
い
て
求
め
ら
れ
、
美
は
祈
り
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
。

恰
然
と
し
て
無
常
に
泣
き
、
永
遠
へ
の
思
慕
に
濡
れ
た
眼
で
ふ
り
仰
い
だ

時
の
月
の
美
し
さ
、
そ
れ
を
表
現
し
た
の
が
中
世
文
学
で
あ
る
。

資
料
八
新
古
今
集
に
つ
い
て

新
古
今
集
は
万
葉
集
、
古
今
集
と
並
ん
で
重
視
さ
れ
て
い
る
。

古
今
集
以
降
第
八
番
目
の
勅
撰
集
で
あ
る
o
歌
数
は
二
千
首
で
二
十
巻
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

建
仁
元
年
十
1
月
三
日
、
後
鳥
羽
院
の
院
宣
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
撰
者
に

打
迅
H
t
帖
i
^
v
r
:
'
定
、
・
?
距
、
t
?
-
t
?
と
'
V
I

r
r
r
山
が
昼
は
れ
た
S
S
!
1
?
!
は

事
半
ば
で
没
し
た
。

成
立
は
元
久
二
年
三
月
二
六
日
で
あ
る
が
、
そ
の
後
度
々
切
継
(
撰
歌
の

訂
正
出
入
の
こ
と
)
が
行
な
わ
れ
た
。

撰
歌
の
重
点
は
同
時
代
に
お
か
れ
'
古
今
集
以
後
の
勅
班
集
入
集
歌
は
除

か
れ
て
い
る
。
作
者
で
は
西
行
(
九
十
四
首
)
慈
円
(
九
十
1
首
)
艮
経
(
七

十
九
首
)
俊
成
(
七
十
二
首
)
式
子
内
親
王
(
四
十
九
首
)
定
家
(
四
十
六

首
)
家
隆
(
四
十
二
首
)
寂
蓮
(
三
十
五
首
)
後
鳥
羽
院
(
三
十
四
首
)
が
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多
-
新
古
今
を
代
表
し
て
い
る
。

新
古
今
の
特
徴
は
作
者
の
実
感
の
有
無
な
ど
は
問
題
で
は
な
く
、
趣
向
と

表
現
と
を
練
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
感
に
ま
さ
る
詩
情
を
創
造
す
る
と
こ
ろ

に
特
色
を
み
と
め
る
。
そ
の
た
め
「
作
り
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
非
難
は
免

れ
な
い
O
唯
,
表
現
技
巧
の
巧
敵
は
、
そ
の
芸
術
性
と
い
う
忠
味
で
高
-
秤

価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
.
修
辞
で
は
「
本
歌
取
り
」
「
体
言
止
め
」
「
三
句

切
れ
」
が
特
徴
で
於
晴
美
を
表
わ
し
て
い
る
。

新
古
今
集
を
よ
-
見
る
と
二
つ
の
類
型
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
.

定
家
的
(
歌
つ
く
り
)
-
-
伝
統
美
、
妖
艶
美
へ
題
詠
、
技
巧

西
行
的
(
歌
よ
み
)
-
-
生
活
に
よ
る
実
感
、
自
己
を
う
た
う
、
独

詠
'
平
明

1
般
的
に
,
新
古
今
集
は
定
家
的
な
も
の
で
代
表
さ
れ
る
が
、
永
く
後
世

に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
西
行
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

西
行
の
歌
は
生
活
の
中
で
の
実
感
を
技
巧
に
と
ら
わ
れ
ず
に
自
然
に
表
現

し
て
い
る
.
中
世
美
が
「
幽
玄
」
と
か
「
有
心
」
と
か
で
畢
冬
り
れ
る
が
、

西
行
は
艶
で
は
な
く
、
静
寂
'
枯
淡
に
特
色
が
あ
り
へ
宗
祇
か
ら
芭
預
に
至

る
中
世
美
の
源
流
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

資
料
九
　
感
想
文
　
∨
そ
の
一
八

西
行
が
妻
子
ま
で
も
捨
て
て
出
家
し
た
の
は
、
そ
の
当
時
で
も
珍
し
い
二

十
三
歳
と
い
う
若
さ
で
あ
っ
た
.
こ
の
若
い
西
行
を
そ
こ
ま
で
追
い
つ
め
た

原
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
少
な
か
ら
ず
彼
の
深
い
自
己
凝
視
の
姿

が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
出
家
し
て
か
ら
の
彼
は
多
く
の
旅
を
試

み
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
旅
に
目
的
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
共
通
し
た
も
の
は
、

自
然
を
熱
愛
し
'
旅
を
孤
独
の
場
と
し
て
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
心
が
う
か

が
え
る
.
出
家
し
た
か
ら
と
は
亭
乙
、
同
じ
血
の
通
う
人
間
で
あ
る
以
上
彼

も
亦
人
を
恋
い
'
も
の
の
あ
は
れ
を
深
く
感
じ
へ
美
や
市
蓑
を
求
め
る
心
に

変
り
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
現
世
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
自
分
の
孤
独
な
身
を
'
時
に
は
た
ま
ら
な
-
寂
し
く
感
じ
、
時
に
は

そ
れ
に
力
強
く
一
人
耐
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
心
が
歌
の
中
で
人
の
心

を
強
く
打
ち
,
「
西
行
こ
そ
歌
よ
み
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
'
直
情
的
表
現

が
西
行
的
な
も
の
と
し
て
今
旦
尚
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
　
　
(
女
)

西
行
の
生
涯
の
課
題
は
、
「
自
己
の
究
明
」
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
思

う
。
彼
は
旅
や
草
庵
の
生
活
を
通
し
て
、
自
己
を
自
然
に
融
合
さ
せ
'
そ
の

中
で
の
自
己
を
鋭
く
追
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
自
身
あ
る
い
は
人
間
と

い
う
も
の
を
理
解
し
、
そ
の
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
彼
が

旅
を
友
と
し
た
の
は
自
然
を
愛
し
、
人
間
を
愛
し
て
い
た
か
ら
に
ち
が
い
な

い
。
そ
し
て
旅
先
で
感
じ
た
人
間
の
哀
愁
、
孤
独
感
、
自
然
美
へ
人
間
愛
を

実
感
と
し
て
歌
に
表
わ
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
彼
の
歌
は
現
実
的
で
'

真
に
読
者
の
心
に
迫
る
人
の
あ
わ
れ
を
底
に
秘
め
て
い
る
。
素
朴
で
写
実
的

な
表
現
か
ら
は
無
常
思
想
が
感
じ
ら
れ
、
歌
風
は
万
葉
夙
に
も
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
彼
は
旅
を
続
け
る
中
で
'
心
と
身
の
不
調
和
に
な
や
み
、
強
い
信
仰

心
に
よ
っ
て
も
そ
れ
を
克
服
で
き
ず
死
ぬ
ま
で
苦
し
ん
だ
よ
う
だ
。
彼
の
性

質
は
温
惇
な
よ
う
だ
が
、
二
十
三
歳
で
出
家
と
い
う
事
の
裏
に
は
'
武
士
ゆ

ず
り
の
気
性
の
赦
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
最
後
に
彼
の
t
生
は
'
人
生
を
真

剣
に
考
え
た
草
庵
の
生
活
に
代
表
さ
れ
る
と
思
う
。
(
刀
)

百
行
の
歌
を
読
ん
で
、
ま
ず
自
然
と
人
間
と
の
問
に
何
か
微
妙
な
結
び
つ

き
が
感
じ
ら
れ
る
。

西
行
は
自
然
の
中
で
'
人
間
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
も
ど
う
生
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
を
追
求
し
な
が
ら
旅
を
続
け
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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西
行
の
心
に
、
自
然
へ
の
深
い
愛
着
が
わ
い
て
き
て
い
る
。
「
道
の
べ
に
-
-
」

の
1
首
に
は
、
若
-
し
て
妻
子
を
置
い
て
出
家
し
た
強
い
意
志
と
は
反
対

に
'
母
な
る
自
然
に
抱
か
れ
て
'
慰
め
と
安
ら
ぎ
を
与
え
ら
れ
、
自
然
に
対

し
て
強
い
愛
着
を
感
じ
て
い
る
。
勿
論
へ
旅
を
す
る
者
の
あ
わ
れ
さ
と
い
う

も
の
も
感
じ
ら
れ
、
全
体
か
ら
何
か
さ
わ
や
か
で
す
っ
き
り
し
た
感
じ
を
受

け
る
.
西
行
の
よ
う
に
1
人
旅
に
出
て
、
人
1
倍
孤
独
を
感
じ
た
人
で
あ
る

の
に
'
そ
れ
の
持
つ
暗
さ
が
な
い
点
に
も
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。
　
　
(
女
)

西
行
は
出
家
の
身
で
あ
り
な
が
ら
へ
現
世
の
思
い
を
断
ち
切
れ
ず
'
そ
の

中
で
悩
ん
で
こ
ん
な
に
意
味
深
い
歌
が
で
き
た
。
三
十
i
文
字
と
い
う
短
い

言
葉
の
中
に
'
人
生
の
何
た
る
か
を
歌
い
こ
ん
だ
の
も
歌
よ
み
と
し
て
の
面

目
が
あ
る
。
旅
を
し
た
り
、
一
人
山
里
に
住
ん
だ
り
し
て
'
孤
独
と
戦
い
'

自
己
を
凝
視
し
て
'
そ
の
存
在
を
考
え
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
も
他
か
ら
押
し

っ
け
ら
れ
た
の
.
で
は
な
く
自
分
か
ら
求
め
て
'
そ
の
よ
う
な
寂
し
さ
や
孤

独
と
た
た
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
西
行
の
人
間
的
な
位
き
が
あ
る
。
こ
う
し
た

中
か
ら
生
れ
た
歌
に
は
、
さ
び
し
さ
や
暗
さ
が
あ
る
も
の
だ
が
'
西
行
の
歌

に
は
そ
れ
が
な
い
o
西
行
の
歌
を
学
ん
で
'
彼
の
心
が
ど
れ
だ
け
分
っ
た
か

と
い
え
ば
疑
問
で
す
。
只
'
人
生
に
対
す
る
厳
し
い
態
度
が
感
じ
と
れ
た
の

は
確
で
す
。
　
　
(
女
)

西
行
は
僧
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
生
そ
の
出
家
生
活
の
中
に
自
己
を
探
求

し
続
け
た
が
'
そ
の
生
活
の
中
で
生
れ
た
歌
は
、
人
生
に
対
し
て
の
寂
参
、

無
常
感
が
よ
-
出
て
い
る
。
彼
は
宗
教
的
悟
達
を
求
め
た
が
'
そ
れ
を
求
め

な
が
ら
も
ま
だ
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
'
あ
せ
り
、
悲
し
さ
が
彼
を
し
て

歌
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ギ
-
ギ
-
の
と
こ
ろ
ま
で
押
し
や
っ
た
よ
う
に
思

う
。
そ
こ
が
、
榎
雑
な
現
代
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
に
と
じ
こ
め
ら
れ
'

疎
外
さ
れ
て
し
ま
っ
た
現
代
人
と
し
て
の
悲
し
さ
や
さ
び
し
さ
'
そ
し
て
ど

こ
か
し
ら
活
さ
れ
な
い
も
の
を
成
℃
じ
る
我
々
と
'
彼
の
そ
れ
と
が
相
通
じ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
歌
か
ら
に
じ
み
出
て
い
る
「
も
の
の
あ

は
れ
」
は
彼
で
な
け
れ
ば
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
(
女
)

武
門
に
生
ま
れ
育
っ
た
西
行
の
環
境
と
い
う
の
は
'
動
乱
の
時
代
を
背
景

と
し
て
、
骨
肉
相
争
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
戦
乱
、
天
災
'
疫
病
等
人
間

存
在
を
根
底
か
ら
ゆ
す
ぶ
る
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
不
安
の
時
代

と
呼
ば
れ
る
現
代
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
、

西
行
は
自
己
を
見
つ
め
へ
自
己
を
問
い
続
け
た
。
西
行
に
と
っ
て
、
自
己
を

知
る
こ
と
は
'
宇
宙
を
知
る
こ
と
で
あ
り
'
絶
対
者
と
の
遜
追
で
あ
り
、
救

い
に
到
る
道
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
西
行
に
と
っ
て
の
孤
独
は
こ
の
た
め
に
必

要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
生
活
を
純
化
し
、
心
を
清
め
る
た
め
に
へ
草
庵

で
の
」
ま
た
旅
で
の
孤
独
が
ど
れ
程
役
立
っ
た
か
知
れ
な
い
。
永
遠
と
美
と

真
実
を
求
め
る
た
め
に
は
、
哀
愁
や
寂
夢
に
は
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
o
西
行
の
こ
の
厳
し
さ
と
苦
悩
は
'
現
代
人
に
蟹
言
の
示
唆
を
与
え
て
い

る
よ
う
だ
。
　
　
(
女
)

感
想
文
　
∨
そ
の
二
八

西
行
は
、
寂
し
さ
へ
孤
独
を
愛
し
た
。
人
間
は
家
族
や
友
人
が
側
に
い
て

も
結
局
は
T
人
ば
っ
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
1
人
ば
っ
ち
の
楽
し
さ
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。
孤
独
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
本
来
の
姿
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
一
人
で
あ
っ
て
も
'
周
り
に
は
い
つ
も
自
然
が
あ
り
ま
す
。

西
行
に
は
'
月
や
花
の
歌
が
多
い
。
孤
独
な
人
は
自
然
に
よ
り
慰
め
ら
れ
、

自
然
を
愛
し
ま
す
.
西
行
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
を
す
。
そ
し
て
,

人
が
真
に
求
め
る
も
の
は
'
人
間
の
世
界
で
は
な
し
に
'
自
然
の
中
に
こ
そ

あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
西
行
が
出
家
し
て
'
山
里
に
庵
を
結
び
、
旅
に
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出
た
の
も
,
自
然
の
中
に
彼
の
求
め
る
も
の
を
兄
い
出
そ
う
と
し
た
か
ら
で

し
ょ
う
。
西
行
の
歌
が
す
ば
ら
し
い
と
言
わ
れ
る
の
は
、
自
然
と
の
触
れ
合

い
の
中
で
・
自
ら
の
心
を
う
た
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

(女)

も
っ
と
.
E
l
行
の
歌
,
人
柄
な
ど
に
つ
い
て
知
り
た
い
気
持
で
あ
る
.
確
か

に
西
行
の
歌
に
は
生
活
の
中
で
の
実
感
を
技
巧
に
と
ら
わ
れ
ず
に
自
然
に
表

現
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
た
え
ず
動
乱
し
て
安
定
し
な
い
生
活
を
、
ま
た
恐
怖

感
を
も
出
し
て
い
る
と
思
う
。
源
氏
と
平
家
の
争
乱
、
現
世
の
空
し
さ
を
身

を
も
っ
て
感
じ
と
る
こ
と
の
で
き
る
こ
の
時
代
に
生
き
た
西
行
の
行
動
は
ど

う
で
あ
っ
た
か
,
武
士
の
血
が
流
れ
て
い
る
若
者
が
'
時
代
の
激
流
か
ら
逃

れ
て
,
ど
う
し
て
出
家
し
た
の
か
、
出
家
の
意
味
は
何
か
。
私
に
は
西
行
の

髄
炭
が
第
三
者
的
な
も
の
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
同
輩
の
清
盛
は

現
世
の
利
欲
に
走
り
へ
滅
び
た
O
彼
も
ま
た
動
乱
の
時
代
を
身
を
も
っ
,
t
J
生

き
た
一
人
で
は
な
か
っ
た
か
o
　
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
い
っ
た
い
ど
う

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
　
　
(
罪
)

私
は
西
行
に
少
し
は
茨
望
の
感
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
,
彼
は
、
1
生
と
い
っ
て
よ
い
ぐ
ら
い
長
い
間
自
然
と
対
話
で

き
た
し
,
旅
を
続
け
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
俗
世
間
へ
の
未
練
、
そ
れ
に
孤

独
感
が
彼
に
つ
き
ま
と
っ
た
こ
_
と
だ
ろ
う
。
で
も
草
庵
生
活
を
続
け
ら
れ
、

そ
れ
に
諸
国
を
旅
し
て
、
心
か
ら
自
然
と
融
合
で
き
た
西
行
に
、
私
は
1
種

の
ジ
ェ
ラ
シ
ー
さ
え
覚
え
る
。
私
の
心
の
中
に
も
、
で
き
る
な
ら
人
の
世
と

は
離
れ
た
山
の
中
で
'
小
鳥
と
共
に
目
を
さ
ま
し
、
日
の
暮
れ
る
と
共
に
一

日
を
終
え
て
、
春
に
は
花
が
咲
き
、
秋
に
は
赤
い
実
の
な
る
そ
ん
な
自
然
の

中
に
暮
し
て
み
た
い
。
早
朝
t
人
で
散
歩
す
る
時
、
満
足
感
を
覚
え
へ
生
へ

の
事
び
が
私
の
心
を
活
し
て
く
れ
る
。
そ
う
し
た
時
私
は
、
「
道
の
べ
に

-
-
」
の
歌
に
出
会
っ
た
も
の
で
す
か
ら
深
く
感
動
し
ま
し
た
。
西
行
の
歌

は
私
の
心
の
ふ
る
さ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
　
　
(
女
)

保
元
、
平
治
、
源
平
と
続
く
争
乱
の
世
の
中
を
'
宗
教
心
と
俗
念
の
葛
藤

に
悩
み
、
自
然
と
の
融
合
を
目
ざ
し
た
西
行
'
私
達
の
目
に
は
崇
高
な
存
在

で
あ
る
と
同
時
に
へ
　
こ
の
上
な
く
人
間
的
な
人
と
し
て
映
る
O
時
代
こ
そ
迎

え
へ
今
日
の
世
界
情
勢
は
'
私
達
に
不
安
と
恐
怖
を
鳥
や
り
す
.
そ
れ
故
、

我
々
に
と
っ
て
西
行
の
歌
は
暗
夜
の
1
灯
で
あ
る
.
I
段
高
い
と
こ
ろ
か
ら

現
実
を
見
、
自
然
を
愛
し
、
自
然
と
の
冥
合
を
め
ざ
し
'
人
間
本
来
の
あ
る

べ
き
姿
を
賢
註
し
て
い
る
。
私
達
が
人
間
で
あ
る
以
上
人
間
性
を
保
つ
こ
と

は
点
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
生
意
気
な
よ
う
で
す
が
'
私

は
彼
の
歌
の
中
に
、
あ
る
種
の
現
実
逃
避
を
感
じ
る
の
で
す
。
歌
に
流
れ
る

無
常
感
が
現
実
を
畢
乙
な
が
ら
も
冷
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
、
自
然
と
の

融
合
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
程
に
、
民
衆
と
の
交
わ
り
を
強
く
感
じ
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
時
代
に
民
衆
の
教
化
こ
そ
「
生
き
る
」

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
　
(
女
)

西
行
の
歌
は
静
か
だ
。
少
し
も
華
美
な
と
こ
ろ
が
な
い
O
し
か
し
彼
の
作

品
の
底
に
は
人
間
性
と
い
う
も
の
が
あ
ふ
れ
出
て
い
る
。
そ
れ
は
た
だ
彼
が

宗
教
上
に
も
'
文
芸
上
で
も
高
尚
な
人
物
だ
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
我
々

と
同
じ
様
に
苦
悩
を
抱
き
'
常
に
何
か
と
戦
い
続
け
て
い
る
一
人
の
我
々
の

仲
間
と
し
て
準
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
こ
う
し
た
見
方
か
ら
す
れ
ば
、

不
満
も
出
て
来
る
。

「
西
行
は
俗
世
間
か
ら
釣
れ
て
宗
数
的
悟
り
を
求
め
て
草
庵
生
活
を
送
っ

た
」
と
言
う
が
'
こ
れ
は
余
り
に
も
出
家
と
い
う
こ
と
を
気
楽
に
考
え
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
行
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
が
草
庵
生
活
に
あ
る
と

す
る
な
ら
、
現
在
我
々
が
こ
れ
を
実
現
で
き
る
可
能
性
は
t
体
ど
れ
位
あ
る
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だ
ろ
う
か
。
複
雑
で
余
裕
の
な
い
生
活
の
中
で
(
　
そ
う
し
た
時
間
を
持
つ
こ

と
は
t
 
b
し
ろ
現
実
逃
避
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
孤
独
の
中
で
の
想
念
は

現
代
人
に
こ
そ
要
求
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
孤
独
は
も
っ
と

違
っ
た
形
で
'
我
々
の
精
神
を
蝕
ん
で
い
る
よ
う
だ
O
　
　
　
(
女
)

恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
っ
た
西
行
が
、
二
十
三
歳
の
若
さ
で
出
家
し
た
。
出

家
の
理
由
は
何
か
。
そ
の
説
明
の
中
で
私
の
感
じ
た
の
は
、
現
実
か
ら
の
逃

避
と
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
.
結
果
的
に
見
る
と
'
そ
れ
は
正
し
い
道
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
時
点
で
は
正
し
く
な
か
っ
た
と
思
う
。

人
間
に
と
っ
て
現
世
こ
そ
生
き
る
場
で
あ
る
。
大
衆
と
共
に
現
実
生
活
に

足
を
下
し
た
救
済
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
辺
に
西
行
の
人
間
的

な
弱
さ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

西
行
の
歌
全
体
に
漂
う
_
「
あ
わ
れ
さ
」
　
「
さ
び
し
さ
」
は
'
こ
の
弱
さ
か

ら
-
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

彼
の
眼
に
は
'
こ
の
世
の
生
き
生
き
し
た
生
命
の
息
吹
き
は
映
ら
な
か
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
　
(
男
)
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