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あ
ゆ
み

　
　
一
、
は
じ
め
に

　
　

鴨
長
明
︹
久
寿
二
︵
一
一
五
五
︶
年
頃
︱
建
保
四
年
閏
六
月
十
日
︵
一
二
一
六

年
七
月
二
十
六
日
︶︺
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
歌
人
で

あ
り
、
随
筆
家
で
も
あ
る
。
俗
名
は
か
も
の
な
が
あ
き
ら
。
禰
宜
・
鴨
長
継
の
次

男
で
あ
り
、
位
階
は
従
五
位
下
。
菊
大
夫
と
も
号
し
た
。

　

三
大
随
筆
の
一
つ
と
さ
れ
る
﹃
方
丈
記
﹄
や
、仏
教
説
話
集
で
あ
る
﹃
発
心
集
﹄、

さ
ら
に
は
歌
論
書
﹃
無
名
抄
﹄
を
記
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
長
明
の
書
に
は
、

要
所
要
所
で
度
々
、
登
蓮
と
い
う
僧
が
登
場
す
る
。
そ
こ
に
は
長
明
の
登
蓮
に
対

す
る
並
々
な
ら
ぬ
強
い
思
い
を
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
で
は
、
登
蓮
の
立
場

か
ら
登
蓮
の
長
明
観
を
考
え
て
み
る
と
、
登
蓮
の
著
書
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
の
で
、
登
蓮
の
気
持
ち
を
探
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
本
稿
で
は
、

長
明
の
書
で
あ
る
﹃
無
名
抄
﹄﹃
発
心
集
﹄
に
あ
る
登
蓮
が
登
場
し
て
い
る
話
を

考
察
し
、
登
蓮
に
対
し
て
長
明
が
抱
い
て
い
た
感
情
に
つ
い
て
探
り
た
い
。

　
　
二
、
登
蓮
に
つ
い
て

　

登
蓮
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

︵
注
一
︶で

も
触
れ
て
い
る
が
、
平
安
時
代
後
期
の
歌
人
︵
中

古
六
歌
仙
の
ひ
と
り
︶
で
あ
り
、
勅
撰
集
に
は
﹃
詞
花
和
歌
集
﹄
を
初
出
と
し

て
総
計
十
九
首
入
集
、
家
集
に
﹃
登
蓮
法
師
集
﹄﹃
登
蓮
法
師
恋
百
首
﹄
が
あ
る
。

生
没
年
は
未
詳
で
あ
る
が
、
辞
世
の
歌
が
﹃
月
詣
和
歌
集
﹄
に
あ
る
。
以
下
に
、

辞
世
の
歌
を
挙
げ
て
お
く
。
尚
、
本
稿
に
お
け
る
和
歌
の
引
用
は
、
特
に
注
記
し

な
い
限
り
、﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
よ
る
。

　
　

よ
し
の
山
を
の
へ
の
花
や
咲
き
ぬ
ら
ん
ま
つ
を
ば
お
き
て
か
か
る
白
雲

　
　
　
　
　
　
︵
月
詣
和
歌
集
・
巻
第
二
・
二
月　
︿
附
別
部
﹀・
登
蓮
・
一
一
六
︶

　

こ
の
辞
世
の
歌
が
寿
永
元
︵
一
一
八
二
︶
年
十
一
月
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
﹃
月

詣
和
歌
集
﹄
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
登
蓮
は
そ
れ
以
前
に
没
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

登
蓮
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
資
料
が
少
な
く
、
詳
細
を
解
明
す
る
の
は

難
し
い
が
、
源
頼
政
や
西
行
と
も
交
際
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、﹃
平
家

物
語
﹄
延
慶
本
巻
四
に
平
清
盛
が
熊
野
詣
の
途
次
、
秋
津
の
里
に
至
っ
た
際
、
通

り
す
が
り
の
登
蓮
と
連
歌
の
付
合
を
し
て
以
来
、
そ
の
機
知
を
愛
で
て
扶
持
し
た

話
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
登
蓮
は
も
と
筑
紫
安
楽
寺
の
僧
で
、
近
年
近
江
の
阿
弥
陀

寺
に
住
持
す
る
と
紹
介
さ
れ
る
が
、
彰
考
館
文
庫
蔵
﹃
扶
桑
蒙
求
私
注
﹄
に
は
、

鴨
長
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と
登
蓮
法
師　
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二

も
と
比
叡
山
の
僧
で
下
山
後
、
青
蓮
院
和
尚
御
房
に
芸
能
︵
歌
︶
を
も
っ
て
伺
候

し
て
い
た
際
に
、
忠
盛
に
出
会
っ
た
と
い
う
異
伝
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
﹃
源
三
位
頼
政
集
﹄
三
二
一
番
歌
、﹃
林
葉
和
歌
集
﹄
一
一
六
番
歌
、﹃
禅

林
瘀
葉
集
﹄
八
六
番
歌
詞
書
に
登
蓮
が
鎮
西
に
往
き
来
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て

お
り
、
安
楽
寺
僧
の
立
場
か
ら
太
宰
府
の
天
神
説
話
を
媒
介
し
た
人
物
と
し
て
注

意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

一
方
、
長
明
は
先
述
の
と
お
り
、
久
寿
二
︵
一
一
五
五
︶
年
頃
か
ら
建
保
四

︵
一
二
一
六
︶
年
ま
で
の
生
存
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
長
明
と
登
蓮
は
、
お

互
い
に
同
じ
時
代
を
生
き
た
と
思
わ
れ
る
。
両
者
が
会
話
を
交
わ
す
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
木
村
健
氏
や
紙
宏
行
氏
に
よ
れ
ば
、
登

蓮
、
長
明
と
も
に
、
長
明
の
和
歌
の
師
で
あ
る
俊
恵
法
師
の
歌
林
苑
に
参
加
し
て

い
た
よ
う
で
、
歌
林
苑
の
存
在
が
互
い
を
結
び
つ
け
て
い
た
、
も
し
く
は
長
明
が

登
蓮
の
存
在
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
長

明
と
登
蓮
の
二
人
の
関
係
性
の
も
と
、
長
明
は
﹃
無
名
抄
﹄
の
中
の
章
段
﹁
ま
す

ほ
の
す
す
き
﹂﹁
井
手
の
山
吹
並
び
に
蛙
﹂﹁
近
代
の
歌
体
﹂
や
、﹃
発
心
集
﹄
の
﹁
蓮

花
城
、
入
水
の
事
︵
巻
三
巻
︱
八
︶﹂
に
登
蓮
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
以
下
に
そ

れ
ら
を
考
察
し
た
い
。

　
　
三
、『
無
名
抄
』
に
あ
る
登
蓮
の
話

　

長
明
は
﹃
無
名
抄
﹄
の
中
で
も
、
数
寄
関
連
の
主
要
な
章
段

︵
注
二
︶と

い
え
る
﹁
ま
す

ほ
の
す
す
き
﹂﹁
井
手
の
山
吹
並
び
に
蛙
﹂﹁
近
代
の
歌
体
﹂
の
三
章
段
に
登
蓮
を

登
場
さ
せ
て
い
る
。
以
下
に
登
蓮
が
登
場
し
た
話
を
引
用
す
る
。
尚
、
テ
キ
ス
ト

に
は
、
梅
沢
本
を
用
い
た

︵
注
三
︶。

　
　

ま
す
ほ
の
す
す
き

　
　
　

雨
の
降
り
け
る
日
、
あ
る
人
の
も
と
に
お
も
ふ
ど
ち
さ
し
あ
つ
ま
り
て
、

ふ
る
き
こ
と
な
ん
か
た
り
い
で
た
り
け
る
つ
ゐ
で
に
、
ま
す
ほ
の
す
す
き
と

い
ふ
は
い
か
な
る
す
ゝ
き
ぞ
な
ど
い
ひ
し
ろ
ふ
ほ
ど
に
、
あ
る
老
人
の
い
は

く
、
渡
辺
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
こ
の
こ
と
し
り
た
る
聖
は
あ
り
と
き
ゝ

侍
り
し
か
と
、
ほ
の
〴
〵
い
ひ
い
で
た
り
け
り
。

　
　
　

登
蓮
法
師
そ
の
な
か
に
あ
り
て
、
こ
の
事
を
き
ゝ
て
、
こ
と
ば
す
く
な
に

な
り
て
、
又
と
ふ
こ
と
も
な
く
、
あ
る
じ
に
、
み
の
か
さ
し
ば
し
か
し
給
へ

と
い
ひ
け
れ
ば
、
あ
や
し
と
お
も
ひ
な
が
ら
、
と
り
い
で
た
り
け
り
。
物
が

た
り
を
も
き
ゝ
さ
し
て
、
み
の
う
ち
き
、
わ
ら
ぐ
つ
さ
し
は
き
て
、
い
そ

ぎ
い
で
け
る
を
、
人
〴
〵
あ
や
し
が
り
て
、
そ
の
ゆ
へ
を
と
ふ
。
渡
辺
へ
ま

か
る
な
り
。
と
し
ご
ろ
い
ぶ
か
し
く
お
も
ひ
給
へ
し
事
を
し
れ
る
人
あ
り
と

き
ゝ
て
、
い
か
で
か
た
づ
ね
に
ま
か
ら
ざ
ら
む
と
い
ふ
。
を
ど
ろ
き
な
が
ら
、

さ
る
に
て
も
、
あ
め
や
め
て
い
で
給
へ
と
い
さ
め
け
れ
ど
、
い
で
は
か
な
き

事
を
も
の
給
か
な
。
命
は
わ
れ
も
人
も
、
あ
め
の
は
れ
ま
な
ど
ま
つ
べ
き
事

か
は
。
何
事
も
い
ま
し
づ
か
に
と
ば
か
り
い
ひ
す
て
ゝ
い
に
け
り
。
い
み
じ

か
り
け
る
数
寄
者
な
り
か
し
。
さ
て
、
ほ
い
の
ご
と
く
た
づ
ね
あ
ひ
て
、
と

ひ
き
ゝ
て
、
い
み
じ
う
ひ
さ
う
し
け
り
。

　
　
　

こ
の
事
、
第
三
代
の
弟
子
に
て
、
つ
た
へ
な
ら
ひ
て
侍
り
。
こ
の
す
ゝ
き
、

を
な
じ
さ
ま
に
て
あ
ま
た
侍
り
。
ま
す
ほ
の
す
す
き
、
ま
そ
を
の
す
す
き
、

ま
そ
う
の
す
す
き
と
て
、
み
く
さ
侍
な
り
。
ま
す
ほ
の
す
す
き
と
い
ふ
は
、

ほ
の
な
が
く
て
一
尺
ば
か
り
あ
る
を
い
ふ
。
か
の
ま
す
か
ゞ
み
を
ば
、
万
葉

集
に
は
十
寸
の
か
ゞ
み
と
か
け
る
に
て
心
う
べ
し
。
ま
そ
を
の
す
す
き
と
い

ふ
は
、
真
麻
の
心
な
り
。
こ
れ
は
俊
頼
朝
臣
の
哥
に
ぞ
よ
み
て
侍
る
。
ま
そ

を
の
い
と
を
く
り
か
け
て
と
侍
か
と
よ
。
い
と
な
ど
の
み
だ
れ
た
る
や
う
な

る
な
り
。
ま
そ
う
の
す
す
き
と
は
、
ま
こ
と
に
す
わ
う
也
と
い
ふ
心
也
。
ま

す
わ
う
の
す
す
き
と
い
ふ
べ
き
を
、
こ
と
ば
を
略
し
た
る
な
り
。
色
ふ
か
き

す
す
き
の
名
な
る
べ
し
。
こ
れ
、
古
集
な
ど
に
た
し
か
に
み
え
た
る
こ
と
な

け
れ
ど
、
和
哥
の
な
ら
ひ
、
か
や
う
の
ふ
る
こ
と
を
も
ち
ゐ
る
も
、
又
よ
の
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つ
ね
の
こ
と
也
。
人
あ
ま
ね
く
し
ら
ず
。
み
だ
り
に
と
く
べ
か
ら
ず
。

　

こ
の
話
の
前
半
は
、
登
蓮
と
い
う
僧
が
﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂
と
い
う
歌
枕
の

詳
細
を
確
か
め
る
た
め
だ
け
に
、
雨
の
中
、﹁
渡
辺
﹂
と
い
う
地
に
い
る
と
い
う

聖
の
所
ま
で
走
っ
て
聞
き
に
行
っ
た
︵
登
蓮
は
ゆ
う
に
二
、三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

を
走
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︶
こ
と
を
、
長
明
が
﹁
い
み
じ
か
り
け
る
数
寄
者

な
り
か
し
﹂
と
す
る
数
寄
者
逸
話
で
、
こ
の
話
は
﹃
無
名
抄
﹄
以
外
に
も
、
い
く

つ
か
の
書
に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

　

こ
の
話
の
後
半
で
は
、
長
明
が
知
り
得
た
歌
語
﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂
に
関
し

て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂
に
は
﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂、

﹁
ま
そ
を
の
す
す
き
﹂、﹁
ま
そ
う
の
す
す
き
﹂
と
三
種
類
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、

・
ま
す
ほ
の
す
す
き

﹁
ほ
の
な
が
く
て
一
尺
ば
か
り
あ
る
を
い
ふ
。
か
の
ま
す
か
ゞ
み
を
ば
、
万
葉
集

に
は
十
寸
の
か
ゞ
み
と
か
け
る
に
て
心
う
べ
し
。﹂

︵
穂
が
長
く
て
一
尺
ば
か
り
あ
る
も
の
を
い
う
。
あ
の
ま
す
鏡
を
万
葉
集
で
は
十

寸
の
鏡
と
書
い
て
い
る
こ
と
で
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。︶

・
ま
そ
を
の
す
す
き

﹁
真
麻
の
心
な
り
。
こ
れ
は
俊
頼
朝
臣
の
哥
に
ぞ
よ
み
て
侍
る
。
ま
そ
を
の
い
と

を
く
り
か
け
て
と
侍
か
と
よ
。
い
と
な
ど
の
み
だ
れ
た
る
や
う
な
る
な
り
。﹂

︵
真
麻
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
源
俊
頼
朝
臣
の
和
歌
に
詠
ん
で
い
る
。﹁
ま
そ
を

の
い
と
を
く
り
か
け
て
﹂
と
あ
る
の
か
。
糸
な
ど
が
乱
れ
て
い
る
よ
う
な
す
す
き

で
あ
る
。︶

・
ま
そ
う
の
す
す
き

﹁
ま
こ
と
に
す
わ
う
也
と
い
ふ
心
也
。
ま
す
わ
う
の
す
す
き
と
い
ふ
べ
き
を
、
こ

と
ば
を
略
し
た
る
な
り
。
色
ふ
か
き
す
す
き
の
名
な
る
べ
し
。
こ
れ
、
古
集
な
ど

に
た
し
か
に
み
え
た
る
こ
と
な
け
れ
ど
、
和
哥
の
な
ら
ひ
、
か
や
う
の
ふ
る
こ
と

を
も
ち
ゐ
る
も
、
又
よ
の
つ
ね
の
こ
と
也
。﹂

︵
ま
こ
と
に
蘇
芳
色
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
真
蘇
芳
の
す
す
き
と
い
う
べ

き
と
こ
ろ
を
、
言
葉
を
略
し
た
の
で
あ
る
。
色
濃
い
す
す
き
の
名
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
古
い
歌
集
な
ど
に
確
か
に
見
え
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
和
歌
の
習
慣

と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
古
い
言
葉
を
用
い
る
こ
と
も
ま
た
世
間
に
常
に
あ
る
こ
と

で
あ
る
。︶

　

と
さ
れ
、﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂
の
詳
細
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
最
後
に
﹁
人

あ
ま
ね
く
し
ら
ず
。
み
だ
り
に
と
く
べ
か
ら
ず
。﹂
と
結
ん
で
い
る
。

　

長
明
は
こ
れ
ら
の
、
も
と
は
登
蓮
が
自
ら
走
っ
て
行
っ
て
得
た
知
識
を
何
ら
か

の
形
で
譲
り
受
け
、
よ
ほ
ど
感
動
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
知
識
を
忠
実
に
再
現
し
和

歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
後
期
の
私
撰
和
歌
集
で
あ
る
﹃
夫
木
和
歌
抄
﹄

に
は
、
次
の
長
明
作
の
和
歌
を
三
首
挙
げ
て
、
こ
れ
を｢

伊
勢
記｣

の
も
の
と
し
て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鴨
長
明

　
　

四
四
二
〇　

日
を
へ
つ
つ
い
と
ど
ま
す
ほ
の
花
す
す
き
袂
ゆ
た
げ
に
人
ま
ね

く
ら
し

　
　

四
四
二
一　

し
ろ
た
へ
の
ま
す
ほ
の
糸
を
く
り
さ
ら
し
ま
が
き
に
さ
ぼ
す
は

な
の
を
す
す
き

　
　

四
四
二
二　

秋
ふ
る
す
霜
よ
り
後
の
き
く
の
色
を
か
ね
て
ま
す
ほ
の
を
ば
な

に
ぞ
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　

此
三
首
歌
伊
勢
記
云
、
ゆ
き
つ
き
て
み
れ
ば
か
し
こ
を
二
見

里
と
云
云
さ
る
ほ
ど
な
る
板
屋
の
を
か
し
げ
に
す
み
な
せ
る

に
、
い
ろ
い
ろ
の
せ
ん
ざ
い
ど
も
さ
か
り
過
ぎ
た
れ
ど
、
よ

し
あ
る
人
の
あ
た
り
と
み
え
た
り
、
時
雨
な
ど
い
ふ
ば
か
り

に
は
あ
ら
で
、
は
れ
ま
な
か
り
け
れ
ば
、
い
た
づ
ら
に
こ
も

り
ゐ
た
る
、
な
ぐ
さ
め
が
て
ら
、
せ
ん
ざ
い
な
る
花
の
色
色
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ひ
と
ふ
さ
づ
つ
と
り
な
ら
べ
て
見
る
つ
い
で
に
、
三
種
の
す

す
き
と
い
ふ
こ
と
人
の
語
り
し
を
お
も
ひ
い
で
て
、
心
み
に

よ
め
る
と
云
云

　

こ
れ
ら
の
三
首
を
詳
し
く
見
て
み
る
と
、

　
　

日
を
へ
つ
つ
い
と
ど
ま
す
ほ
の
花
す
す
き
袂
ゆ
た
げ
に
人
ま
ね
く
ら
し

　
︵
日
を
経
て
一
層
赤
み
が
増
す
薄
の
花
穂
、
そ
の
袂
豊
か
に
人
を
招
く
ら
し
い
。︶

　

こ
の
歌
で
の
﹁
ま
す
ほ
の
花
す
す
き
﹂
は
、先
に
述
べ
た
﹁
ま
そ
う
の
す
す
き
﹂、

蘇
芳
色
、
真
蘇
色
︵
赤
い
色
、
紅
色
の
意
︶
を
用
い
、﹁
袂
﹂
は
花
穂
を
衣
の
袂

に
例
え
た
も
の
で
あ
る
。﹁
ゆ
た
げ
﹂
は
﹁
豊
か
﹂
の
意
で
あ
る
。

　
　

し
ろ
た
へ
の
ま
す
ほ
の
糸
を
く
り
さ
ら
し
ま
が
き
に
さ
ぼ
す
は
な
の
を
す
す
き

　
︵
白
い
ま
す
ほ
の
薄
の
糸
を
繰
っ
て
晒
し
て
垣
根
に
干
し
た
よ
う
な
花
薄
だ
。︶

　

こ
の
歌
は
、
平
安
時
代
後
期
の
源
俊
頼
の
自
撰
和
歌
集
﹃
散
木
奇
歌
集
﹄
に
あ

る
﹁
花
す
す
き
ま
そ
ほ
の
糸
を
く
り
か
け
て
絶
え
ず
人
を
招
き
つ
る
か
な
︵
散
木

奇
歌
集
・
秋
・
八
月
・
四
一
七
︶﹂
に
あ
る
﹁
ま
そ
ほ
の
糸
を
く
り
か
け
て
﹂
に

似
た
用
法
で
あ
る
﹁
ま
す
ほ
の
糸
を
く
り
さ
ら
し
﹂
で
、
先
述
の
糸
な
ど
が
乱
れ

て
い
る
よ
う
な
様
子
の
す
す
き
で
あ
る
﹁
ま
そ
を
の
す
す
き
﹂
を
詠
ん
で
い
る
。

　
﹁
し
ろ
た
へ
﹂
は
白
や
、
白
い
も
の
の
意
。﹁
く
り
さ
ら
し
﹂
は
糸
を
繰
り
、
日

に
晒
し
て
の
意
。﹁
さ
ぼ
す
﹂
は
、﹁
日
に
晒
す
﹂﹁
干
す
﹂
で
、同
意
の
語
が
重
な
っ

て
い
る
。﹁
を
す
す
き
﹂
は
﹁
小
薄
﹂
の
意
で
、
こ
の
﹁
小
﹂
は
単
に
語
調
を
整

え
る
た
め
に
使
用
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
句
か
ら
四
句
は
﹁
は

な
の
を
す
す
き
﹂
の
比
喩
で
あ
る
。

　
　

秋
ふ
る
す
霜
よ
り
後
の
き
く
の
色
を
か
ね
て
ま
す
ほ
の
を
ば
な
に
ぞ
み
る

　
︵
秋
を
見
捨
て
て
降
り
る
冬
の
霜
よ
り
後
も
咲
く
菊
の
色
を
前
も
っ
て
ま
す
ほ

の
尾
花
の
色
に
見
て
い
た
の
だ
。︶

　

こ
の
歌
は
、﹁
を
ば
な
﹂
が
尾
花
︵
馬
の
尾
の
よ
う
に
長
い
穂
の
薄
︶
を
意
味
し
、

﹁
ま
す
ほ
の
を
ば
な
﹂
が
先
に
示
し
た
﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂
を
詠
ん
で
い
る
も

の
と
捉
え
ら
れ
る
。

　
﹁
秋
ふ
る
す
﹂
は
秋
を
見
捨
て
る
こ
と
。
霜
は
冬
の
季
語
。
菊
の
花
は
他
の
秋

の
花
が
し
お
れ
枯
れ
て
し
ま
っ
た
後
に
依
然
と
し
て
咲
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
白

菊
を
意
味
し
、
そ
の
白
い
色
を
前
も
っ
て
ま
す
ほ
の
尾
花
の
色
に
見
て
お
り
、
こ

の
歌
で
も
、
枯
れ
て
し
ま
っ
た
色
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
ま
す
ほ
の
尾
花
を
白
色

と
見
な
し
て
い
る
。

　

長
明
が
歌
語
﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂
に
関
す
る
知
識
を
譲
り
受
け
、﹁
ま
す
ほ

の
す
す
き
﹂、﹁
ま
そ
を
の
す
す
き
﹂、﹁
ま
そ
う
の
す
す
き
﹂
と
い
う
三
種
類
の
歌

語
を
忠
実
に
再
現
し
た
三
首
の
和
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
歌
語
﹁
ま
す
ほ

の
す
す
き
﹂
に
対
す
る
長
明
の
こ
だ
わ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
聞
き
あ
て
た
登
蓮

へ
の
尊
敬
や
憧
れ
の
念
が
浮
か
び
上
が
る
。
尚
、
歌
語
﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂
を

詠
ん
だ
和
歌
は
こ
れ
ま
で
に
十
五
首
程
度
あ
り
、
代
表
的
な
も
の
を
以
下
に
挙
げ

て
お
く
。

　
　

す
が
る
ふ
す
く
る
す
の
小
野
の
糸
薄
ま
そ
ほ
の
色
に
露
や
そ
む
ら
ん

　
︵
夫
木
和
歌
抄
・
巻
第
十
一
・
秋
部
二
・
権
中
納
言
長
方
卿
・
四
四
一
八
︶

　
　

花
す
す
き
月
の
光
に
ま
が
は
ま
し
深
き
ま
す
ほ
の
色
に
染
め
ず
ば

　
︵
山
家
集
・
上
・
秋
・
西
行
上
人
・
三
八
六
︶

　
　

や
ま
ど
り
の
ま
す
ほ
の
す
す
き
う
ち
な
び
き
お
も
ふ
こ
こ
ろ
は
き
み
に
よ
り

に
き



五

　
︵
如
願
法
師
集
︶

　

歌
語
﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂
を
詠
ん
だ
和
歌
が
こ
れ
ま
で
に
十
五
首
程
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
十
五
首
程
の
内
、

三
首
が
長
明
の
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
長
明
が
い
か
に
﹁
ま
す
ほ

の
す
す
き
﹂
に
関
す
る
知
識
に
対
し
て
こ
だ
わ
り
を
見
せ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と

へ
結
び
付
く
。

　

と
こ
ろ
で
、歌
語﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂を
用
い
た
和
歌
は
多
く
は
無
い
も
の
の
、

﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂
に
ま
つ
わ
る
登
蓮
の
逸
話
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
書

に
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
ら
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

長
明
、
登
蓮
と
同
じ
時
代
に
生
存
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
平
安
時
代
末
期
か
ら

鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
の
歌
僧
で
あ
る
顕
昭
の
歌
論
書
﹃
散
木
集
注
﹄
に
は
、

　
　

薄

　
　

花
薄
ま
そ
ほ
の
糸
を
く
り
か
け
て
た
え
ず
も
人
を
ま
ね
き
つ
る
か
な︵
四
一
七
︶

　
　
　

ま
そ
ほ
の
い
と
、
お
ぼ
つ
か
な
し
。
人
々
た
づ
ぬ
れ
ど
、
た
し
か
に
い
ひ

き
た
れ
る
こ
と
な
し
。

　
　
　
登
蓮
と
い
ふ
人
、
そ
の
か
み
天
王
寺
に
此
の
事
知
る
人
あ
り
と
き
ゝ
て
、

わ
ざ
と
ゆ
き
て
と
ぶ
ら
ひ
き
。

　
　
　

眞
蘇
芳
と
云
ふ
こ
と
を
略
な
り
。
承
和
菊
を
略
し
て
そ
が
菊
と
云
ふ
が
ご

と
し
。
薄
の
ほ
は
蘇
芳
色
な
れ
ば
如
此
よ
め
る
な
り
と
云
々
。
經
盛
卿
云
、

ま
そ
と
云
ふ
苧
あ
り
。
色
の
黄
ば
み
た
る
な
り
。
薄
の
ほ
は
い
づ
る
は
じ

め
、
件
の
苧
の
色
に
相
似
云
々
。
或
人
云
、
黄
色
と
い
ひ
つ
べ
し
。
萬
葉

云
、
ま
が
ね
ふ
く
に
ふ
の
ま
そ
ほ
の
色
に
い
で
て
と
讀
り
。
こ
の
ま
が
ね

を
ば
眞
金
と
い
ひ
て
、
金
篇
に
類
聚
萬
葉
に
は
入
れ
た
り
。
然
ば
ま
そ
ほ

の
色
を
ば
黄
色
と
可
得
意
歟
。
顯
昭
云
、
ま
が
ね
ふ
く
き
び
の
中
山
と
云

ふ
歌
に
つ
き
て
鐡
と
の
み
い
ひ
傳
へ
た
り
。
金
を
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
金
を

眞
が
ね
と
い
ふ
事
ぞ
お
ぼ
つ
か
な
き
。
而
萬
葉
歌
は
、
に
ふ
は
播
蘑
の
所

名
な
り
。
然
ば
彼
所
の
ま
そ
と
云
ふ
歟
。
ま
そ
の
色
さ
ら
に
ま
が
ね
の
色

に
よ
る
べ
か
ら
ず
。
ま
そ
は
苧
な
り
。
夫
を
糸
と
い
は
む
事
ぞ
お
ぼ
つ
か

な
き
に
、
或
人
云
、
ゐ
な
か
の
も
の
は
糸
を
ま
そ
と
い
ふ
と
云
々
。
其
の

事
ま
こ
と
な
ら
ば
薄
の
ほ
の
糸
に
似
た
れ
ば
、
糸
を
よ
り
か
け
て
ま
ね
く

と
ぞ
よ
み
た
る
に
も
や
あ
ら
む
。
和
歌
の
難
義
と
い
ふ
は
、日
本
紀
、萬
葉
、

三
代
集
、
諸
家
集
、
伊
勢
・
大
和
兩
物
語
、
諸
家
歌
合
、
神
樂
、
催
馬
樂
、

風
俗
等
の
詞
な
ど
に
あ
る
詞
を
ぞ
、
む
ね
と
尋
ね
勘
ふ
る
こ
と
に
て
あ
る

に
、
こ
の
ま
そ
ほ
の
糸
は
件
等
書
に
ま
た
く
見
え
ず
。
た
ゞ
俊
頼
計
よ
み

た
れ
ば
、
と
て
も
か
く
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
。
非
大
事
歟
。

　
　
　
︵﹃
日
本
歌
学
大
系　

別
巻
四
﹄
風
間
書
房　

一
九
八
〇
年
︶

　

と
、述
べ
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
は
顕
昭
が
寿
永
二
年
︵
一
一
八
三
︶
十
月
七
日
に
、

守
覚
法
親
王
に
奉
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
長
明
の
﹃
無
名
抄
﹄
よ
り
も
時
期
が

早
く
、
顕
昭
は
長
明
よ
り
も
前
に
登
蓮
の
話
を
知
り
記
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

内
容
を
見
て
み
る
と
、
顕
昭
は
最
後
に
﹁
俊
頼
計
よ
み
た
れ
ば
、
と
て
も
か
く
て

も
あ
り
ぬ
べ
し
。
非
大
事
歟
﹂
と
し
て
お
り
、﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂
と
い
う
歌

枕
の
解
釈
を
長
明
の
よ
う
に
大
切
に
扱
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

顕
昭
は
、﹃
袖
中
抄
﹄
に
お
い
て
も
、
登
蓮
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る

︵
注
四
︶。

　

顕
昭
の
生
没
年
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
︵
大
治
五
︹
一
一
三
〇
︺

年
頃
か
～
承
元
元
︹
一
二
〇
九
︺
年
頃
か
︶
と
さ
れ
て
お
り
、
長
明
と
同
様
に
顕

昭
も
登
蓮
と
同
時
期
に
生
存
し
て
い
る
。
顕
昭
は
登
蓮
の
数
寄
話
を
耳
に
し
て
、

自
身
の
著
書
に
て
紹
介
は
し
た
も
の
の
、
長
明
が
持
っ
て
い
る
よ
う
な
登
蓮
へ
の

尊
敬
の
念
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

　

さ
ら
に
、
登
蓮
の
数
寄
逸
話
は
、
室
町
時
代
中
期
の
連
歌
師
で
あ
る
心
敬
の
連

歌
論
書
﹃
さ
さ
め
ご
と
﹄
の
中
で
は
、

鴨
長
明
と
登
蓮
法
師　

杉
本
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登
蓮
法
師
は
ま
す
ほ
の
薄
に
こ
と
尋
に
と
て
、
雨
の
夜
の
明
る
を
待
た
ず
、

蓑
笠
借
り
て
、
渡
辺
に
行
き
し
と
な
り
。
そ
の
座
の
人
﹁
慌
た
ゞ
し
や
﹂
と

言
へ
ば
、﹁
人
の
命
は
明
日
を
待
つ
も
の
か
﹂
と
言
へ
る
と
な
り
。

　
　
︵﹃
歌
論
歌
学
集
成　

第
十
一
巻
﹄
三
弥
井
書
店　

二
〇
〇
一
年
︶

　

と
、
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
の
連
歌
師
で
あ
る

猪
苗
代
兼
載
の
連
歌
論
書
﹃
兼
載
雑
談
﹄
に
は
、

　
　
　

ま
す
ほ
の
薄
、
ま
そ
を
の
す
ゝ
き
の
分
別
、
よ
く
し
り
た
る
人
の
津
の
国

渡
辺
に
有
と
き
ゝ
て
、
登
蓮
法
師
、
雨
の
夜
行
て
た
づ
ね
し
事
あ
り
。

　
　
︵﹃
歌
論
歌
学
集
成　

第
十
二
巻
﹄
三
弥
井
書
店　

二
〇
〇
三
年
︶

　

と
、
あ
る
の
で
、
こ
の
話
は
長
年
に
わ
た
っ
て
人
々
に
語
り
継
が
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
心
敬
や
猪
苗
代
兼
載
は
、
登
蓮
の
数
寄
話
を
単
に
先
人
の
逸
話
と
し

て
紹
介
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
長
明
の
よ
う
に
登
蓮
に
対
す
る
感
情
を
表
し
て
は

い
な
い
。
し
か
し
、
兼
好
法
師
は
登
蓮
の
数
寄
ぶ
り
を
逸
話
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

多
少
の
感
情
を
入
れ
て
述
べ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
末
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
、

兼
好
法
師
の
随
筆
﹃
徒
然
草
﹄
の
第
一
八
八
段
を
見
て
み
た
い
。

　
　
　

或
者
、
子
を
法
師
に
な
し
て
、﹁
学
問
し
て
因
果
の
理
を
も
知
り
、
説
経

な
ど
し
て
世
渡
る
た
づ
き
と
も
せ
よ
﹂
と
言
ひ
け
れ
ば
、
教
の
ま
ゝ
に
、
説

経
師
に
な
ら
ん
た
め
に
、
先
づ
、
馬
に
乗
り
習
ひ
け
り
。
輿
・
車
は
持
た
ぬ

身
の
、
導
師
に
請
ぜ
ら
れ
ん
時
、
馬
な
ど
迎
へ
に
お
こ
せ
た
ら
ん
に
、
桃
尻

に
て
落
ち
な
ん
は
、
心
憂
か
る
べ
し
と
思
ひ
け
り
。
次
に
、
仏
事
の
後
、
酒

な
ど
勧
む
る
事
あ
ら
ん
に
、
法
師
の
無
下
に
能
な
き
は
、
檀
那
す
さ
ま
じ
く

思
ふ
べ
し
と
て
、
早
歌
と
い
ふ
こ
と
を
習
ひ
け
り
。
二
つ
の
わ
ざ
、
や
う
や

う
境
に
入
り
け
れ
ば
、
い
よ
い
よ
よ
く
し
た
く
覚
え
て
嗜
み
け
る
ほ
ど
に
、

説
経
習
う
べ
き
隙
な
く
て
、
年
寄
り
に
け
り
。

　
　
　

こ
の
法
師
の
み
に
も
あ
ら
ず
、
世
間
の
人
、
な
べ
て
、
こ
の
事
あ
り
。
若

き
ほ
ど
は
、
諸
事
に
つ
け
て
、
身
を
立
て
、
大
き
な
る
道
を
も
成
じ
、
能
を

も
附
き
、
学
問
を
も
せ
ん
と
、
行
末
久
し
く
あ
ら
ま
す
事
ど
も
心
に
は
懸
け

な
が
ら
、
世
を
長
閑
に
思
ひ
て
打
ち
怠
り
つ
ゝ
、
先
づ
、
差
し
当
り
た
る
、

目
の
前
の
事
の
み
に
紛
れ
て
、
月
日
を
送
れ
ば
、
事
々
成
す
事
な
く
し
て
、

身
は
老
い
ぬ
。
終
に
、
物
の
上
手
に
も
な
ら
ず
、
思
ひ
し
や
う
に
身
を
も
持

た
ず
、
悔
ゆ
れ
ど
も
取
り
返
さ
る
ゝ
齢
な
ら
ね
ば
、
走
り
て
坂
を
下
る
輪
の

如
く
に
衰
へ
行
く
。

　
　
　

さ
れ
ば
、
一
生
の
中
、
む
ね
と
あ
ら
ま
ほ
し
か
ら
ん
事
の
中
に
、
い
づ
れ

か
勝
る
と
よ
く
思
ひ
比
べ
て
、
第
一
の
事
を
案
じ
定
め
て
、
そ
の
外
は
思
ひ

捨
て
て
、
一
事
を
励
む
べ
し
。
一
日
の
中
、
一
時
の
中
に
も
、
数
多
の
事
の

来
ら
ん
中
に
、
少
し
も
益
の
勝
ら
ん
事
を
営
み
て
、
そ
の
外
を
ば
打
ち
捨
て

て
、
大
事
を
急
ぐ
べ
き
な
り
。
何
方
を
も
捨
て
じ
と
心
に
取
り
持
ち
て
は
、

一
事
も
成
る
べ
か
ら
ず
。

　
　
　

例
へ
ば
、
碁
を
打
つ
人
、
一
手
も
徒
ら
に
せ
ず
、
人
に
先
立
ち
て
、
小
を

捨
て
大
に
就
く
が
如
し
。
そ
れ
に
と
り
て
、
三
つ
の
石
を
捨
て
て
、
十
の
石

に
就
く
こ
と
は
易
し
。
十
を
捨
て
て
、
十
一
に
就
く
こ
と
は
難
し
。
一
つ
な

り
と
も
勝
ら
ん
方
へ
こ
そ
就
く
べ
き
を
、
十
ま
で
成
り
ぬ
れ
ば
、
惜
し
く
覚

え
て
、
多
く
勝
ら
ぬ
石
に
は
換
へ
難
し
。
こ
れ
を
も
捨
て
ず
、
か
れ
を
も
取

ら
ん
と
思
ふ
心
に
、
か
れ
を
も
得
ず
、
こ
れ
を
も
失
ふ
べ
き
道
な
り
。

　
　
　

京
に
住
む
人
、
急
ぎ
て
東
山
に
用
あ
り
て
、
既
に
行
き
着
き
た
り
と
も
、

西
山
に
行
き
て
そ
の
益
勝
る
べ
き
事
を
思
ひ
得
た
ら
ば
、
門
よ
り
帰
り
て
西

山
へ
行
く
べ
き
な
り
。﹁
此
所
ま
で
来
着
き
ぬ
れ
ば
、
こ
の
事
を
ば
先
づ
言

ひ
て
ん
。
日
を
指
さ
ぬ
事
な
れ
ば
、
西
山
の
事
は
帰
り
て
ま
た
こ
そ
思
ひ
立

た
め
﹂
と
思
ふ
故
に
、
一
時
の
懈
怠
、
即
ち
一
生
の
懈
怠
と
な
る
。
こ
れ
を

恐
る
べ
し
。



七

　
　
　

一
事
を
必
ず
成
さ
ん
と
思
は
ば
、
他
の
事
の
破
る
ゝ
を
も
傷
む
べ
か
ら
ず
、

人
の
嘲
り
を
も
恥
づ
べ
か
ら
ず
。
万
事
に
換
へ
ず
し
て
は
、
一
の
大
事
成
る

べ
か
ら
ず
。
人
の
数
多
あ
り
け
る
中
に
て
、
或
者
、﹁
ま
す
ほ
の
薄
、
ま
そ

ほ
の
薄
な
ど
言
ふ
事
あ
り
。
渡
辺
の
聖
、
こ
の
事
を
伝
へ
知
り
た
り
﹂
と

語
り
け
る
を
、
登
蓮
法
師
、
そ
の
座
に
侍
り
け
る
が
、
聞
き
て
、
雨
の
降
り

け
る
に
、﹁
蓑
・
笠
や
あ
る
。
貸
し
給
へ
。
か
の
薄
の
事
習
ひ
に
、
渡
辺
の

聖
の
が
り
尋
ね
罷
ら
ん
﹂
と
言
ひ
け
る
を
、﹁
余
り
に
物
騒
が
し
。
雨
止
み

て
こ
そ
﹂
と
人
の
言
ひ
け
れ
ば
、﹁
無
下
の
事
を
も
仰
せ
ら
る
ゝ
も
の
か
な
。

人
の
命
は
雨
の
晴
れ
間
を
も
待
つ
も
の
か
は
。
我
も
死
に
、
聖
も
失
せ
ば
、

尋
ね
聞
き
て
ん
や
﹂
と
て
、
走
り
出
で
て
行
き
つ
ゝ
、
習
ひ
侍
り
に
け
り
と

申
し
伝
へ
た
る
こ
そ
、
ゆ
ゝ
し
く
、
有
難
う
覚
ゆ
れ
。﹁
敏
き
時
は
、
則
ち

功
あ
り
﹂
と
ぞ
、
論
語
と
云
ふ
文
に
も
侍
る
な
る
。
こ
の
薄
を
い
ぶ
か
し
く

思
ひ
け
る
や
う
に
、
一
大
事
の
因
縁
を
ぞ
思
ふ
べ
か
り
け
る
。 

　
　
︵﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

三
九
﹄
岩
波
書
店　

一
九
八
九
年
︶

　

こ
の
話
は
﹃
徒
然
草
﹄
の
中
で
も
著
名
な
章
段
で
あ
り
、
前
半
は
、
生
涯
の
間

に
数
あ
る
理
想
の
中
か
ら
ど
れ
を
優
先
す
べ
き
か
を
よ
く
比
較
検
討
し
て
、
第
一

に
す
る
べ
き
事
を
決
定
し
、
そ
れ
以
外
は
投
げ
捨
て
て
優
先
事
項
を
励
む
べ
き
な

の
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
お
り
、
後
半
は
、
ひ
と
つ
の
こ
と
を
成
し

遂
げ
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
他
の
こ
と
が
ダ
メ
に
な
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
は
い
け

な
い
、
人
の
嘲
り
を
も
恥
ず
か
し
い
と
思
っ
て
は
な
ら
ず
、
万
事
を
犠
牲
に
し
な

け
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
大
事
な
こ
と
は
達
成
で
き
な
い
の
だ
、
と
兼
好
は
主
張
し
、

登
蓮
の
逸
話
を
引
用
し
、﹁
ゆ
ゝ
し
く
あ
り
が
た
く
覚
ゆ
れ
。︵
大
変
素
晴
ら
し
い

こ
と
で
稀
有
で
あ
る
。︶﹂
と
し
、
論
語
の
話
﹁
敏
き
時
は
、
則
ち
功
あ
り
︵
迅
速

に
す
れ
ば
、
成
功
す
る
︶﹂
を
持
ち
出
し
て
、
最
終
的
に
は
、﹁
こ
の
薄
を
い
ぶ
か

し
く
思
ひ
け
る
や
う
に
、
一
大
事
の
因
縁
を
ぞ
思
ふ
べ
か
り
け
る
。︵
こ
の
薄
の

こ
と
を
知
り
た
い
と
登
蓮
が
思
っ
た
よ
う
に
、
乗
馬
や
早
歌
に
う
つ
つ
を
抜
か
し

た
僧
侶
も
、
悟
り
を
開
く
仏
道
修
行
を
第
一
に
思
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。︶﹂

と
、 

仏
教
に
結
び
付
け
て
い
る
。

　

し
か
し
、
兼
好
の
生
没
年
は
弘
安
六
︵
一
二
八
三
︶
年
頃
か
～
文
和
元

︵
一
三
五
二
︶
年
以
後
と
さ
れ
て
お
り
、
登
蓮
の
没
後
百
年
を
経
て
兼
好
は
生
存

し
て
い
る
故
、
兼
好
に
と
っ
て
登
蓮
は
な
か
ば
、
大
昔
の
伝
説
の
数
寄
者
と
認
識

し
て
い
た
印
象
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
ゆ
え
に
、
兼
好
が
登
蓮
に
対
し
て
、
登
蓮
と
同

時
期
を
過
ご
し
た
長
明
の
よ
う
な
尊
敬
の
念
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な

い
。

　

次
に
﹁
井
手
の
山
吹
並
び
に
蛙
﹂
を
見
て
い
き
た
い
。

　
　

井
手
の
山
吹
並
び
に
蛙

　
　
　

あ
る
人
語
り
て
い
は
く
、﹁
こ
と
の
縁
あ
り
て
、
井
手
と
い
ふ
所
に
ま
か

り
て
、
一
宿
つ
か
ま
つ
り
た
る
こ
と
侍
き
。
と
こ
ろ
の
あ
り
さ
ま
、
井
手
河

の
流
れ
た
る
体
、
心
も
及
び
侍
ら
ず
。
か
の
井
手
の
大
臣
の
跡
な
れ
ば
理
な

れ
ど
、
河
に
立
ち
並
び
た
る
石
な
ど
も
十
余
丁
ば
か
り
、
さ
の
み
か
は
遠

く
立
て
置
き
け
む
、
石
ご
と
に
た
ゞ
な
ほ
ざ
り
の
こ
と
と
は
見
え
ず
、
わ
ざ

と
立
て
た
る
や
う
に
な
ん
侍
し
を
、
こ
こ
に
古
老
の
者
を
語
ら
ひ
て
、
む
か

し
の
事
ど
も
尋
ね
侍
し
つ
い
で
に
、﹃
井
手
の
山
吹
と
て
名
に
流
れ
た
る
を
、

い
と
見
え
侍
ら
ぬ
は
、
い
づ
く
に
あ
る
ぞ
﹄
と
尋
ね
侍
し
か
ば
、﹃
さ
る
事

侍
り
。
か
の
井
手
の
大
臣
の
堂
は
、
ひ
と
ゝ
せ
焼
け
侍
に
き
。
そ
の
前
に
、

お
び
た
ゞ
し
く
大
き
な
る
山
吹
、
む
ら
〳
〵
見
え
侍
き
。
そ
の
花
の
輪
は
こ

か
は
ら
け
の
大
き
さ
に
て
、
幾
重
と
も
な
く
重
な
り
て
な
ん
侍
し
。
そ
れ
を

さ
や
う
に
申
お
き
て
侍
に
や
。
又
、
か
の
井
手
河
の
汀
に
つ
き
て
ひ
ま
も
な

く
侍
し
か
ば
、
花
ざ
か
り
に
は
、
黄
金
の
堤
な
ど
を
築
き
わ
た
し
た
ら
ん
や

う
に
て
、他
所
に
は
す
ぐ
れ
て
な
ん
侍
し
。
さ
れ
ば
、い
づ
れ
を
申
け
る
に
か
、

今
わ
き
難
く
侍
り
。
た
ゞ
し
、
下
臈
の
い
ふ
か
ひ
な
く
侍
こ
と
は
、
か
く
名

高
き
草
と
て
所
も
お
き
侍
ら
ず
、﹃
田
つ
く
る
に
は
、
草
を
刈
り
入
れ
た
る

鴨
長
明
と
登
蓮
法
師　

杉
本
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が
よ
く
出
で
来
る
﹄
と
申
て
、
何
と
も
な
く
刈
り
取
り
侍
し
程
に
、
今
は
跡

も
な
く
な
む
な
り
て
侍
る
。

　
　
　

そ
れ
に
と
り
て
、
井
手
の
か
は
づ
と
申
こ
と
こ
そ
、
や
う
あ
る
こ
と
に
て

侍
れ
。
世
の
人
の
思
ひ
て
侍
は
、
た
ゞ
蛙
を
ば
み
な
か
は
づ
と
い
ふ
ぞ
と
思

ひ
て
侍
め
り
。
そ
れ
も
違
ひ
侍
ら
ず
。
さ
れ
ど
、
か
は
づ
と
申
蛙
は
、
ほ
か

に
は
さ
ら
に
侍
ら
ず
、
た
ゞ
こ
の
井
手
河
に
の
み
侍
な
り
。
色
黒
き
や
う
に

て
、
い
と
大
き
に
も
あ
ら
ず
、
世
の
常
の
蛙
の
や
う
に
、
あ
ら
は
に
踊
り
歩

く
こ
と
な
ど
も
い
と
し
侍
ら
ず
、
常
に
は
水
に
の
み
棲
み
て
、
夜
ふ
く
る
程

に
彼
が
鳴
き
た
る
は
、
い
み
じ
く
心
澄
み
、
物
あ
は
れ
な
る
声
に
て
な
ん
侍
。

春
夏
の
頃
、
必
ず
お
は
し
て
聞
き
給
へ
﹄
と
申
侍
し
か
ど
、
そ
の
後
と
か
く

ま
ぎ
れ
て
、
い
ま
だ
た
づ
ね
侍
ら
ず
﹂
と
な
ん
語
り
侍
し
。

　
　
　

こ
の
こ
と
心
に
し
み
て
、
い
み
じ
く
覚
え
侍
し
か
ど
、
か
ひ
な
く
て
三
年

に
は
な
り
侍
り
ぬ
。
ま
た
年
た
け
て
は
歩
み
か
な
は
ず
し
て
、
思
ひ
な
が
ら

い
ま
だ
か
の
声
を
聞
か
ず
。
か
の
登
蓮
が
雨
も
よ
に
急
ぎ
出
で
け
む
に
は
、

た
と
し
へ
な
く
な
む
。
こ
れ
を
思
に
、
今
よ
り
末
ざ
ま
の
人
は
、
た
と
ひ
お

の
づ
か
ら
こ
と
の
た
よ
り
あ
り
て
、
か
し
こ
に
行
き
の
ぞ
み
た
り
と
も
、
心

と
め
て
聞
か
ん
と
思
へ
る
人
も
少
な
か
る
べ
し
。
人
の
数
寄
と
情
と
は
年
月

に
添
へ
て
衰
へ
ゆ
く
ゆ
ゑ
な
り
。

　

こ
の
話
は
、
直
前
の
﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂
に
あ
る
、
登
蓮
を
﹁
い
み
じ
か
り

け
る
数
寄
者
な
り
か
し
﹂
と
す
る
内
容
を
受
け
て
書
か
れ
た
話
で
あ
り
、
章
段
前

半
は
、﹁
あ
る
人
﹂
が
井
手
の
地
に
赴
い
た
際
に
土
地
の
古
老
か
ら
聞
い
た
と
い

う
﹁
井
手
の
山
吹
﹂
の
現
状
と
﹁
井
手
の
蛙
﹂
の
実
態
に
つ
い
て
の
話
が
紹
介
さ

れ
る
。
こ
こ
で
、
長
明
が
用
い
た
表
現
を
見
て
も
﹁
十
余
丁
ば
か
り
﹂
な
ど
、
具

体
的
で
詳
細
な
数
値
表
現
が
あ
り
、
実
際
の
現
地
に
お
け
る
強
い
こ
だ
わ
り
が
感

じ
ら
れ
る
。
後
半
で
長
明
は
、
こ
の
話
を
﹁
心
に
し
み
て
、
い
み
じ
く
お
ぼ
え
﹂

て
い
た
の
だ
が
、
三
年
た
っ
て
も
井
手
を
訪
れ
る
こ
と
は
な
く
、﹁
井
手
の
蛙
﹂

に
対
し
て
興
味
を
抱
い
た
自
ら
の
思
い
を
実
行
に
移
せ
な
い
ま
ま
に
い
る
。
そ
れ

は
こ
の
章
段
直
前
の
﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂
の
章
段
の
逸
話
に
あ
る
登
蓮
の
実
行

力
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
差
異
で
あ
り
、
長
明
は
自
分
自
身
を
﹁
雨
も
よ
に

急
ぎ
出
で
け
む
に
は
、
た
と
し
へ
な
く
な
む
﹂
と
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
後
世

に
は
井
手
の
地
に
赴
い
て
も
﹁
蛙
﹂
の
声
を
聞
こ
う
と
す
る
人
は
少
な
く
な
る
だ

ろ
う
と
し
、
そ
の
理
由
を
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
﹁
数
寄
と
情
﹂
が
衰
退
す
る

こ
と
に
求
め
て
い
る
。
後
半
の
﹁
井
手
の
蛙
﹂
に
つ
い
て
も
長
明
は
も
ち
ろ
ん
現

場
に
赴
い
て
蛙
の
鳴
き
声
を
聞
き
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
ま
だ
訪
れ
て
い
な
い

自
分
の
不
甲
斐
無
さ
を
嘆
く
長
明
の
心
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
最

後
の
一
文
で
あ
る
﹁
人
の
数
寄
と
情
と
は
年
月
に
添
へ
て
衰
へ
ゆ
く
ゆ
ゑ
な
り
﹂

に
、
長
明
の
﹁
数
寄
﹂
へ
の
想
い
は
年
月
が
経
つ
と
共
に
衰
え
る
、
だ
か
ら
こ
そ

尊
い
の
だ
と
い
う
﹁
数
寄
﹂
へ
の
純
粋
な
思
い
や
憧
れ
が
見
て
と
れ
、
井
手
に
行

き
た
く
て
仕
方
が
な
い
の
に
ま
だ
足
を
運
ん
で
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
長
明
は

自
分
自
身
を
責
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

長
明
は
﹁
ま
す
ほ
の
す
す
き
﹂
の
章
段
で
、
雨
の
日
に
わ
ざ
わ
ざ
薄
の
話
を
聞

く
た
め
に
、
出
向
い
て
行
っ
た
登
蓮
を
﹁
い
み
じ
か
り
け
る
す
き
物
な
り
か
し
﹂

と
紹
介
し
、﹁
井
手
の
山
吹
並
び
に
蛙
﹂
の
章
段
で
も
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
お
り
、

長
明
は
同
じ
時
代
を
生
き
た
先
輩
で
あ
ろ
う
登
蓮
を
、
数
寄
者
と
し
て
憧
れ
、
大

変
尊
敬
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
﹁
近
代
の
歌
体
﹂
を
見
て
い
き
た
い
。

　
　

近
代
の
歌
体

　
　
　

あ
る
人
問
ひ
て
い
は
く
、﹁
こ
の
頃
の
人
の
歌
ざ
ま
、
二
面
に
分
か
れ
た

り
。
中
頃
の
体
を
執
す
る
人
は
、
今
の
世
の
歌
を
ば
す
ず
ろ
ご
と
の
や
う
に

思
ひ
て
、
や
や
達
磨
宗
な
ど
い
ふ
異
名
を
付
け
て
謗
り
嘲
る
。
ま
た
こ
の
頃

様
を
好
む
人
は
、中
頃
の
体
を
ば
、﹃
俗
に
近
し
。
見
ど
こ
ろ
な
し
﹄
と
嫌
ふ
。

や
や
宗
論
の
た
ぐ
ひ
に
て
、
こ
と
き
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
末
学
の
た
め
、
是
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非
に
惑
ひ
ぬ
べ
し
。
い
か
が
心
得
べ
き
﹂
と
い
ふ
。

　
　
　

あ
る
人
答
へ
て
い
は
く
、﹁
こ
れ
は
こ
の
世
の
歌
仙
の
大
き
な
る
争
ひ
な

れ
ば
、
た
や
す
く
い
か
が
定
め
む
。
た
だ
し
、
人
の
な
ら
ひ
、
月
星
の
行

度
を
も
悟
り
、
鬼
神
の
心
を
も
推
し
量
る
も
の
な
れ
ば
、
お
ぼ
つ
か
な
く
と

も
心
の
及
ぶ
ほ
ど
申
し
侍
ら
む
。
ま
た
思
は
れ
む
に
従
ひ
て
こ
と
わ
ら
る
べ

し
。﹂

　
　
　

大
方
、
こ
の
こ
と
を
人
の
、
水
火
の
ご
と
く
思
へ
る
が
心
も
得
ず
覚
え
侍

る
な
り
。
す
べ
て
歌
の
さ
ま
、
世
々
に
異
な
り
。
昔
は
文
字
の
数
も
定
ま
ら

ず
、
思
ふ
さ
ま
に
口
に
任
せ
て
い
ひ
け
り
。
か
の
﹃
出
雲
八
重
垣
﹄
の
歌
よ

り
こ
そ
は
、
五
句
、
三
十
文
字
に
定
ま
り
に
け
れ
ど
、
万
葉
の
頃
な
ど
ま
で

は
、
な
ほ
ね
ん
ご
ろ
な
る
心
ざ
し
を
述
ぶ
る
ば
か
り
に
て
、
あ
な
が
ち
に
姿

言
葉
を
選
ば
ざ
り
け
る
に
や
と
見
え
た
り
。
中
頃
、
古
今
の
時
、
花
実
と
も

に
備
は
り
て
、
そ
の
さ
ま
ま
ち
ま
ち
に
分
か
れ
た
り
。
後
撰
に
は
、
よ
ろ
し

き
歌
古
今
に
取
り
つ
く
さ
れ
て
の
ち
幾
ほ
ど
も
経
ざ
り
け
れ
ば
、
歌
得
が
た

く
し
て
、
姿
を
ば
選
ば
ず
、
た
だ
心
を
先
と
せ
り
。
拾
遺
の
頃
よ
り
そ
の
体

こ
と
の
ほ
か
に
も
の
近
く
な
り
て
、
こ
と
わ
り
く
ま
な
く
あ
ら
は
れ
、
姿
す

な
ほ
な
る
を
よ
ろ
し
と
す
。
そ
の
の
ち
後
拾
遺
の
時
、
今
少
し
、
や
は
ら
ぎ

て
、
昔
の
風
を
忘
れ
た
り
。
や
や
そ
の
時
の
古
き
人
な
ど
は
こ
れ
を
請
け
ざ

り
け
る
に
や
、
後
拾
遺
姿
と
名
づ
け
て
、
く
ち
を
し
き
こ
と
に
し
け
る
と
ぞ
、

あ
る
先
達
語
り
侍
り
し
。
金
葉
は
ま
た
、
わ
ざ
と
も
を
か
し
か
ら
む
と
し
て
、

軽
々
な
る
歌
多
か
り
。
詞
花
・
千
載
、
大
略
後
拾
遺
の
風
な
る
べ
し
。
歌
の

昔
よ
り
伝
は
り
来
た
れ
る
や
う
、
か
く
の
ご
と
し
。

　
　
　

か
か
れ
ば
、
拾
遺
よ
り
の
ち
、
そ
の
さ
ま
一
つ
に
し
て
久
し
く
な
り
け
る

ゆ
ゑ
に
、
風
情
や
う
や
う
尽
き
、
言
葉
世
々
に
古
り
て
、
こ
の
道
時
に
随
ひ

て
衰
へ
ゆ
く
。
昔
は
た
だ
花
を
雲
に
ま
が
へ
、
月
を
氷
に
似
せ
、
紅
葉
を
錦

に
思
ひ
寄
す
る
た
ぐ
ひ
を
を
か
し
き
こ
と
に
せ
し
か
ど
、
今
は
そ
の
心
い
ひ

つ
く
し
て
、
雲
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
の
雲
を
求
め
、
氷
に
と
り
て
め
づ
ら
し
き

心
を
添
へ
、
錦
に
こ
と
な
る
節
を
尋
ね
、
か
や
う
に
や
す
か
ら
ず
た
し
な
み

て
思
ひ
得
れ
ば
、
め
づ
ら
し
き
節
は
難
く
な
り
ゆ
く
。
ま
れ
ま
れ
得
た
れ
ど

も
、
昔
を
へ
つ
ら
へ
る
心
ど
も
な
れ
ば
、
卑
し
く
砕
け
た
る
さ
ま
な
り
。
い

は
む
や
、
言
葉
に
至
り
て
は
、
い
ひ
つ
く
し
て
け
れ
ば
、
め
づ
ら
し
き
言
葉

も
な
く
、
目
と
ま
る
節
も
な
し
。
こ
と
な
る
秀
逸
な
ら
ね
ば
、
五
七
五
を
詠

む
に
、
七
七
は
空
に
推
し
量
ら
る
る
や
う
な
り
。

　
　
　

こ
こ
に
、
今
の
人
、
歌
の
さ
ま
の
世
々
に
詠
み
古
さ
れ
に
け
る
こ
と
を
知

り
て
、
さ
ら
に
古
風
に
帰
り
て
、
幽
玄
の
体
を
学
ぶ
こ
と
の
出
で
き
た
る
な

り
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
中
古
の
流
れ
を
習
ふ
と
も
が
ら
、
目
を
驚
か
し
て
謗

り
嘲
る
。
し
か
あ
れ
ど
、
ま
こ
と
に
は
心
ざ
し
は
一
つ
な
れ
ば
、
上
手
と
秀

歌
と
は
何
方
に
も
そ
む
か
ず
。
い
は
ゆ
る
清
輔
・
頼
政
・
俊
恵
・
登
蓮
な
ど

が
詠
み
く
ち
を
ば
、
今
の
世
の
人
も
捨
て
が
た
く
す
。
今
様
姿
の
歌
の
中
に

も
、
よ
く
詠
み
つ
る
を
ば
謗
家
も
謗
る
こ
と
な
し
。
え
せ
歌
ど
も
に
至
り
て

は
、
ま
た
い
づ
れ
も
よ
ろ
し
か
ら
ず
。
中
頃
の
さ
し
も
な
き
歌
を
こ
の
世
の

歌
に
並
べ
て
み
れ
ば
、
化
粧
し
た
る
人
の
中
に
尼
顔
に
て
交
は
る
に
こ
と
な

ら
ず
。
今
の
世
の
い
と
も
詠
み
お
ほ
せ
ぬ
歌
は
、
あ
る
い
は
す
べ
て
心
得
ら

れ
ず
、
あ
る
い
は
悪
気
は
な
は
だ
し
。
さ
れ
ば
、
一
方
に
偏
執
す
ま
じ
き
こ

と
に
こ
そ
﹂。

　
　
　

問
ひ
て
い
は
く
、﹁
今
の
世
の
体
を
ば
新
し
く
出
で
き
た
る
や
う
に
思
へ

る
は
、
ひ
が
こ
と
に
て
侍
る
か
﹂。

　
　
　

答
へ
て
い
は
く
、﹁
こ
の
難
は
い
は
れ
ぬ
こ
と
な
り
。
た
と
ひ
新
し
く
出

で
き
た
り
と
て
も
、
か
な
ら
ず
し
も
悪
か
る
べ
か
ら
ず
。
唐
土
に
は
限
り
あ

る
文
体
だ
に
も
世
々
に
改
ま
る
な
り
。
こ
の
国
の
小
国
に
て
、
人
の
心
ば
せ

の
愚
か
な
る
に
よ
り
、
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
を
昔
に
違
へ
じ
と
す
る
に
て
こ
そ

侍
れ
。
ま
し
て
、
歌
は
心
ざ
し
を
述
べ
、
耳
を
喜
ば
し
め
む
た
め
な
れ
ば
、

時
の
人
の
翫
び
、
好
ま
む
に
過
ぎ
た
る
こ
と
や
は
侍
る
べ
き
。
い
か
に
い
は

む
や
、
さ
ら
に
さ
ら
に
今
巧
み
出
で
た
る
こ
と
に
あ
ら
ず
。
万
葉
ま
で
は
こ

鴨
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法
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と
遠
し
。
古
今
の
歌
ど
も
を
よ
く
も
見
分
か
ぬ
人
の
、
こ
の
難
を
ば
し
侍
る

な
り
。
か
の
集
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
の
体
あ
り
。
し
か
あ
れ
ば
、
中
古
の
歌
の

姿
も
古
今
よ
り
出
で
た
り
。
ま
た
、
こ
の
幽
玄
の
さ
ま
も
こ
の
集
よ
り
出
で

た
り
。
た
と
ひ
今
の
姿
を
詠
み
つ
く
し
て
、
ま
た
改
ま
る
世
あ
り
と
も
、
ざ

れ
こ
と
歌
な
ど
ま
で
も
漏
ら
さ
ず
選
び
載
せ
た
れ
ば
、
な
ほ
か
の
集
を
ば
出

づ
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を
一
向
に
耳
遠
く
思
ひ
て
誇
り
卑
し
む
は
、
ひ
と
へ
に

中
古
の
歌
の
さ
ま
に
封
ぜ
ら
れ
た
る
な
り
﹂。

　
　
　

問
ひ
て
い
は
く
、﹁
こ
の
二
つ
の
体
、
い
づ
れ
か
詠
み
や
す
く
、
ま
た
秀

歌
を
も
得
つ
べ
き
﹂。

　
　
　

答
へ
て
い
は
く
、﹁
中
頃
の
体
は
学
び
や
す
く
し
て
、
し
か
も
秀
歌
は
難

か
る
べ
し
。
言
葉
古
り
て
し
か
も
風
情
ば
か
り
を
詮
と
す
べ
き
ゆ
ゑ
な
り
。

今
の
体
は
習
ひ
が
た
く
て
、
よ
く
心
得
つ
れ
ば
詠
み
や
す
し
。
そ
の
さ
ま
め

づ
ら
し
き
に
よ
り
、
姿
と
心
と
に
わ
た
り
て
興
あ
る
べ
き
ゆ
ゑ
な
り
﹂。

　
　
　

問
ひ
て
い
は
く
、﹁
聞
く
が
ご
と
く
な
ら
ば
、
い
づ
れ
も
良
き
は
良
し
、

悪
き
は
悪
か
な
り
。
学
者
は
ま
た
、
わ
れ
も
わ
れ
も
と
争
ふ
。
い
か
が
し
て

そ
の
勝
劣
を
ば
定
む
べ
き
﹂。

　
　
　

答
へ
て
い
は
く
、﹁
か
な
ら
ず
勝
劣
を
ば
定
む
べ
き
こ
と
か
は
。
た
だ
何

方
に
も
、
よ
く
詠
め
る
を
よ
し
と
知
り
て
こ
そ
は
侍
ら
め
。

　
　
　

た
だ
し
、
寂
蓮
入
道
申
す
こ
と
侍
り
き
。﹃
こ
の
争
ひ
、
や
す
く
こ
と
き

る
べ
き
や
う
あ
り
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
手
を
習
ふ
も
、﹁
劣
り
の
人
の
文
字
は

学
び
や
す
く
、
わ
れ
よ
り
あ
が
り
さ
ま
の
人
の
手
跡
は
習
ひ
似
す
る
こ
と
難

し
﹂と
い
へ
り
。
し
か
あ
れ
ば
、わ
れ
ら
が
詠
む
や
う
に
詠
め
と
い
は
む
に
は
、

季
経
卿
・
顕
昭
法
師
な
ど
、
幾
日
案
ず
と
も
、
え
こ
そ
詠
ま
ざ
ら
め
。
わ
れ

は
か
の
人
々
の
詠
む
や
う
に
は
、
た
だ
筆
さ
し
濡
ら
し
て
、
い
と
よ
く
書
き

て
む
。
さ
て
こ
そ
こ
と
は
き
ら
め
﹄
と
ぞ
申
さ
れ
し
。

　
　
　

人
の
こ
と
は
知
ら
ず
、
身
に
と
り
て
は
、
中
頃
の
人
々
あ
ま
た
さ
し
集
ま

り
て
侍
り
し
会
に
連
な
り
て
、
人
の
歌
ど
も
を
聞
き
し
に
は
、
わ
が
思
ひ
至

ら
ぬ
風
情
は
い
と
少
な
か
り
き
。
わ
が
続
け
た
り
つ
る
よ
り
は
、
こ
れ
は
よ

か
り
け
り
な
ど
覚
ゆ
る
こ
と
こ
そ
あ
り
し
か
ど
、
い
さ
さ
か
も
心
の
廻
ら
ぬ

こ
と
は
あ
り
が
た
く
な
む
侍
り
し
。
し
か
あ
る
を
、
御
所
の
御
会
に
つ
か
う

ま
つ
り
し
に
は
、
ふ
つ
と
思
ひ
も
寄
ら
ぬ
こ
と
を
の
み
人
ご
と
に
詠
ま
れ
し

か
ば
、
こ
の
道
は
は
や
く
底
も
な
く
、
際
も
な
き
こ
と
に
な
り
に
け
り
と
、

恐
ろ
し
く
こ
そ
覚
え
侍
り
し
か
。

　
　
　

さ
れ
ば
、
い
か
に
も
こ
の
体
を
心
得
る
こ
と
は
、
骨
法
あ
る
人
の
、
境
に

入
り
、
峠
を
越
え
て
の
ち
、
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。
そ
れ
す
ら
な
ほ
し
外
せ

ば
、
聞
き
に
く
き
こ
と
多
か
り
。
い
は
む
や
風
情
足
ら
ぬ
人
の
、
い
ま
だ
峰

ま
で
登
り
着
か
ず
し
て
、
推
し
量
り
に
学
び
た
る
、
さ
る
か
た
は
ら
い
た
き

こ
と
な
し
。
化
粧
を
ば
す
べ
き
こ
と
と
知
り
て
、
あ
や
し
の
賤
の
女
な
ど
が
、

心
に
任
せ
て
も
の
ど
も
塗
り
付
け
た
ら
む
や
う
に
ぞ
覚
え
侍
り
し
。
か
や
う

の
た
ぐ
ひ
は
、
わ
れ
と
は
え
作
り
立
て
ず
、
人
の
詠
み
捨
て
た
る
言
葉
ど
も

を
拾
ひ
て
、そ
の
さ
ま
を
学
ぶ
ば
か
り
な
り
。
い
は
ゆ
る
、﹃
露
さ
び
て
﹄、﹃
風

ふ
け
て
﹄、﹃
心
の
奥
﹄、﹃
あ
は
れ
の
底
﹄、﹃
月
の
有
明
﹄、﹃
風
の
夕
暮
れ
﹄、﹃
春

の
古
里
﹄
な
ど
、
初
め
め
づ
ら
し
く
詠
め
る
時
こ
そ
あ
れ
、
ふ
た
た
び
と
も

な
れ
ば
念
も
な
き
言
癖
ど
も
を
ぞ
僅
か
に
学
ぶ
め
る
。
あ
る
は
ま
た
、
お
ぼ

つ
か
な
く
心
籠
り
て
詠
ま
む
と
す
る
ほ
ど
に
、
は
て
に
は
み
づ
か
ら
も
え
心

得
ず
、
違
は
ぬ
ま
た
無
心
所
着
に
な
り
ぬ
。
か
や
う
の
列
の
歌
は
、
幽
玄
の

境
に
は
あ
ら
ず
。
げ
に
達
磨
と
も
こ
れ
ら
を
ぞ
い
ふ
べ
き
﹂。

　
　
　

問
ひ
て
い
は
く
、﹁
こ
と
の
趣
は
お
ろ
お
ろ
心
得
侍
り
に
た
り
。
そ
の
幽

玄
と
か
い
ふ
ら
む
体
に
至
り
て
こ
そ
、
い
か
な
る
べ
し
と
も
心
得
が
た
く
侍

れ
。
そ
の
や
う
を
う
け
た
ま
は
ら
む
﹂
と
い
ふ
。

　
　
　

答
へ
て
い
は
く
、﹁
す
べ
て
歌
姿
は
心
得
に
く
き
こ
と
に
こ
そ
。
古
き
口
伝
・

髄
脳
な
ど
に
も
、
難
き
こ
と
ど
も
を
ば
手
を
取
り
て
教
ふ
ば
か
り
に
釈
し
た

れ
ど
、姿
に
至
り
て
は
確
か
に
見
え
た
る
こ
と
な
し
。
い
は
む
や
、幽
玄
の
体
、

ま
づ
名
を
聞
く
よ
り
惑
ひ
ぬ
べ
し
。
み
づ
か
ら
も
い
と
心
得
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
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定
か
に
い
か
に
申
す
べ
し
と
も
覚
え
侍
ら
ね
ど
、
よ
く
境
に
入
れ
る
人
々
の

申
さ
れ
し
趣
は
、
詮
は
た
だ
言
葉
に
現
れ
ぬ
余
情
、
姿
に
見
え
ぬ
景
気
な
る

べ
し
。
心
に
も
理
深
く
、
言
葉
に
も
艶
極
ま
り
ぬ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
徳
は
お

の
づ
か
ら
備
は
る
に
こ
そ
。

　
　
　

た
と
へ
ば
、
秋
の
夕
暮
れ
の
空
の
景
色
は
、
色
も
な
く
、
声
も
な
し
。
い

づ
く
に
い
か
な
る
ゆ
ゑ
あ
る
べ
し
と
も
覚
え
ね
ど
、
す
ず
ろ
に
涙
こ
ぼ
る
る

が
ご
と
し
。
こ
れ
を
心
な
き
列
の
者
は
、
さ
ら
に
い
み
じ
と
思
は
ず
。
た
だ

目
に
見
ゆ
る
花
・
紅
葉
を
ぞ
、
め
で
侍
る
。
ま
た
、
よ
き
女
の
、
恨
め
し
き

こ
と
あ
れ
ど
、
言
葉
に
現
は
さ
ず
、
深
く
忍
び
た
る
気
色
を
、
さ
よ
と
ほ
の

ぼ
の
見
付
け
た
る
は
、
言
葉
を
尽
し
て
恨
み
、
袖
を
絞
り
て
見
せ
ん
よ
り
も
、

心
ぐ
る
し
う
あ
は
れ
深
か
か
る
べ
き
が
ご
と
し
。
こ
れ
ま
た
、
幼
き
者
な
ど

は
、
細
々(

こ
ま
ご
ま)

と
言
は
す
よ
り
外
に
、
い
か
で
か
気
色
を
見
て
知
ら

ん
。
す
な
は
ち
、こ
の
二
つ
の
譬
へ
に
て
、風
情
少
な
く
、心
浅
か
ら
ん
人
の
、

悟
り
難
き
こ
と
を
ば
知
り
ぬ
べ
し
。

　
　
　

ま
た
、
幼
き
子
の
ら
う
た
き
が
、
片
言(

か
た
こ
と)
し
て
、
そ
こ
と
も
聞

こ
え
ぬ
事
言
ひ
ゐ
た
る
は
、
は
か
な
き
に
つ
け
て
も
、
い
と
ほ
し
く
聞
き
ど

こ
ろ
あ
る
に
似
た
る
こ
と
も
侍
る
に
や
。
こ
れ
ら
を
ば
、
い
か
で
か
た
や
す

く
ま
ね
び
も
し
、
定
か
に
言
ひ
も
あ
ら
は
さ
む
。
た
だ
、
み
づ
か
ら
心
得
べ

き
こ
と
な
り
。

　
　
　

ま
た
、
霧
の
絶
え
間
よ
り
、
秋
の
山
を
眺
む
れ
ば
、
見
ゆ
る
所
は
ほ
の
か

な
れ
ど
、
奥
ゆ
か
し
く
、﹃
い
か
ば
か
り
紅
葉
わ
た
り
て
面
白
か
ら
む
﹄
と

限
り
な
く
推
し
量
ら
る
る
面
影
は
、
ほ
と
ほ
と
定
か
に
見
ん
に
も
優
れ
た
る

べ
し
。

　
　
　

す
べ
て
は
心
ざ
し
言
葉
に
現
れ
て
、月
を
﹃
く
ま
な
し
﹄
と
い
ひ
、花
を
﹃
た

へ
な
り
﹄
と
讃
め
む
こ
と
は
、
何
か
は
難
か
ら
ん
。
い
づ
く
か
は
、
歌
の
た

だ
物
い
ふ
に
勝
る
徳
と
せ
ん
。
一
言
葉
に
多
く
の
こ
と
は
り
を
込
め
、
現
は

さ
ず
し
て
、
深
き
心
ざ
し
を
尽
し
、
見
ぬ
世
の
事
を
面
影
に
浮
か
べ
、
卑
し

き
を
借
り
て
優
を
表
し
、
愚
か
な
る
や
う
に
て
、
妙
な
る
理
を
極
む
れ
ば
こ

そ
、
心
も
及
ば
ず
、
言
葉
も
足
ら
ぬ
時
、
こ
れ
に
て
思
ひ
を
述
べ
、
わ
づ
か

に
三
十
一
字
が
う
ち
に
、
天
地
を
動
か
す
徳
を
具
し
、
鬼
神
を
和
む
る
術
に

て
は
侍
れ
﹂。

　

こ
の
話
は
、﹃
無
名
抄
﹄
の
中
で
も
か
な
り
長
い
章
段
で
、
長
明
の
歌
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
重
要
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
章
段
で
長

明
は
問
答
体
を
用
い
て
、﹁
中
頃
の
体
﹂
す
な
わ
ち
古
今
和
歌
集
の
頃
の
歌
風
と
、

最
近
の
歌
風
の
対
比
・
対
立
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
形
と
し
て
は
、
あ
る
二
人

に
よ
る
問
い
と
答
え
か
ら
な
り
、
そ
れ
は
俊
恵
と
長
明
の
よ
う
な
特
定
の
人
物
間

の
対
話
と
は
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
表
現
技
法
は
抽
象
的
な
議
論
を
客
観
的
に
す
る

た
め
の
工
夫
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
も
長
明
は
、﹁
し
か
あ
れ
ど
、
ま
こ
と
に
は
心
ざ
し
は
一
つ
な
れ
ば
、

上
手
と
秀
歌
と
は
何
方
に
も
そ
む
か
ず
。
い
は
ゆ
る
清
輔
・
頼
政
・
俊
恵
・
登
蓮

な
ど
が
詠
み
く
ち
を
ば
、
今
の
世
の
人
も
捨
て
が
た
く
す
。︵
け
れ
ど
も
本
当
の

と
こ
ろ
は
良
い
和
歌
を
詠
み
た
い
と
い
う
心
は
同
一
で
あ
る
か
ら
、
名
人
と
秀
歌

と
は
ど
ち
ら
に
し
て
も
違
わ
な
い
。
世
間
で
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
藤
原
清
輔
、
源

頼
政
、
俊
恵
、
登
蓮
な
ど
の
詠
み
ぶ
り
は
、
今
の
世
の
人
も
捨
て
が
た
い
も
の
と

す
る
。︶﹂
と
、
登
蓮
を
、
藤
原
清
輔
、
源
頼
政
、
俊
恵
と
同
等
に
扱
い
、
尊
敬
の

念
を
顕
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
四
、『
発
心
集
』
に
あ
る
登
蓮
の
話

　
　

長
明
の
書
い
た
仏
教
説
話
集
で
あ
る
﹃
発
心
集
﹄
の
﹁
蓮
花
城
、
入
水
の
事
﹂

の
章
段
に
は
、
前
半
に
あ
る
蓮
花
城
の
入
水
譚
に
登
蓮
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
以
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下
に
引
用
し
、
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
尚
、
テ
キ
ス
ト
に
は
、
慶
安
四
年
刊
本

を
用
い
た

︵
注
五
︶。

　
　
『
発
心
集
』
巻
三
―
八

　
　

蓮
花
城
、
入
水
の
事

　
　
　

近
き
比
、
蓮
花
城
と
云
ひ
て
、
人
に
知
ら
れ
た
る
聖
あ
り
き
。
登
蓮
法
師

相
ひ
知
り
て
、
事
に
ふ
れ
、
情
を
か
け
つ
つ
過
ぎ
け
る
程
に
、
年
比
あ
り

て
、
此
の
聖
の
云
ひ
け
る
や
う
は
、﹁
今
は
年
に
そ
へ
つ
つ
弱
く
な
り
罷
れ

ば
、
死
期
の
近
付
く
事
、
疑
ふ
べ
か
ら
ず
。
終
り
正
念
に
て
罷
り
か
く
れ
ん

事
、
極
ま
れ
る
望
み
に
て
侍
る
を
、
心
の
澄
む
時
、
入
水
を
し
て
終
り
取
ら

ん
と
侍
る
﹂
と
云
ふ
。
登
蓮
、
聞
き
驚
き
て
、﹁
あ
る
べ
き
事
に
も
あ
ら
ず
。

今
一
日
な
り
と
も
、
念
仏
の
功
を
積
ま
ん
と
こ
そ
願
は
る
べ
け
れ
。
さ
や
う

の
行
は
、
愚
癡
な
る
人
の
す
る
わ
ざ
な
り
﹂
と
云
ひ
て
、
い
さ
め
れ
ど
、
更

に
ゆ
る
ぎ
な
く
思
ひ
堅
め
た
る
事
と
見
え
け
れ
ば
、﹁
か
く
、
是
程
思
ひ
取

ら
れ
た
ら
ん
に
至
り
て
は
、
留
む
る
に
及
ば
ず
。
さ
る
べ
き
に
こ
そ
あ
ら
め
﹂

と
て
、
其
の
程
の
用
意
な
ん
ど
、
力
を
分
け
て
、
も
ろ
と
も
に
沙
汰
し
け
り
。

　
　
　

終
に
、
桂
河
の
深
き
所
に
至
り
て
、
念
仏
高
く
申
し
、
時
へ
て
水
の
底
に

沈
み
ぬ
。
其
の
時
、
聞
き
及
ぶ
人
、
市
の
如
く
集
ま
り
て
、
し
ば
ら
く
は
、

貴
み
悲
し
ぶ
事
限
り
な
し
。
登
蓮
は
、﹁
年
ご
ろ
見
な
れ
た
り
つ
る
も
の
を
﹂

と
、
あ
は
れ
に
覚
え
て
、
涙
を
押
へ
つ
つ
帰
り
に
け
り
。

　
　
　

か
く
て
、
日
比
ふ
る
ま
ま
に
、
登
蓮
、
物
の
け
め
か
し
き
病
ひ
を
す
。
あ

た
り
の
人
あ
や
し
く
思
ひ
て
、
事
と
し
け
る
程
に
、
霊
現
は
れ
て
、﹁
あ
り

し
蓮
花
城
﹂
と
名
の
り
け
れ
ば
、﹁
此
の
事
げ
に
と
覚
え
ず
。
年
ご
ろ
相
ひ

知
り
て
、
終
り
ま
で
更
に
恨
み
ら
る
べ
き
事
な
し
。
況
や
、
発
心
の
さ
ま
、

な
ほ
ざ
り
な
ら
ず
、
貴
く
て
終
り
給
ひ
し
に
あ
ら
ず
や
。
か
た
が
た
何
の
故

に
や
、思
は
ぬ
さ
ま
に
て
来
た
る
ら
ん
﹂
と
云
ふ
。
物
の
け
の
云
ふ
や
う
、﹁
其

の
事
な
り
。
よ
く
制
し
給
ひ
し
も
の
を
、
我
が
心
の
程
を
知
ら
で
、
云
ひ
か

ひ
な
き
死
に
を
し
て
侍
り
。
さ
ば
か
り
、
人
の
為
の
事
に
も
あ
ら
ね
ば
、
其

の
き
は
に
て
思
ひ
か
へ
す
べ
し
と
も
覚
え
ざ
り
し
か
ど
、
い
か
な
る
天
魔
の

し
わ
ざ
に
て
あ
り
け
ん
、
ま
さ
し
く
水
に
入
ら
せ
ん
と
せ
し
時
、
忽
ち
に
く

や
し
く
な
ん
な
り
て
侍
り
し
。
さ
れ
ど
も
、
さ
ば
か
り
の
人
中
に
、
い
か
に

し
て
我
が
心
と
思
ひ
か
へ
さ
ん
。﹃
あ
は
れ
、
た
だ
今
制
し
給
へ
が
し
﹄
と

思
ひ
て
目
を
見
合
は
せ
た
り
し
か
ど
、知
ら
ぬ
が
ほ
に
て
、﹃
今
は
と
く
と
く
﹄

と
も
よ
ほ
し
て
沈
み
て
ん
恨
め
し
さ
に
、
何
の
往
生
の
事
も
覚
え
ず
。
す
ず

ろ
な
る
道
に
入
り
て
侍
る
な
り
。
此
の
事
、
我
が
愚
か
な
る
過
な
れ
ば
、
人

を
恨
み
申
す
べ
き
な
ら
ね
ど
、
最
期
に
口
惜
し
と
思
ひ
し
一
念
に
よ
り
て
、

か
く
ま
う
で
来
た
る
な
り
﹂
と
云
ひ
け
る
。

　
　
　

是
こ
そ
、
げ
に
宿
業
と
覚
え
て
侍
れ
。
且
は
又
、
末
の
世
の
人
の
誡
め
と

な
り
ぬ
べ
し
。
人
の
心
は
か
り
が
た
き
物
な
れ
ば
、
必
ず
し
も
清
浄
・
質
直

の
心
よ
り
も
お
こ
ら
ず
。
或
い
は
勝
他
名
聞
に
も
住
し
、
或
い
は
憍
慢
・
嫉

妬
を
も
と
と
し
て
、
愚
か
に
、
身
燈
・
入
海
す
る
は
浄
土
に
生
る
る
ぞ
と
ば

か
り
知
り
て
、
心
の
は
や
る
ま
ま
に
、
か
や
う
の
行
を
思
ひ
立
つ
事
し
侍
り

な
ん
。
即
ち
、
外
道
の
苦
行
に
同
じ
。
大
き
な
る
邪
見
と
云
ふ
べ
し
。
其
の

故
に
、
火
水
に
入
る
苦
し
み
な
の
め
な
ら
ず
。
其
の
こ
こ
ろ
ざ
し
深
か
ら
ず

は
、
い
か
が
た
え
忍
ば
ん
。
苦
患
あ
れ
ば
、
又
心
安
か
ら
ず
。
仏
の
助
け
よ

り
外
に
は
、
正
念
な
ら
ん
事
、
極
め
て
か
た
し
。
中
に
も
、
愚
か
な
る
人
の

こ
と
く
さ
ま
で
、﹁
身
燈
は
え
せ
じ
。
水
に
は
や
す
く
し
て
ん
﹂
と
申
し
侍

る
め
り
。
則
ち
、
よ
そ
目
な
だ
ら
か
に
て
、
其
の
心
知
ら
ぬ
ゆ
ゑ
な
る
べ
し
。

　
　
　

或
る
聖
の
語
り
し
は
、﹁
彼
の
水
に
溺
れ
て
、
既
に
死
な
ん
と
仕
り
し
を
、

人
に
助
け
ら
れ
て
、
か
ら
う
し
て
生
き
た
る
事
侍
り
き
。
そ
の
時
、
鼻
・
口

よ
り
水
入
り
て
責
め
し
程
の
苦
し
み
は
、
た
と
ひ
地
獄
の
苦
し
み
な
り
と
も
、

さ
ば
か
り
こ
そ
は
と
覚
え
侍
り
し
か
。
然
る
を
、
人
の
水
を
や
す
き
事
と
思

へ
る
は
、
未
だ
、
水
の
人
殺
す
様
を
知
ら
ぬ
な
り
﹂
と
申
し
侍
り
し
。

　
　
　

或
る
人
の
云
は
く
、﹁
諸
々
の
行
ひ
は
、
皆
我
が
心
に
あ
り
。
み
づ
か
ら



一
三

勤
め
て
、
み
づ
か
ら
知
る
べ
し
。
よ
そ
に
は
は
か
ら
ひ
が
た
き
事
な
り
。
す

べ
て
過
去
の
業
因
も
、
未
来
の
果
報
も
、
仏
天
加
護
も
う
ち
傾
き
て
、
我
が

心
の
程
を
安
く
せ
ば
、
お
の
づ
か
ら
お
し
は
か
ら
れ
ね
べ
し
。
且
々
、
一
事

を
顕
は
す
。
も
し
、
人
、
仏
道
を
行
は
ん
為
に
山
林
に
も
ま
じ
は
り
、
ひ
と

り
壙
野
の
中
に
も
を
ら
ん
時
、
な
ほ
身
を
恐
れ
、
寿
を
惜
し
む
心
あ
ら
ば
、

必
ず
し
も
、
仏
擁
護
し
給
ふ
ら
ん
と
は
憑
む
べ
か
ら
ず
。
垣
・
壁
を
も
か
こ

ひ
、
遁
る
べ
き
か
ま
へ
を
し
て
、
み
づ
か
ら
身
を
守
り
、
病
ひ
を
助
け
て
、

や
う
や
う
す
す
ま
ん
事
を
願
ひ
つ
べ
し
。
も
し
、
ひ
た
す
ら
仏
に
奉
り
つ
る

身
ぞ
と
思
ひ
て
、
虎
・
狼
来
た
り
て
犯
す
と
も
、
あ
な
が
ち
に
恐
る
る
心
な

く
、
食
ひ
物
た
え
て
、
餓
ゑ
死
ぬ
と
も
、
う
れ
は
し
か
ら
ず
覚
ゆ
る
程
に
な

り
な
ば
、
仏
も
必
ず
擁
護
し
給
ひ
、
菩
薩
も
聖
衆
も
来
た
り
て
、
守
り
給
ふ

べ
し
。
法
の
悪
鬼
も
毒
獣
も
、
便
り
を
得
べ
か
ら
ず
。
盗
人
は
念
を
起
し
て

去
り
、
病
ひ
は
仏
力
に
よ
り
て
癒
え
な
ん
。
是
を
思
ひ
分
か
ず
、
心
は
心
と

し
て
浅
く
、
仏
天
の
護
持
を
た
の
む
は
、
危
ふ
き
事
な
り
﹂
と
語
り
侍
り
し
。

此
の
事
、
さ
も
と
聞
こ
ゆ
。

　

こ
の
話
は
、
前
半
と
後
半
に
分
か
れ
て
お
り
、
前
半
は
、
鎌
倉
時
代
の
歴
史
書

で
あ
る
﹃
百
錬
抄
﹄
の
、安
元
二
︵
一
一
七
六
︶
年
八
月
十
五
日
の
条
に
﹁
十
五
日
。

上
人
十
一
人
入
水
。
其
中
稱
蓮
華
淨
上
人
者
爲
發
起
。﹂
と
あ
る
、
蓮
花
城
と
い

う
僧
の
入
水
譚
で
、
も
う
す
ぐ
自
分
が
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
悟
っ
た
蓮
花
城
は
、

安
ら
か
に
死
ぬ
た
め
に
自
ら
川
に
身
を
投
げ
る
こ
と
を
決
心
す
る
。
蓮
花
城
と
仲

が
良
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
登
蓮
は
入
水
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
蓮
花

城
の
決
意
が
固
か
っ
た
た
め
に
最
終
的
に
は
協
力
す
る
こ
と
に
し
た
。
入
水
の
当

日
、
蓮
花
城
は
念
仏
を
と
な
え
な
が
ら
川
に
身
を
投
げ
る
。
蓮
花
城
の
入
水
の
う

わ
さ
を
聞
き
つ
け
て
川
に
や
っ
て
き
た
人
た
ち
も
皆
、
蓮
花
城
の
死
に
涙
を
流
し

た
。
数
日
後
、
登
蓮
の
も
と
へ
蓮
花
城
の
霊
が
や
っ
て
来
て
、
安
ら
か
に
死
ん
で

い
っ
た
は
ず
な
の
に
な
ぜ
だ
ろ
う
と
思
う
登
蓮
に
、
蓮
花
城
は
﹁
実
は
、
死
ぬ
直

前
に
怖
く
な
り
登
蓮
に
止
め
て
欲
し
い
と
思
っ
て
目
を
合
わ
せ
た
が
、
登
蓮
は
止

め
る
ど
こ
ろ
か
入
水
を
急
か
し
た
。
そ
れ
で
自
分
の
意
に
反
し
て
入
水
し
て
し

ま
っ
た
の
で
極
楽
往
生
で
き
ず
、こ
こ
へ
来
た
﹂
と
語
っ
た
話
で
、長
明
は
こ
れ
を
、

入
水
す
れ
ば
極
楽
往
生
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
が
、
そ
れ
は
誤
り
だ
と

記
し
て
い
る
。

　

後
半
で
は
仏
天
の
護
持
に
つ
い
て
述
べ
、﹁
心
は
心
と
し
て
浅
く
、
仏
天
の
護

持
を
た
の
む
は
、
危
ふ
き
事
な
り
︵
覚
悟
の
無
い
心
の
ま
ま
で
、
佛
に
守
っ
て
も

ら
お
う
と
考
え
る
の
は
、
危
な
い
事
で
あ
る
︶﹂
に
つ
い
て
、﹁
此
の
事
、
さ
も
と

聞
こ
ゆ
︵
此
の
事
は
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
︶﹂
と
し
て
い
る
。
こ
の
章
段
で
長

明
が
強
調
し
て
述
べ
た
か
っ
た
事
柄
は
﹁
心
は
心
と
し
て
浅
く
、
仏
天
の
護
持
を

た
の
む
は
、
危
ふ
き
事
な
り
﹂
と
い
う
後
半
部
分
で
あ
り
、
前
半
部
分
は
後
半
部

分
を
引
き
出
す
た
め
の
導
入
話
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
前
半
の
入
水
譚
の

登
場
人
物
は
特
に
大
き
な
意
味
を
持
た
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、

あ
え
て
長
明
は
こ
の
話
に
登
蓮
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
も
、
長

明
が
い
か
に
登
蓮
を
特
別
視
し
、
数
寄
者
と
し
て
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
ゆ
え

に
﹃
発
心
集
﹄
に
も
登
蓮
を
登
場
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
五
、
登
蓮
は
長
明
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か

　

以
上
、﹃
無
名
抄
﹄
や
﹃
発
心
集
﹄
を
通
し
て
、
長
明
が
登
蓮
に
対
し
て
数
奇

者
と
し
て
の
憧
れ
や
尊
敬
と
い
う
特
別
な
感
情
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
考
察
し

た
。
今
後
は
、
長
明
が
登
蓮
に
対
し
て
認
め
て
い
た
﹁
数
寄
﹂
と
い
う
概
念
が
、

時
代
と
共
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
考
察
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。
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明
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第
二
十
三
号
﹄

二
〇
一
五
年
三
月　

成
蹊
大
学
︶
に
詳
し
い
。

三
．
多
数
の
写
本
が
存
在
し
、
主
な
伝
本
と
し
て
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
梅
沢
記

念
館
旧
蔵
の
鎌
倉
時
代
書
写
本
︵
梅
沢
本
︶、
天
理
図
書
館
蔵
竹
柏
園
︵
佐
々

木
信
綱
︶
旧
蔵
︵
天
理
本
︶、
天
理
図
書
館
蔵
呉
文
炳
旧
蔵
︵
呉
本
︶、
簗
瀬

一
雄
蔵︵
簗
瀬
本
︶、静
嘉
堂
文
庫
蔵
脇
坂
安
元
・
松
井
簡
治
旧
蔵︵
静
嘉
堂
本
︶

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

四
．
拙
稿
﹃
鴨
長
明
﹁
す
き
観
﹂
の
一
考
察
﹄︵﹃
成
蹊
人
文
研
究　

第
二
十
三
号
﹄

二
〇
一
五
年
三
月　

成
蹊
大
学
︶
に
詳
し
い
。

五
．﹃
発
心
集
﹄
の
伝
本
に
は
、
流
布
本
と
異
本
と
い
う
、
二
つ
の
系
統
が
あ
る
。

流
布
本
は
全
八
巻
・
一
〇
二
話
で
あ
る
が
、
現
存
し
な
い
三
巻
本
が
最
も
原

型
に
近
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
他
に
五
巻
六
二
話
の
異
本
も
あ
る
。
伝
本

に
古
写
本
は
無
く
、
慶
安
四
年
片
仮
名
本
と
寛
文
十
年
平
仮
名
本
が
版
本
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
流
布
本
で
あ
り
、
神
宮
文
庫
本
が
五
巻
の
近
世
写
本
で
あ

る
。
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Kamo no Chōmei and Toren
Ayumi SUGIMOTO

Abstract
　Kamo no Chōmei (1155?‒1216) was a Japanese author, poet (in the waka form), and essayist. His works are 

『Hojoki』,『Hosshinsyu』and『Mumyosyo』．He witnessed a series of natural and social disasters, and, having 

lost his political backing, was passed over for promotion within the Shinto shrine associated with his family. 

He decided to turn his back on society, took Buddhist vows, and became a hermit, living outside the capital．

This paper describes what the key concept of Kamo no Chōmei's feeling for Toren．
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