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葉
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て
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律
令
貴
族
と
い
う
と
、
一
般
に
は
大
化
改
新
と
称
さ
れ
る
七
世
紀
中
葉
の
乙
巳
の
変
か
ら
、
帝
都
が
平
城
京
か
ら
長
岡
京
に
遷
る
八
世

紀
末
に
至
る
約
百
五
十
年
間
の
支
配
層
（
皇
族
を
含
む
）
を
さ
す
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
は
、
こ
の
一
世
紀
半
に
わ
た
る
期
間
を
通
じ
て
の
貴
族
で
は
な
い
。
完
成
さ
れ
た
律
令

制
が
、
制
度
的
に
み
て
最
も
貫
徹
さ
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
八
世
紀
中
葉
ま
で
の
律
令
貴
族
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
七
世
紀
中
葉
か
ら

八
世
紀
中
葉
ま
で
の
期
間
を
、
一
括
し
て
称
す
る
慣
用
さ
れ
た
時
代
称
呼
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敢
え
て
こ
こ
で
「
万
葉
時
代
」

と
副
題
で
示
し
た
の
は
、
文
学
史
上
の
用
語
で
は
あ
る
が
、
以
下
の
小
論
の
趣
旨
に
比
較
的
近
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
厳
密
に
は
異
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
若
干
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
万
葉
集
に
は
、
推
古
朝
か
ら
淳
仁
朝
の
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
ま
で
、
お
よ
そ
三
世
紀
近
く
に
わ
た
る
歌
謡
を

含
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、
万
葉
時
代
と
い
え
ば
六
世
紀
か
ら
八
世
紀
中
葉
ま
で
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
詠
ま
れ
て
い
る
歌
の
数
か
ら



い
っ
て
も
そ
の
時
間
的
な
頻
出
度
か
ら
み
て
も
、
七
世
紀
中
葉
以
前
の
時
期
を
、
七
世
紀
中
葉
以
後
の
時
期
と
同
等
の
比
重
で
万
葉
時
代

と
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
穏
当
を
欠
く
で
あ
ろ
う
。
文
学
史
で
は
、
文
学
上
の
意
味
か
ら
万
葉
時
代
を
ほ
ぼ
四
期
に
区
分
す
る
の
が
一
般

　
　
　
　
（
1
）

的
の
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
ず
「
七
世
紀
中
葉
以
後
八
世
紀
中
葉
に
至
る
約
一
世
紀
の
期
間
を
万
葉
時
代
と

し
て
お
く
。
い
わ
ゆ
る
白
鳳
時
代
か
ら
、
奈
良
時
代
の
中
期
ま
で
を
中
心
と
す
る
時
期
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
律
令
制
に
も
と
ず
く
国
家

体
制
が
完
成
さ
れ
、
制
度
的
に
そ
れ
が
最
も
貫
徹
さ
れ
て
い
た
時
期
を
意
味
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
に
最
も
顕
著
な
宗
教
や
思
想
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
仏
教
だ
と
す
る
の
が
ほ
と
ん
ど
定
説

だ
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
六
世
紀
中
葉
に
百
済
の
王
朝
か
ら
大
和
朝
廷
に
公
伝
さ
れ
た
仏
教
は
、
七
世
紀
代
の
飛
鳥
・
白
鳳
時
代

を
経
て
、
奈
良
時
代
に
は
す
で
に
定
着
し
た
。
そ
れ
も
、
た
ん
に
定
着
し
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
陸
の
先
進
文
化
と
し
て
瞠
目
す

べ
き
展
開
を
み
せ
て
い
た
。
現
在
で
も
大
和
の
地
を
訪
れ
る
人
た
ち
は
、
三
輪
山
麓
の
古
墳
群
や
高
松
塚
古
墳
、
多
く
の
宮
殿
跡
と
な
ら

ん
で
、
飛
鳥
大
仏
や
法
隆
寺
を
は
じ
め
西
ノ
京
の
薬
師
寺
・
唐
招
提
寺
あ
る
い
は
東
大
寺
大
仏
や
興
福
寺
な
ど
の
古
寺
が
、
現
代
人
に
迫

っ
て
く
る
大
和
の
風
物
を
構
成
す
る
最
大
要
素
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
理
屈
抜
き
に
感
得
す
る
。
二
〇
世
紀
末
の
今
日
に
お
い
て
も
、

人
々
に
こ
う
し
た
感
懐
を
与
え
る
こ
れ
ら
の
諸
大
寺
は
、
す
べ
て
七
・
八
世
紀
の
創
建
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
の

諸
寺
の
す
べ
て
が
、
延
暦
寺
や
東
寺
を
は
じ
め
と
す
る
九
世
紀
以
後
の
京
都
の
諸
寺
や
、
．
平
泉
の
金
色
堂
・
白
水
の
阿
弥
陀
堂
な
ど
地
方

の
大
寺
を
生
み
出
し
て
い
く
原
動
力
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
の
東
大
寺
大
仏
の
開
眼
供
養
に
先
立
つ
天
平
廿
一

年
（
七
四
九
）
の
四
月
、
聖
武
天
皇
は
光
明
皇
后
と
皇
太
子
阿
倍
内
親
王
を
と
も
な
っ
て
東
大
寺
へ
行
幸
、

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
白
レ
仏
、
三
宝
乃
奴
止
仕
奉
流
天
皇
羅
我
大
命
、
盧
舎
那
仏
能
大
前
仁
奏
賜
部
止
奏
久
（
傍
点
筆
者
、
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
・
四
・
甲

　
　
午
朔
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

と
、
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
を
象
徴
す
る
庫
舎
那
仏
の
前
に
み
ず
か
ら
「
三
宝
の
奴
」
と
称
し
て
ひ
れ
伏
す
と
い
う
、
律
令
国
家
の
頂
点
に
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立
つ
古
代
天
皇
と
し
て
は
初
め
て
驚
天
動
地
の
行
動
を
公
然
と
す
る
事
実
も
出
現
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
万
葉
時
代
と
い
う
の

は
、
ま
さ
し
く
仏
教
文
化
の
華
と
開
い
た
時
期
で
あ
り
、
万
葉
人
の
宗
教
と
思
想
は
、
仏
の
世
界
へ
の
憧
憬
と
、
求
道
に
導
か
れ
て
い
た

と
す
る
の
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
F

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
通
説
に
対
し
て
、
私
は
一
つ
の
疑
問
を
も
っ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
通
説
は
、
内
容
的
に
は
ほ
ぼ
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
思
う
。
先
ず
第
一
点
。
大
和
の
風
物
構
成
の
最
大
要
素
と
な
っ
て
い
る

と
い
っ
た
前
記
の
諸
寺
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
創
建
が
七
・
八
世
紀
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
建
築
・
仏
像
・
仏
画
や
荘
厳
、

お
よ
び
輩
出
し
た
多
く
の
高
僧
た
ち
の
説
く
こ
と
な
ど
は
、
在
来
の
も
の
と
は
格
段
に
異
質
で
か
つ
非
常
に
優
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
文
明
．
文
物
と
し
て
の
仏
教
文
化
が
、
他
の
も
の
を
圧
倒
す
る
勢
い
で
華
と
開
い
た
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
れ

が
通
説
の
第
一
の
内
容
で
あ
る
が
、
私
の
疑
問
は
、
こ
の
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
通
説
の
内
容
の
第
二
は
、
こ
う
し
た
仏
教
文
化
の
華
麗
さ
と
優
秀
さ
は
、
単
に
現
象
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
然
の
こ
と
に
、
享
受
者
で

あ
る
貴
族
層
を
中
心
と
す
る
当
時
の
人
々
の
内
面
生
活
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
と
す
る
。
こ
の
第
二
点
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
奈
良
時
代

の
人
の
心
は
仏
教
へ
の
求
道
と
仏
の
世
界
へ
の
憧
憬
に
満
ち
て
い
た
と
い
う
の
を
、
無
条
件
の
前
提
に
し
て
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
私
の
疑
問
は
、
通
説
の
こ
う
し
た
考
え
方
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

　
問
題
の
所
在
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
最
初
に
、
こ
の
疑
問
か
ら
発
す
る
私
の
試
見
を
、
端
的
に
提
示
し
て
お
き
た
い
。

　
外
来
宗
教
と
し
て
の
仏
教
は
、
百
済
の
王
朝
か
ら
六
世
紀
中
葉
の
欽
明
朝
へ
の
公
伝
以
来
、
七
世
紀
後
期
の
天
武
朝
に
至
る
一
世
紀
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
間
に
日
本
に
定
着
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
政
治
的
に
と
い
う
意
味
で
の
み
正
し
い
。
宗
教
的
・
思
想
的
に
も
定
着
す
る
の
は
天

武
朝
で
な
く
、
最
澄
．
空
海
に
は
じ
ま
る
九
世
紀
以
後
の
い
わ
ゆ
る
平
安
仏
教
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
て
、
七
～
八
世
紀
の
万
葉
時
代
は

そ
の
過
渡
期
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
奈
良
仏
教
の
国
分
寺
制
を
頂
点
と
す
る
鎮
護
国
家
仏
教
が
い
か
に
全
盛
を
誇
っ
て
い
て
も
、

3



そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
律
令
体
制
の
政
治
的
・
制
度
的
な
こ
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
体
制
的
に
支
え
る
中
心
で
あ
っ
た

貴
族
層
の
思
想
は
、
ま
だ
仏
教
思
想
の
影
響
下
に
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
提
示
し
た
い
私
見
の
大
要
で
あ
る
。

い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
飛
鳥
・
奈
良
仏
教
に
代
表
さ
れ
る
仏
教
文
化
の
隆
盛
と
は
、
政
治
的
存
在
と
し
て
の
仏
教
定
着
の
外
面
的
現
象
に

し
か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
生
観
を
構
成
す
る
働
き
を
発
揮
す
る
患
想
的
存
在
と
し
て
の
仏
教
は
、
万
葉
時
代
の
貴
族
層
に
お
い
て

す
ら
ま
だ
定
着
し
て
お
ら
ず
、
い
わ
ん
や
生
活
化
さ
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
万
葉
時
代
ま
で

の
仏
教
に
は
政
治
的
あ
る
い
は
美
術
的
な
意
義
は
充
分
に
認
め
ら
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
生
活
化
さ
れ
た
宗
教
と
か
、
人
生
観
を
構
成
す
る

思
想
と
い
う
意
味
で
は
評
価
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
い
い
た
い
こ
と
に
な
る
。

　
問
題
の
所
在
と
い
う
こ
と
で
結
論
め
い
た
こ
と
を
先
に
提
示
し
た
の
で
、
論
旨
展
開
の
順
序
が
逆
に
な
っ
た
が
、
以
下
に
お
い
て
、
こ

の
私
見
の
根
拠
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

4

二
、
『
万
葉
集
』
の
作
者
に
つ
い
て

　
さ
て
、
小
論
に
お
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
』
な
ど
当
時
の
根
本
史
料
と
さ
れ
て
い
る
正
史
に
つ
い
て
は
、
考
察
の
主
対

象
に
は
ほ
と
ん
ど
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
献
は
、
政
治
的
ま
た
は
経
済
的
存
在
と
し
て
の
仏
教
を
考
え
る
場
合
に
は
基
本
史
料
で
あ

り
え
て
も
、
思
想
的
・
宗
教
的
存
在
と
し
て
の
仏
教
を
考
察
す
る
に
つ
い
て
は
、
二
次
的
な
史
料
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
認
め
た
か
ら
で
あ

る
。
小
論
の
対
象
と
し
て
は
、
『
万
葉
集
』
に
中
心
を
お
い
て
い
る
。
六
国
史
な
ど
の
記
録
や
正
倉
院
文
書
な
ど
の
文
書
類
以
上
に
人
間

の
心
情
の
吐
露
さ
れ
て
い
る
の
は
文
学
作
品
で
あ
り
、
と
り
わ
け
歌
謡
に
お
い
て
こ
の
こ
と
が
著
る
し
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
万
葉
に

は
、
平
安
中
期
の
一
〇
世
紀
初
頭
選
進
さ
れ
た
最
初
の
勅
選
集
『
古
今
和
歌
集
』
以
下
数
多
く
の
勅
選
集
や
和
歌
集
な
ど
の
歌
集
類
と

は
、
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
作
為
の
な
い
真
情
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
宗
教
的
・
思
想
的
存
在
と
し
て
の
仏
教
を
考
え
る
に
は
、



こ
れ
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
万
葉
集
』
二
十
巻
の
全
歌
謡
数
は
四
千
五
百
余
首
に
上
る
。
こ
の
う
ち
、
作
者
不
明
の
も
の
が
二
千
百
余
の
多
き
を
数

え
る
と
は
い
え
、
作
者
を
明
記
す
る
も
の
と
そ
れ
が
推
定
さ
れ
る
も
の
は
、
半
ば
以
上
の
二
千
四
百
余
首
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
明
記
・

推
定
あ
わ
せ
て
判
明
す
る
作
者
は
四
百
三
十
余
名
の
多
数
で
あ
っ
て
、
階
層
的
に
は
ほ
と
ん
ど
を
網
羅
し
、
天
皇
か
ら
庶
民
に
い
た
る
ま

で
あ
ら
ゆ
る
人
た
ち
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
平
安
中
期
以
後
の
歌
集
類
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
作
者
が
歌
人
と
か
文
人
と
称
さ
れ
る

も
の
や
貴
族
層
な
ど
上
層
部
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
判
明
す
る
四
百
三
十
余
名
の
作
者
中
に
、
僧
尼
は
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
巻
一
か
ら
順
を
追
っ
て
挙
げ

て
い
く
と
、
弁
基
（
巻
一
）
．
久
米
禅
師
（
巻
二
）
・
三
方
沙
弥
ま
た
は
三
形
沙
弥
（
巻
二
）
・
博
通
法
師
（
巻
三
）
・
沙
弥
満
誓
ま
た
は
笠
沙
弥

（
巻
三
）
．
通
観
僧
ま
た
は
釈
通
観
（
巻
三
）
・
縁
達
師
（
巻
八
）
・
元
仁
（
巻
九
）
・
小
弁
（
巻
九
）
・
僧
恵
行
（
巻
十
九
）
の
十
名
で
あ
る
（
巻
数

は
い
ず
れ
も
初
出
を
示
す
。
以
下
同
じ
）
。
そ
の
ほ
か
で
は
、
古
歌
の
伝
承
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
が
僧
玄
勝
（
巻
十
七
）
の
一
名
。
名

は
判
明
し
な
い
が
僧
尼
が
作
者
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
元
興
寺
の
僧
（
巻
六
）
と
豊
浦
寺
の
沙
弥
尼
（
巻
八
）
が
二
名
に
、
三
方
沙
弥
と
は
別

人
と
思
わ
れ
る
沙
弥
（
巻
八
）
　
一
名
と
あ
る
法
師
（
巻
＝
ハ
）
　
一
名
で
、
計
六
名
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
加
え
る
と
総
計
十
六
名
に
な
る
。

　
こ
の
う
ち
、
元
仁
と
小
弁
は
僧
名
ら
し
い
が
、
い
ず
れ
も
万
葉
以
後
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
伝
未
詳
で
あ
り
、
必
ず
し
も
僧
と
は
断
定
で

き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
縁
達
師
に
つ
い
て
は
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
ご
ろ
の
成
立
と
推
定
さ
れ
て
い
る
契
沖
の
精
撰
本
の

『
万
葉
代
匠
記
』
に
、

　
　
此
人
ノ
事
未
詳
、
今
按
、
縁
達
ハ
僧
ノ
名
ニ
テ
、
師
ハ
法
師
ノ
師
ニ
ャ
。
第
九
二
碁
師
ト
云
者
ア
リ
。
第
四
坂
上
郎
女
歌
六
首
ノ
第

　
　
三
二
、
シ
ル
シ
ト
云
ヲ
知
僧
ト
カ
ケ
ル
ニ
依
二
、
師
ハ
僧
ナ
リ
。
（
武
田
祐
吉
校
註
『
万
葉
代
匠
記
』
四
）

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
僧
と
す
る
の
が
江
戸
時
代
以
来
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
近
年
に
な
っ
て
、
『
日
本
書
紀
』
の
大
化
元
年
（
六
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四
五
）
七
月
の
三
韓
使
節
の
記
事
中
に
「
唯
百
済
大
使
佐
平
縁
福
、
遇
7
病
留
二
津
館
噛
而
不
γ
入
二
於
京
こ
（
同
月
丙
子
条
）
と
、
百
済
の

大
使
が
縁
福
と
あ
る
の
を
根
拠
と
し
て
、
縁
達
師
の
縁
は
百
済
系
の
姓
で
あ
り
、
達
師
は
名
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
唱
え
ら
れ
た
（
土
屋

文
明
『
万
葉
集
私
注
』
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
縁
達
を
名
と
し
て
師
を
法
師
と
す
る
通
説
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
縁
は
書

紀
の
こ
の
条
以
外
に
は
あ
ら
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
こ
れ
を
百
済
系
の
姓
と
す
る
確
証
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
達
師
を
名
と
す
る
新
説

が
正
し
い
と
断
定
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
唱
ま
た
、
か
り
に
土
屋
説
に
従
う
と
し
て
も
、
名
は
達
師
で
な
く
達
の
み
で
、
師
は
法
師
の

意
を
表
す
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
私
は
通
説
の
方
に
説
得
力
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
は
縁
達
師
を
僧

の
中
に
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
い
え
ば
、
元
仁
と
小
弁
の
二
名
を
除
い
た
十
四
名
を
僧
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
、
と
に
か
く
、
四
百
三
十
余
名
中
の
十
六
名
な
い
し
十
四
名
な
の
だ
か
ら
、
予
想
外
の
少
数
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
の
数
値
を
と

る
に
し
て
も
、
全
体
の
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
及
ば
な
い
ま
こ
と
に
僅
少
な
数
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
万
葉
時
代
の
僧
と
い
う
の
は
、
貴
族
層
に
比
肩
す
る
知
識
人
で
あ
っ
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
以
上
の
教
養
人
で
も
あ

る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
折
り
に
ふ
れ
て
そ
の
心
情
の
吐
露
を
詩
文
や
歌
謡
に
求
め
る
こ
と
は
、
充
分
に
可
能
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
し
か
も
万
葉
は
、
古
今
和
歌
集
以
下
の
歌
集
類
と
は
違
っ
て
、
必
ず
し
も
専
門
的
な
歌
人
や
文
人
を
中
心
と
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
作
者
は
、
天
皇
か
ら
庶
民
に
い
た
る
ま
で
あ
ら
ゆ
る
身
分
階
層
に
わ
た
る
の
み
な
ら
ず
、
庶
民
層
に
お
い
て
も
種
々
の
生
業
に

関
わ
る
人
々
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
ら
僧
た
ち
の
歌
謡
が
、
歌
人
や
文
人
の
も
の
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
排
除
さ
れ

る
こ
と
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
万
葉
の
作
者
の
中
に
か
な
り
の
数
に
上
る
僧
尼
が
含
ま
れ
て
い
る
に
ち

が
い
な
い
と
予
想
す
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。

　
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
僧
尼
そ
の
も
の
は
、
当
時
の
社
会
に
多
数
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
絶
対
数
が
す
で
に
七
世
紀
前
半
の
飛
鳥
時
代

に
相
等
数
に
上
っ
て
い
た
こ
と
は
、
推
古
紀
三
十
二
年
（
六
二
四
）
条
に
、
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校
二
寺
及
僧
尼
（
具
録
二
其
寺
所
レ
造
之
縁
、
亦
僧
尼
入
道
之
縁
、
及
度
之
年
月
日
一
也
、
当
二
此
時
ハ
有
二
寺
鼎
六
所
、
僧
八
百
十
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
人
、
尼
五
百
六
十
九
人
、
井
一
千
三
百
八
十
五
人
哨
（
書
紀
同
年
九
月
甲
子
条
）

と
、
四
十
六
力
寺
に
一
、
三
八
五
人
の
僧
尼
が
い
た
と
あ
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
寺
院
数
は
、
白
鳳
時
代
の
七
世
紀
末
の
持
統

朝
に
は
、

　
　
有
レ
勅
、
令
レ
計
二
天
下
諸
寺
ハ
凡
五
百
四
十
五
寺
、
寺
別
施
二
入
燈
分
稲
一
千
束
ハ
（
持
統
六
年
九
月
条
）

と
『
扶
桑
略
記
』
は
記
し
、
約
十
二
倍
に
増
加
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
僧
尼
の
数
は
挙
げ
て
い
な
い
が
、
書
紀
の
寺
院
数

と
僧
尼
数
に
対
比
し
て
推
定
す
る
と
お
そ
ら
く
一
万
を
超
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
し
て
も
大
過
な
か
ろ
う
と
思
う
。
も
っ
と
も
『
扶
桑
略

記
』
は
平
安
末
期
の
成
立
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
寺
院
数
は
そ
の
ま
ま
信
用
で
き
な
い
に
し
て
も
、
現
在
ま
で
考
古
学
的
に
確
認
さ
れ
て
い

る
白
鳳
時
代
ま
で
の
寺
院
跡
は
二
百
カ
所
以
上
に
達
し
て
い
る
か
ら
、
あ
な
が
ち
誇
大
さ
れ
た
数
字
で
も
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
平

城
京
を
中
心
に
仏
教
文
化
の
華
と
開
い
た
万
葉
時
代
の
全
盛
期
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
貴
族
・
官
人
層
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
数
の
僧
尼

が
出
現
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
上
記
し
た
よ
う
に
、
万
葉
の
作
者
の
な
か
に
相
当
数
の
僧
尼
が
加
わ
っ
て

い
る
に
ち
が
い
な
い
と
予
想
す
る
こ
と
の
方
が
、
む
し
ろ
当
然
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
実
態
は
こ
の
予
想
を
完
全
に
裏
切
っ
て
、
四
百
三
十
余
名
の
中
の
僅
か
十
四
名
、
い
か
に
多
く
見
て
も
十
六
名
の
ご

く
少
数
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
事
実
を
、
一
体
ど
う
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
上
記
の
よ
う
に
、
僧
尼
の
絶
対
数
が
少
な
か
っ
た
か
ら
少
数

に
な
っ
た
の
で
は
決
し
て
な
い
。
ま
た
い
か
に
僧
尼
が
多
く
て
も
、
歌
を
詠
む
能
力
の
あ
る
も
の
が
少
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
は
、
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
僧
は
貴
族
と
肩
を
な
ら
べ
る
知
識
人
・
教
養
入
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
た
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
歌
を
詠
む
僧
尼
が
多
く
て
も
、
そ
の
作
品
が
拙
劣
だ
っ
た
の
で
採
り
上
げ
る
ほ
ど
の
も
の
が
少
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
一
つ
の
考
え
方

だ
ろ
う
。
だ
が
、
集
中
に
は
僧
尼
の
歌
よ
り
か
な
り
拙
い
の
が
相
当
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
れ
も
ま
た
適
切
な
考
え
と
は
い

7



え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
に
か
く
、
天
皇
・
皇
族
・
貴
族
・
官
人
・
地
方
豪
族
・
女
性
・
庶
民
に
比
し
て
、
こ
の
よ
う
に
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
い

ご
く
少
数
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
最
終
的
に
『
万
葉
集
』
を
編
集
し
た
と
い
わ
れ
る
大
伴
家
持
を
は
じ
め
と
し
て
、
万
葉
に
含
ま
れ
る
古

歌
集
・
柿
本
人
麻
呂
集
・
類
聚
歌
林
な
ど
の
先
行
歌
集
の
編
者
た
ち
が
、
そ
の
理
由
は
と
も
あ
れ
、
い
ず
れ
も
僧
尼
の
歌
を
積
極
的
に
採

り
あ
げ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
明
示
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
編
者
た
ち
は
、
僧
尼
を
特

別
視
し
て
い
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
家
持
が
防
人
に
注
目
し
た
よ
う
に
、
と
く
に
僧
尼
に
留
意
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
い
か
え

る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
眼
に
は
、
僧
尼
も
そ
の
他
の
も
の
も
全
く
同
じ
も
の
と
し
て
映
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
他
の
も
の
と
異
な
る
特
性

を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
僧
尼
を
意
識
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
こ
の
ご
く
少
数
と
い
う
事
実
の
示
す
内
容
だ
と

思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
、
僧
尼
の
側
か
ら
み
る
な
ら
ば
ど
う
な
る
か
。
世
俗
社
会
か
ら
僧
の
僧
た
る
所
以
が
認
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
だ
か

ら
、
彼
ら
の
宗
教
人
と
し
て
の
存
在
意
義
は
き
わ
め
て
薄
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
僧
と
は
、
寺
院
に
お
け
る
種

々
の
行
事
を
担
当
す
る
単
な
る
官
人
の
一
種
（
官
僧
）
と
し
て
、
官
僚
社
会
の
な
か
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

　
な
ぜ
こ
う
で
あ
っ
た
の
か
。
私
は
こ
の
作
者
数
に
関
す
る
一
連
の
事
実
を
通
し
て
、
柿
本
人
麻
呂
・
山
上
憶
良
・
笠
金
村
・
高
橋
虫
麻

呂
・
田
辺
福
麻
呂
・
大
伴
坂
上
郎
女
・
大
伴
家
持
ら
に
代
表
さ
れ
る
万
葉
時
代
の
貴
族
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
仏
教
は
外
面
的
な
華
麗
さ

で
そ
の
注
目
を
ひ
い
て
も
、
ま
だ
、
彼
ら
の
生
活
の
内
面
に
ま
で
く
い
こ
ん
だ
存
在
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
と
推
考
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
通
説
へ
の
疑
問
を
起
さ
せ
る
発
端
で
あ
る
の
で
、
さ
き
に
述
べ
た
私
見
の
根
拠
の

第
一
点
で
あ
る
。
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三
、
僧
尼
の
歌
謡
に
つ
い
て
（
上
）

　
前
節
に
お
い
て
私
は
、
小
論
で
は
『
万
葉
集
』
を
主
た
る
対
象
と
し
て
考
察
を
進
め
た
い
と
い
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
限
り
は
、
万
葉
の

全
歌
数
四
千
五
百
余
首
の
内
容
を
遂
次
吟
味
し
て
い
く
と
い
う
の
が
筋
道
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
節
だ
け
で
そ
れ
を
な
す
の
は
不

可
能
で
あ
る
し
、
方
法
論
と
し
て
も
必
ず
し
も
妥
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
方
法
論
と
し
て
は
、
全
歌
数
の
中
か
ら
い
く
つ
か
を
抽
出
し
て
考
察
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
問
題
は
そ
の
抽
出
の
や
り

方
で
あ
る
。
任
意
の
抽
出
で
は
こ
の
場
合
も
ち
ろ
ん
意
味
は
な
い
。
ま
ず
、
当
面
の
問
題
の
具
体
相
を
究
明
す
る
に
は
、
作
者
不
明
の
歌

謡
を
考
察
す
る
よ
り
、
作
者
を
明
記
ま
た
は
推
定
で
き
る
歌
謡
を
対
象
に
す
る
の
が
よ
り
妥
当
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
全
作
者
数
四
百

三
十
余
名
の
な
か
か
ら
誰
を
選
び
出
す
か
が
、
最
も
重
要
な
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
階
層
別
に
選
び
出
す
と
か
、
あ
る

い
は
地
域
別
に
選
び
出
し
た
作
者
を
分
類
し
て
、
比
較
射
照
す
る
と
い
う
の
も
た
し
か
に
よ
い
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
本
節
で
は
、
前
節

ま
で
に
考
察
し
て
き
た
こ
と
と
の
関
連
を
考
え
て
、
僧
尼
ま
た
は
僧
尼
と
推
定
さ
れ
る
も
の
の
歌
謡
を
対
象
に
し
よ
う
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
万
葉
に
あ
ら
わ
れ
る
僧
尼
の
出
自
階
層
を
み
る
と
、
あ
る
特
定
の
階
層
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
階
層

に
わ
た
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
出
身
地
域
や
歌
の
詠
ま
れ
た
場
所
に
つ
い
て
も
、
藤
原
京
・
平
城
京
と
い
っ
た
京
師
や
畿

内
地
方
に
限
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
僧
尼
の
作
者
を
通
じ
て
、
貴
族
層
の
み
な
ら
ず
庶
民
層
ま
で
を
含
む
万

葉
時
代
の
入
び
と
の
心
情
を
推
定
す
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
当
面
の
課
題
と
し
て
い
る
仏

教
に
つ
い
て
、
最
も
関
わ
り
の
深
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
僧
尼
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
僧
尼
の
歌
謡
を
対
象
に
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
人

た
ち
の
実
際
の
生
活
に
お
け
る
仏
教
の
あ
り
方
の
具
体
的
な
状
況
を
解
明
す
る
の
に
、
か
な
り
充
分
な
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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ま
ず
僧
尼
を
、
明
白
に
僧
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
A
類
、
名
称
は
不
詳
で
あ
る
が
僧
尼
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
B
類
、
作
者

で
は
な
い
が
古
歌
の
伝
承
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
僧
を
C
類
、
名
称
か
ら
す
れ
ば
僧
と
し
て
よ
い
が
積
極
的
に
断
定
で
き
な
い
も
の
と
異

説
の
あ
る
も
の
を
D
類
と
四
つ
に
分
類
、
比
較
対
照
し
て
考
察
を
進
め
た
い
と
思
う
。

　
そ
れ
で
は
、
『
万
葉
集
』
に
僧
尼
の
歌
謡
数
は
ど
れ
ほ
ど
含
ま
れ
て
い
る
か
。
A
類
で
は
、
僧
恵
行
一
首
・
釈
通
観
二
首
・
博
通
法
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

三
首
・
久
米
禅
師
三
首
・
沙
弥
満
誓
（
笠
沙
弥
）
七
首
・
三
方
沙
弥
（
三
形
沙
弥
）
七
首
・
弁
基
八
首
の
計
七
名
三
一
首
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
三
方
沙
弥
七
首
に
は
、
「
左
注
」
に
、

　
　
右
一
首
、
右
大
弁
高
橋
安
麿
卿
云
、
故
豊
嶋
釆
女
之
作
也
、

　
と
、
作
者
が
豊
嶋
釆
女
と
も
い
わ
れ
て
い
る
一
首
（
巻
六
腰
）
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
保
留
す
れ
ば
六
首
に
な
る
。
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

同
左
注
に
は
続
け
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
但
或
本
云
、
三
方
沙
弥
恋
二
妻
苑
臣
一
作
歌
、
然
則
、
豊
嶋
釆
女
当
時
当
所
ロ
コ
吟
此
認
一
歎
、
（
傍
点
筆
者
）

と
あ
り
、
「
当
時
当
所
」
は
詞
書
に
あ
る
よ
う
に
、
天
平
十
年
（
七
三
八
）
右
大
臣
に
昇
任
し
た
ば
か
り
の
橘
諸
兄
の
邸
宅
で
催
さ
れ
た

仲
秋
の
宴
席
で
の
四
首
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
か
つ
て
橘
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
の
あ
る
三
形
沙
弥
の
一
首
を
、
豊
嶋
釆
女
が
さ
ら
に
宴
の
興

を
高
め
ん
と
し
て
吟
じ
あ
げ
た
と
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
豊
嶋
釆
女
作
説
に
よ
ら
ず
、
三
方
沙
弥
詠

歌
か
ら
除
外
し
な
い
で
お
く
。
B
類
で
は
、
あ
る
法
師
一
首
・
あ
る
沙
弥
一
首
・
元
興
寺
の
僧
一
首
・
豊
浦
寺
の
尼
二
名
の
各
一
首
の
計

　
　
　
　
　
（
4
V

五
名
五
首
で
あ
る
。
C
類
は
、
僧
玄
勝
の
一
首
だ
け
で
あ
る
（
巻
十
七
囎
）
。
D
類
で
は
、
縁
達
師
一
首
・
元
仁
三
首
・
小
弁
三
首
の
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
　
　
　
　
（
5
）

三
名
七
首
で
あ
る
。
た
だ
小
弁
に
は
、
題
詞
に
春
日
蔵
歌
（
巻
九
㎜
）
と
あ
る
「
左
注
」
に
「
右
一
首
、
或
本
云
、
小
弁
作
也
」
と
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

一
首
と
、
同
じ
く
高
市
連
黒
人
歌
（
巻
三
謝
）
と
あ
る
「
左
注
」
に
こ
れ
ま
た
「
右
歌
、
或
本
日
、
小
弁
作
也
」
と
あ
る
一
首
の
二
首
が

含
ま
れ
る
。
こ
れ
を
題
詞
に
従
っ
て
除
け
ば
、
小
弁
は
一
首
と
な
り
、
D
類
の
計
は
五
首
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
『
万
葉
集
』
に
あ
ら
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わ
れ
る
僧
尼
と
僧
尼
ら
し
き
も
の
十
六
名
の
歌
数
は
、
A
・
B
・
C
・
D
あ
わ
せ
て
四
十
四
首
で
あ
る
。
D
類
の
歌
数
を
五
首
と
す
れ

ば
、
四
十
二
首
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
集
中
の
全
歌
数
四
千
五
百
余
首
の
う
ち
、
作
者
を
明
記
し
た
の
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
二
千
四
百
余
首
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
最
大
限

の
四
十
四
首
を
と
っ
て
み
て
も
、
こ
れ
は
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
い
ま
こ
と
に
微
小
な
数
字
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
数
量
に
判
断
の
基

準
を
求
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
い
数
の
歌
謡
に
視
点
を
据
え
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
軽
率
で
無

謀
の
よ
う
に
み
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
質
的
に
み
る
な
ら
ば
、
す
で
に
た
び
た
び
述
べ
て
き
た
よ
う
に
仏
教
に
最
も
関
わ
り

の
深
い
の
が
僧
尼
で
あ
る
以
上
、
そ
の
考
え
う
る
す
べ
て
で
あ
る
十
六
名
の
四
十
四
首
は
、
た
と
え
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
い
微
小

な
数
量
で
あ
る
に
し
て
も
、
内
容
的
に
は
非
常
な
重
み
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
考
察
を
通
し
て
導
か
れ
る
推
論
に
か
な
り
の

妥
当
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
恣
意
的
な
独
断
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
ほ
ど
軽
率
な
こ
と
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

四
、
僧
尼
の
歌
謡
に
つ
い
て
（
下
）

　
先
づ
、
A
類
か
ら
み
て
い
く
。

　
A
類
七
名
の
う
ち
久
米
禅
師
・
三
方
沙
弥
・
博
通
法
師
・
釈
通
観
の
四
名
は
、
い
ず
れ
も
伝
未
詳
で
名
を
『
万
葉
集
』
に
と
ど
め
る
だ

け
で
あ
り
、
そ
の
出
自
経
歴
や
事
績
な
ど
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
中
級
以
下
の
僧
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
歌
は
、
久

米
禅
師
の
三
首
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ま
び
と

　
　
㈲
み
薦
刈
る
信
濃
の
真
弓
わ
が
引
か
ば
貴
人
さ
び
て
い
な
と
言
は
む
か
も
（
巻
二
相
聞
）

　
　
く

の
よ
う
に
、
す
べ
て
石
川
郎
女
の
愛
を
求
め
る
恋
歌
で
あ
る
。
三
方
沙
弥
の
七
首
中
の
四
首
も
、

　
　
㈹
た
け
ば
ぬ
れ
た
か
ね
ば
長
き
妹
が
髪
こ
の
頃
見
ぬ
に
響
れ
？
り
む
か
（
巻
二
相
聞
）



の
よ
う
に
、
み
な
妻
の
園
臣
女
に
捧
げ
る
愛
の
歌
で
あ
っ
て
、
仏
教
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
る
。
三
方
沙
弥
の
残
り
の
三
首
は
、
詠
ん

だ
場
所
こ
そ
違
う
が
、
い
ず
れ
も
、

　
　
　

　
　
騒
あ
し
ひ
き
の
山
道
も
知
ら
ず
白
橿
の
枝
も
と
を
を
に
雪
の
降
れ
れ
ば
（
巻
十
九
冬
雑
歌
）

　
　
（

の
よ
う
に
、
雪
を
対
象
と
す
る
叙
景
歌
で
あ
る
。
博
通
法
師
の
三
首
は
、
そ
の
う
ち
の
二
首
ま
で
が
、

　
　
　
　
　
　

す
ト
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ほ
の
い
わ
や

　
　
細
は
だ
薄
久
米
の
若
子
が
座
し
け
る
三
穂
石
室
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
巻
三
雑
歌
）

　
　
（

と
、
紀
州
の
三
尾
の
石
室
を
訪
う
た
時
の
も
の
で
、
叙
景
歌
た
る
こ
と
に
は
か
わ
り
が
な
く
（
残
り
一
首
は
次
節
で
後
述
）
、
釈
通
観
二

首
の
う
ち
の
一
首
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
き

　
　
謂
み
吉
野
の
高
城
の
山
に
白
雪
は
行
き
は
ば
か
り
て
た
な
び
け
り
見
ゆ
（
巻
三
雑
歌
）

　
　
（

の
よ
う
に
、
単
な
る
叙
景
歌
で
あ
る
点
で
は
同
様
で
あ
る
（
残
り
一
首
は
次
節
で
後
述
）
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
仏
教
と
は
ほ
と
ん

ど
関
係
が
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

　
伝
未
詳
の
四
名
は
以
上
の
よ
う
だ
が
、
あ
と
の
三
名
は
若
干
経
歴
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
僧
恵
行
は
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七

五
二
）
に
長
門
の
国
司
日
置
山
守
の
家
刀
自
三
首
那
が
父
母
の
た
め
に
発
願
し
た
「
報
恩
経
」
を
書
写
し
て
お
り
（
『
寧
楽
遺
文
』
中

巻
宗
教
編
下
）
、
万
葉
に
の
る
一
首
の
「
左
注
」
に
「
講
師
僧
恵
行
」
と
天
平
勝
宝
年
間
の
越
中
国
の
講
師
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

し
て
い
る
か
ら
、
前
記
の
四
名
よ
り
僧
と
し
て
は
高
位
に
あ
り
、
一
応
、
上
級
に
属
す
る
僧
と
し
て
よ
い
。
だ
が
、
そ
の
「
墓
じ
折
れ
る

ほ
ほ
が
し
わ

厚
朴
を
見
て
」
詠
ん
だ
一
首
、

　
　
駒
わ
が
背
子
が
捧
げ
て
持
て
る
厚
朴
の
あ
た
か
も
似
る
か
青
き
蓋
（
巻
十
九
）

　
　
d

と
い
う
の
は
、
官
僚
社
会
に
お
い
て
上
司
の
意
を
迎
え
る
の
に
汲
々
と
し
て
い
る
俗
人
た
る
官
人
層
の
発
想
と
な
ん
ら
変
る
と
こ
ろ
が
な

い
。
次
に
、
沙
弥
満
誓
は
、
『
続
日
本
紀
』
に
、
元
明
太
上
天
皇
の
病
気
が
重
態
に
な
っ
た
と
き
そ
の
平
愈
を
祈
っ
て
、
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右
大
弁
従
四
位
上
笠
朝
臣
麻
呂
、
請
下
奉
コ
為
太
上
天
皇
一
出
家
入
道
上
、
勅
許
γ
之
、
（
養
老
五
・
五
戊
午
条
）

と
あ
る
の
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
笠
朝
臣
麻
呂
が
出
家
し
た
以
後
の
名
称
で
あ
る
か
ら
当
然
貴
族
層
の
出
身
で
あ
り
、
僧
と
し
て
も
、
養

老
七
年
（
七
二
三
）
二
月
に
元
正
天
皇
の
勅
を
奉
じ
て
観
世
音
寺
建
立
の
た
め
筑
紫
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
続
紀
、
同
年
同
月
丁
酉

条
）
、
最
上
層
の
僧
で
あ
る
。
だ
が
、
全
七
首
中
一
首
を
除
く
六
首
ま
で
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
た
ゆ
う
ぺ

　
　
糀
ま
そ
鏡
見
飽
か
ぬ
君
に
後
れ
て
や
朝
夕
に
さ
び
つ
つ
居
ら
む
（
巻
四
相
聞
）

　
　
（

の
よ
う
に
、
す
べ
て
大
宰
帥
と
し
て
在
任
し
て
い
た
大
伴
旅
人
と
の
遊
宴
に
関
わ
る
文
人
と
し
て
の
歌
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
中
に
は
、

　
　
　

　
　
膿
青
柳
梅
と
の
花
を
折
り
か
ざ
し
飲
み
て
の
後
は
散
り
ぬ
と
も
よ
し
（
巻
五
雑
歌
）

　
　
（

と
、
僧
に
は
適
し
く
な
い
飲
酒
を
喜
ぶ
も
の
一
首
、
さ
ら
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
そ

　
　
鵬
見
え
ず
と
も
誰
恋
ひ
ざ
ら
め
山
の
末
に
い
さ
よ
ふ
月
を
外
に
見
て
し
か
（
巻
三
讐
喩
歌
）

　
　
（

の
よ
う
に
、
奈
良
仏
教
界
で
は
強
い
禁
戒
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
に
座
興
と
は
い
え
女
を
月
に
た
と
え
て
女
色
に
対
す
る
心

情
を
露
わ
に
す
る
な
ど
、
戒
律
を
無
視
す
る
も
の
が
二
首
と
六
首
中
の
半
ば
近
く
を
占
め
て
い
る
。
『
三
代
実
録
』
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
力
）

　
　
大
宰
府
解
儒
、
観
音
寺
講
師
伝
燈
大
法
師
位
性
忠
申
牒
儒
、
寺
家
人
清
貞
・
貞
雄
・
宗
主
等
三
人
、
従
五
位
下
笠
朝
臣
麻
呂
五
代
之
孫

　
　
也
、
麻
呂
天
平
年
中
為
二
造
寺
使
（
麻
呂
通
二
寺
家
女
赤
漬
噛
生
二
清
貞
等
噛
即
随
レ
母
為
二
家
人
↓
清
貞
祖
父
夏
麻
呂
、
向
二
太
政
官
井

　
　
大
宰
府
（
頻
経
二
披
訴
蝋
而
未
レ
蒙
二
裁
許
（
夏
麻
呂
死
去
、
清
貞
等
愁
猶
未
レ
有
γ
止
、
寺
家
覆
察
、
事
非
二
虚
妄
h
望
請
、
准
二
糠
格
旨
ハ

　
　
従
γ
良
貫
コ
附
筑
後
国
竹
野
郡
（
太
政
官
処
分
、
依
レ
請
、
（
貞
観
八
・
三
・
四
条
）

と
、
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
に
至
っ
て
こ
う
し
た
事
件
が
起
っ
た
と
伝
え
て
い
る
の
は
、
沙
弥
満
誓
は
女
犯
の
僧
で
あ
っ
た
と
の
評
価

が
、
平
安
前
期
に
至
っ
て
ま
で
九
州
の
地
に
強
く
残
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
し

て
、
僧
と
し
て
の
彼
に
お
い
て
す
ら
、
仏
教
は
ま
だ
現
世
利
益
的
な
も
の
以
上
の
も
の
と
し
て
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
と
ら
え
て
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よ
い
と
思
う
。
最
後
の
弁
基
で
あ
る
が
、
『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
に
還
俗
さ
せ
ら
れ
て
春
日
蔵
首
の
姓
と
老

の
名
を
賜
わ
り
、
追
大
萱
の
位
階
を
授
け
ら
れ
て
官
人
層
に
組
入
れ
ら
れ
た
（
同
年
三
月
壬
辰
条
）
。
以
後
、
官
人
と
し
て
立
身
し
た
と

み
え
て
、
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
に
は
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
下
級
な
が
ら
貴
族
層
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
（
続
紀
、
同

年
正
月
甲
子
条
）
。
大
宝
元
年
に
授
け
ら
れ
た
追
大
萱
は
同
年
改
制
さ
れ
た
令
制
位
階
の
正
八
位
上
に
当
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
和
銅
七
年

に
至
る
僅
か
十
三
年
間
で
八
階
の
昇
任
を
重
ね
て
貴
族
層
の
基
準
と
さ
れ
る
五
位
に
達
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
優
秀
な
能
力
の
持
主
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
と
こ
ろ
で
万
葉
に
の
る
彼
の
八
首
の
う
ち
、
七
首
ま
で
が
こ
の
春
日
蔵
首
老
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、

弁
基
時
代
の
一
首
が
、

　
　
　
ま
つ
ち
　
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ほ
さ
き
　
　
す
み
だ

　
　
鵬
亦
打
山
夕
越
え
行
き
て
藍
前
の
角
田
河
原
に
独
り
か
も
殊
む
．
（
巻
三
雑
歌
）

　
　
（

と
、
旅
を
詠
ん
で
い
る
の
を
含
め
て
、
八
首
す
べ
て
が
旅
に
関
係
し
た
歌
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
、
僧
侶
的
な
発
想
で
詠
ん
だ
も
の

は
一
首
も
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
か
え
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
じ

　
　
捌
焼
津
辺
に
わ
が
行
き
し
か
ば
駿
河
な
る
阿
倍
の
市
道
に
逢
ひ
し
児
ら
は
も
（
巻
三
雑
歌
）

　
　
（

の
よ
う
に
、
さ
き
の
沙
弥
満
誓
式
に
旅
さ
き
で
逢
っ
た
女
を
慕
う
心
を
打
ち
出
し
て
い
る
も
の
と
か
、
お
そ
ら
く
友
人
な
の
だ
ろ
う
が
入

唐
す
る
三
野
連
某
に
銭
す
る
歌
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
な
か
　
　
ぬ
さ

　
　
6
2
あ
り
ね
よ
し
対
馬
の
渡
り
海
中
に
幣
取
り
向
け
て
早
帰
り
来
ね
（
巻
一
雑
歌
）

　
　
く

と
詠
っ
て
い
る
の
は
、
航
海
安
全
の
祈
り
の
効
験
を
、
仏
に
対
し
て
で
は
な
く
神
へ
の
期
待
に
お
く
の
を
主
題
と
し
て
い
る
の
に
注
目
さ

れ
る
。
前
者
は
、
弁
基
時
代
で
な
く
還
俗
後
の
官
人
の
時
（
お
そ
ら
く
地
方
の
国
司
時
代
で
あ
ろ
う
）
だ
か
ら
ま
だ
よ
い
と
し
て
も
、
後

者
は
、
た
と
え
還
俗
後
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
現
世
利
益
と
鎮
護
国
家
を
核
心
と
し
て
い
た
奈
良
仏
教
界
に
か
つ
て
僧
と
し
て
籍
を
お
い

て
い
た
も
の
と
し
て
、
全
く
逆
の
発
想
で
あ
る
と
こ
ろ
に
留
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
弁
基
（
春
日
蔵
首
老
）
の
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歌
を
み
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
左
注
」
に
「
右
一
首
、
或
本
云
、
小
弁
作
也
」
と
あ
る
春
日
蔵
認
一
首
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
と
ま
り

　
　
　

　
　
質
照
る
月
を
雲
な
隠
し
そ
島
か
げ
に
わ
が
船
泊
て
む
泊
知
ら
ず
も
（
巻
九
雑
歌
）

　
　
σ

と
い
う
の
は
、
月
を
仏
に
、
雲
を
煩
悩
に
、
ま
た
泊
は
浬
繋
に
寓
意
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
な
か
な
か
悟
り
を
開
く
こ
と

の
で
き
な
い
身
を
嘆
く
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
反
論
が
提
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は

か
な
り
恣
意
的
な
強
弁
で
あ
ろ
う
。
こ
の
－
歌
を
詠
ん
だ
時
の
春
日
蔵
首
老
の
詩
想
は
、
照
る
月
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
一
点
に
集

中
さ
れ
て
い
る
。
雲
も
泊
も
、
そ
の
詩
心
を
強
調
せ
ん
が
た
め
に
と
り
出
さ
れ
た
点
景
に
す
ぎ
な
い
。
私
は
、
こ
の
歌
も
仏
教
思
想
と
は

無
関
係
と
す
る
の
が
素
直
な
受
け
と
り
方
だ
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
以
上
の
よ
う
に
、
A
類
七
名
の
三
十
「
首
の
う
ち
、
後
述
に
譲
っ
た
三
首
を
除
く
二
十
八
首
は
、
す
べ
て
、
仏
教
と
は
関
連
し
な
い
心

情
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
の
で
あ
る
。

　
B
類
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
B
類
の
五
名
は
名
さ
え
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
伝
が
未
詳
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
尼
は
二
名
と
も
豊
浦
寺
の
尼
で
あ
り
、
僧
三
名
の
う
ち
一
名
が
元
興
寺
の
僧
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
、
他
の
二
名
は
、
そ
の

在
所
さ
え
不
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
五
名
と
も
下
級
僧
尼
で
あ
っ
た
と
断
定
し
て
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
、
そ
の
歌
の
内

容
で
あ
る
が
、
豊
浦
寺
の
沙
弥
尼
二
名
の
は
、

　
　
鋤
鶉
凝
く
古
り
に
し
郷
の
秋
萩
を
思
ふ
人
ど
ち
相
見
つ
る
か
も
（
巻
八
秋
雑
歌
）

　
　
σ

の
よ
う
に
、
二
首
と
も
女
性
の
細
や
か
な
心
情
の
あ
ら
わ
れ
て
い
る
秋
の
叙
景
歌
で
あ
り
、
あ
る
沙
弥
の
一
首
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
と
ぎ
す

　
　
　

　
　
4
6
あ
し
ひ
き
の
山
窪
公
鳥
汝
が
鳴
け
ば
家
な
る
妹
し
常
に
思
ほ
ゆ
（
巻
八
夏
雑
歌
）

　
　
σ

と
、
初
夏
の
叙
景
の
う
ち
に
妻
を
思
う
情
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
仏
教
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
こ
と
に
後

者
は
、
沙
弥
と
は
い
え
僧
ら
し
か
ら
ぬ
心
境
に
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
次
の
元
興
寺
の
僧
で
あ
る
が
、
「
詞
書
」
に
よ
れ
ば
、
彼
が
天
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平
十
年
（
七
三
八
）
に
自
か
ら
を
嘆
い
て
詠
ん
だ
と
い
う
旋
頭
歌
の
一
首
は
、

　
　
の
し
ら
た
ま

　
　
雄
白
珠
は
人
に
知
ら
え
ず
知
ら
ず
と
も
よ
し
知
ら
ず
と
も
わ
れ
し
知
れ
ら
ば
知
ら
ず
と
も
よ
し
（
巻
六
雑
歌
）

　
　
（

と
、
一
見
す
る
と
こ
ろ
、
俗
世
間
を
離
れ
て
独
り
静
か
に
仏
法
を
求
め
て
い
る
僧
が
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
真
情
を
吐
露
し
て
い
る
も
の
の
よ

う
に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
左
注
」
に
、

　
　
右
一
首
、
或
云
、
元
興
寺
之
僧
、
独
覚
多
レ
智
、
未
レ
有
二
顕
聞
叫
衆
諸
狽
侮
、
因
レ
此
、
僧
作
二
此
謡
一
自
嘆
二
身
才
一
也
、

と
あ
る
の
を
あ
わ
せ
て
再
考
す
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
世
に
知
ら
れ
て
い
な
い
二
流
か
三
流
の
寺
院
な
ら
ば
と
も
か
く
、
飛
鳥
時
代
以
来
の
伝

統
を
誇
る
官
大
寺
と
し
て
天
平
年
間
の
仏
教
界
の
中
枢
に
位
置
す
る
元
興
寺
に
僧
と
し
て
の
籍
を
置
き
な
が
ら
も
、
ど
う
し
て
な
の
か
、

自
分
の
望
み
通
り
の
立
身
が
で
き
ぬ
不
運
を
か
こ
つ
不
平
の
歌
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
僧
と
し
て
の
発
想
で
な
く
、

身
を
貴
族
層
や
官
人
層
の
な
か
に
お
い
て
政
界
に
お
け
る
立
身
出
世
に
不
満
を
持
っ
た
も
の
た
ち
と
、
全
く
同
じ
精
神
構
造
か
ら
発
現
さ

れ
た
も
の
で
し
か
な
い
と
い
っ
て
も
大
過
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
B
類
五
名
の
五
首
に
お
い
て
も
、
次
節
で
触
れ
る
あ

る
法
師
の
一
首
を
除
く
四
名
の
四
首
は
、
い
ず
れ
も
仏
教
と
は
関
わ
り
の
き
わ
め
て
薄
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
C
類
は
、
僧
玄
勝
の
一
名
で
一
首
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
一
首
、

　
　
の
　
　
　
　
　
　
い
く
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く

　
　
謝
妹
が
家
に
伊
久
里
の
森
の
藤
の
花
今
来
む
春
も
常
如
此
し
見
む
（
巻
十
七
）

　
　
（

と
い
う
の
は
、
高
安
王
の
作
で
、
彼
が
大
原
真
人
の
姓
を
賜
っ
て
臣
籍
に
降
っ
た
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
四
月
か
ら
、
同
十
四
年
に
没

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

す
る
ま
で
の
間
の
い
つ
か
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
詞
書
に
よ
れ
ば
、
天
平
十
八
年
八
月
七
日
の
夜
、
越
中
の
国
守
大
伴
家
持
の
館
で
催

さ
れ
た
宴
席
で
、
こ
れ
を
古
歌
と
し
て
伝
調
し
た
の
が
僧
玄
勝
で
あ
っ
た
。
玄
勝
と
は
い
か
な
る
僧
で
あ
っ
た
か
、
伝
未
詳
で
わ
か
ら
な

い
。
越
中
の
僧
で
あ
っ
た
の
か
、
家
持
が
都
か
ら
つ
れ
て
き
た
僧
で
あ
っ
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
玄
勝
は
春
の
景
物
に
関
心
が

強
か
っ
た
の
で
か
つ
て
高
安
王
の
詠
ん
だ
叙
景
歌
を
秀
歌
と
し
て
よ
く
記
憶
し
て
い
た
の
で
披
露
し
た
の
か
、
【
そ
れ
と
も
、
歌
の
内
容
か
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ら
み
て
越
中
守
と
し
て
の
家
持
の
盛
運
を
寿
ぐ
意
を
現
わ
そ
う
と
し
た
も
の
な
の
か
、
そ
の
意
図
に
つ
い
て
も
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
歌
は
神
社
の
杜
の
藤
の
花
を
対
象
と
し
た
純
然
た
る
叙
景
歌
で
あ
っ
て
、
仏
教
と
は
関

わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

　
最
後
の
D
類
は
、
三
名
で
歌
数
は
七
首
で
あ
る
。
縁
達
師
に
つ
い
て
は
既
に
第
二
節
で
詳
述
し
た
よ
う
に
伝
未
詳
で
あ
り
、
他
の
元

仁
・
小
弁
の
二
名
も
同
じ
く
伝
未
詳
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
僧
で
あ
れ
ば
い
う
ま
で
も
な
く
下
級
の
僧
と
し
て
よ
く
、
そ
う
で
な

く
て
俗
人
だ
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
下
級
官
人
か
庶
民
層
に
属
す
る
も
の
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
七
首
の

歌
で
あ
る
が
、
ま
ず
元
仁
の
も
の
は
、
三
首
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
つ

　
　
　

　
　
瑠
馬
並
め
て
う
ち
群
れ
越
え
来
今
見
つ
る
吉
野
の
川
を
何
時
か
へ
り
見
む
（
巻
九
雑
歌
）

　
　
（

の
よ
う
に
、
吉
野
川
の
風
物
を
か
な
り
感
傷
的
に
詠
っ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
縁
達
師
の
一
首
は
、

　
　
　
よ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
た
お
も
な
　
　
な
ば
り
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
　

　
　
瑠
暮
に
逢
ひ
て
朝
面
無
み
隠
野
の
萩
は
散
り
に
き
黄
葉
早
続
げ
（
巻
八
秋
雑
歌
）

　
　
（

と
、
枕
詞
的
に
女
の
董
恥
心
を
詠
み
こ
ん
だ
技
巧
が
目
立
つ
が
、
要
す
る
に
伊
賀
の
名
張
野
の
秋
の
叙
景
歌
に
す
ぎ
な
い
。
最
後
の
小
弁

の
三
首
中
で
、
小
弁
の
作
と
明
記
し
て
い
る
、

　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
あ
　
ど
　
　
　
み
な
と

　
　
る

　
　
佛
　
口
同
島
の
阿
渡
の
水
門
を
漕
ぎ
過
ぎ
て
塩
津
菅
浦
今
か
漕
ぐ
ら
む
（
巻
九
雑
歌
）

一
首
と
、
高
市
連
黒
人
の
を
「
或
本
日
、
小
弁
作
也
」
と
「
左
注
」
し
て
い
る
、

　
　
　
か
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ざ
な
み

　
　
鍋
如
是
ゆ
ゑ
に
見
じ
と
い
ふ
も
の
を
楽
波
の
旧
き
都
を
見
せ
つ
つ
も
と
な
（
巻
三
雑
歌
）

　
　
（

の
一
首
は
、
と
も
に
近
江
の
琵
琶
湖
と
志
賀
宮
の
旧
都
に
つ
い
て
元
仁
式
と
同
じ
よ
う
な
趣
向
で
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
残
り
の
春
日
蔵

の
を
「
左
注
」
で
小
弁
作
と
し
た
一
首
（
巻
九
雑
歌
）
は
、
す
で
に
A
類
の
弁
基
（
春
日
蔵
首
老
）
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
仏
教

思
想
と
は
関
係
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
局
、
D
類
三
名
の
七
首
も
、
い
ま
ま
で
み
て
き
た
他
の
類
と
同
じ
く
す
べ
て
仏
教
と
は
全
く
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関
係
の
な
い
心
情
か
ら
発
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
A
・
B
・
C
・
D
の
四
類
あ
わ
せ
て
十
六
名
の
四
十
四
首
中
、
博
通
法
師
・
釈
通
観
・
沙
弥
満
誓
各
一
首
の
三
首
を

除
く
四
十
一
首
は
、
す
べ
て
仏
教
と
は
関
連
し
な
い
心
情
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
こ
と
か
ら
、
万
葉
時
代
の
僧
尼
の
歌
謡
に
は
、
仏
法
に
つ
い
て
の
心
情
が
認
め
ら
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
と
の
結
論

を
、
一
応
、
導
き
出
し
て
も
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

五
、
万
葉
に
お
け
る
仏
教
の
あ
り
方

　
『
万
葉
集
』
二
十
巻
の
う
ち
十
一
巻
と
十
二
巻
の
両
巻
は
、
他
の
巻
々
と
は
少
し
変
っ
た
組
み
立
て
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
組
み
立
て
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
先
づ
考
え
た
い
。

　
こ
の
両
巻
は
、
「
古
今
相
聞
往
来
謂
類
」
上
・
下
と
題
し
て
い
る
も
の
の
、
総
歌
数
八
九
〇
首
の
う
ち
、
「
正
述
二
心
緒
一
歌
」
と
「
寄
γ

物
陳
γ
思
歌
」
と
部
類
分
け
さ
れ
て
い
る
の
が
七
＝
首
と
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
ま
さ
に
万
葉
時
代
の
人
た
ち
の
心
緒
が
こ
こ
に
集

中
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
万
葉
人
の
心
情
を
刺
戟
し
た
歌
想
・
歌
題
・
歌
材
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
心
緒
と
そ
の
思
い
を
喚
起
せ
し
め
た
も
の
を
具
体
的
に
み
て
み
る
と
、
神
祇
・
天
地
・
自
然
・
天

象
・
人
文
か
ら
種
々
の
衣
服
・
住
居
・
器
材
・
調
度
・
動
物
・
植
物
に
い
た
る
ま
で
を
含
み
、
お
よ
そ
森
羅
万
象
の
す
べ
て
が
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
一
つ
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
釈
教
」
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
心
緒
の
対
象
と
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
寄
せ
て
詩
心
が
喚
起
さ
れ
た
と
い
っ
た
歌
謡
は
皆
無
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
仏
教
文
化
が
飛
鳥
か
ら
奈
良
の
地
に
か
け
て
華
と
展
開
し
て
い
る
時
期
で
あ
る
だ
け
に
、
『
万
葉
集
』
の
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
ま

さ
に
奇
異
な
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
現
象
的
に
は
い
か
に
瞠
目
す
べ
き
ほ
ど
華
や
か
で
あ
ろ
う
と
も
、
仏
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法
と
仏
像
と
寺
院
な
ど
は
、
貴
族
た
る
と
下
級
官
人
や
庶
民
た
る
と
を
問
わ
ず
、
彼
ら
の
心
緒
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
は
位
置
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
、
明
白
に
示
す
も
の
と
考
え
て
も
不
当
で
は
な
か
ろ
う
。

　
し
か
し
、
心
緒
を
述
べ
る
両
巻
の
歌
で
は
皆
無
で
あ
っ
た
が
、
他
の
巻
に
お
い
て
は
、
寺
院
や
そ
こ
で
行
わ
れ
る
仏
事
法
要
に
関
わ
る

も
の
は
、
き
わ
め
て
少
数
で
あ
る
が
散
見
す
る
。
ま
ず
仏
事
で
は
、
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
の
冬
十
月
、
光
明
皇
后
が
維
摩
経
を
講
ず

る
法
会
を
催
さ
れ
た
。
そ
の
寺
院
は
ど
こ
で
あ
っ
た
か
不
詳
で
あ
る
が
、
そ
の
時
の
歌
が
巻
八
に
の
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
る

　
　
靭
時
雨
の
雨
間
無
く
な
降
り
そ
紅
に
に
ほ
へ
る
山
の
散
ら
ま
く
惜
し
も

　
　
（

こ
の
歌
の
「
左
注
」
に

　
　
終
日
供
コ
養
大
唐
・
高
麗
等
種
々
音
楽
h
ホ
乃
唱
二
此
認
ハ
弾
琴
者
市
原
王
・
忍
坂
王
、
認
子
者
、
田
口
朝
臣
家
守
・
河
辺
朝
臣
東

　
　
人
・
置
始
連
長
谷
等
十
数
人
也
、

と
あ
る
。
歌
の
題
詞
が
「
仏
前
唱
歌
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
歌
は
、
法
会
に
参
列
し
た
大
勢
の
も
の
が
仏
像
の
前
で
音
楽
に
合
わ
せ

て
合
唱
し
た
歌
で
あ
る
。
「
終
日
供
養
」
と
あ
る
か
ら
、
法
会
が
済
ん
だ
あ
と
で
光
明
皇
后
を
中
心
に
十
数
入
の
貴
族
た
ち
が
、
本
尊
の
安

置
さ
れ
て
い
る
金
堂
に
お
い
て
、
当
時
最
も
喜
ば
れ
て
い
た
最
新
の
唐
楽
や
高
麗
楽
な
ど
も
に
ぎ
や
か
に
合
唱
し
な
が
ら
楽
し
く
す
ご
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
こ
で
興
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
の
歌
の
内
容
は
、
維
摩
経
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
法
会
そ
の
も
の
に
も
全

く
関
わ
り
が
な
く
、
む
し
ろ
一
般
の
遊
楽
の
宴
席
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
意
味
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
仏
前

の
唱
歌
」
は
、
律
令
貴
族
た
ち
の
実
際
の
生
活
感
情
に
占
め
る
仏
教
や
寺
院
と
の
つ
な
が
り
の
実
態
を
、
は
し
な
く
も
示
唆
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

　
巻
十
六
に
、
お
そ
ら
く
下
級
官
人
と
お
も
わ
れ
る
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
の
歌
を
八
首
の
せ
て
い
る
。
そ
の
一
首
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
は
く
ま
　
　
　
　
　
　
は

　
　
　

　
　
説
香
塗
れ
る
塔
に
な
寄
り
そ
川
隅
の
尿
鮒
喫
め
る
痛
き
女
奴

　
　
（
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と
あ
る
の
は
、
一
見
す
る
と
こ
ろ
、
世
人
の
寺
院
に
対
す
る
清
浄
観
の
現
わ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
意
吉
麻
呂
の
他
の
七

首
は
、
す
べ
て
、

　
　
の
ひ
し
ほ
す
　
　
ひ
る
つ
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
ぎ
　
　
あ
つ
も
の

　
　
蹴
醤
酢
に
蒜
揚
き
合
て
て
鯛
願
ふ
わ
れ
に
な
見
せ
そ
水
葱
の
奨

　
　
（

式
の
た
わ
む
れ
歌
で
あ
る
。
さ
き
の
歌
で
も
、
「
尿
鮒
」
と
か
「
痛
き
女
奴
」
な
ど
と
こ
と
さ
ら
に
ふ
ざ
け
た
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
か

ら
み
て
、
い
か
に
も
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
状
態
を
み
せ
て
い
る
寺
院
の
様
を
、
意
吉
麻
呂
流
で
茶
化
し
た
歌
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
寺
院
の
様
子
、
ひ
い
て
は
僧
侶
を
か
ら
か
う
よ
う
な
風
潮
が
世
間
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
さ
き
に
A
類
の
な
か
で
考
察
を
省
い
た

釈
通
観
の
二
首
中
の
一
首
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
が
セ

　
謝
大
海
の
沖
に
持
ち
行
き
て
放
つ
と
も
う
れ
む
そ
こ
れ
が
生
還
り
な
む
（
巻
三
雑
歌
）

　
（

の
題
詞
に
、
「
或
娘
子
等
贈
二
裏
乾
鰻
（
戯
請
二
通
観
僧
之
呪
願
一
時
、
通
観
作
歌
」
と
あ
る
よ
う
に
、
娘
子
た
ち
が
嬉
々
と
し
て
僧
を
か
ら

か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
前
節
の
B
類
の
と
こ
ろ
で
考
察
を
本
節
に
譲
っ
た
「
あ
る
法
師
」
の
一
首

に
、

　
　
バ
リ
だ
ん
お
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
と
を
さ
　
　
　
　
　
　
は
た

　
　
謝
檀
越
や
然
も
な
言
ひ
そ
里
長
が
課
役
徴
ら
ば
汝
も
泣
か
む
（
巻
十
六
有
二
由
縁
一
雑
歌
）

　
　
（

と
あ
る
の
は
、
題
詞
に
よ
る
と
、
あ
る
檀
越
が
、

　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
り
く
ひ
　
つ
な

　
　
謝
法
師
ら
が
髪
の
剃
杭
馬
繋
ぎ
い
た
く
な
引
き
そ
僧
は
泣
か
む

　
　
（

　
　
　
　
　
わ
ら

と
「
僧
を
戯
れ
膿
ふ
」
て
か
ら
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
報
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
み
る
と
、
僧
を
か
ら
か
う
風
潮
は
、
檀

越
な
ど
中
年
の
男
性
か
ら
若
い
乙
女
に
至
る
ま
で
、
一
般
の
庶
戻
層
の
間
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
の

み
で
な
く
、
中
．
下
級
の
僧
侶
で
は
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
僧
自
身
に
お
い
て
も
、
僧
た
る
こ
と
に
卑
下
し
た
気
分
を
か
な
り
も
っ
て
い
た
こ

と
が
推
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
後
に
あ
げ
た
問
答
歌
の
二
首
は
、
本
当
は
檀
越
と
僧
と
の
間
に
交
さ
れ
た
も
の
で
な
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く
、
僧
で
も
檀
越
で
も
な
い
第
三
者
が
、
単
に
歌
材
の
趣
向
と
し
て
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
趣
向
と
は
い
え
こ
う
し
た
採
り
あ
げ
方
を
さ
れ
て
も
仕
様
の
な
い
状
況
が
、
か
な
り
普
遍
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
奈
良
中
期
以
後
、
平
城
京
に
お
い
て
寺
院
中
最
大
の
位
置
を
占
め
る
東
大
寺
の
経
営
上
の
実
力
者
の
一
人
と
し
て
目
さ
れ
る
僧

平
栄
は
、
そ
の
荘
園
が
集
中
的
に
所
在
し
て
い
た
越
中
国
に
、
天
平
感
宝
元
年
（
七
四
九
）
占
墾
地
使
と
し
て
出
張
し
た
。
当
時
、
越
中

守
と
し
て
在
任
中
の
大
伴
家
持
は
、
僧
平
栄
を
迎
え
て
五
月
五
日
の
節
句
の
好
日
に
歓
迎
の
大
宴
会
を
催
し
、

　
　
の
　
　
　
　
　
　
と
な
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　
　
畑
焼
大
刀
を
礪
波
の
関
に
明
日
よ
り
は
守
部
遣
り
添
へ
君
を
留
め
む
（
巻
十
八
）

　
　
く

と
、
自
か
ら
平
栄
に
酒
を
す
す
め
る
歌
を
呈
し
て
い
る
。
万
葉
は
そ
れ
に
応
え
る
平
栄
の
歌
を
の
せ
て
は
い
な
い
が
、
彼
が
こ
の
宴
席
で

飲
酒
戒
を
無
視
し
て
平
然
と
飲
ん
で
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
ま
た
家
持
は
、
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
こ
と
で
あ
る

が
、
越
中
国
分
寺
の
前
国
師
の
従
僧
で
あ
っ
た
清
見
が
都
へ
帰
任
す
る
に
際
し
て
送
別
の
宴
を
催
し
、
酒
を
す
す
め
る
と
と
も
に
、

　
　
鋤
．
一
，
群
な
で
し
・
植
え
し
そ
の
心
誰
に
見
せ
む
と
田
心
ひ
そ
め
け
む
（
巻
＋
八
）

　
　
く

の
音
を
贈
・
て
馳
・
・
れ
ら
家
持
の
歌
は
・
必
ず
・
も
贈
・
対
象
が
僧
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
し
・
む
し
ろ
僧
侶
以

外
の
俗
人
で
あ
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
送
別
歌
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
一
連
の
事
実
は
、
大
伴
家
持
は
い
か
な
る
目

で
僧
を
見
て
い
た
か
を
示
唆
し
て
あ
ま
り
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
僧
た
ち
は
、
越
中
時
代
の
青
壮
年
期
の
家
持
に
対
し
て
宗
教
的

に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
万
葉
集
』
中
の
僧
尼
十
六
名
の
全
歌
数
四
十
四
首
中
、
仏
教
思
想
に
関
わ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
前
節
で
詳
述
し
た

A
類
の
と
こ
ろ
で
後
述
に
廻
す
と
そ
こ
で
の
考
察
を
省
略
し
た
、
わ
ず
か
二
首
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
博
通
法
師
三
首
中
の
一
首
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
わ
や

　
　
㈹
常
磐
な
る
石
室
は
今
も
あ
り
け
れ
ど
住
み
け
る
人
そ
常
な
か
り
け
る
（
巻
三
雑
歌
）
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と
い
う
の
に
、
石
室
は
今
も
存
在
す
る
の
に
住
ん
で
い
た
人
は
も
は
や
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
、
強
い
て
い
え
ば
世
の
移
ろ
い
を
感

じ
さ
せ
る
無
常
観
が
流
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
と
、
い
ま
」
つ
は
、
沙
弥
満
誓
七
首
中
の
一
首
に
、

　
　
　
よ
の
な
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
鍛
世
間
を
何
に
磐
へ
む
朝
び
ら
き
漕
ぎ
去
に
し
船
の
跡
な
き
が
ご
と
（
巻
三
醤
喩
歌
）

　
　
（

と
あ
る
も
の
の
二
首
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
厳
密
に
い
え
ば
、
後
の
満
誓
の
た
だ
一
首
の
み
が
仏
教
思
想
に
直
接
関
わ
る
も
の
と
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
満
誓
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
う
か
が
わ
れ
る
無
常
観
は
、
た
し
か
に
博
通
法
師
の
そ
れ
よ
り
は
深

化
さ
れ
て
お
り
、
純
粋
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
宗
教
的
境
地
の
結
実
と
し
て
僧
で
あ
る
も
の
の
心
に
も
た
ら
さ
れ
た
意
味
で
の
無
常
観

の
発
露
さ
れ
た
歌
、
と
果
し
て
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
政
界
に
対
す
る
欝
勃
た
る
野
心
が
み
な
ぎ
り
、
ま
だ
宗
教
的

に
は
仏
教
を
な
ん
ら
心
の
問
題
と
し
て
は
と
ら
え
て
お
ら
な
い
頃
の
大
伴
家
持
が
、
「
悲
二
世
間
無
常
二
ん
で
詠
ん
だ
長
歌
一
首
な
ら
び

　
　
　
　
（
9
）

に
二
首
の
短
歌
、
と
く
に
二
首
目
の
短
歌
の
、

　
　
の

　
　
鵬
う
つ
せ
み
の
常
な
き
見
れ
ば
世
の
な
か
に
情
つ
け
ず
て
思
ふ
日
そ
多
き
（
巻
十
九
）

　
　
く

に
集
約
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
無
常
観
と
、
さ
き
の
満
誓
の
も
の
は
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
の
な
い
心
情
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
満
誓
の
歌
か
ら
は
、
出
家
し
た
も
の
と
し
て
の
境
地
を
く
み
と
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
だ
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
文
学
的
に
は
と
も
か
く
思
想
的
に
家
持
の
歌
を
問
題
に
す
る
と
す
れ
ば
、
藤
原
仲
麻
呂
ら
の
権
勢
に
よ
っ
て
大

伴
一
族
の
不
遇
に
遭
遇
し
た
天
平
勝
宝
八
年
（
七
五
六
）
「
臥
レ
病
悲
二
無
常
一
欲
二
修
道
こ
し
て
作
っ
た
二
首
、

　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
・

　
　
螂
う
つ
せ
み
は
数
な
き
身
な
り
山
川
の
清
け
き
見
つ
つ
道
を
尋
ね
な

　
　
双
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

　
　
粥
渡
る
日
の
影
に
競
ひ
て
尋
ね
て
な
清
き
そ
の
道
ま
た
も
遇
は
む
た
め
（
巻
二
十
）

　
　
（

の
悲
唱
と
、
た
と
え
題
詞
に
「
願
レ
寿
作
歌
」
と
あ
る
と
は
い
え
、
六
月
十
七
日
に
先
の
二
首
と
同
時
に
詠
じ
た
、
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み
つ
ぼ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
珊
泡
沫
な
す
假
れ
る
身
そ
と
は
知
れ
れ
ど
も
な
ほ
し
願
ひ
つ
千
歳
の
命
を
（
同
巻
、
以
上
傍
点
筆
者
）

　
　
ぱ

な
る
真
情
を
吐
露
し
た
も
の
に
、
世
間
虚
仮
の
思
想
と
輪
廻
の
思
想
を
通
し
て
救
済
を
仏
教
に
求
め
ん
と
す
る
心
の
動
き
を
、
僧
で
あ
る

沙
弥
満
誓
や
博
通
法
師
の
も
の
以
上
に
感
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
奈
良
末
期
に
近
い
こ
の
時
期
に
至
っ
て
、
中
年
を
す
ぎ
た
家
持
に
と
っ

て
は
よ
う
や
く
仏
教
が
あ
る
程
度
心
の
問
題
と
し
て
生
活
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
き
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
数
節
に
わ
た
っ
て
考
察
し
て
き
た
意
味
に
お
い
て
、
万
葉
を
通
し
て
う
か
が
え
る
奈
良
時
代
中
期
に
至
る
ま
で
の
人
た
ち
の
生

活
に
占
め
た
仏
教
の
意
義
は
、
い
か
に
最
大
限
に
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
も
、
家
持
の
天
平
勝
宝
八
年
の
長
．
短
歌
あ
わ
せ
て
三
首
に
は

じ
ま
り
、
次
に
あ
げ
る
作
者
不
詳
の
三
首
の
示
す
程
度
が
最
高
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
今
は
弘
福
寺
と
し
て
飛
鳥
に
存
す
る
か
つ
て
の

河
原
寺
の
仏
堂
の
う
ち
に
納
め
ら
れ
た
倭
琴
の
面
に
記
さ
れ
た
ー
お
そ
ら
く
僧
で
は
な
く
寄
進
者
の
作
と
推
定
さ
れ
る
「
厭
二
世
聞
無

常
一
」
う
二
首
の
短
歌
、

　
　
鋤
璽
殿
の
二
つ
の
海
を
厭
は
し
み
漸
諒
か
を
し
の
ひ
つ
る
か
も

　
　
畑
　
　
　
か
り
ほ
　
　
　
、
、
、
、

　
　
細
世
間
の
繁
き
仮
藍
に
住
み
住
み
て
至
ら
む
国
の
た
づ
き
知
ら
ず
も
（
巻
十
六
有
二
由
縁
一
雑
歌
、
傍
点
筆
者
）

　
　
ぼ

で
あ
る
と
か
、
作
者
不
明
で
問
答
体
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
旋
頭
歌
の
一
首
、

　
　
　
い
さ
な

　
　
躍
鯨
魚
取
り
海
は
死
に
す
る
山
や
死
に
す
る
死
ぬ
れ
こ
そ
海
は
潮
干
て
山
は
枯
れ
す
れ
（
巻
十
六
有
二
由
縁
一
雑
歌
）

　
　
む

と
い
う
の
が
示
す
境
地
以
上
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
時
代
と
称
さ
れ
る
奈
良
後
期
ま
で
は
、
仏
教
は
、
政
治
的
に
は
と
も
か
く
と
し
て
、
宗
教
的
．
思
想

的
に
は
貴
族
層
に
お
い
て
す
ら
ま
だ
そ
の
生
活
に
は
定
着
し
て
い
な
い
。
ま
し
て
や
、
中
央
た
る
と
地
方
た
る
と
を
問
わ
ず
、
庶
民
層
の

社
会
に
は
政
治
的
に
す
ら
定
着
し
て
い
な
い
、
と
す
る
の
が
私
見
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
言
付
加
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
生
活
化
さ
れ
て
定

着
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
九
世
紀
以
後
の
平
安
仏
教
の
段
階
ま
で
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
日
本
仏
教
と
い
い
得
る
も
の
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は
こ
の
段
階
か
ら
は
じ
ま
る
、
と
考
え
て
い
る
。
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
。
）

　
〔
注
〕

　
（
1
）
　
文
学
史
に
お
い
て
は
、
一
般
に
七
世
紀
末
の
天
武
朝
ま
で
を
第
一
期
、
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
の
平
城
京
遷
都
ま
で
を
第
二
期
、
八
世
紀
前
半

　
　
　
の
天
平
五
年
（
七
三
三
）
ま
で
を
第
三
期
、
八
世
紀
中
期
の
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
ま
で
を
第
四
期
と
、
四
区
分
さ
れ
て
い
る
。

　
（
2
）
　
『
日
本
書
紀
』
の
推
古
三
十
二
年
は
、
月
朔
干
支
か
ら
推
古
三
十
一
年
で
あ
る
と
す
る
松
木
裕
美
説
が
あ
る
。

　
（
3
）
　
僧
恵
行
一
首
（
巻
十
九
謝
）
、
釈
通
観
二
首
（
巻
三
雑
歌
謝
蹴
）
、
博
通
法
師
三
首
（
巻
三
雑
歌
蹴
珊
謝
）
、
久
米
禅
師
三
首
（
巻
二
相
聞
9
6
9
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　
　
　
m
）
、
沙
弥
満
誓
七
首
（
巻
三
雑
歌
蹴
謝
、
同
讐
喩
歌
蹴
謝
、
巻
四
相
聞
鵬
鵬
、
巻
五
雑
歌
謝
）
、
三
方
沙
弥
七
首
（
巻
二
相
聞
欝
撚
、
巻
四
相
聞

　
　
　
鵬
、
巻
六
雑
歌
腰
鋤
、
巻
十
九
脚
㎜
）
、
弁
基
八
首
（
巻
一
雑
歌
5
6
6
2
、
巻
三
雑
歌
蹴
捌
鰯
㎜
、
巻
九
雑
歌
彫
㎜
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
リ
け
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ユ

　
（
4
）
　
あ
る
法
師
一
首
（
巻
十
六
躍
）
あ
る
沙
弥
一
首
（
巻
八
夏
雑
歌
娚
）
元
興
寺
の
僧
一
首
（
巻
六
雑
歌
㎜
）
豊
浦
寺
の
尼
二
首
（
巻
八
秋
雑
歌
珊
珊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
（
5
）
　
縁
達
師
一
首
（
巻
八
雑
歌
鵬
）
元
仁
三
首
λ
巻
九
雑
歌
㎜
捌
窺
）
小
弁
三
首
（
巻
三
雑
歌
蹴
、
巻
九
雑
歌
㎜
窟
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ユ

　
（
6
）
　
博
通
法
師
・
釈
通
観
・
沙
弥
満
誓
各
一
首
。

　
（
7
）
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
一
年
四
月
甲
子
航
同
十
四
年
十
二
月
庚
寅
条

　
（
8
）
　
こ
の
歌
の
「
左
注
」
に
「
右
、
先
国
師
従
僧
清
見
可
レ
入
二
京
師
噛
因
設
二
飲
饒
一
饗
宴
、
干
レ
時
主
人
大
伴
宿
称
家
持
作
二
此
歌
詞
ハ
送
二
酒
清
見
一

　
　
　
也
」
と
あ
る
。

　
（
9
）
　
悲
二
世
間
無
常
一
歌
一
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
　
天
地
の
　
遠
き
始
め
よ
　
世
の
中
は
　
常
無
き
も
の
と
　
語
り
継
ぎ
　
な
が
ら
へ
来
れ
　
天
の
原
　
ふ
り
放
け
見
れ
ば
　
照
る
月
も
　
満
ち
戻
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ζ
ぬ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
じ

　
　
　
し
け
り
　
あ
し
ひ
き
の
　
山
の
木
末
も
　
春
さ
れ
ば
　
花
咲
き
に
ほ
ひ
　
秋
づ
け
ば
　
露
霜
負
ひ
て
　
風
交
へ
　
黄
葉
散
り
け
り
　
う
つ
せ
み
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
ぺ

　
　
　
か
く
の
み
な
ら
し
　
紅
の
　
色
も
移
ろ
ひ
　
ぬ
ば
た
ま
の
　
黒
髪
変
り
　
朝
の
咲
み
　
暮
変
ら
ひ
　
吹
く
風
の
　
見
え
ぬ
が
如
く
　
逝
く
水
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ど

　
　
　
留
ら
ぬ
如
く
　
常
も
無
く
　
移
ろ
ふ
見
れ
ば
　
に
は
た
つ
み
　
流
る
る
涙
　
止
み
か
ね
つ
も

　
　
　
　
（
短
歌
）

　
　
　
言
問
は
ぬ
木
す
ら
春
咲
き
秋
づ
け
ば
黄
葉
散
ら
く
は
常
を
無
み
こ
そ
甑
雛
脹
櫨
烈
C

　（

站
L
）
か
つ
て
十
余
年
前
、
短
文
の
随
想
的
な
も
の
で
意
を
尽
せ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
エ
ッ
セ
イ
で
小
論
と
同
視
点
の
こ
と
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る

　
　
　
　
（
『
歴
史
公
論
』
三
－
三
）
。
こ
の
た
び
、
紙
幅
の
許
す
か
ぎ
り
論
証
を
加
え
る
こ
と
の
で
き
た
再
論
の
機
を
得
た
ご
と
を
感
謝
し
た
い
。
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