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ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
岡
田
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
毎
回
、

大
体
、
中
世
の
話
題
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、
本
日
も
中
世
の
私

家
集
を
中
心
に
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

今
回
の
テ
ー
マ
は
〝
歌
ご
こ
ろ
〞
で
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
〝
歌
ご
こ
ろ
〞
と

は
何
か
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

資
料
の
「
は
じ
め
に
」
に
〝
歌
ご
こ
ろ
〞
と
い
う
言
葉
の
辞
書
的
な
意
味
を
並

べ
て
お
き
ま
し
た
。『
精
選
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、「
①
和
歌
の
意
味
、
和
歌
の

内
容
、
歌
の
心
、
②
和
歌
に
関
す
る
素
養
と
か
教
養
、
③
和
歌
を
作
ろ
う
と
す
る
心
、

和
歌
の
創
作
意
欲
、
④
歌
に
こ
め
ら
れ
た
心
情
、
歌
唱
の
中
に
こ
め
ら
れ
た
心
情
」

と
あ
り
ま
す
。

今
回
、
四
回
の
講
座
の
う
ち
、
お
そ
ら
く
、
私
以
外
の
講
師
の
方
々
は
、
房
総

と
い
う
土
地
が
③
④
の
意
の
〝
歌
ご
こ
ろ
〞
を
ど
う
喚
起
し
た
か
に
つ
い
て
お
話
し

さ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、『
雲
玉
和
歌
集
』（『
雲
玉
和
歌
抄
』
と
も
）
に

関
し
て
い
え
ば
、
③
④
と
い
っ
た
主
情
的
な
〝
歌
ご
こ
ろ
〞
を
見
る
に
ふ
さ
わ
し
い

作
品
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
②
「
和
歌
に
関
す
る
素
養
と
か
教
養
」
に
関
し

て
は
、
や
や
意
味
合
い
が
異
な
る
も
の
の
、
非
常
に
興
味
深
い
問
題
を
は
ら
ん
だ
作

品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

副
題
に
「
物
語
・
説
話
に
喚
起
さ
れ
る
」
と
し
ま
し
た
の
は
、
私
の
主
な
研
究

テ
ー
マ
と
の
か
か
わ
り
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
説
話
や
物
語
と
い
っ
た
散
文
と
和
歌

の
よ
う
な
韻
文
が
創
作
と
い
う
行
為
の
中
で
ど
の
よ
う
に
関
係
し
合
う
の
か
と
い
う

テ
ー
マ
で
す
。
中
で
も
、
説
話
が
和
歌
や
物
語
の
世
界
の
表
現
を
ど
う
取
り
込
ん
で

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
考
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
た
だ
、
実
際
の
作
品
世

界
で
は
、
和
歌
と
物
語
の
交
渉
が
盛
ん
で
、
先
行
研
究
も
多
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、

今
回
は
、
物
語
や
説
話
が
〝
歌
ご
こ
ろ
〞
を
ど
の
よ
う
に
喚
起
す
る
の
か
と
い
う
問

題
に
取
り
組
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
代
人
が
和
歌
や
俳
句
を
詠
む
と
き
に
先
行
の
文
学
作
品
を
ふ
ま
え
る
、
と
い

う
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
自
分
が
直
接
、
物
や
人
に
触

れ
て
感
じ
た
こ
と
や
情
景
を
詠
む
場
合
が
多
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
古
典
で
は
先

行
作
品
を
自
分
の
作
品
に
ど
の
よ
う
な
形
で
取
り
入
れ
る
か
と
い
う
課
題
が
、
和
歌

の
技
能
と
い
う
意
味
で
も
非
常
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
ま
し
た
。

そ
の
代
表
的
な
技
法
は
、
本
歌
取
と
い
っ
て
古
歌
を
ふ
ま
え
て
和
歌
を
詠
む
も
の

で
す
。
こ
の
ほ
か
、
本
説
取
あ
る
い
は
物
語
取
と
い
っ
て
、
漢
詩
文
や
物
語
と
い
っ

た
散
文
作
品
の
内
容
や
表
現
を
背
景
に
和
歌
を
詠
む
と
い
う
技
法
が
ご
ざ
い
ま
し

た
。
物
語
や
漢
詩
文
の
、
あ
る
場
面
の
字
句
を
取
り
込
ん
で
、
そ
の
情
景
や
心
情
を

歌
の
背
景
に
お
く
こ
と
で
、
そ
の
物
語
世
界
と
和
歌
世
界
が
二
重
三
重
写
し
に
な
っ

て
、
歌
に
深
み
を
与
え
る
、
そ
の
よ
う
な
詠
み
方
が
志
向
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ

ら
の
技
法
が
歌
の
芸
術
性
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
、
そ
の
時
代
の
歌

風
を
形
成
す
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に

か
け
て
、
藤
原
俊
成
や
定
家
の
頃
で
し
た
。
特
に
物
語
へ
の
意
識
は
非
常
に
強
い
も

の
が
あ
り
ま
し
て
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』、
ま
た
『
源
氏
物
語
』
の
後
継

作
品
と
も
さ
れ
る
『
狭
衣
物
語
』
が
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

［
文
学
史
と
房
総
Ⅶ
講
演
録
１
］
二
〇
〇
八
年
一
月
二
十
六
日
講
演
実
施

馴
窓
の
〝
歌
ご
こ
ろ
〟

―
物
語
・
説
話
に
喚
起
さ
れ
る
―

岡
田
美
也
子



2

馴窓の〝歌ごころ〟―物語・説話に喚起される―

今
日
お
話
し
い
た
し
ま
す
馴
窓
と
そ
の
周
辺
の
歌
人
た
ち
も
こ
の
流
れ
を
汲
み

な
が
ら
、
物
語
の
ふ
ま
え
方
と
い
う
点
で
は
や
や
異
質
な
も
の
が
み
ら
れ
ま
す
。
今

回
の
講
演
で
は
、
そ
の
変
化
を
た
ど
る
こ
と
ま
で
は
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
散
文
と
韻

文
の
世
界
の
融
合
と
い
う
創
作
上
の
課
題
を
考
え
る
た
め
に
、
馴
窓
の
『
雲
玉
集
』

は
、
非
常
に
興
味
深
い
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
き
た
い

と
存
じ
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
前
後
い
た
し
ま
し
た
が
、
今
日
取
り
上
げ
る
『
雲
玉
集
』
と
そ
の

作
者
で
あ
る
馴
窓
に
つ
い
て
改
め
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。
資
料
一
「
作
者
と
作
品
」

を
御
覧
く
だ
さ
い
。

ま
ず
、
奥
書
に
「
永
正
十
一
年
四
月
六
日　

作
者　

衲
叟
馴
窓
書
之
」
と
あ
る

の
で
、
成
立
年
が
西
暦
で
い
う
と
一
五
一
四
年
、
作
者
は
「
と
つ
そ
う
」
あ
る
い
は

「
の
う
そ
う
じ
ゅ
ん
そ
う｣

と
い
う
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。

『
雲
玉
集
』
に
は
、
そ
の
馴
窓
の
自
詠
と
人
麿
・
家
持
ら
万
葉
時
代
か
ら
為
尹
や

孝
範
な
ど
室
町
中
期
ま
で
の
歌
人
の
五
九
八
首
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
う
ち
自
詠
は
二
〇
〇
首
足
ら
ず
で
、
中
に
は
漢
詩
や
発
句
を
含
ん
で
い
る
の

で
、
本
人
の
和
歌
は
約
三
分
の
一
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
辞
典
の
解
説
に
、

各
歌
に
ま
つ
わ
る
説
話
・
注
釈
お
よ
び
自
詠
に
も
自
注
め
い
た
記
事
が
付
さ

れ
て
い
る
。
私
撰
集
ま
た
は
和
歌
説
話
集
的
な
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
創

作
の
た
め
の
所
為
と
み
れ
ば
、
特
殊
な
私
家
集
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（『
和
歌
文
学
辞
典
』「
雲
玉
和
歌
集
」
の
項　

有
吉
保
氏
執
筆
）

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
に
注
の
形
で
物
語
や
説
話
が
付
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
和
歌
の
創
作
の
背
景
や
根
拠
を
あ
る
程
度
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の

が
大
き
な
特
徴
で
す
。
し
か
も
そ
の
説
話
や
物
語
が
他
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
微

妙
に
異
な
っ
て
い
た
り
、
他
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
の
で
、
そ
う

し
た
伝
承
の
一
端
を
知
る
資
料
と
し
て
も
興
味
深
い
作
品
で
あ
る
わ
け
で
す
。

今
回
は
、
有
吉
氏
が
「
創
作
の
た
め
の
所
為
と
見
れ
ば
、
特
殊
な
詩
歌
集
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

自
分
が
ど
う
い
う
背
景
で
そ
の
歌
を
詠
ん
だ
の
か
と
か
、
歌
人
で
あ
る
自
分
が
ど
う

い
う
知
識
を
持
っ
て
い
て
、
ど
う
い
う
人
た
ち
と
交
流
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
説

明
し
つ
つ
、
あ
る
意
味
、
自
分
の
創
作
過
程
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
点
で
す
。
そ
う

い
う
意
味
で
、
今
回
の
全
体
テ
ー
マ
で
あ
る
〝
歌
ご
こ
ろ
〞
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る

程
度
、
本
人
の
意
識
か
ら
探
る
こ
と
の
で
き
る
材
料
と
言
え
る
か
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。馴

窓
に
つ
い
て
は
、
出
自
や
経
歴
の
詳
細
な
ど
不
明
点
ば
か
り
で
す
。
た
だ
、
資

料
の
四
角
で
囲
っ
た
『
雲
玉
集
』
仮
名
序
の
本
文
を
見
て
み
ま
す
と
、
お
お
よ
そ
の

経
歴
が
わ
か
り
ま
す
。

平
の
な
に
が
し
と
申
し
た
て
ま
つ
り
て
弓
馬
の
家
に
す
ぐ
れ
、
威
を
八
州
に

ふ
る
ひ
、
諸
道
に
達
し
て
政
を
両
総
に
を
さ
め
、
中
に
も
大
和
歌
に
こ
こ
ろ

を
よ
せ
て
佐
倉
と
申
す
地
に
さ
き
く
さ
の
た
ね
を
ま
き
給
ふ
、
誠
に
桓
武
の

御
す
ゑ
、
平
安
の
み
や
こ
を
あ
ら
た
め
た
ま
ひ
て
、
此
所
天
な
が
く
地
ひ
さ

し
と
見
え
た
り

こ
こ
ま
で
は
、
馴
窓
が
身
を
寄
せ
た
千
葉
氏
一
族
の
一
人
、
千
葉
勝
胤
で
は
な

い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
人
物
の
説
明
で
、
次
の
と
こ
ろ
か
ら
自
分
自
身
に
つ
い
て
述

べ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
又
ほ
う
け
つ
き
た
る
世
す
て
も
の
あ
り
。
若
年
の
比
武
州
江
城
辺
に
星

霜
を
お
く
り
し
が
、
秋
風
た
ち
て
露
の
み
だ
れ
に
む
さ
し
野
を
ま
よ
ひ
い
で
、

老
年
に
お
よ
び
、
貴
命
懇
志
の
あ
ま
り
に
三
四
ケ
年
の
春
秋
を
か
の
地
に
な
ぐ

さ
み
、
節
の
一
つ
ぎ
月
の
歌
合
の
よ
す
が
ば
か
り
や
、
愚
歌
し
る
し
奉
る
べ
き
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お
ほ
せ
し
き
り
な
り
。

若
い
こ
ろ
は
江
戸
城
の
周
辺
に
住
ん
で
い
た
の
だ
が
、
年
を
と
っ
て
か
ら
そ
の

武
蔵
野
を
迷
い
い
で
て
、
こ
こ
佐
倉
の
地
に
や
っ
て
き
て
三
、四
年
を
過
ご
し
た
。

そ
の
中
で
毎
月
の
歌
合
の
縁
で
勝
胤
よ
り
歌
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
多
く
、
詠
ん
だ
歌

を
ま
と
め
た
の
が
こ
の
作
品
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
歌
集
の
中
に
は
、
宗
祇
や
兼
載
、
正
広
、
東
常
縁
、
あ
る
い
は
太
田
道
灌

と
い
っ
た
よ
う
な
人
々
と
の
交
流
、
面
識
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
佐
倉
を
中
心
と

す
る
当
時
の
房
総
の
歌
壇
を
知
る
資
料
と
し
て
も
非
常
に
重
要
な
資
料
と
い
う
評
価

が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、
馴
窓
を
と
り
ま
く
そ
う
し
た
人
間
関
係
や
時
代
背
景
を
簡
単
に
見
て
お

き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

『
雲
玉
集
』
は
一
五
一
四
年
の
成
立
で
す
の
で
、
仮
に
馴
窓
が
五
十
歳
ぐ
ら
い
で

佐
倉
に
来
た
と
す
る
と
、
彼
は
一
四
六
〇
年
頃
の
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
頃
、
一
四
五
五
年
か
ら
約
三
十
年
に
わ
た
る
享
徳
の
乱
が
勃
発
し
、
関
東

一
円
は
、
関
東
管
領
方
す
な
わ
ち
山
内
・
扇
谷
両
上
杉
方
と
、
幕
府
方
す
な
わ
ち
古

河
公
方
方
に
分
か
れ
て
争
い
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
千
葉
氏
も
主
に
馬
加
系
千
葉
氏

と
武
蔵
千
葉
氏
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
戦
乱
の
世
に
お
い
て
、『
雲

玉
集
』
に
名
前
が
み
え
る
人
物
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
千
葉
氏

内
部
の
対
立
を
軸
に
し
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

こ
の
乱
で
は
、
千
葉
宗
家
の
胤
直
・
胤
宣
親
子
が
上
杉
方
と
し
て
立
ち
上
が

り
、
一
方
、
馬
加
康
胤
ら
が
古
河
公
方
足
利
成
氏
に
通
じ
て
彼
ら
に
対
抗
し
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
、
康
胤
ら
が
胤
直
・
胤
宣
親
子
、
そ
し
て
胤
直
の
弟
胤
賢
を
攻
め

て
自
害
に
追
い
込
ん
で
千
葉
宗
家
が
事
実
上
滅
亡
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
胤
賢
の

遺
児
の
実
胤
と
自
胤
は
、
武
蔵
に
敗
走
し
て
、
い
わ
ゆ
る
武
蔵
千
葉
氏
と
な
り
ま

す
。
こ
の
と
き
、
室
町
幕
府
の
命
を
受
け
た
太
田
道
灌
や
東
常
縁
ら
は
、
実
胤
と

自
胤
を
擁
立
し
て
下
総
に
侵
攻
し
ま
し
た
。
常
縁
は
、
千
葉
氏
支
流
の
東
氏
出
身

で
、
こ
の
近
く
の
東
庄
や
東
金
城
を
拠
点
と
し
て
、
康
胤
た
ち
の
勢
力
、
古
河
公

方
方
と
戦
っ
て
、
康
胤
・
胤
持
親
子
を
追
討
し
ま
し
た
。
こ
の
親
子
が
戦
死
し
た

後
、
康
胤
の
庶
子
を
名
乗
る
輔
胤
が
馬
加
千
葉
氏
を
継
ぎ
ま
し
た
が
、
荒
廃
し
た

千
葉
城
や
馬
加
城
か
ら
逃
れ
て
佐
倉
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
に
常
縁
が
美
濃
に
帰
還
し
た
の
と
前
後
し
て
、
ふ

た
た
び
馬
加
系
千
葉
氏
が
優
勢
に
な
り
ま
し
て
、
輔
胤
と
そ
の
家
督
を
継
い
だ
孝

胤
が
佐
倉
を
拠
点
に
下
総
を
制
圧
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
後
、
文
明
八
年
に
起

こ
っ
た
長
尾
景
春
の
乱
を
契
機
に
、
上
杉
は
古
河
公
方
と
の
和
議
を
進
め
る
こ
と

に
な
り
、
そ
の
中
で
道
灌
が
景
春
追
討
に
力
を
尽
く
し
ま
す
。
一
方
、
孝
胤
が
こ

の
動
き
に
反
発
し
て
景
春
に
味
方
し
て
い
た
た
め
、
幕
府
は
、
対
立
す
る
武
蔵
千

葉
氏
の
自
胤
を
千
葉
氏
当
主
と
認
め
、
道
灌
に
命
じ
て
孝
胤
を
追
討
、
文
明
一
〇

年
（
一
四
七
八
）
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
戦
が
お
こ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
文
明

一
四
年
に
和
議
が
整
い
、
そ
の
後
道
灌
が
暗
殺
さ
れ
る
と
、
自
胤
は
後
ろ
盾
を
失
っ

て
、
孝
胤
は
下
総
支
配
を
保
持
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
延
徳
四
年

（
一
四
九
二
）、
孝
胤
の
出
家
に
伴
っ
て
勝
胤
が
家
督
を
継
ぎ
ま
し
た
。

序
か
ら
見
る
に
、
馴
窓
は
晩
年
、
勝
胤
の
庇
護
を
受
け
て
佐
倉
の
地
に
住
み
ま

し
た
。
こ
の
勝
胤
は
、
康
胤
・
輔
胤
・
孝
胤
と
続
く
い
わ
ゆ
る
馬
加
系
千
葉
氏
の
流

れ
に
な
り
ま
す
。
一
方
、『
雲
玉
集
』
か
ら
馴
窓
が
知
遇
を
得
て
い
た
と
知
れ
る
道

灌
や
常
縁
は
、
古
河
公
方
方
の
武
将
た
ち
と
し
て
馬
加
千
葉
氏
を
討
っ
た
人
た
ち
で

す
。そ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
馴
窓
自
身
は
も
ち
ろ
ん
、
当
時
は
政
治
上
の
対
立
関

係
と
文
芸
上
の
か
か
わ
り
が
非
常
に
柔
軟
で
あ
っ
て
、
政
治
上
対
立
し
て
い
る
者
が
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必
ず
し
も
文
芸
上
で
切
り
離
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指

摘
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
の
交
流
は
、
文
化
的
な
次
元
で
の
つ
な
が
り
と
い
う
こ
と
で

注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

よ
う
や
く
本
題
に
入
り
ま
す
。『
雲
玉
集
』
の
中
で
和
歌
が
物
語
や
説
話
の
世
界

と
ど
う
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
三
つ
の
枠
で
御
紹
介
し

て
ま
い
り
ま
す
。
一
つ
目
に
「
本
説
取
―
土
地
の
伝
承
」、
房
総
の
伝
承
を
元
に
和

歌
を
詠
む
と
い
う
場
合
。
二
つ
目
に
「
本
説
取
―
自
注
と
し
て
の
引
用
」、
注
に
物

語
を
引
用
し
な
が
ら
歌
の
心
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
場
合
、
三
つ
目
に
「
考
証
の

素
材
と
し
て
」
と
い
う
こ
と
で
、
散
文
作
品
の
一
部
を
引
用
し
な
が
ら
語
義
な
ど
を

考
証
し
て
い
る
場
合
で
す
。

ま
ず
、
資
料
の
二
「
本
説
取
―
土
地
の
伝
承
」
を
御
覧
下
さ
い
。
テ
ー
マ
が
「
房

総
と
〝
歌
ご
こ
ろ
〞」
で
す
の
で
、
直
接
に
房
総
に
か
か
わ
る
も
の
を
挙
げ
て
お
き

ま
し
た
。
平
成
十
四
年
の
講
座
で
取
り
上
げ
た
話
題
で
す
の
で
、
も
し
ご
参
加
い
た

だ
い
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
重
複
い
た
し
ま
す
が
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

最
初
に
挙
げ
ま
し
た
の
は
、
馴
窓
が
本
佐
倉
の
地
で
過
ご
し
て
い
た
証
左
と
し

て
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
和
歌
で
す
。
現
在
の
京
成
佐
倉
駅
近
く
に
海
隣
寺
と
い
う

お
寺
が
ご
ざ
い
ま
す
。
海
隣
寺
は
、
観
応
三
年
（
一
三
五
一
）
に
千
葉
氏
に
よ
っ
て

造
ら
れ
て
、
そ
の
後
千
葉
氏
の
移
動
に
伴
っ
て
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
以
降
に

酒
々
井
に
、
さ
ら
に
天
正
年
間
に
今
の
佐
倉
市
海
隣
寺
町
に
移
転
い
た
し
ま
し
た
。

資
料
に
掲
載
し
た
の
は
、
こ
の
海
隣
寺
の
歌
会
で
馴
窓
が
詠
ん
だ
も
の
で
す
。
番
号

は
新
編
国
歌
大
観
の
歌
番
号
で
す
。

　
　

御
建
立
の
道
場
に
て
御
会
当
座
の
歌
に
、
池
蓮
を
申
せ
し

に
ご
り
に
は
し
ま
ぬ
は
ち
す
の
糸
な
れ
ど
猶
色
色
に
そ
め
ど
の
の
池

　
　
　

 

御
本
寺
当
麻
に
そ
め
殿
の
池
あ
り
、
曼
荼
羅
の
は
す
の
糸
五
色
に
そ
め

ら
れ
し
池
な
り

（
一
七
三
）

海
隣
寺
は
、
時
宗
当
麻
派
の
寺
で
し
て
、
当
麻
寺
に
は
当
麻
曼
陀
羅
と
い
う
の

が
残
さ
れ
て
い
て
有
名
な
中
将
姫
伝
説
が
ご
ざ
い
ま
す
。
当
麻
寺
で
出
家
し
た
姫
が

阿
弥
陀
如
来
の
生
の
姿
を
拝
す
る
こ
と
を
願
っ
て
蓮
の
糸
で
曼
陀
羅
を
織
り
ま
す
。

そ
の
姫
の
気
持
ち
を
く
ん
だ
阿
弥
陀
と
観
音
が
尼
と
織
姫
に
姿
を
変
え
て
手
伝
う
。

そ
し
て
、
姫
が
十
数
年
後
に
往
生
を
遂
げ
る
。
馴
窓
の
歌
は
、
海
隣
寺
の
本
寺
で
あ

る
当
麻
寺
に
伝
わ
る
中
将
姫
伝
説
を
ふ
ま
え
な
が
ら
詠
ん
だ
も
の
で
す
。

次
の
三
三
〇
番
か
ら
三
三
二
番
の
歌
は
、
海
隣
寺
建
立
後
初
め
て
の
歌
会
で
詠

ん
だ
も
の
で
す
。

　
　

海
隣
寺
御
建
立
之
始
て
の
御
会
に
、
山
寺
早
梅
を
申
せ
し

あ
け
に
け
り
年
を
も
ま
た
で
玉
匣
ふ
た
か
み
山
の
窓
の
梅
が
香

　
　
　

 

彼
御
道
場
は
当
麻
末
寺
な
れ
ば
二
上
山
を
申
し
て
候
、
中
将
姫
此
山

に
草
庵
し
給
ひ
、
正
身
弥
陀
来
迎
な
く
は
必
命
を
期
と
せ
ん
と
て
念

仏
三
昧
に
入
る
、
寥
寥
た
る
窓
の
前
に
月
の
光
に
さ
し
あ
ら
は
れ
て

老
尼
一
人
来
給
ふ
に
、
あ
や
し
み
お
ぼ
し
て
、
中
将
姫
の
御
歌

南
無
阿
み
だ
仏
を
の
み
ぞ
よ
ぶ
こ
鳥
あ
や
し
や
た
れ
ぞ
二
上
の
山

　
　

あ
ま
、
返
し

二
上
の
雲
ぢ
は
る
か
に
よ
ぶ
声
を
し
る
べ
に
分
け
し
山
窓
の
月

　
　
　

本
覚
常
住
月
輪
、
払
無
明
煩
悩
雲
な
り

（
三
三
〇
〜
三
三
二
）

こ
の
歌
は
、「
玉
匣
」
つ
ま
り
整
理
箱
の
縁
語
で
あ
る
「
蓋
」
と
「
二
上
山
」
を

掛
け
て
い
て
い
ま
す
が
、
左
注
に
「
彼
御
道
場
は
当
麻
末
寺
な
れ
ば
二
上
山
を
申

し
て
候
」、
つ
ま
り
、
海
隣
寺
が
当
麻
寺
の
末
寺
な
の
で
二
上
山
を
称
し
て
い
る
と
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説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
の
続
き
の
「
中
将
姫
此
山
に
草
庵
し
給
ひ
、
正
身
弥
陀
来

迎
な
く
は
必
命
を
期
と
せ
ん
と
て
念
仏
三
昧
に
入
る
」
か
ら
の
後
の
部
分
が
中
将
姫

伝
説
に
な
り
ま
す
。
姫
が
二
上
山
に
草
庵
を
編
ん
で
、
生
身
の
阿
弥
陀
如
来
の
御
来

迎
を
得
た
い
、
そ
れ
ま
で
命
の
限
り
に
と
い
う
覚
悟
で
念
仏
三
昧
に
入
っ
た
の
で

す
。
す
る
と
、
あ
る
と
き
、
窓
の
前
に
月
の
光
が
差
し
込
ん
で
老
尼
が
一
人
現
れ

た
。
ど
う
し
た
こ
と
か
と
思
い
つ
つ
中
将
姫
が
詠
ん
だ
歌
が
三
三
一
番
の
「
南
無
阿

み
だ
…
…
」
の
歌
で
、「
た
だ
阿
弥
陀
仏
だ
け
を
お
呼
び
し
て
い
た
の
に
、
不
思
議

な
こ
と
に
ど
な
た
が
い
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し

て
尼
が
返
し
た
歌
が
三
三
二
番
歌
「
二
上
の
…
…
」、「
中
将
姫
の
阿
弥
陀
を
呼
ぶ
そ

の
声
を
印
と
し
て
や
っ
て
来
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

馴
窓
の
歌
の
第
五
句
に
は
「
ふ
た
か
み
山
の
窓
の
梅
が
香
」
と
「
窓
」
が
詠
み

込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
と
き
の
歌
題
は
「
山
寺
早
梅
」
で
し
て
「
窓
」
は
必
ず

し
も
詠
む
必
要
の
な
い
素
材
で
し
た
。
こ
れ
は
、
中
将
姫
伝
説
の
中
に
「
寥
寥
た
る
、

窓
の
前
に
月
の
光
に
さ
し
あ
ら
は
れ
て
」
老
尼
が
現
れ
た
と
あ
っ
て
、「
窓
」
が
ポ

イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
す
な
わ
ち
、
馴
窓
が
当
麻

寺
の
縁
起
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
詠
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
中
将
姫
の
伝
説
は
、
古
く
は
『
当
麻
曼
陀
羅
疏
』
や
『
当
麻
曼
陀
羅
注
記
』、

あ
る
い
は
『
私
聚
百
因
縁
集
』
と
い
っ
た
十
三
世
紀
代
の
書
物
に
見
ら
れ
ま
す
。
し

か
し
、「
中
将
姫
」
と
い
う
呼
称
が
見
ら
れ
る
の
は
『
当
麻
曼
陀
羅
疏
』
と
い
う
当

麻
曼
陀
羅
の
注
釈
書
の
み
で
、
ほ
か
は
「
中
将
内
侍
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
一
方

で
、
そ
の
『
当
麻
曼
陀
羅
疏
』
に
は
、
中
将
姫
や
尼
の
和
歌
が
出
て
き
ま
せ
ん
の
で
、

馴
窓
が
『
当
麻
曼
陀
羅
疏
』
そ
の
も
の
を
参
照
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
定
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
書
物
を
土
台
と
し
た
別
の
形
の
物
語
を
見
た
可
能
性
も
あ
る
。

も
し
か
し
た
ら
、
佐
倉
の
地
で
さ
ら
に
膨
ら
ん
で
い
っ
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

『
当
麻
曼
陀
羅
疏
』
は
、
酉
誉
聖
聡
と
い
う
浄
土
宗
の
僧
侶
が
永
享
八
年

（
一
四
三
六
）
に
編
ん
だ
も
の
で
す
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
聖
聡
と
い
う
人
物

は
千
葉
氏
の
出
身
な
の
で
す
。
聖
聡
は
、
馴
窓
や
勝
胤
の
時
代
か
ら
さ
ら
に
遡
っ
て

正
平
二
一
年
か
ら
永
享
一
二
年
、
西
暦
で
言
う
と
一
三
六
六
年
か
ら
一
四
四
〇
年
に

生
き
て
、
俗
名
は
胤
明
と
言
い
ま
し
た
。
当
初
は
、
現
在
の
千
葉
寺
で
密
教
を
学
ん

で
い
ま
し
た
が
、
茨
城
の
横
根
談
義
所
で
聖
冏
と
い
う
人
物
に
感
化
さ
れ
て
浄
土
宗

に
帰
依
し
、
宗
義
を
学
び
ま
し
た
。
そ
の
後
、
武
蔵
に
お
い
て
増
上
寺
を
創
建
し
、

布
教
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
移
転
し
て
今
は
芝
に
あ
り
ま
す
が
、
当
時
は

赤
坂
か
ら
麹
町
の
一
帯
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
ち
ょ
う
ど
本
学
の
紀
尾
井
町

キ
ャ
ン
パ
ス
の
あ
る
辺
り
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

馴
窓
が
一
時
期
、
武
蔵
に
い
た
と
い
う
事
実
も
勘
案
し
ま
す
と
、
聖
聡
が
ま
と

め
た
『
当
麻
曼
陀
羅
疏
』
に
類
す
る
も
の
に
馴
窓
が
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
可
能
性

は
充
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
、
千
葉
氏
を
介
し
て
中
将
姫
の
伝
説
が
佐
倉

周
辺
に
伝
わ
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
海
隣
寺
に
ま
つ
わ
る
歌
は
、
説
話
が
媒
介
と
な
っ
て
そ

の
土
地
が
歌
人
の
〝
歌
ご
こ
ろ
〞
を
喚
起
し
た
例
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

た
だ
、
馴
窓
の
場
合
、
そ
の
素
材
が
非
常
に
マ
イ
ナ
ー
な
作
品
・
逸
話
で
あ
る
場
合

が
多
い
の
で
、
彼
の
教
養
の
全
貌
が
に
わ
か
に
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
正
直
な

と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、『
雲
玉
集
』
に
は
、
房
総
の
地
名
等
が
よ
く
出
て
き
ま
す
が
、

直
接
、
房
総
に
伝
わ
っ
て
い
た
ら
し
き
伝
承
や
千
葉
氏
に
か
か
わ
る
伝
承
と
い
う
の

が
意
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。

配
布
資
料
に
は
挙
げ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
「
矢
指
の
浦
」
と
い
う
歌
枕

が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
頼
朝
が
九
十
九
里
に
来
た
と
き
に
、
矢
を
一
本
ず
つ

刺
し
て
そ
の
長
さ
を
測
っ
た
ゆ
え
に
矢
指
と
い
う
の
だ
と
い
う
地
名
伝
承
が
あ
り
ま



6

馴窓の〝歌ごころ〟―物語・説話に喚起される―

す
。
主
人
公
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
や
八
幡
太
郎
義
家
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
の

で
、
か
な
り
知
ら
れ
た
お
話
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
馴
窓
が

詠
ん
だ
矢
指
の
浦
の
歌
に
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
少
な
く
と
も
表
面
上
、
全
く
う
か

が
え
な
い
し
、
注
も
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
り
ま
す
。

次
の
「
く
ろ
と
の
浜
」
と
い
う
地
名
も
同
様
で
す
。
こ
の
地
名
は
、
古
く
は
『
更

級
日
記
』
に
上
総
か
ら
上
京
す
る
途
中
の
地
名
と
し
て
出
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
や

は
り
『
更
級
日
記
』
の
「
さ
」
の
字
も
う
か
が
わ
せ
な
い
よ
う
な
詠
み
方
に
な
っ
て

い
ま
す
。
歌
の
背
景
に
何
ら
か
の
伝
承
が
あ
り
そ
う
で
は
あ
る
の
で
す
が
。

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
残
念
な
が
ら
、
房
総
が
喚
起
し
た
馴
窓
の
〝
歌
ご
こ
ろ
〞

と
い
う
意
味
で
の
具
体
的
な
材
料
は
、
海
隣
寺
の
二
首
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

馴
窓
が
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
同
様
の
お
話
が
房
総
に
伝
わ
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
、
房
総
の
歌
人
た
ち
は
理
解
し
て
い
た
物
語
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
で
、
他
の
材
料
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

資
料
の
三
を
御
覧
下
さ
い
。
本
説
取
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
の
詠
ん
だ
歌
の
注

釈
と
し
て
物
語
を
引
用
す
る
、
あ
る
い
は
、
物
語
の
あ
る
部
分
に
触
れ
る
と
い
っ
た

例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
ま
す
。
説
話
に
つ
い
て
も
挙
げ
る
と
か
な
り
の
量
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
物
語
だ
け
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。

ま
ず
、『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。『
源
氏
物
語
』
は
先
に
申

し
上
げ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
本
歌
取
や
本
説
取
が
技
法
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
く

中
で
最
も
重
視
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
て
、
馴
窓
に
も
こ
の
『
源
氏
物
語
』
を
土
台
に

し
て
詠
ん
だ
歌
が
見
ら
れ
ま
す
。
六
一
番
歌
は
須
磨
・
明
石
巻
、
そ
れ
か
ら
三
二
八

番
は
絵
合
巻
を
ふ
ま
え
た
歌
で
す
。
ま
た
、
三
四
八
番
は
空
蝉
と
軒
端
荻
の
物
語
で
、

両
方
と
も
名
前
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
典
拠
は
明
ら
か
で
す
。
三
六
五
番
に
は
源

内
侍
の
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
例
と
し
て
三
二
八
番
を
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　

早
梅
薫
月
と
い
ふ
事
を

う
つ
り
き
て
月
も
あ
か
し
の
浦
風
に
に
ほ
ふ
か
つ
ら
の
梅
の
花
ぞ
の

　
　
　

 

源
氏
の
あ
か
し
の
う
へ
は
、
か
つ
ら
に
う
つ
ら
せ
給
ひ
て
、
冬
の
そ

の
を
し
め
給
ふ
と
な
れ
ば
、
と
り
合
て
申
す
な
り
、
心
詞
か
な
ふ
べ

く
や

（
三
二
八
）

源
氏
が
桂
の
邸
宅
を
整
備
し
て
、
明
石
の
上
を
明
石
か
ら
桂
に
呼
び
寄
せ
る
。
そ

し
て
、
六
条
院
の
冬
の
園
に
住
ま
わ
せ
る
と
い
う
よ
う
に
、
明
石
の
上
に
ま
つ
わ
る

一
連
の
場
所
を
詠
み
込
ん
だ
歌
と
い
う
こ
と
が
い
え
ま
す
。

題
「
早
梅
薫
月
」
に
月
が
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
詠
み
込
み
つ
つ
、
明

石
の
「
あ
か
」
と
月
が
「
明
る
い
」
を
掛
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
明
石
の
浦
か
ら

桂
へ
と
い
う
語
が
導
き
だ
さ
れ
て
「
か
つ
ら
の
梅
の
花
ぞ
の
」
と
詠
ん
で
い
ま
す
。

穏
当
と
言
え
ば
穏
当
で
す
が
、
物
語
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
一
つ
の
情
景
に
詠
み
変

え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
及
第
点
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
俊
成
や
定

家
の
目
指
し
た
も
の
に
比
べ
る
と
や
や
平
凡
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
な
り
の
出
来

か
と
思
い
ま
す
。

『
源
氏
』
を
ふ
ま
え
た
歌
に
関
し
ま
し
て
は
、
い
ず
れ
も
、
こ
の
三
二
八
番
と
同

じ
く
ら
い
簡
単
に
、
依
拠
し
た
箇
所
と
自
詠
の
趣
旨
を
左
注
に
説
明
し
て
い
る
だ
け

で
、
非
常
に
淡
白
で
素
直
な
記
述
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
物
語
そ
の
も
の
の
内
容

や
背
景
に
こ
だ
わ
っ
て
長
々
と
記
述
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
源
氏
物
語
』
が

俊
成
や
定
家
の
頃
に
こ
う
い
う
技
法
の
中
心
に
な
っ
て
き
て
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
確

立
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
非
常
に
有

名
な
作
品
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
解
釈
に
あ
ま
り
極
端
な
異
説
が
な
い
と
い

う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
細
部
に
つ
い
て
の
注
釈
は
い
ろ
い
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ろ
作
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
。

そ
れ
に
対
し
て
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
大
和
物
語
』
と
い
っ
た
作
品
に
つ
い
て
は
、

当
時
の
関
東
地
方
に
ど
の
よ
う
な
物
語
が
伝
わ
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
と
少
し
か

か
わ
る
要
素
が
見
ら
れ
ま
す
。

『
伊
勢
物
語
』
や
『
大
和
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
『
源
氏
物
語
』

と
違
っ
て
、
本
説
取
と
い
う
形
で
は
明
確
な
例
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
自
注
、
す
な

わ
ち
、
自
分
の
歌
に
対
す
る
注
の
中
に
引
用
す
る
例
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
他

者
の
歌
に
対
す
る
注
の
な
か
で
、
こ
の
歌
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
と
か
、
異
説
が

あ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
考
証
す
る
中
に
見
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
項
目
三
に

挙
げ
る
の
は
あ
ま
り
適
当
で
は
な
い
の
で
す
が
、
同
じ
物
語
の
享
受
と
い
う
こ
と
で

挙
げ
て
お
り
ま
す
。

ま
ず
『
伊
勢
物
語
』
に
関
し
て
。

　

秋
か
け
て
ふ
り
し
く
こ
の
は
い
く
か
へ
り
む
な
し
き
春
の
色
に
も
ゆ
ら
ん

　
　

 

こ
れ
も
、
秋
か
け
て
い
ひ
し
な
が
ら
に
て
、
契
と
い
ふ
字
の
あ
つ
か
ひ

あ
る
や
、
此
伊
勢
物
語
の
此
段
、
歌
の
心
、
世
上
の
義
た
だ
し
か
ら
ぬ

に
や
、
注
ど
も
見
及
ば
じ

（
三
四
五
）

「
秋
か
け
て
…
…
」
は
、「
契
経
年
恋
」
と
い
う
題
で
詠
ま
れ
た
定
家
の
歌
で
す
。

馴
窓
は
、
こ
の
歌
が
『
伊
勢
物
語
』
第
九
六
段
の
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
こ
と
に
基

づ
い
て
、
題
の
「
契
」
と
い
う
意
味
が
第
一
句
に
込
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う

こ
と
、
そ
の
歌
が
題
詠
の
趣
旨
を
表
現
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る

の
で
す
。

『
伊
勢
物
語
』
九
六
段
は
、
次
の
よ
う
な
物
語
で
す
。
男
が
あ
る
女
に
長
ら
く
言

い
寄
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
う
ち
に
そ
の
女
性
も
男
を
い
と
し
く
思
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
女
は
、
夏
で
体
に
お
で
き
も
出
来
て
し
ま
っ
た
た
め
、
秋
に

な
っ
て
か
ら
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
、
と
男
の
元
に
言
っ
て
寄
こ
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が

秋
に
な
っ
て
か
ら
噂
が
立
っ
た
こ
と
か
ら
、
女
の
兄
が
女
を
引
き
取
り
に
き
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
こ
で
女
は
、「
秋
か
け
て
い
ひ
し
な
が
ら
も
あ
ら
な
く
に
木
の
葉
ふ
り

し
く
え
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」、
す
な
わ
ち
「
秋
に
な
っ
た
ら
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
と

お
約
束
し
た
と
お
り
に
は
な
り
ま
せ
ん
の
に
、
季
節
だ
け
が
秋
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
あ
な
た
と
私
は
、
木
の
葉
が
散
り
敷
い
た
江
の
よ
う
に
浅
い
縁
で
し
た
」
と

い
う
歌
の
書
置
き
を
預
け
て
去
っ
て
行
っ
た
、
と
い
う
物
語
で
す
。

注
意
し
た
い
の
は
、
先
ほ
ど
の
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
自
分
の
歌
に
対
し
て

こ
う
い
う
物
語
が
土
台
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
提
示
に
終
わ
っ
て
い
た
の
が
、『
伊

勢
物
語
』
に
関
し
て
は
歌
の
心
、
つ
ま
り
、
世
間
に
知
ら
れ
て
い
る
意
味
合
い
や
趣

旨
が
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
検
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。

さ
ら
に
、『
伊
勢
物
語
』
に
は
多
く
の
注
釈
書
が
作
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、「
注

ど
も
見
及
ば
じ
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
確
認
し
た
い
気
持
ち
を
も
表
現
し
て
い

ま
す
。

次
の
『
大
和
物
語
』
に
つ
い
て
も
、『
伊
勢
物
語
』
と
同
様
に
、
本
説
取
の
例
や

自
注
で
の
言
及
は
見
え
ま
せ
ん
。
一
方
、
一
般
的
に
み
て
、『
伊
勢
』『
源
氏
』『
狭
衣
』

の
三
つ
の
作
品
は
、
詞
書
や
左
注
、
歌
判
に
も
よ
く
言
及
さ
れ
る
の
で
す
が
、『
大

和
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
書
名
が
提
示
さ
れ
た
上
で
論
評
が
加
え
ら
れ
る
と
い

う
例
が
意
外
と
少
な
い
の
で
す
。
所
収
話
に
は
伝
承
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
も

多
い
の
で
す
が
。

し
た
が
っ
て
、『
大
和
物
語
』
の
享
受
と
し
て
は
、『
雲
玉
集
』
に
三
箇
所
も
引

用
し
て
い
る
馴
窓
の
態
度
は
少
々
珍
し
い
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

あ
さ
か
や
ま
か
げ
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
あ
さ
く
は
人
を
お
も
ふ
も
の
か
は
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こ
れ
又
古
今
の
序
に
あ
れ
ど
心
得
が
た
く
、
お
ほ
き
み
の
お
く
へ
く
だ

り
給
ふ
に
国
の
司
ど
も
お
ろ
か
に
申
す
と
て
、
京
よ
り
勢
を
め
し
よ
せ

退
治
せ
ん
と
お
ぼ
す
時
、
う
ね
め
の
よ
め
る
心
は
、
山
の
井
は
ち
い
ろ

に
ふ
か
け
れ
ど
人
の
か
げ
さ
へ
う
つ
れ
ば
あ
さ
く
見
ゆ
る
、
そ
の
ご
と

く
君
を
お
ろ
か
に
は
思
ひ
た
て
ま
つ
ら
ね
ど
、
え
び
す
の
な
ら
ひ
に
は

宮
こ
の
や
う
の
あ
つ
か
ひ
し
ら
ね
ば
、
お
ろ
か
の
や
う
な
り
、
心
に
は

ふ
か
く
思
ひ
奉
る
を
と
よ
め
る
に
、
こ
と
わ
り
と
お
ぼ
し
て
大
君
の
心

と
け
に
け
る
と
な
り
、
尤
秘
す
べ
き
事
と
や
、
大
和
物
が
た
り
は
一
向

各
別
な
り

（
五
〇
〇
）

「
こ
れ
又
古
今
の
序
に
あ
れ
ど
」
と
あ
り
ま
す
が
、『
古
今
集
』
仮
名
序
が
第
一

句
を
引
用
し
た
上
で
、
割
注
に
次
の
よ
う
な
伝
承
を
伝
え
て
い
ま
す
。

あ
さ
か
山
の
こ
と
ば
は
う
ね
め
の
た
は
ぶ
れ
よ
り
よ
み
て[

か
づ
ら
き
の
お
ほ

き
み
を
み
ち
の
お
く
へ
つ
か
は
し
た
り
け
る
に
、
く
に
の
つ
か
さ
事
お
ろ
そ

か
な
り
と
て
ま
う
け
な
ど
し
た
り
け
れ
ど
す
さ
ま
じ
か
り
け
れ
ば
、
う
ね
め

な
り
け
る
女
の
か
は
ら
け
と
り
て
よ
め
る
な
り
、
こ
れ
に
ぞ
お
ほ
き
み
の
心

と
け
に
け
る
、〈
あ
さ
か
山
か
げ
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
あ
さ
く
は
人
を
お
も

ふ
も
の
か
は
〉]

実
は
、
こ
の
歌
は
も
と
も
と
『
万
葉
集
』
巻
十
六
に
収
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
の

伝
承
は
そ
の
左
注
に
語
ら
れ
て
い
た
伝
承
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
す
。

ま
た
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
『
古
今
集
』
仮
名
序
に
対
す
る
多
く
の
注
釈

書
が
編
ま
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
の
一
部
も
同
様
の
伝
承
を
記
し
て
い
ま
す
。

　

葛
木
ノ
大
君
始
テ
橘
ノ
姓
ヲ
賜
テ
、
始
テ
太
政
大
臣
ト
成
ル
。
奥
州
ノ
守

ニ
成
テ
下
リ
玉
フ
時
、
近
江
ノ
采
女
ト
云
女
ヲ
思
テ
具
シ
下
ル
。
国
ノ
モ
ノ
、

雑
事
悪
シ
ト
テ
、
大
ニ
腹
ヲ
立
テ
玉
ヒ
ケ
レ
バ
、
采
女
土
器
ヲ
取
テ
一
首
ヲ

ヨ
ミ
大
君
ニ
サ
ス
。
…
…
（
当
該
歌
）
…
…
意
ハ
、
大
臣
ノ
人
ノ
雑
事
悪
シ

ト
テ
腹
立
玉
フ
、
浅
ク
見
ユ
ル
振
舞
ナ
リ
。
是
ニ
ナ
ゴ
ミ
玉
フ
也
ケ
リ
ト
ハ
、

此
歌
ニ
恥
テ
腹
止
玉
フ
。
…
…
山
ノ
井
ヲ
バ
心
浅
キ
事
ニ
ヨ
ム
也
。
山
ノ
井

ハ
何
ニ
モ
深
ケ
レ
ド
モ
木
葉
散
シ
ク
ニ
依
テ
、
自
然
ニ
浅
ク
成
ル
也

こ
れ
は
、『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄
』
と
言
わ
れ
る
注
釈
書
か
ら
引
用
し
た

も
の
で
す
。「
浅
い
」
の
は
、
国
司
の
心
で
は
な
く
、
腹
を
立
て
た
大
臣
の
態
度
と

し
て
い
る
点
が
少
し
違
う
よ
う
で
す
。

馴
窓
が
左
注
に
記
し
て
い
た
の
は
、
こ
れ
ら
に
近
い
伝
承
で
す
。
あ
る
と
き
、
大

君
が
陸
奥
に
下
っ
て
行
っ
た
際
、
そ
の
国
の
国
司
た
ち
の
待
遇
が
粗
略
で
あ
っ
た
た

め
、
京
か
ら
軍
勢
を
呼
ん
で
、
そ
の
一
族
を
退
治
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き

に
采
女
が
歌
を
詠
ん
だ
。
山
の
井
は
本
来
深
い
も
の
だ
が
、
人
の
姿
が
映
る
と
水
の

水
面
だ
け
の
よ
う
に
、
つ
ま
り
浅
く
見
え
て
し
ま
う
。
同
じ
よ
う
に
、
陸
奥
の
人
々

も
そ
の
大
臣
を
疎
か
に
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
田
舎
の
荒
々
し
い
者

で
あ
る
た
め
に
都
の
作
法
と
い
う
も
の
を
あ
ま
り
よ
く
知
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
帝
に

対
し
て
粗
略
な
扱
い
を
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
本
当
は
帝
の

こ
と
を
深
く
思
い
奉
っ
て
い
る
の
で
す
よ
、
と
い
う
意
味
で
詠
ん
だ
歌
だ
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。
こ
の
采
女
の
歌
に
大
君
は
な
る
ほ
ど
と
思
っ
て
陸
奥
の
人
々
を
許
し
た

と
い
う
の
で
す
。

馴
窓
は
こ
の
説
を
知
っ
て
い
て
、「
尤
秘
す
べ
き
事
と
や
」、
つ
ま
り
厳
重
に
秘

密
に
す
る
べ
き
こ
と
だ
と
記
し
て
い
ま
す
。
自
分
で
も
記
録
し
て
お
き
な
が
ら
妙
な

話
で
は
あ
り
ま
す
が
、
実
は
『
古
今
集
』
に
関
す
る
種
々
の
注
釈
は
秘
説
と
し
て
師

資
に
相
伝
さ
れ
る
も
の
で
し
た
か
ら
、
彼
も
そ
の
よ
う
な
意
識
を
こ
こ
で
表
明
し
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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一
方
、
馴
窓
が
「
大
和
物
が
た
り
は
一
向
各
別
な
り
」
と
し
た
『
大
和
物
語
』

一
五
五
話
は
、
次
の
よ
う
な
伝
承
で
す
。
大
納
言
の
娘
が
将
来
は
帝
の
妻
に
と
大
切

に
育
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
る
と
き
、
懸
想
し
た
内
舎
人
に
拉
致
さ
れ
て
陸
奥

ま
で
連
れ
去
ら
れ
て
行
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
男
は
、
安
積
山
に
庵
を
つ
く
っ
て
娘
を

住
ま
わ
せ
ま
す
。
娘
は
、
そ
の
う
ち
に
妊
娠
も
し
ま
す
が
、
男
の
い
な
い
と
き
に
山

中
の
水
辺
で
自
分
の
姿
を
見
た
と
こ
ろ
、
か
つ
て
親
に
も
か
し
ず
か
れ
、
大
切
に
育

て
ら
れ
て
い
た
と
き
と
は
あ
ま
り
に
も
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
姿
、
み
す
ぼ
ら

し
い
姿
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
詠
ん
だ
の
が
先
の
「
あ
さ
か

や
ま
」
の
歌
だ
と
い
う
の
で
す
。
娘
は
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
後
に
庵
に
戻
っ
て
亡
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
非
常
に
悲
し
い
お
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

馴
窓
は
、
こ
の
二
つ
の
説
の
う
ち
、『
古
今
集
』
に
対
し
て
は
「
心
得
が
た
く
」

と
し
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
『
大
和
物
語
』
の
伝
承
を
考
証
の
材
料
と
し
て
あ
げ
て
い
る

わ
け
で
す
。

さ
ら
に
項
目
の
四
「
考
証
の
素
材
と
し
て
」
に
ま
い
り
ま
す
。
馴
窓
の
歌
ご
こ

ろ
と
物
語
の
関
係
に
は
他
に
ど
の
よ
う
な
形
が
あ
る
の
か
。
既
に
『
伊
勢
物
語
』
や

『
大
和
物
語
』
で
お
話
し
た
類
の
も
の
な
の
で
す
が
、
今
度
は
自
詠
に
関
す
る
解
説

と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
例
を
み
て
お
き
ま
す
。
六
九
番
が
馴
窓
自
身
が
詠
ん
だ
歌

に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

 

…
…
落
花
と
は
ち
る
花
、
三
才
嬰
児
も
知
る
事
な
る
を
、
私
の
大
事
に

初
花
と
心
得
て
よ
む
事
あ
り
、
い
さ
さ
か
人
に
申
さ
ぬ
事
な
り
、
古
説

に
も
落
英
を

食
す
と
見
え
て
菊
の
事
な
り
、
菊
は
ち
ら
ぬ
な
り
、
そ

の
上
菊
を
食
す
る
は
盛
の
始
を
用
ふ
、
広
韻
に
も
落
は
初
な
り
と
注
せ

り
、
人
の
世
を
持
初
む
る
を
落
世
と
い
ふ
、
祝
言
に
は
文
字
の
意
し
ら

ぬ
人
は
い
と
ふ
べ
き
事
な
り

　
　

頼
政
、
深
山
落
花

み
や
ま
木
の
そ
の
梢
と
も
わ
か
ざ
り
し
桜
は
花
に
あ
ら
は
れ
に
け
り

　
　
　

 

此
歌
、
詞
花
に
題
し
ら
ず
と
入
り
た
り
、
撰
者
顕
輔
、
同
時
の
人
に

て
、
い
か
で
題
し
ら
ざ
ら
ん
や
、
平
家
に
は
深
山
花
と
ば
か
り
か
た

る
、
か
や
う
の
事
、
秘
す
る
に
や
あ
ら
ん
、
お
つ
る
花
と
よ
む
は
常

の
事
な
り
、
花
に
お
つ
る
と
心
得
て
、
い
づ
れ
の
木
と
も
わ
か
ざ
り

し
が
、
一
花
ひ
ら
き
そ
む
る
を
も
て
桜
と
し
る
は
初
の
心
な
る
べ
し
、

私
相
伝
に
山
路
落
花
を
申
せ
し
時　
　
　
　
　
　
　
　
　

衲
叟

を
り
か
ざ
す
袖
し
ろ
た
へ
に
う
ち
む
れ
て
桜
に
お
つ
る
み
よ
し
の
の
た
き

　
　
　

 

こ
れ
も
ち
る
に
あ
ら
ず
、
か
ざ
し
ゆ
く
を
見
て
桜
は
花
に
お
ち
つ
き
、

た
き
は
い
つ
も
た
き
と
な
り
、
袖
し
ろ
た
へ
な
れ
ば
、
よ
し
の
の
袖

の
滝
に
余
情
あ
る
べ
し
、
か
や
う
の
事
、
道
学
の
二
に
た
ち
い
ら
ず

し
て
心
得
が
た
か
る
べ
し

（
六
八
〜
六
九
）

「
を
り
か
ざ
す
…
…
」
で
は
、「
桜
」、「
お
つ
る
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
い

る
の
で
す
が
、『
平
家
物
語
』
に
触
れ
て
い
ま
す
。

「
落
花
と
は
ち
る
花
、
三
才
嬰
児
も
知
る
事
な
る
を
、
私
の
大
事
に
初
花
と
し
て

心
得
て
よ
む
事
あ
り
」。
落
ち
る
花
、
落
花
と
書
け
ば
、
そ
れ
は
散
る
花
の
こ
と
で

あ
る
の
は
三
歳
児
も
知
っ
て
い
る
と
。
し
か
し
、「
私
の
大
事
」
す
な
わ
ち
芸
道
に

お
け
る
秘
伝
や
秘
事
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
中
に
、「
落
花
」
を
「
初
花
」、
咲
き
始

め
の
花
と
し
て
詠
む
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
さ
ら
に
、「
古
説
に
も
落
英
を

食
す
と
見
え
て
菊
の
事
な
り
、
菊
は
ち
ら
ぬ
な
り
。
そ
の
上
菊
を
食
す
る
は
盛
の

始
を
用
ふ
」、
つ
ま
り
菊
の
「
落
英
」
つ
ま
り
落
花
を
食
す
と
あ
る
用
例
を
あ
げ
て
、

菊
は
散
ら
な
い
花
で
あ
る
し
、
も
っ
と
も
花
盛
り
の
初
め
の
頃
の
も
の
を
食
べ
る
の
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だ
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
中
国
の
韻
の
説
明
書
で
あ
る
『
広
韻
』
の
注
も
あ
げ
て
、

「
落
花
」
が
咲
き
始
め
の
花
を
指
す
こ
と
の
考
証
を
行
っ
て
い
ま
す
。

証
左
と
し
て
用
い
て
い
る
「
み
や
ま
木
の
…
…
」
は
、『
平
家
物
語
』
の
中
に
引

用
さ
れ
て
い
る
頼
政
の
歌
で
し
て
、「
深
山
落
花
」
と
い
う
題
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て

い
ま
す
。
山
奥
深
く
生
え
て
い
る
木
は
ど
の
梢
が
ど
の
木
の
も
の
か
分
か
ら
な
い
も

の
だ
が
、
桜
は
咲
い
た
そ
の
花
で
明
ら
か
に
そ
れ
と
分
か
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

馴
窓
は
、
こ
の
歌
に
関
し
て
、『
詞
花
集
』
に
は
「
題
知
ら
ず
」
と
し
て
入
集
し

て
い
る
が
、
撰
者
の
顕
輔
は
同
時
代
の
人
で
あ
る
か
ら
、
題
を
知
ら
な
い
こ
と
は
な

か
っ
た
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、『
平
家
』
に
は
「
深
山
花
」
と
だ
け
あ

る
の
は
、「
落
」
す
な
わ
ち
「
初
」
の
意
味
合
い
を
あ
え
て
隠
し
た
の
だ
ろ
う
か
。「
お

つ
る
花
と
よ
む
は
常
の
事
な
り
、
花
に
お
つ
る
と
心
得
て
、
い
づ
れ
の
木
と
も
わ

か
ざ
り
し
が
、
一
花
ひ
ら
き
そ
む
る
を
も
て
桜
と
し
る
は
初
の
心
な
る
べ
し
」。
つ

ま
り
、
頼
政
の
歌
は
、「
落
つ
る
花
」
と
い
う
題
で
あ
り
な
が
ら
、
咲
き
始
め
の
花

を
詠
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、「
落
つ
る
花
」
と
い
う
の
は
散
る
花
で
は

な
く
て
、
咲
き
始
め
、
初
花
を
言
う
の
だ
と
記
し
て
い
ま
す
。
頼
政
の
歌
を
落
花
イ

コ
ー
ル
初
花
の
証
歌
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
私
は
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
「
山
路
落
花
」
と
い
う
題
で
「
を
り
か
ざ

す
」
の
歌
を
詠
ん
だ
の
で
す
よ
、
と
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
す
。「
こ
れ
も
ち
る
に

あ
ら
ず
、
か
ざ
し
ゆ
く
を
見
て
桜
は
花
に
お
ち
つ
き
、
た
き
は
い
つ
も
た
き
と
な
り
、

袖
し
ろ
た
へ
な
れ
ば
、
よ
し
の
の
袖
の
滝
に
余
情
あ
る
べ
し
」
と
。「
か
よ
う
の
事
、

道
学
の
二
に
た
ち
い
ら
ず
し
て
心
得
が
た
か
る
べ
し
」
と
。

最
後
の
一
文
に
つ
い
て
、
内
容
の
詳
細
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
馴
窓
と
い
う
人
が

和
歌
の
教
養
に
お
い
て
ど
う
い
う
立
場
の
人
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
す
が
、「
私
の

大
事
に
」、「
私
の
相
伝
に
」、
あ
る
い
は
「
道
学
の
二
に
た
ち
い
ら
ず
し
て
」
と
い

う
言
葉
か
ら
見
る
に
、
何
か
秘
説
を
知
る
立
場
、
あ
る
い
は
秘
説
を
伝
え
ら
れ
る
立

場
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
当
時
の
歌
壇
の
状
況
と
い
う
こ
と
と
も
密
接
に
か
か
わ
っ
て
ま
い
り
ま

す
。
俊
成
・
定
家
た
ち
に
よ
っ
て
和
歌
の
黄
金
期
新
古
今
時
代
が
築
か
れ
た
あ
と
、

和
歌
の
世
界
は
徐
々
に
下
降
気
味
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
貴
族
層
の
衰
退
に
伴
っ
て

和
歌
が
貴
族
た
ち
の
自
ら
の
文
化
を
守
る
た
め
の
一
つ
の
道
具
に
な
っ
て
い
て
、
い

さ
さ
か
硬
直
化
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
秘
説
と
か
秘
伝
と

い
っ
た
も
の
が
作
ら
れ
て
い
っ
て
、
そ
れ
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
歌
人
た
ち
の
一
つ

の
プ
ラ
イ
ド
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
一
つ
と
し
て
「
古
今
伝
授
」

と
い
う
も
の
が
発
生
し
ま
す
。
こ
れ
は
、『
古
今
集
』
中
の
語
句
に
関
す
る
解
釈
や

関
連
す
る
分
野
の
諸
学
説
を
口
伝
や
切
紙
、
あ
る
い
は
抄
物
に
よ
っ
て
師
か
ら
こ
れ

と
見
込
ん
だ
弟
子
に
秘
説
と
し
て
伝
え
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
実
は
千
葉
氏
の
出

身
東
常
縁
が
確
立
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

や
や
先
走
り
ま
す
が
、
資
料
の
最
初
に
引
用
し
た
辞
典
の
記
述
に
「
宗
祇
・
兼

載
・
正
広
・
常
縁
・
道
灌
ら
と
も
面
識
が
あ
り
、
特
に
孝
範
と
は
親
密
な
友
人
関
係

に
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
、
常
縁
や
宗
祇
、
そ
し
て
『
当
麻
曼

荼
羅
疏
』
を
編
ん
だ
聖
聡
と
い
っ
た
人
々
は
み
な
、「
古
今
伝
授
」
や
『
古
今
集
』

注
釈
書
の
相
伝
に
何
ら
か
の
形
で
か
か
わ
っ
て
い
る
人
で
す
。
よ
っ
て
、
馴
窓
も
、

そ
う
い
う
人
た
ち
の
伝
え
て
き
た
歌
学
の
秘
説
を
聞
け
る
機
会
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
先
に
み
た
よ
う
な
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
物
語
の
異
型
や
、
一
般
的

に
は
理
解
し
が
た
い
よ
う
な
語
句
の
解
釈
な
ど
で
す
。

逆
に
彼
自
身
の
〝
歌
ご
こ
ろ
〞、
詠
作
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
そ
う
い
う
秘
説
を

知
っ
て
い
る
自
分
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
秘
説
を
表
現
す
る
一
つ
の
場
と
し
て
歌

と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
叙
情
的
な
〝
歌
ご
こ
ろ
〞
と
い
う
よ
り



11

日本研究センター紀要　第３号

も
、
も
し
か
し
た
ら
学
問
的
な
プ
ラ
イ
ド
の
表
現
の
場
と
し
て
、
歌
と
い
う
も
の

が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
も
い
た
し
ま
す
。
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
と
申
し

ま
し
ょ
う
か
。

も
う
一
つ
同
様
の
例
を
み
て
お
き
ま
す
。

　
　

 

兼
載
と
申
す
当
代
連
歌
宗
匠
の
歌
と
て
人
の
か
た
り
申
す
歌
に
、
花
盛

と
い
ふ
題
に
て

月
な
ら
ば
秋
の
な
か
ば
の
十
日
あ
ま
り
五
夜
ば
か
り
に
さ
け
る
花
か
な

　
　
　

 

盛
の
字
に
心
を
め
ぐ
ら
し
て
よ
め
る
ば
か
り
に
や
、
無
心
の
無
心
の

歌
な
り
、
歌
は
有
心
無
心
無
心
有
心
し
か
る
べ
し
、
二
夜
百
首
の
内

に
、
花
盛
の
こ
こ
ろ
を
申
せ
し
衲
叟

お
な
じ
く
は
我
も
み
そ
ぢ
の
春
に
し
て
見
ば
や
ひ
さ
し
き
花
の
心
に

　
　
　

老
後
な
れ
ば
壮
年
の
春
を
思
出
で
て
申
せ
し
な
り

　
　

…
…
（
中
略
）
…
…

　
　
　

古
今
の
歌
に
、
題
し
ら
ず
、
よ
み
人
し
ら
ず

春
霞
た
な
び
く
山
の
さ
く
ら
花
う
つ
ろ
は
ん
と
や
色
か
は
り
行
く

　
　
　

 

此
歌
、
あ
る
注
に
、
延
喜
天
子
南
殿
の
花
を
見
給
ひ
て
と
か
け
り
、

此
義
不
叶
や
、
新
古
今
序
に
、
古
今
に
お
い
て
は
当
代
の
御
製
を
の

せ
ず
、
後
撰
よ
り
し
て
そ
の
時
の
天
章
を
加
ふ
と
侍
り
、
恋
な
ど
の

中
に
は
、
か
く
し
て
入
り
た
る
も
あ
る
べ
き
、
下
句
に
う
つ
ろ
ふ
と

い
ふ
事
、
色
の
か
は
る
事
な
る
に
重
説
に
き
こ
ゆ
、
古
人
の
歌
か
や

う
の
心
得
大
切
な
り
、
私
義
に
は
、
北
山
の
桜
を
業
平
を
り
て
小
町

に
見
せ
給
ひ
し
時
よ
め
る
な
り
、
女
は
物
ご
と
に
う
た
が
ひ
の
こ
こ

ろ
あ
れ
ば
、
桜
は
さ
か
り
な
れ
ば
山
の
か
す
み
に
う
つ
ろ
ふ
は
色
か

は
る
ら
ん
と
や
、
そ
の
ご
と
く
我
に
あ
だ
な
る
心
を
見
せ
て
、
う
つ

ろ
は
ん
と
の
心
や
と
よ
め
る
歌
な
り

（
八
六
、八
七
、九
〇
）

八
七
番
の
「
お
な
じ
く
は
…
…
」
が
題
「
花
盛
」
を
詠
ん
だ
馴
窓
自
身
の
歌
で
す
。

『
雲
玉
集
』
序
に
「
老
後
な
れ
ば
壮
年
の
春
を
思
出
で
て
申
せ
し
」
と
あ
り
ま
す
の

で
、
佐
倉
に
来
て
こ
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
と
き
は
も
う
老
年
で
す
。「
み
そ
ぢ
の
春
」、

三
十
歳
の
春
で
あ
れ
ば
、
ま
た
花
の
見
方
も
違
う
だ
ろ
う
、
花
盛
り
を
自
分
の
盛
り

と
重
ね
合
わ
せ
て
見
ら
れ
る
と
き
で
あ
っ
た
ら
良
か
っ
た
の
に
と
い
う
こ
と
を
詠
ん

で
い
る
も
の
で
す
。
自
分
の
歌
が
八
七
番
で
、
間
に
八
八
、八
九
番
の
二
首
が
ご
ざ

い
ま
す
が
、
九
〇
番
に
ま
た
自
分
自
身
の
歌
の
説
明
と
し
て
『
古
今
集
』
の
歌
を
取

り
上
げ
て
い
ま
す
。

「
春
霞
…
…
」
は
、『
古
今
集
』
春
下
の
六
九
番
の
歌
で
「
題
し
ら
ず
、
よ
み
知

ら
ず
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
詠
歌
の
場
面
に
つ
い
て
馴
窓
は
、
二
つ
の
説
を
紹

介
し
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
傍
線
部
、
延
喜
帝
が
紫
宸
殿
の
南
庭
に
橘
と
並
ん
で
植

え
ら
れ
た
桜
を
見
て
お
詠
み
に
な
っ
た
も
の
と
い
う
説
で
す
。
も
う
一
つ
は
、「
私

の
義
」
以
下
で
す
が
、
北
山
の
桜
を
在
原
業
平
が
折
っ
て
小
町
に
見
せ
た
時
に
詠
ん

だ
歌
と
し
て
い
ま
す
。

一
つ
目
の
説
に
関
し
て
は
、
資
料
五
ペ
ー
ジ
の
上
段
に
挙
げ
ま
し
た
よ
う
に
、

『
雲
玉
集
』
の
研
究
を
さ
れ
て
い
る
徳
田
和
夫
先
生
の
論
文
（「
室
町
後
期
の
説
話
と

お
伽
草
子
―
『
雲
玉
和
歌
抄
』
を
繙
い
て
」『
国
語
国
文
論
集
（
学
習
院
女
子
短
期

大
学
）』
一
六　

一
九
八
七
・
三
）
に
『
古
今
為
家
抄
』
に
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
回
は
こ
の
書
物
全
体
を
読
む
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
実
際
は

確
認
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
。

『
古
今
為
家
抄
』
は
、
二
条
家
流
の
『
古
今
集
』
の
注
釈
書
で
す
。
御
子
左
家
は

俊
成
・
定
家
の
息
、
為
家
の
後
に
二
条
家
、
冷
泉
家
、
京
極
家
に
分
か
れ
ま
す
が
、
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特
に
二
条
家
と
京
極
家
が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
説
を
打
ち
上
げ
つ
つ
対
立
し
て
い
き
ま

す
。
そ
の
中
で
、
二
条
家
の
説
を
汲
ん
だ
注
釈
書
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
も
の
で

す
。『
為
家
抄
』
と
あ
り
ま
す
が
、
為
家
が
書
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
、
あ
る
一
本
に
つ
い
て
は
一
五
世
紀
末
、
明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
以
降
の
成
立

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
諸
論
が
あ
っ
て
す
べ
て
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
て
お
り
ま
せ

ん
が
。

ほ
か
に
も
同
様
の
説
が
あ
る
か
ど
う
か
『
古
今
集
』
の
注
釈
書
を
い
く
つ
か
繰
っ

て
み
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
ま
し
た
。

　

・ 　
此
歌
ハ
南
殿
ノ
桜
ノ
散
ガ
タ
ナ
ル
ヲ
御
覧
ジ
テ
、
延
喜
御
門
ノ
御
歌
也
。

歌
ニ
義
ナ
シ
（
鷹
司
本
古
今
抄
）

　

・ 　
春
霞
の
歌
は
、
南
殿
の
桜
の
散
が
た
成
を
御
覧
じ
て
延
喜
の
御
歌
也
。
歌

に
無
義
（
為
家
抄
混
入
注
）

　

・ 　
読
人
不
知
、
こ
ゝ
は
小
町
。
但
、
家
集
に
無
之
。
…
…　

う
つ
ろ
ふ
と

い
ふ
事
は
、
う
ち
ま
か
せ
て
は
、
色
の
へ
ん
ず
る
也
。
此
歌
に
て
は
、
落

と
い
ふ
べ
き
か
と
見
へ
た
り
。（
宮
内
庁
本
古
今
抄
）

し
た
が
っ
て
、
馴
窓
は
何
ら
か
の
形
で
こ
う
い
っ
た
説
に
触
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、『
宮
内
庁
本
古
今
抄
』
で
は
「
読
人
不
知
」
と
す
る

一
方
で
、「
こ
ゝ
は
小
町
。
但
、
家
集
に
無
之
」
と
小
町
の
名
前
を
出
し
て
い
ま
す
。

『
雲
玉
集
』
の
も
う
一
つ
の
説
と
の
関
連
が
気
に
な
り
ま
す
。
業
平
の
名
前
が
出
て

く
る
説
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、『
古
今
集
』
の
注
釈
書
は
、
そ
の
書
目

だ
け
で
一
冊
の
本
が
出
来
る
ぐ
ら
い
の
本
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
る
い
は
そ
の
ど
れ

か
に
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
馴
窓
は
、
御
子
左
家
か
ら
派
生
し
た

二
条
家
を
始
め
と
す
る
歌
の
家
に
伝
え
ら
れ
た
和
歌
の
秘
説
と
い
っ
た
も
の
を
知
り

得
る
立
場
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

次
の
例
は
顕
著
な
も
の
で
す
が
、「
阿
古
根
の
浦
」
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
の

や
は
り
考
証
で
す
。

　

万
葉
の
歌
に

わ
が
思
ひ
し
野
島
は
見
せ
つ
底
ふ
か
き
あ
こ
ね
の
浦
の
玉
ぞ
ひ
ろ
は
ぬ

　
　
　

阿
古
根
の
浦
、
い
せ
な
り
、
い
も
せ
の
契
に
秘
す
る
詞
な
り（

三
五
六
）

非
常
に
短
い
も
の
で
す
が
、『
万
葉
集
』
の
「
わ
が
思
ひ
し
」
と
い
う
歌
に
出
て

く
る
阿
古
根
の
浦
は
、
伊
勢
に
あ
る
と
い
う
説
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
い
も
せ
の

契
に
秘
す
る
詞
な
り
」
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
阿
古
根
の
浦
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ

る
「
古
今
伝
授
」
等
の
秘
説
の
中
に
特
別
に
「
阿
古
根
浦
口
伝
」
と
い
う
別
伝
と
し

て
設
け
ら
れ
て
い
て
、
三
五
六
番
の
左
注
の
説
は
そ
の
内
容
と
共
通
し
て
い
ま
す
。

　

阿
古
根
浦
口
伝

天
命
勢
尊
・
国
命
尊
、
阿
古
根
浦
に
て
天
降
給
ひ
し
道
伊
女
命
・
勢
夫
命
、

安
智
苑
の
海
に
し
て
嫁
し
て
御
子
た
ち
を
う
み
て
夫
婦
の
道
絶
え
ず
し
て
人

の
命
を
継
ぎ
、
し
や
う
じ
て
心
を
い
さ
む
る
道
な
り
。

歌
に
云
、

　
　

今
こ
そ
は
伊
勢
の
契
も
は
じ
め
つ
れ
伊
勢
の
契
は
末
ひ
さ
し
か
れ

　

…
…
中
略
…
…

　

今
、
こ
の
阿
古
根
の
浦
の
口
伝
は
、
高
貴
大
明
神
、
在
中
将
に
さ
づ
け
た

ま
ひ
し
よ
り
こ
の
か
た
、
二
条
の
家
の
重
宝
な
り
。
他
家
に
不
及
秘
事
歟
。

こ
の
奥
儀
を
聞
く
事
あ
り
が
た
き
な
り
。

（「
玉
伝
深
秘
巻
」）

「
夫
婦
の
道
絶
え
ず
し
て
」
云
々
、
つ
ま
り
い
も
せ
の
契
の
意
味
を
込
め
た
言
葉
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で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
場
所
に
つ
い
て
は
複
数

の
説
が
あ
り
ま
す
が
、
特
に
「
今
こ
そ
は
伊
勢
の
契
も
は
じ
め
つ
れ
伊
勢
の
契
は
末

ひ
さ
し
か
れ
」
と
し
て
伊
勢
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

『
玉
伝
深
秘
巻
』
と
い
う
書
物
も
『
古
今
集
』
の
注
釈
書
の
一
つ
で
す
。
こ
う
し

た
内
容
は
、
秘
伝
と
言
い
な
が
ら
、
も
し
か
し
た
ら
少
し
ず
つ
部
分
的
に
広
が
っ
て

い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
言
え
ば
、
秘
伝
と
い
う

の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
直
す
必
要
も
出
て
ま
い
り
ま

す
が
。
秘
伝
で
あ
れ
ば
、
馴
窓
が
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
何
か
ル
ー
ト
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
五
番
目
の
項
目
「
伝
説
の
記
録
（
話
そ
の
も
の
へ
の
興
味
？
）」
と
し

た
点
に
つ
い
て
は
、
馴
窓
が
引
用
し
た
伝
説
を
そ
の
ま
ま
掲
載
す
る
と
非
常
に
長
い

の
と
、
実
は
あ
ま
り
自
詠
と
直
結
し
な
い
も
の
で
す
か
ら
本
文
を
挙
げ
て
お
り
ま
せ

ん
。〝
歌
ご
こ
ろ
〞
と
い
う
こ
と
と
は
別
と
し
ま
し
て
、
話
そ
の
も
の
に
対
す
る
興

味
か
ら
記
し
た
と
思
わ
れ
る
物
語
や
伝
説
が
『
雲
玉
集
』
の
中
に
は
た
く
さ
ん
含
ま

れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
逆
に
『
雲
玉
集
』
が
謡
曲
に
素
材
を
提
供
し
て
い

る
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
作
品
は
マ
イ
ナ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
室
町
期

以
降
の
中
世
の
文
学
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
指
摘
さ
れ
て
ま
す
。

さ
て
、
ま
と
め
で
す
。
房
総
と
〝
歌
ご
こ
ろ
〞
と
い
う
意
味
で
言
え
ば
、『
雲
玉
集
』

に
直
結
す
る
話
題
は
少
な
い
の
で
す
が
、
房
総
や
武
蔵
野
を
中
心
と
し
て
馴
窓
の
め

ぐ
っ
た
関
東
の
地
に
伝
わ
っ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
秘
説
が
、
彼
の
〝
歌
ご
こ
ろ
〞
を

か
き
立
て
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。

実
は
、
そ
う
い
っ
た
、
特
に
『
古
今
集
』
の
古
注
釈
や
秘
伝
と
言
わ
れ
る
古
注

釈
の
中
身
は
、
前
々
回
お
話
を
し
ま
し
た
山
辺
赤
人
と
人
麻
呂
の
同
一
人
物
説
も
伝

え
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
房
総
地
方
の
特
に
下
総
と
上
総
北
部
辺
り
の
文

学
状
況
を
理
解
す
る
上
で
、『
古
今
集
』
の
注
釈
書
を
も
う
少
し
洗
い
出
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

『
雲
玉
和
歌
集
』
の
背
景
の
一
端
を
お
話
し
ま
し
て
、
以
上
で
終
わ
り
に
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

【
進
行
】　

岡
田
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
時
間
が
も
う
少
し
あ

り
ま
す
の
で
、
た
だ
今
の
お
話
に
対
す
る
質
問
、
あ
る
い
は
関
連
し
た
コ
メ
ン
ト
で

も
結
構
で
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
私
の
ほ
う
か
ら
一
つ
だ

け
お
聞
き
し
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

　

こ
の
馴
窓
の
『
雲
玉
和
歌
集
』
の
よ
う
な
私
家
集
は
、
や
は
り
珍
し
い
の
で
し
ょ

う
か
。
中
世
の
歌
集
と
し
て
も
。
ほ
か
の
も
の
で
似
た
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。

【
岡
田
】　

珍
し
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
勅
撰
集
や
私
撰
集
な
ど
の
注
釈
書
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
自
歌
を
三
分
の
一
も
採
る
一
方
で
、
他
人
の
和
歌
や
そ

れ
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
背
景
説
明
も
そ
れ
以
上
の
力
の
入
れ
よ
う
で
取
り
込
ん

で
い
る
。
ま
た
、
さ
っ
き
申
し
上
げ
た
よ
う
に
そ
う
い
っ
た
も
の
が
連
想
に
よ
っ
て

つ
ら
な
っ
て
い
て
、「
あ
、
そ
う
い
え
ば
こ
う
い
う
話
も
あ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に

し
て
、
か
な
り
長
い
説
話
が
入
っ
て
い
た
り
す
る
。
こ
う
い
う
作
品
は
他
に
見
当
た

り
ま
せ
ん
。

【
進
行
】　

博
識
な
人
だ
っ
た
の
で
す
ね
、
こ
の
人
。

【
岡
田
】　

そ
う
で
す
ね
。
博
識
か
つ
、
そ
れ
を
表
に
出
し
た
が
る
と
い
う
か
。『
古

今
集
』
の
注
釈
と
い
う
意
味
で
言
え
ば
、
か
な
り
の
説
話
と
か
異
説
を
盛
り
込
ん
だ

書
物
は
か
な
り
の
数
あ
る
わ
け
で
す
が
、
一
応
、
秘
伝
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
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ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
の
内
容
も
一
部
知
っ
て
い
る
ら
し
く
、
自
分
の
歌
集
の
中
に

こ
れ
だ
け
い
ろ
ん
な
も
の
を
盛
り
込
ん
で
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
博
識
で
も
あ
っ

た
し
、
そ
れ
を
表
に
出
す
と
い
う
、
少
々
特
異
な
人
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

【
進
行
】　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。『
雲
玉
和
歌
集
』
と
い
う
名
前
は
知
っ
て

お
り
ま
し
た
が
、
手
元
に
あ
る
普
通
の
百
科
事
典
や
辞
典
に
は
馴
窓
も
『
雲
玉
和
歌

集
』
も
案
外
出
て
こ
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
か
な
り
専
門
的
な
内
容
で
は
な
い
か

と
思
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
の
お
話
に
よ
れ
ば
研
究
自
体
が
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
進
ん

で
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
今
後
研
究
が
進
む
こ
と
を
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
し

た
。

（
お
か
だ　

み
や
こ
・
本
学
国
際
人
文
学
部
国
際
文
化
学
科
准
教
授
）


