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は
じ
め
に

『

語
文
研
究』

第
百
五
号
に
、｢

瓜
の
歌

催
馬
楽『

山
城』

と
和

歌

｣

と
題
す
る
論
文(

以
下
拙
稿
と
す
る)

を
載
せ
た
。
平
安
時

代
の
瓜
を
詠
み
込
む
和
歌
は
、
催
馬
楽｢

山
城｣

を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、

『

拾
遺
和
歌
集』

の
藤
原
朝
光
と
藤
原
国
章
の
贈
答
歌(

五
五
七
・
五

五
八)

の
影
響
を
受
け
、
瓜
つ
く
り
の
性
格
に｢

山
城｣

に
な
い
好
色

者
と
い
う
点
が
付
加
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
又
、
瓜
の
贈
答

や
瓜
に
歌
を
書
き
付
け
た
日
常
詠
は
、
朝
光
、
小
大
君
、
馬
内
侍
ら
選

子
内
親
王
の
サ
ロ
ン
を
中
心
と
し
た
親
交
の
中
で
育
ま
れ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
も
述
べ
た
。

さ
て
、
平
安
時
代
末
期
成
立
の
今
様
集『

梁
塵
秘
抄』

三
七
一
番
歌

に
は
瓜
が
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
今
様
に
、
催
馬
楽｢

山
城｣

や

朝
光
の
歌
の
影
響
が
現
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の

目
的
で
あ
る
。
又
、
当
該
歌
は
前
後
の
歌
と
何
ら
か
の
繋
が
り
を
持
つ

と
見
ら
れ
、
三
連
章
と
す
る
向
き
も
あ
る

(

注
１)

。
三
首
の
関
係
に
つ
い
て
も

考
え
た
い
。一

『

梁
塵
秘
抄』

三
七
一
番
歌
と
前
後
の
歌
に
関
す
る
諸
説

三
七
〇

清
太
が
作
り
し
刈
鎌
は

何
し
に
研
ぎ
け
む
焼
き
け
ん

作
り

け
む

捨
て
た
う
な
ん
な
る
に

逢
坂
奈
良
坂
不
破
の
関

栗

駒
山
に
て
草
も
え
刈
ら
ぬ
に

三
七
一
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清
太
が
作
り
し
御
園
生
に

苦
瓜
甘
瓜
の
熟な

れ
る
か
な

紅
南

あ
こ
だ

瓜う
り

ち
ぢ
に
枝
さ
せ
生
瓢

な
り
び
さ
こ

も
の
な
宣
び
そ
�

え
ぐ

茄
子

な
す
び

三
七
二

山
城
茄
子
は
老
い
に
け
り

採
ら
で
久
し
く
な
り
に
け
り

赤

ら
み
た
り

さ
り
と
て
そ
れ
を
ば
捨
つ
べ
き
か

措
い
た
れ
措

い
た
れ
種
採
ら
む

(
注
２)

こ
の
う
ち
三
七
二
は
、
主
と
し
て
第
三
句(

底
本
は｢

あ
こ
か
み
た

り｣
)

の
読
み
方
と
解
釈
を
巡
り
前
二
首
に
比
べ
て
早
く
か
ら
注
目
を

集
め
、
解
釈
が
定
ま
っ
て
き
た
感
が
あ
る

(

注
３)

。
ど
の
説
を
採
っ
て
も
、
茄

子
は
老
い
た
女
性
の
比
喩
で
あ
り
、
年
甲
斐
も
な
く
身
籠
っ
た(

或
い

は
そ
の
可
能
性
の
あ
る)

女
性
を
か
ら
か
う
歌
と
な
る
。

三
七
〇
と
三
七
一
の
清
太
に
関
し
て
、
早
く
小
西
甚
一
が『

梁
塵
秘

抄
考』

で『

雲
州
消
息』

(

明
衡
往
来)

に
も
登
場
す
る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
り
、
日
本
古
典
文
学
大
系(

岩
波
書
店)

、
日
本
古
典
文
学
全
集

(

小
学
館)

、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集(

同)

に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

祭
り
で
活
躍
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
芸
人
か
取
り
仕
切
り
役
で
あ
っ
た

と
見
ら
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん『

梁
塵
秘
抄』

の
清
太
と
同
一
人
物
で
は

な
い
。『

梁
塵
秘
抄』

中
に
は
、
月
々
清
次(

一
七)

、
藤
太
巫
女(

三

二
四
と
四
一
四
に
重
出)

、
侍
藤
五
君(

四
〇
六)

、
藤
次(

四
四
二)

、

な
ど
同
様
の
名
付
け
方
を
し
た
人
名
が
見
え
る
。
早
く
折
口
信
夫
が

(

注
４)

、

何
の
こ
と
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
藤
太
み
こ
の
藤
太
が
出
て
き
た
よ
う

に
、
こ
れ
が
出
て
く
る
の
は
何
か
あ
る
。
宗
教
関
係
の
も
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
頃
の
人
の
頭
に
印
象
的
だ
っ
た
の
か
。
清
原
の
太
郎

か
何
か
、
誰
か
の
通
称
み
た
い
な
も
の
だ
ろ
う
。

と
述
べ
る
の
は
妥
当
な
見
解
で
あ
る
。
上
田
設
夫
も
三
七
〇
の
考
察
で

(

注
５)

、

｢

清
太｣

と
い
う
名
は
今
日
の
太
郎
の
ご
と
き
名
前
で
、
当
時
に

お
い
て
は
な
じ
み
深
い
名
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
雲
州
消
息
に
も

み
え
て
い
る
。
ま
た
次
の
３
７
１
歌
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
藤
太
、

藤
次
、
清
吉マ

マ(

清
次
で
あ
ろ
う
―
筆
者
注)

な
ど
と
な
ら
ん
で
愛

用
さ
れ
た
。
特
定
の
一
人
を
断
定
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。

と
す
る
。
し
か
し
、
三
七
二
の
清
太
を
神
社
に
所
属
し
て
い
る
下
級
の

神
職
で
あ
る
と
言
い
、
一
般
農
民
と
見
ら
れ
る
三
七
一
の
清
太
と
は
別

人
と
す
る
の
は
考
え
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
実
在
の
人
物
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
歌
の
中
で
は
も
は
や
一
般
名
で
あ
る
。『

梁
塵
秘
抄』

に
よ
く
あ
る
同
じ
歌
い
出
し
の
替
え
歌
、
或
い
は
一
、
二
番
と
見
る
べ

き
で
あ
る
。
清
太
に
扮
し
た
人
物
に
よ
り
、
所
作
を
伴
っ
て
歌
わ
れ
た

可
能
性
も
あ
る
。

一
方
、
日
本
古
典
集
成(

新
潮
社)

と
新
日
本
古
典
文
学
大
系(

岩
波

書
店)
は
、
清
太
が｢

平
太(

平
清
盛)｣

を
連
想
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、

三
七
〇
・
三
七
一
を
武
士
政
権
を
揶
揄
し
た
歌
と
見
て
い
る
。
集
成
は
、

鎌
で
草
さ
え
刈
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
僧
兵
や
盗
賊
を
鎮
圧
で
き
る

か
と
皮
肉
り
、(
平
家
一
門
に
例
え
た)

瓜
類
を
列
挙
し
た
上
で
、｢

茄
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子
な
ん
ぞ
及
び
で
な
い
と
ひ
が
ん
で
み
せ
た｣

と
解
釈
す
る
。
三
七
〇

の
地
名
は
い
ず
れ
も
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
新
大
系
は
、
逢
坂
が
寺
法

師
、
奈
良
坂
・
栗
駒
山
が
奈
良
法
師
、
不
破
の
関
が
東
国
の
武
士
勢
を

表
す
と
注
す
。
世
相
を
素
早
く
切
り
取
っ
た
歌
と
い
う
こ
と
に
な
り
興

味
深
い
見
解
で
は
あ
る
。

三
七
〇
・
三
七
一
は
、
文
字
ど
お
り
清
太
に
し
ろ｢

平
太｣

と
見
な

す
に
し
ろ
、
三
七
二
に
は
茄
子
と
い
う
言
葉
の
縁
で
し
か
繋
が
ら
な
い
。

又
、｢

平
太｣

の
場
合
、
三
七
〇
・
三
七
一
に
は
武
士
政
権
の
揶
揄
と

い
う
共
通
項
が
あ
る
が
、
清
太
で
あ
れ
ば
、
切
れ
な
い
鎌
と
瓜
の
列
挙

に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
か
、
た
だ｢
清
太
も
の｣

を
二
首
並
べ
た

だ
け
な
の
か
、
充
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。『
梁
塵
秘
抄』

四
句
神

歌
の
配
列
に
は
明
確
な
基
準
が
な
く
、
言
葉
の
縁
だ
け
で
次
の
歌
に
繋

が
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
三
七
〇
が
こ
の
位
置
に
あ
る
の
も
、
当
時

の
女
性
風
俗
を
歌
っ
た
三
六
九
番
歌
の
最
終
句｢

長
刀
持
た
ぬ
尼
ぞ
な

き｣

が
、
同
じ
刃
物
の｢

刈
鎌｣

を
引
き
出
し
た
た
め
と
思
わ
れ
、
テ
ー

マ
性
に
よ
る
繋
が
り
は
な
い
。
だ
が
、
三
七
〇
か
ら
三
七
二
を
、
物
尽

く
し
歌
謡
や
言
葉
の
縁
と
い
う
以
外
の
主
題
で
括
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ

う
か
。

そ
の
可
能
性
の
一
つ
を
示
し
た
の
が
渡
邊
昭
五
で
あ
る

(

注
６)

。
こ
れ
ら
を

三
連
章
と
す
る
渡
邊
は｢

当
代
ぎ
り
ぎ
り
の
卑
猥
な
歌
と
み
る｣

と
い

う
見
解
を
示
す
。
三
七
〇
の
鎌
を
男
性
器
の
隠
喩
と
し
、
地
名
の
列
挙

は
男
女
が
逢
う
意
を
掛
け
た｢

逢
坂
の
関｣

に
引
か
れ
て
の
も
の
で
あ

ろ
う
と
述
べ
る
。

清
太
の
碌
で
も
な
い
鎌
を
研
い
で
、
女
を
求
め
て
逢
い
に
行
っ
た

と
し
て
も
、
草
も
よ
う
刈
れ
ん
ワ
…
と
い
う
調
子
で
あ
ろ
う
。

続
く
三
七
一
も
、
そ
の
猥
雑
性
を
受
け
つ
い
で
、
農
園
の
瓜
や
茄
子
は

種
々
の
女
の
隠
喩
と
す
る
。

(

苦
瓜
・
甘
瓜
・
阿
古
陀
瓜
・
瓢
箪
な
ど)

ま
と
も
な
瓜
の
た
ぐ
い

な
ら
ま
だ
よ
い
が
、
え
ぐ
茄
子(

あ
く
の
強
い
茄
子)

は
、
論
外

で
食
べ
る
に
も
食
べ
ら
れ
や
し
な
い
ね
…
と
い
っ
た
笑
い
で
し
め

く
く
る
。
瓜
や
茄
子
や
胡
瓜
な
ど
は
、
木
津
川
の
流
域
に
早
く
か

ら
朝
鮮
か
ら
帰
化
し
た
人
々
に
よ
っ
て
、
栽
培
を
さ
れ
て
い
た
と

い
う
。(

中
略)

三
七
一
の
歌
は
帰
化
人
の
女
の
品
評
会
と
い
っ
た

男
の
ひ
や
か
し
的
な
笑
い
も
考
え
れ
る
と

マ

マ

こ
ろ
で
あ
る
。

木
津
川
流
域
の
瓜
つ
く
り
が
帰
化
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
催
馬

楽｢

山
城｣

を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
三
七
二
に
も
適
用
す
る
。
つ
ま
り

山
城
茄
子
も
帰
化
人
の
泥
臭
さ
を
風
刺
し
た
も
の
と
見
な
す
の
で
あ
る
。

又
、
拙
稿
で
取
り
上
げ
た『

拾
遺
和
歌
集』

の
贈
答
歌
の
う
ち
、
国
章

の｢
さ
だ
め
な
く
…｣

を
引
き
、
こ
れ
に
、

帰
化
人
の
多
い
山
城
の
狛
地
方
へ
の
京
都
人
の
軽
蔑
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

と
述
べ
る
。
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二

栗
駒
山
に
つ
い
て

渡
邊
説
は｢
猥
雑
な
歌
の
三
連
章｣

と
い
う
大
筋
で
肯
定
で
き
る
も

の
の
、
瓜
や
茄
子
を
帰
化
人
の
隠
喩
と
見
な
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
又
、
三
七
〇
の
地
名
の
列
挙
と
三
七
一
の
瓜
の
列
挙
に
何
ら
か
の

関
係
が
あ
る
の
か
も
明
ら
か
で
な
い
。
催
馬
楽｢

山
城｣

と
の
繋
が
り

を
、
別
の
観
点
か
ら
も
う
少
し
掘
り
下
げ
た
い
も
の
で
あ
る
。

三
七
〇
の
地
名
は
位
置
関
係
が
不
統
一
で
あ
る
し
、
逢
坂
と
不
破
の

関
に
比
べ
、
他
の
二
つ
の
知
名
度
が
低
い
。
奈
良
坂
は
都
か
ら
大
和
へ

の
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
他
の
二
つ
の
関
と
並
べ
て
不
自
然
と
ま
で
は

言
え
な
い
が
、
栗
駒
山
は
都
か
ら
近
い
も
の
の
、
い
さ
さ
か
均
衡
を
欠

く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
渡
邊
も
そ
う
で
あ
る
が
、
折
口
も
栗
駒
山
が
出

て
く
る
こ
と
に
違
和
感
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
歌
の
最
後
に
置
か
れ

た
意
味
を
追
究
し
て
み
よ
う
。

唐
突
な
よ
う
だ
が
、『

大
和
物
語』

八
十
二
段
と
百
四
十
段
を
手
掛

か
り
に
し
た
い
。
い
ず
れ
に
も
こ
の
地
名
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
が
出
て

く
る
。
八
十
二
段
は
前
段
に
続
く
話
で
、
季
繩
の
少
将
の
女
・
右
近
へ

の
気
持
ち
が
冷
め
か
け
た
権
中
納
言
敦
忠
が
、
ず
っ
と
便
り
も
せ
ず
に

雉
を
贈
っ
て
き
た
。
右
近
の
返
し
。

栗
駒
の
山
に
朝
立
つ
雉
よ
り
も
か
り
に
は
あ
は
じ
と
思
ひ
し
も
の
を

こ
の
歌
は
、『

古
今
和
歌
六
帖』

二｢

き
じ｣

、『

夫
木
和
歌
抄』

二
十

｢

山｣

に
も
小
異
で
載
る
。

百
四
十
段
も
登
場
人
物
は
異
な
る
が
類
似
の
話
で
あ
る
。
元
良
親
王

と
源
昇
の
女
と
の
贈
答
歌
二
組
が
載
る
。
最
後
の
、
昇
女
の
返
し
に
こ

の
地
名
が
詠
み
込
ま
れ
る
。

み
狩
す
る
栗
駒
山
の
鹿
よ
り
も
ひ
と
り
寝
る
身
ぞ
わ
び
し
か
り
け
る

同
話
が『

元
良
親
王
御
集』

中
に
含
ま
れ
、
栗
駒
山
の
歌
は『

夫
木
和

歌
抄』

十
二｢

鹿｣

に
も｢

貫
之
家
歌
合
、
よ
み
人
し
ら
ず｣

と
し
て

採
ら
れ
て
い
る
。

栗
駒
山
は『

歌
枕
名
寄』

に
よ
れ
ば
山
城
と
陸
奥
に
あ
り
、
八
十
二

段
と
ほ
ぼ
同
じ
歌
が
陸
奥
に
入
っ
て
い
る
が
、『

大
和
物
語』

の
栗
駒

山
が
、
そ
ん
な
遠
方
に
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
一
四
二
段
の｢

宇

治
へ
狩
を
し
に
な
ん
い
く｣

と
い
う
元
良
親
王
の
言
葉
か
ら
も
、
こ
れ

ら
は｢

山
城｣

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
地
は
屏
風
絵
に
描
か
れ
紅

葉
の
名
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
狩
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
る

(

注
７)

。
昇
女
の
歌
の｢

み
狩
す
る｣

は
、
序
詞
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て

さ
え
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
で『

梁
塵
秘
抄』

に
戻
り
、
三
七
一
の
最
終
句
に｢

え

刈
ら
ぬ
に｣

と
い
う
表
現
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
恐
ら
く

同
じ
音
の｢
狩｣

を
掛
け
て
洒
落
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
狩
と
言
え
ば

栗
駒
山
。
そ
し
て｢

こ
ま｣

の
音
か
ら
山
城
の
狛
が
導
か
れ
る
。
狛
の
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瓜
つ
く
り
は
内
裏
に
献
上
す
る
た
め
、
早
瓜
を
作
っ
て
い
た
。
つ
ま
り

御
園
生
の
瓜
つ
く
り
で
あ
る
。
鎌
を
研
い
で
女
性
を
追
い
求
め
て
は
失

敗
す
る
清
太
が
、
こ
こ
で
催
馬
楽｢

山
城｣

の
瓜
つ
く
り
、
つ
ま
り
三

七
一
の
御
園
生
で
瓜
を
作
る
清
太
に
自
然
と
結
び
付
く
。

御
園
生
に
さ
ま
ざ
ま
な
瓜
が
な
っ
て
い
る
情
景
に
は
、
拙
稿
で
言
及

し
た『

拾
遺
和
歌
集』
の
朝
光
の
歌
が
重
ね
合
わ
さ
れ
よ
う
。
帰
化
人

の
女
性
の
品
評
会
に
限
定
し
な
く
て
も
、
一
人
の
女
性
に
ひ
た
む
き
に

求
婚
す
る｢

山
城｣

の
瓜
つ
く
り
と
、
あ
れ
こ
れ
と
女
性
に
目
移
り
す

る
好
色
者
の
二
つ
の
清
太
像
が
交
錯
す
る
と
こ
ろ
が
、
こ
の
歌
の
面
白

さ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
瓜
科
の
蔬
菜
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

三

苦
瓜
・
阿
古
陀
瓜
・
生
瓢
に
つ
い
て

『

梁
塵
秘
抄』

の
注
釈
書
に
は
例
外
な
く｢

苦
瓜
は
ツ
ル
レ
イ
シ
の

こ
と｣

と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
、
他
に
用
例
を
見
な
い
。
辞
書

や
注
釈
書
類
は
苦
瓜
の
説
明
に
、『

書
言
字
考
節
用
集』

と『

大
和
本

草』

を
用
い
て
い
る
。
苦
瓜
と
い
う
語
は
、『

梁
塵
秘
抄』

初
出
で
、

江
戸
時
代
ま
で
用
例
が
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
南
方
由
来
の
も
の

で
、
近
年
こ
そ
ゴ
ー
ヤ
ー
の
名
で
全
国
的
に
広
ま
っ
て
き
た
が
、
九
州

以
外
で
は
食
用
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
平
安
時
代
に
現
代
と
同
じ
苦

瓜
が
あ
っ
た
と
は
俄
か
に
信
じ
が
た
い
。
ま
し
て
都
近
く
の
御
園
生
で

栽
培
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
造
語
で
は
な
か
ろ
う
か
。
甘

瓜
は
真
桑
瓜
の
別
名
で
あ
る
。

王
卿
着
二

穏
座
一(

中
略)

羞
二

肴
物
一[

暑
月
削
氷
甘
瓜
等
云
々]

『

江
家
次
第』

二
〇

献
上
品
や
贈
答
品
と
し
て
好
ま
れ
る
甘
瓜
が
美
女
の
隠
喩
だ
と
す
れ

ば
、
対
置
さ
れ
る｢

苦
瓜｣

は
全
く
違
っ
た
女
性
像
を
連
想
さ
せ
た
こ

と
だ
ろ
う
。

一
方
、
阿
古
陀
瓜
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
女
性
が
想
像
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。
阿
古
陀
瓜
は
カ
ボ
チ
ャ
に
似
る
が
果
実
は
小
さ
い
。
果
皮
は
光

沢
の
あ
る
赤
色
と
い
う
。｢

阿
古
陀｣

で
形
を
表
し
て
い
た
よ
う
で
、

阿
古
陀
香
炉
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
女
性
の
容
姿
の
比
喩
に
用
い
ら
れ

て
い
る
の
は
、
管
見
で
は『

狭
衣
物
語』

の
女
二
の
宮
に
つ
い
て
の
み

で
あ
る
。

御
姿
・
様
体
、
御
髪
の
ゆ
ら

く
と
こ
ぼ
れ
か
ゝ
れ
る
よ
り
始
め
、

額
髪
の
、
た
だ
少
し
短
く
見
え
た
る
御
つ
ら
つ
き
、
あ
こ
だ
瓜
に

か
き
た
る
や
う
な
り
。〈
巻
三
〉

二
の
宮
は
、
父
帝
に
寵
愛
さ
れ
る
気
立
て
の
良
い
女
性
と
し
て
登
場
す

る
が
、
髪
の
毛
の
美
し
さ
が
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
る
。

(

懐
妊
中)

御
髪
の
久
し
う
梳
り
な
ど
も
せ
さ
せ
給
は
ね
ど
、
ま

ど
へ
る
筋
な
く
ゆ
ら

く
と
し
て
、
う
ち
や
ら
れ
た
る
額
髪
の
、
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こ
と
さ
ら
に
ひ
ね
り
か
け
た
ら
ん
や
う
に
、
こ
ぼ
れ
か
ゝ
ら
せ
給

へ
る
つ
ら
つ
き
な
ど
、
さ
ば
か
り
、
そ
の
人
と
も
見
え
ぬ
ま
で
、

痩
せ
そ
こ
な
は
れ
給
へ
る
し
も
、
い
と
ゞ
白
う
隈
な
き
御
色
の
あ

は
ひ
な
ど
、
今
少
し
あ
て
に
心
苦
し
う
、
薄
物
の
お
単
衣
も
、
重

げ
に
、
あ
は
れ
げ
な
る
御
様
を
…
〈
巻
二
〉

｢(

髪
の)

長
さ
な
ど
な
べ
て
の
事
ぞ
か
し
。
筋
が
ら
の
美
し
さ
・

つ
や
・
さ
が
り
な
ど
、
か
く
ば
か
り
な
る
類
あ
ら
じ
か
し｣

な
ど

て
、｢

い
み
じ
う
め
で
た
し｣
と
、(

帝
は)

思
ひ
聞
え
給
へ
り
。

〈
巻
二
〉

阿
古
陀
瓜
に
例
え
ら
れ
る
巻
三
の
女
二
の
宮
は
尼
姿
で
あ
る
。
諸
注

は｢

円
い
顔
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う｣

と
す
る
が
、
他
の
部
分
に
見
え
る

｢

あ
え
か｣

｢

ら
う
た
げ｣

な
ど
の
形
容
か
ら
、
む
し
ろ
華
奢
な
女
性
が

想
像
さ
れ
る
。
本
来
特
に
丸
顔
で
は
な
い
が
、
特
長
の
、
見
事
な
髪
が

尼
削
ぎ
で
短
い
額
髪
に
な
っ
た
た
め
、
顔
が
ふ
っ
く
ら
見
え
た
の
で
あ

ろ
う
。
悪
い
意
味
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

や
や
時
代
は
下
る
が
、『

西
行
法
師
家
集』

に
次
の
歌
が
あ
る
。

五
二
一

撫
子
の
ま
せ
に
、
う
り
の
つ
る
の
は
ひ
か
か
り
け
る
に
、
ち
ひ

さ
き
う
り
ど
も
の
な
り
た
る
を
み
て
、
人
の
歌
よ
め
と
申
せ
ば

撫
子
の
ま
せ
に
ぞ
は
へ
る
あ
こ
だ
う
り
同
じ
つ
ら
な
る
な
を
し
た

ひ
つ
つ

愛
す
る
子
に
例
え
ら
れ
る
撫
子
と
取
り
合
わ
せ
、
阿
古
陀
瓜
に｢

吾
子｣

を
掛
け
た
。
音
の
縁
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
が
、
詞
書
を
文
字
通
り
に
取

れ
ば
、
阿
古
陀
瓜
は
小
さ
く
て
、
い
と
し
い
子
ど
も
を
連
想
さ
せ
る
瓜

で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

『

大
和
本
草』

に
、

京
都
に
多
し
。
南
瓜
に
似
て
小
な
り
。
味
不
レ

好(

後
略)

と
あ
る
。｢

味
不
レ

好｣

と
言
う
も
の
の
、
室
町
時
代
に
は
阿
古
陀
瓜
が

献
上
さ
れ
た
こ
と
が
、『

蔭
涼
軒
日
録』

『

お
湯
殿
上
日
記』

『

殿
中
申

次
記』

の
記
事
か
ら
わ
か
る
。
平
安
時
代
の
阿
古
陀
瓜
進
上
の
記
録
は

見
出
せ
な
い
が
、
ス
イ
カ
が
入
っ
て
く
る
以
前
、
真
桑
瓜
と
は
違
っ
た

水
っ
ぽ
さ
が
、
納
涼
の
食
物
と
し
て
の
価
値
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
。

時
代
は
遡
り
、『

狭
衣
物
語』

成
立
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
活
躍
し
た
と

思
わ
れ
る
藤
原
顕
綱
の
歌
に
も
阿
古
陀
瓜
が
詠
み
込
ま
れ
た
も
の
が

あ
る
。三

四し
り
た
る
人
の
、
と
ほ
き
国
へ
ま
か
る
と
て
、
あ
こ
だ
う
り
を

お
こ
せ
た
り
け
れ
ば
、
う
り
に
か
き
て
か
へ
し
や
る

み
る
か
ら
に
つ
ら
さ
ぞ
ま
さ
る
あ
こ
だ
う
り
た
ち
わ
か
れ
ゆ
く
み

ち
と
お
も
へ
ば

『

藤
原
顕
綱
集』

食
味
の
あ
ま
り
良
く
な
い
阿
古
陀
瓜
を｢

し
り
た
る
人｣

が
贈
り
、
顕
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綱
が
歌
を
書
い
て
返
し
や
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
家
集
の
当
該
歌

の
あ
た
り
は
女
性
と
の
贈
答
歌
が
多
い
。
又
、
直
前
の
歌
の
詞
書
に

｢

三
一

か
た
ら
ふ
人
に
五
月
五
日
つ
か
は
す｣

｢

三
三

百
和
香
に
く

ら
ら
の
花
を
く
は
ふ
と
て
よ
め
る｣

と
あ
り
、
季
節
が
折
し
も
阿
古
陀

瓜
の
実
る
頃
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。｢

し
り
た
る
人｣

は
恐
ら
く

顕
綱
と
恋
愛
関
係
に
あ
る
女
性
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

(

注
８)

。
季
節
の
も
の
で

あ
り
、
い
と
し
い
人
の
意
に
も
通
じ
る｢

あ
こ｣

の
名
を
持
つ
瓜
を
贈
っ

て
、
顕
綱
の
反
応
を
見
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
男
は｢

つ
ら｣

、

｢

た
ち｣

と
い
う
縁
語
を
駆
使
し
、
別
れ
の
辛
さ
を
書
き
記
し
て
返
し

た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら『

梁
塵
秘
抄』

三
七
一
の
阿
古
陀
瓜
は
、｢

あ
こ｣

の
音
と
そ
の
形
状
に
よ
り
、
子
ど
も
っ
ぽ
い
、
又
は
丸
顔
の
か
わ
い
ら

し
い
女
性
で
あ
っ
た
と
見
な
せ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
生
瓢

な
り
び
さ
こは

瓢
箪
の
こ
と
で
同
じ
く
ウ
リ
科
の
植
物
で
あ
る
。

｢

生｣

を
冠
す
る
の
は
、
加
工
し
て
水
汲
み
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
る

杓ひ
さ
こと
区
別
す
る
た
め
と
言
わ
れ
る
。
同
種
の
夕
顔
の
花
が『

源
氏
物
語』

で
有
名
に
な
り
、
歌
語
と
し
て
も
定
着
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ひ
さ
こ

は
花
も
実
も
雅
び
な
も
の
と
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
。

甘
瓜
や
阿
古
陀
瓜
が
実
っ
て
い
る
時
期
、
ひ
さ
こ
は
ま
だ
花
の
季
節

で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
よ
り
花
の
美
し
さ
を
愛
で
た
わ
け
で
は
な
い
。

た
く
さ
ん
の
枝
を
伸
ば
し
て
実
を
つ
け
て
ほ
し
い
と
呼
び
か
け
て
い
る

の
で
あ
る
。
瓜
も
そ
う
だ
が
、
ひ
さ
こ
は
中
か
ら
思
い
が
け
な
い
も
の

が
出
て
く
る
神
秘
的
な
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
。『

宇
治
拾
遺
物
語』

の｢

雀
報
恩
の
事｣

な
ど
が
す
ぐ
思
い
浮
か
べ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ま
で

の
瓜
が
女
性
の
容
姿
・
容
貌
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

生
瓢
は
女
性
の
生
殖
機
能
に
言
い
及
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

時
代
は
下
る
が
、
室
町
時
代
物
語『

天
稚
彦
草
子』

と
い
う
絵
巻
に
、

｢

一
夜
ひ
さ
ご｣

な
る
も
の
が
出
て
く
る

(

注
９)

。
妻
に
海
龍
王
で
あ
る
と
い

う
身
分
を
明
か
し
、
一
旦
天
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
天
稚
彦
が
、｢

二
、

三
週
間
し
て
も
戻
っ
て
こ
な
け
れ
ば
西
の
京
の
女
に『

一
夜
ひ
さ
ご』

を
も
ら
っ
て
そ
れ
を
昇
っ
て
天
に
尋
ね
て
き
て
く
れ｣

と
言
い
置
く
。

｢

一
夜
ひ
さ
ご｣

の
実
体
は
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
絵
に
は
、

地
面
か
ら
生
え
た
蔓
に
乗
っ
て
天
に
向
け
て
昇
っ
て
い
く
女
性
が
描
か

れ
る
。
蔓
の
先
端
部
か
ら
煙
の
よ
う
な
も
の
が
立
ち
上
っ
て
い
る
。
更

に
伸
び
続
け
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。｢

ジ
ャ
ッ
ク
と
豆
の

木｣

の
豆
の
木
の
よ
う
な
も
の
で
、
種
を
植
え
る
と
一
晩
で
天
に
届
く

こ
と
か
ら
の
命
名
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
話
の
最
後
は
七
夕
伝
説
の
由
来

の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
前
に
天
に
昇
る
手
段
と
し
て
出

て
く
る
の
が｢

一
夜
ひ
さ
ご｣

で
あ
る
。
三
七
一
の｢

ち
ぢ
に
枝
さ
せ｣

も
、
蔓
が
勢
い
よ
く
伸
び
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
重
心
が
置
か
れ
、
男
女
の

逢
瀬
か
ら
繁
殖
ま
で
の
寓
意
だ
と
考
え
る
の
は
深
読
み
に
過
ぎ
る
だ
ろ

う
か
。
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こ
れ
ら
瓜
科
の
美
や
豊
穣
の
女
性
か
ら
一
転
し
て
、
お
か
し
み
の
あ

る
�
茄
子
を
最
後
に
置
い
て
落
ち
と
し
て
い
る

(

注
�)

。
同
時
に
、
茄
子
と
い

う
言
葉
の
縁
で
三
七
二
に
続
く
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
な
ら
、

三
六
九
と
三
七
〇
が
、
単
に
長
刀
と
刈
鎌
と
い
う
刃
物
の
縁
で
配
列
さ

れ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
り
、
三
連
章
と
見
な
し
に
く
く
な
る
。
三
七

二
が
山
城
茄
子
で
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
山
城
は
茄
子
の
産
地
と
し

て
も
名
高
い
が
、
や
は
り
催
馬
楽｢

山
城｣

が
念
頭
に
浮
か
ぶ
。
本
稿

二
章
で
、
三
七
〇
の｢

こ
ま｣
の
音
か
ら
催
馬
楽｢

山
城｣

が
連
想
さ

れ
、
三
七
一
の
御
園
生
の
瓜
に
繋
が
る
と
い
う
筋
道
を
つ
け
た
。
だ
が

三
七
一
に
山
城
の
地
名
そ
の
も
の
は
出
て
こ
な
い
。
三
七
〇
・
三
七
一

・
・

で
水
脈
で
あ
っ
た
山
城
の
地
名
が
三
七
二
で
地
表
に
出
る
こ
と
で
、
こ

の
三
首
が
、
催
馬
楽｢

山
城｣

の
縁
で
ま
と
ま
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す

る
。
そ
し
て
こ
の
三
連
章
は
、
女
性
を
求
め
て
あ
ち
こ
ち
に
行
っ
た
り
、

目
移
り
し
た
り
す
る
ば
か
り
か
、
老
女
に
ま
で
手
を
出
す
好
き
が
ま
し

い
男
の
像
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

一
三
三
六

百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
、
嶺
松

前
太
政
大
臣

き
み
が
よ
は
千
千
に
枝
さ
せ
み
ね
た
か
き
は
こ
や
の
山
の
ま
つ
の

ゆ
く
す
ゑ

『

続
後
撰
和
歌
集』

三
七
一
と
同
じ
句
を
含
む
賀
歌
を
挙
げ
た
。
典
型
的
な
予
祝
歌
で
あ

る
。
ひ
さ
こ
に
女
性
の
生
殖
機
能
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
で
あ
ろ
う

こ
と
に
つ
い
て
は
本
文
中
で
触
れ
た
が
、
ウ
リ
科
の
野
菜
の
列
挙
自
体
、

本
来
、
豊
穣
の
予
祝
の
歌
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
真
桑
瓜
は
熟
す
と
蔕
が
自
然
に
蔓
か
ら
離
れ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
蔓
を
臍
帯
と
見
な
し
て｢

ほ
そ
お
ち｣

｢

ほ
そ
ち｣

と

も
呼
ば
れ
た
。
実
は
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
水
分
を
含
ん
で

・

い
る
こ
と
か
ら
子
宮
を
も
連
想
さ
せ
、
神
秘
性
を
持
つ
。
中
に
子
ど
も

(

瓜
子
姫)

や
蛇
が
入
っ
て
い
た
り
、
天
の
川
が
流
れ
出
た
り
、
と
い
っ

た
類
の
説
話
や
昔
話
に
事
欠
か
な
い
。
蛇
や
天
の
川
と
言
え
ば
、
瓜
と

水
と
の
関
係
も
検
討
に
値
す
る
。
又
、
小
峯
和
明
は
瓜
の
霊
性
を
踏
ま

え
な
が
ら
も
、
瓜
が｢

だ
ま
し
、
だ
ま
さ
れ
る
関
係｣

の
説
話
を
生
み

出
し
や
す
い
属
性
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る

(

注
�)

。
今
後
、
瓜
を
歌

う
今
様
や
和
歌
と
、
説
話
の
関
係
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
課
題
を
残
し
な
が
ら
も
、『

梁
塵
秘
抄』

に
お
い
て
、

三
七
〇
か
ら
三
七
二
は
催
馬
楽｢

山
城｣

を
軸
に
繋
が
っ
て
い
る
三
連

章
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
三
七
一
は
、
朝
光
の
歌
の
影
響
も

受
け
て
い
る
。
卑
猥
な
比
喩
を
持
つ
当
代
の
芸
の
裏
に
、
古
典
的
な
興

趣
が
透
か
し
見
え
る
と
こ
ろ
が
、
こ
の
三
連
章
の
妙
味
な
の
で
あ
る
。
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注

注
１

渡
邊
昭
吾『

梁
塵
秘
抄
の
風
俗
と
文
芸』

三
弥
井
書
店

一
九
七
九
年

注
２

『
梁
塵
秘
抄』

の
本
文
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集(

小
学
館)

に
よ
る
。

注
３

｢

吾
子
が
見
た
り｣

｢

吾
子
噛
み
た
り｣

｢

あ
か
が
み(

皸)

た
り｣

な
ど
諸

説
あ
る
。
植
木
朝
子｢

茄
子
の
歌

『

梁
塵
秘
抄』

三
七
二
番
歌
謡

を
め
ぐ
っ
て

｣
(『

梁
塵』

研
究
と
資
料
第
十
九
号

二
〇
〇
一

年)

に
詳
し
い
。

注
４

『

折
口
信
夫
全
集
ノ
ー
ト
編』
第
十
八
巻

中
央
公
論
社

一
九
七
二
年

注
５

『

梁
塵
秘
抄
注
釈』

新
典
社

二
〇
〇
一
年

注
６

注
１

注
７

『

日
本
後
記』

延
暦
十
五
年
九
月
二
十
一
日
条
、
弘
仁
三
年
正
月
二
十
五

日
条
に
栗
駒
山
で
狩
が
行
わ
れ
た
記
事
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
今
井

源
衛『

大
和
物
語
評
釈』

上(

笠
間
書
院

一
九
九
九
年)

に
紹
介
さ
れ

て
い
る
。

注
８

｢

し
り｣

は｢

あ
ひ
し
り｣

に
比
べ
対
象
が
同
性
の
場
合
が
多
い
。
し
か

し
和
歌
の
詞
書
を
調
べ
る
と
男
女
関
係
も
少
な
く
な
い
。『
顕
綱
集』

に

も
次
の
例
が
あ
る
。

二
二

し
り
た
る
人
の
も
と
よ
り
、
ひ
さ
し
く
お
と
づ
れ
ず
と
て
、
の
き
に

お
ふ
る
草
を
お
こ
せ
た
り
け
れ
ば
、
わ
す
れ
ぐ
さ
と
思
ひ
た
る
に
や

と
てこ

れ
や
こ
の
お
と
に
き
き
つ
る
わ
す
れ
ぐ
さ
ま
た
こ
そ
し
ら
ね
心

な
ら
ひ
に

又
、
女
性
が
親
や
主
人
に
従
っ
て
遠
方
に
行
く
に
際
し
、
男
が
歌
を
贈

る
こ
と
も
ま
ま
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
勅
撰
和
歌
集
の
離
別
・
別
の
巻

に
も
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
三
一
六

あ
ひ
し
り
て
侍
り
け
る
女
の
、
人
の
く
に
に
ま
か
り
け
る
に
つ
か
は

し
け
る

公
忠
朝
臣

い
と
せ
め
て
こ
ひ
し
き
た
び
の
唐
衣
ほ
ど
な
く
か
へ
す
人
も
あ
ら

な
ん

一
三
一
七

返
し

女

唐
衣
た
つ
日
を
よ
そ
に
き
く
人
は
か
へ
す
ば
か
り
の
ほ
ど
も
こ
ひ

じ
を

『

後
撰
和
歌
集』

一
九

離
別
・
羇
旅

注
９

『

天
稚
彦
草
子』

に
つ
い
て
は
、
網
野
善
彦
・
大
西
廣
・
佐
竹
昭
広
編

『

い
ま
は
昔

む
か
し
は
今
第
一
巻

瓜
と
龍
蛇』

(

福
音
館
書
店

一

九
八
九
年)

で
知
っ
た
。

注
�

聖
性
を
付
加
さ
れ
る
瓜
に
比
し
て
、
茄
子
は
滑
稽
な
も
の
と
捉
え
ら
れ

文
芸
に
現
れ
る
こ
と
が
少
な
い
中
で
、
今
様
の
素
材
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
植
木
朝
子
が
指
摘

し
て
い
る
。(

注
３
論
文)

注
11

『

中
世
説
話
の
世
界
を
読
む』

岩
波
書
店

一
九
九
八
年

(

お
お
き

も
も
こ
・
筑
紫
女
学
園
大
学
非
常
勤
講
師)
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