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一　
は
じ
め
に

い
ま
こ
こ
に
取
り
あ
げ
る
竹
河
巻
の
和
歌

手
に
か
く
る
物
に
し
あ
ら
は
藤
の
花
ま
つ
よ
り
ま
さ
る
色
を
み
ま

し
や
（
大
島
本
）

に
は
傍
線
部
の
二
箇
所
に
本
文
異
同
が
見
ら
れ
る
。

第
一
に
、
初
句
の
「
か
く
る
」
を
尾
州
家
本
等
は
「
か
ゝ
る
」
と
す

る
。
こ
の
本
文
異
同
は
字
形
類
似
に
よ
る
誤
読
・
誤
写
に
起
因
す
る
と

考
え
て
よ
い
と
思
う
が
、
ど
ち
ら
が
原
形
か
の
判
断
が
難
し
い
。

第
二
に
、
第
四
句
の
「
ま
さ
る
」
を
尾
州
家
本
等
は
「
こ
ゆ
る
」
と

す
る
。
こ
の
異
同
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
き
た
が
、
現

在
の
諸
注
釈
書
は
大
島
本
の
ま
ま
に
注
を
付
し
て
い
る
。

ま
た
諸
注
釈
書
は
「
ば
…
…
ま
し
や
」
の
解
釈
を
誤
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
第
四
句
の
本
文
異
同
を
中
心
に
こ
の
和
歌
の
解
釈
を
再
検

討
し
、「
こ
ゆ
る
」
の
方
が
穏
当
な
本
文
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

二　
「
手
に
か
く
る
」
の
和
歌
の
解
釈
の
問
題
点

１　
現
行
注
釈
書
の
解
釈

か
の
和
歌
が
詠
ま
れ
る
場
面
。
玉
鬘
は
、
頼
み
の
夫
大
臣
も
故
人
と

な
り
、
請
わ
れ
て
や
む
な
く
娘
大
君
を
冷
泉
院
に
参
ら
せ
た
。
そ
の
冷

泉
院
は
薫
を
明
け
暮
れ
御
前
に
召
し
た
の
で
、
薫
は
大
君
と
も
馴
れ
親

し
み
心
寄
せ
あ
り
顔
に
も
て
な
し
、
内
心
で
は
大
君
は
私
を
ど
の
よ
う

に
見
て
い
る
だ
ろ
う
か
な
ど
、
懸
想
の
気
持
が
生
じ
て
き
て
い
た
。
そ

の
よ
う
な
冷
泉
院
で
の
あ
る
夕
暮
、
薫
は
藤
侍
従
（
大
君
の
兄
弟
）
と

工
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「
手
に
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く
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本
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異
同
と
解
釈
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連
れ
だ
っ
て
、
大
君
の
部
屋
の
前
近
く
、
苔
む
す
石
に
座
し
て
、
五
葉

松
に
懸
か
る
藤
花
を
眺
め
つ
つ
、
大
君
の
こ
と
を
恨
め
し
げ
に
語
り
、

「
手
に
か
く
る
」
の
和
歌
を
詠
む
。
そ
の
あ
た
り
の
本
文
を
大
島
本

（
注
１
）に

句

読
点
濁
点
を
付
し
、
漢
字
を
当
て
て
示
す
。
和
歌
以
外
の
本
文
異
同
は

論
旨
に
関
わ
ら
な
い
の
で
、
言
及
し
な
い
。

夕
暮
の
し
め
や
か
な
る
に
、
藤
侍
従
と
連
れ
て
歩
く
に
、
か
の
御

方
の
御
前
ち
か
く
見
や
ら
る
ゝ
五
葉
に
、
藤
の
い
と
お
も
し
ろ
く

咲
き
か
ゝ
り
た
る
を
、
水
の
ほ
と
り
の
石
に
苔
を
む
し
ろ
に
て
な

が
め
ゐ
給
へ
り
。
ま
ほ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
世
の
中
う
ら
め
し
げ
に

か
す
め
つ
ゝ
語
ら
ふ
。

手
に
か
く
る
物
に
し
あ
ら
ば
藤
の
花
ま
つ
よ
り
ま
さ
る
色
を

み
ま
し
や

と
て
、
花
を
見
あ
げ
た
る
気
色
な
ど
、
あ
や
し
く
あ
は
れ
に
心
苦

し
く
思
ほ
ゆ
れ
ば
、
我
心
に
あ
ら
ぬ
世
の
有
様
に
ほ
の
め
か
す
。

紫
の
色
は
通
へ
ど
藤
の
花
心
に
え
こ
そ
か
ゝ
ら
ざ
り
け
れ

ま
め
な
る
君
に
て
、
い
と
お
し
と
思
へ
り
。

ま
ず
は
近
年
の
注
釈
書
の
こ
の
和
歌
の
解
釈
を
示
す
。

○
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店
、
昭
和
六
二
年
版
）

手
に
と
れ
る
も
の
な
ら
、
あ
の
藤
の
花
が
緑
の
松
よ
り
も
き
れ
い

に
咲
い
て
い
る
美
し
い
色
を
こ
う
し
て
眺
め
て
い
た
り
し
よ
う
か
。

○
新
潮
古
典
集
成
（
新
潮
社
、
昭
和
五
七
年
）

手
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
ら
、
藤
の
花
の
、
松
よ
り
も
濃

い
紫
の
色
を
む
な
し
く
眺
め
て
い
ま
し
ょ
う
か
。
私
の
力
の
及
ぶ

も
の
な
ら
、
姫
君
を
人
の
も
の
に
は
し
な
い
の
に
、
の
含
意
。

○
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
平
成
八
年
）

手
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
ら
、
藤
の
花
の
、
松
の
緑
よ
り

も
美
し
い
紫
の
色
を
ど
う
し
て
見
る
だ
け
で
す
ま
さ
れ
よ
う
か
、

の
意
。「
藤
の
花
」
に
大
君
を
、「
松
」
に
冷
泉
院
を
見
立
て
、
松

に
か
ら
む
藤
ゆ
え
に
手
が
と
ど
か
な
い
と
嘆
く
歌
。

○
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
平
成
九
年
）

（
口
語
訳
）
も
し
自
分
の
手
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ

た
な
ら
、
あ
の
藤
の
花
の
、
松
よ
り
も
濃
く
美
し
い
そ
の
色
を
た

だ
む
な
し
く
眺
め
て
い
る
だ
け
で
す
ま
さ
れ
よ
う
か
。

（
頭
注
）
も
し
手
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
む
な
し
く
待
っ

て
い
な
い
で
、
姫
君
を
自
分
の
も
の
と
し
た
だ
ろ
う
に
、
の
意
。

「
藤
の
花
」
は
、
大
君
。
河
内
本
は
「
松
よ
り
ま
さ
る
」
を
、「
ま

つ
よ
り
こ
ゆ
る
」
と
す
る
が
歌
意
は
不
明
瞭
と
な
る
。

○
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
（
至
文
堂
、
平
成
一
六
年
）

手
の
届
く
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
藤
の
花
（
大
君
）
よ
、
松
（
冷

泉
院
）
よ
り
も
さ
ら
に
美
し
い
そ
の
色
を
、
見
る
だ
け
で
済
ま
せ
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が
で
き
て
い
る
。
そ
れ
を
、
も
し
橋
柱
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
と
仮
定
し

て
、
そ
の
時
は
橋
の
跡
を
見
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
表
現
し
た
。

こ
の
よ
う
な
反
語
を
含
む
反
実
仮
想
の
語
法
を
考
慮
し
て
「
手
に
か

く
る
物
に
し
あ
ら
ば
藤
の
花
ま
つ
よ
り
ま
さ
る
色
を
み
ま
し
や
」
を
逐

語
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
左
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

も
し
我
が
手
に
懸
け
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
藤
の
花
は
、
松
よ
り

ま
さ
る
そ
の
色
を
見
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
見
な
い
だ
ろ
う
に
。

実
際
は
、
手
で
は
な
く
松
に
懸
か
っ
て
い
る
の
で
松
よ
り
も
ま
さ
る

藤
花
の
色
を
い
ま
見
て
い
る
の
だ
が
、
表
現
と
し
て
は
、
も
し
藤
花
が

我
手
に
懸
け
る
物
で
あ
る
な
ら
松
よ
り
ま
さ
る
色
を
見
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
に
、
と
言
っ
て
い
る
和
歌
で
あ
る
。「
ば
…
…
ま
し
や
」
の
語
法

を
忠
実
に
解
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
理
解
し
か
有
り
得
な
い
。

こ
れ
に
寓
意
を
加
え
れ
ば
、「
も
し
藤
花
（
大
君
）
が
我
手
に
懸
け
る

も
の
な
ら
、
松
よ
り
美
し
い
藤
花
（
大
君
）
の
色
を
見
る
こ
と
は
な
い
」

と
な
る
。
こ
れ
は
意
味
を
な
さ
な
い
不
合
理
な
表
現
で
あ
る
。
さ
ら
に

松
が
冷
泉
院
だ
と
な
る
と
ま
す
ま
す
奇
妙
な
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
、
現
行
の
注
釈
書
は
辻
褄
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
、「
藤
の
花

の
、
松
の
緑
よ
り
も
美
し
い
紫
の
色
を
ど
う
し
て
見
る
だ
け
で
す
ま
さ

れ
よ
う
か
」（
新
大
系
）
の
よ
う
に
、
本
文
に
な
い
語
を
補
い
、
本
文
を

無
視
し
た
解
釈
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
文
の
論
理
は
「
手
に
懸
け
る

も
の
な
ら
ば
―
（
藤
花
の
）
色
を
見
る
こ
と
は
な
い
」
で
あ
る
。
諸

ま
し
ょ
う
か

日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
七
年
、
底
本
書
陵
部
本
）

は
第
四
句
「
ま
つ
よ
り
こ
ゆ
る
」
な
の
で
、
こ
こ
に
は
触
れ
な
い
。

右
の
注
釈
書
、
歌
意
の
取
り
方
は
ほ
ぼ
同
じ
。
新
編
全
集
は
、
旧
全

集
頭
注
が
河
内
本
に
は
「
こ
ゆ
る
」
と
あ
る
こ
と
を
示
し
て

こ
れ
に
従
え
ば
、「
君
を
お
き
て
あ
た
し
心
を
わ
が
持
た
ば
末
の
松

山
波
も
越
え
な
む
」（
古
今
・
東
歌　

読
人
し
ら
ず
）
を
引
歌
と

し
、「
藤
波
」
の
縁
で
「
こ
ゆ
る
」
と
言
っ
た
と
も
解
せ
る
。

と
し
て
い
た
配
慮
が
「
歌
意
は
不
明
瞭
と
な
る
」
に
変
っ
て
い
る
。

問
題
は
下
句
の
解
釈
で
あ
る
。
は
た
し
て
下
句
は
「
松
よ
り
も
濃
く

美
し
い
そ
の
色
を
た
だ
む
な
し
く
眺
め
て
い
る
だ
け
で
す
ま
さ
れ
よ
う

か
」（
新
編
全
集
）
の
よ
う
に
解
し
得
る
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
ば

…
…
ま
し
」
の
い
わ
ゆ
る
反
実
仮
想
の
語
法
の
理
解
と
し
て
成
り
立
つ

解
釈
だ
ろ
う
か
。
現
行
注
釈
書
の
誤
り
は
既
に
原
山
絵
美
子

（
注
２
）も

指
摘
し

て
い
る
こ
と
だ
が
、
ま
ず
は
こ
の
語
法
の
確
認
か
ら
始
め
よ
う
。

周
知
の
語
法
だ
が
、「
ば
…
…
ま
し
や
」
の
用
例
を
示
す
。

橋
柱
な
か
ら
ま
し
か
ば
な
が
れ
て
の
名
を
こ
そ
き
か
め
跡
を
見
ま

し
や 

（
後
拾
遺
集
一
〇
七
二　

公
任
）

こ
の
「
ま
し
や
」
は
反
実
仮
想
で
あ
る
と
同
時
に
反
語
で
も
あ
る
か

ら
、
下
句
は
「
橋
の
跡
を
見
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
見
な
い
で
あ
ろ
う
」

の
意
。
実
際
は
、
橋
柱
が
残
存
し
て
い
る
の
で
、
橋
の
跡
を
み
る
こ
と
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注
釈
書
の
解
釈
は
基
本
の
と
こ
ろ
で
誤
っ
て
い
る
。

２　
「
松
よ
り
ま
さ
る
」
で
の
解
釈
は
可
能
か

前
節
で
「
松
よ
り
ま
さ
る
」
の
本
文
に
よ
る
現
行
注
釈
書
の
誤
り
を

指
摘
し
た
が
、
反
語
を
含
む
反
実
仮
想
の
語
法
と
し
て
「
も
し
藤
の
花

が
手
に
懸
け
る
（
或
い
は
「
懸
か
る
」）
物
で
あ
る
な
ら
、
松
よ
り
ま
さ

る
藤
の
花
の
色
を
見
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
理
屈
は
成
り
立

つ
か
を
、
古
注
の
理
解
を
も
た
ど
り
つ
つ
確
認
す
る
。

現
実
は
「
手
に
懸
け
て
い
な
い
（
松
に
懸
か
っ
て
い
る
）
の
で
、
松

よ
り
も
ま
さ
る
色
を
見
て
い
る
」
と
い
う
状
態
。
藤
花
が
大
君
を
擬
え

て
い
る
な
ら
、
そ
の
藤
花
が
「
懸
か
っ
て
い
る
」
松
は
冷
泉
院
と
見
る

（
新
大
系
・
鑑
賞
と
基
礎
知
識
）
の
は
穏
当
な
理
解

（
注
３
）だ

が
、
そ
れ
で
は
院

と
大
君
と
を
比
較
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
大
君
を
慕
う
男
の
和
歌
と

し
て
は
お
か
し
な
表
現
で
あ
る
。

そ
の
故
か
、
古
注
の
中
に
は
「
松
よ
り
ま
さ
る
」
の
本
文
に
拠
っ
て

寓
意
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
例
え
ば
紹
巴
抄
（『
源
氏
物
語
古
註
釈

叢
刊
』
武
蔵
野
書
院
、
平
成
一
七
年
）
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

手
に
か
く
る　

哥　

薫　

松
よ
り
ま
さ
る
の
時
は
、
薫
の
身
を
松

に
比
し
て
也
。
色
も
な
き
心
歟
。
て
に
し
た
が
へ
ぬ
ゆ
へ
、
今
ま

さ
る
か
た
へ
な
び
き
た
る
と
に
や
。

松
よ
り
ま
さ
る
の
時
は
と
あ
る
の
で
、
紹
巴
抄
は
「
松
よ
り
こ
ゆ
る
」

の
方
を
可
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、「
ま
さ
る
」

の
時
は
「
松
」
は
薫
で
、
松
の
色
無
き
を
言
う
の
だ
と
す
る
。
そ
う
す

る
と
、「
今
、
ま
さ
る
か
た
へ
靡
き
た
る
」
と
い
う
の
は
、
色
も
無
き
松

（
薫
）
よ
り
勝
る
色
の
あ
る
方
即
ち
冷
泉
院
に
靡
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
松
に
懸
か
っ
て
い
る
藤
花
を
見
て
の
歌
で
、
か
つ

「
手
に
懸
く
る
（
懸
か
る
）
も
の
に
し
あ
ら
ば
」
の
「
手
」
が
薫
の
手
だ

と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
て
い
る
「
松
」
が
薫
で
あ
る
は
ず
も
な

い
。
薫
を
松
に
比
す
の
は
明
白
な
誤
り
で
あ
る
。

同
様
の
解
釈
は
早
く
三
条
西
実
隆
の
弄
花
抄
（『
源
氏
物
語
古
注
集

成
』
お
う
ふ
う
、
平
成
五
年
版
。
底
本
は
内
閣
文
庫
本
）
に
引
か
れ
る

「
牧
」
に
見
え
て
い
る
。

手
に
か
く
る　

て
に
し
た
が
ふ
物
な
ら
ば
也
。
松
よ
り
は
、
薫
の

姫
君
へ
心
か
け
た
る
を
、
玉
か
づ
ら
も
心
よ
せ
給
ひ
し
を
也
。
こ

ゆ
る
と
あ
る
は
、
末
の
松
山
の
心
か
は
る
心
也
。
ま
さ
る
と
有
本

の
時
は
、
院
は
我
よ
り
ま
さ
り
給
と
也
。
牧

前
半
は
「
こ
ゆ
る
」
で
の
理
解
で
あ
る
。
傍
線
部
は
谷
宗
牧
（
注
４
）の

説
。

薫
の
身
を
松
に
比
し
て
、
冷
泉
院
は
我
（
薫
＝
松
）
よ
り
ま
さ
り
給
ふ

と
の
意
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
解
は
宗
牧
の
弟
子
で
あ
る
里
村
昌
休
の
休

聞
抄
（
島
原
松
平
文
庫
本
）
に
も
見
え
て
お
り
、
さ
ら
に
昌
休
の
弟
子

で
あ
る
紹
巴
の
紹
巴
抄
に
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
松
よ
り
ま
さ
る
」
に
拠
っ
て
本
文
に
忠
実
に
解
釈
し
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よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
「
松
よ

り
ま
さ
る
の
時
は
」
云
々
の
注
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
現
行
注
釈
書
が

本
文
を
無
視
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
同
じ
事
情
で
あ
る
。
ど
う
や

ら
大
島
本
の
本
文
を
疑
っ
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

三　
本
文
異
同
の
問
題

１　
本
文
の
状
況

該
歌
の
本
文
を
検
討
す
る
た
め
に
諸
本
の
本
文
を
確
認
す
る

（
注
５
）。
異
同

比
較
の
便
宜
に
よ
り
漢
字
・
仮
名
の
違
い
は
「－

」
で
示
し
、
見
消
は

二
重
線
を
以
て
示
し
た
。

大　

手
に
か
く
る
物－

に
し
あ
ら
・
は
藤－

の
花－
ま
つ
よ
り
ま
さ
る

書　

て
に
か
く
る
物－

に
し
あ
ら
・
は
藤－

の
花－
ま
つ
よ
り
まこ

ゆさ
る

伏　

て
に
か
く
る
も
の
に
し
あ
ら
・
は
ふ
ち
の
花－

ま
つ
よ
り
まこ

ゆさ
る

日　

て
に
か
ゝ
る
も
の
に
し
あ
ら
・
は
ふ
ち
の
花－

ま
つ
よ
り
まこ
ゆ
イさ
る

陽　

て
に
か
く
る
も
の
に
し
あ
ら
・
は
ふ
ち
の
は
な
ま
つ
よ
り
まこ

ゆ
るさ

る

尾　

て
に
か
ゝ
る
も
の
に
し
あ
ら
・
は
ふ
ち
の
は
な
ま
つ
よ
り
こ
ゆ
る

高　

て
に
か
ゝ
る
も
の
に
し
あ
ら
・
は
ふ
ち
の
は
な
ま
つ
よ
り
こ
ゆ
る

御　

て
に
か
ゝ
る
物－

に
し
あ
ら
・
は
ふ
ち
の
花－

ま
つ
よ
り
こ
ゆ
る

保　

て
に
か
く
る
も
の
に
し
あ
ら
・
は
ふ
ち
の
は
な
ま
つ
よ
り
こ
ゆ
る

天　

て
に
か
ゝ
る
も
の
に
し
あ
り
せ
は
ふ
ち
□

（
損
傷
）は

な
ま
つ
よ
り
こ
ゆ
る

穂　

て
に
か
く
る
も
の
に
し
あ
ら
・
は
藤－

の
花－

松－

よ
り
こ
ゆ
る

第
五
句
「
い
ろ
を
み
ま
し
や
」
は
漢
字－

仮
名
の
表
記
の
違
い
の
み

で
あ
る
か
ら
、
一
々
の
表
示
は
省
略
す
る
。

日
大
本
「
か
ゝ
る
」
は
「
く
」
と
も
読
め
そ
う
（
青
表
紙
本
系
と
し

て
は
「
く
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
）。
陽
明
本
訂
正
傍
書
「
こ
ゆ
る
」
は

「
か
」
と
も
読
め
そ
う
。
天
理
本
も
微
妙
な
字
形
。
他
の
「
く
・
ゝ
」
か

ら
は
「
ゝ
」
か
。
同
本
第
二
句
「
あ
里
せ
は
」
は
判
読
。
見
消
訂
正
や

傍
書
の
同
筆
別
筆
は
影
印
本
で
は
判
断
で
き
な
い
。

右
の
他
『
源
氏
物
語
大
成
校
異
篇
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
四
年
八

版
）『
源
氏
物
語
別
本
集
成
11
』（
お
う
ふ
う
、
平
成
一
二
年
）『
源
氏
物

語
河
内
本
校
異
集
成
』（
風
間
書
房
、
平
成
一
三
年
）
に
よ
れ
ば
、

「
か
く
る
…
…
ま
さ
る
」
横
山
本
・
池
田
本

「
か
く
る
…
…
こ
ゆ
る
」
肖
柏
本

「
か
ゝ
る
…
…
こ
ゆ
る
」
河
内
本
系
（
七
毫
源
氏
・
鳳
来
寺
本
等
）

「
か
ゝ
る
…
…
こ
ゆ
る
」
国
冬
本

「
か
ゝ
る
…
…
ま
さ
る
」
麦
生
本
・
阿
里
莫
本

な
お
、『
源
氏
物
語
大
成
』
を
参
考
に
す
る
と
、
前
掲
の
本
文
対
照
表

の
大
か
ら
陽
ま
で
は
青
表
紙
本
系
、
尾
・
高
・
御
は
河
内
本
系
、
保
・

天
・
穂
及
び
国
冬
本
は
別
本
と
な
る
。

大
雑
把
に
言
え
ば
、
青
表
紙
本
系
は
「
か
く
る
…
…
ま
さ
る
」
を
基
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本
と
し
て
「
ま
さ
る
」
を
「
こ
ゆ
る
」
に
訂
正
或
い
は
「
こ
ゆ
る
」
を

傍
書
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
肖
柏
本
は
既
に
訂
正
さ
れ
た
か
た
ち
を

本
文
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
河
内
本
系
は
「
か
ゝ
る
…
…
こ
ゆ
る
」

で
あ
る
。
別
本
は
そ
の
ど
ち
ら
に
近
い
か
で
揺
れ
て
い
る

（
注
６
）。

２　
「
か
く
る
」「
か
ゝ
る
」
の
異
同

初
句
の
「
か
く
る－

か
ゝ
る
」
の
異
同
は
「
く－

ゝ
」
の
誤
写
と
み

て
よ
い
と
思
う
が
、
ど
ち
ら
を
原
形
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

松
に
「
懸
か
る
」
藤
の
例
は
前
に
引
用
し
た
竹
河
本
文
に
も
二
例

（
注
７
）あ

る
が
、
和
歌
に
お
け
る
用
例
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

私
家
集
に
お
い
て
も
（
私
家
集
は
『
新
編
私
家
集
大
成
』
に
よ
り
濁

点
を
付
し
適
宜
漢
字
を
当
て
る
）、
例
え
ば

池
の
ほ
と
り
に
藤
の
は
な
松
に
か
ゝ
れ
る

緑
な
る
松
に
か
ゝ
れ
る
藤
な
れ
ど
お
の
が
こ
ろ
と
ぞ
花
は
咲
き
け

る 

（
貫
之
集
Ⅰ
五
〇
）

の
よ
う
に
、
藤
は
松
に
「
か
ゝ
る
」
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
。

た
だ
し
、
藤
花
を
客
体
と
し
て
詠
む
と
き
に
は
、
修
辞
等
の
必
要
に

よ
り
「
か
け
て
」
の
か
た
ち
で
詠
ま
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

松
に
藤
か
ゝ
れ
る
家

紫
の
雲
う
ち
な
び
く
藤
の
花
ち
と
せ
の
松
に
か
け
て
（
懸
・
托
）

こ
そ
み
め 

（
兼
盛
集
Ⅰ
一
七
六
）

こ
の
場
合
で
も
詞
書
は
「
か
ゝ
れ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
詞
書
で
は

「
松
に
か
ゝ
れ
る
」
の
か
た
ち
で
あ
る
（
伊
勢
集
Ⅱ
七
七
・
賴
基
集
一

四
・
忠
見
集
Ⅰ
一
九
等
々
）。
歌
題
の
漢
文
表
記
で
も
「
藤
花
懸
松
（
松

に
懸
か
る
）」
の
か
た
ち
（
金
葉
集
三
三
一
等
）。
松
を
主
体
（
主
語
）

と
す
る
か
ぎ
り
は
「
か
ゝ
る
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
、
藤
花

を
見
る
人
を
主
体
に
す
れ
ば
、「
か
け
て
」
の
表
現
も
不
自
然
で
は
な

く
、
こ
ち
ら
に
も
多
く
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
大
和
物
語
一
四
二
段
に
「
継
母
の
手
に
か
か
り
て
い
ま
す
か
り

け
れ
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
か
か
る
」
に
は
、
頼
る
、
世
話
を
う
け
る

の
意
が
あ
る
。
竹
河
巻
の
和
歌
の
場
合
も
、「
手
に
懸
か
る
も
の
に
し
あ

ら
ば
」
に
は
そ
の
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
直
前
に
「
五
葉

に
藤
の
い
と
お
も
し
ろ
く
さ
き
か
ゝ
り
た
る
を
」
と
あ
る
の
で
、
そ
れ

を
承
け
て
の
歌
で
も
あ
る
か
ら
、
あ
れ
こ
れ
勘
案
し
て
「
か
ゝ
る
」
の

方
が
穏
や
か
な
本
文
で
あ
る
と
、
私
と
し
て
は
そ
う
思
う
。

原
形
は
ひ
と
つ
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
ど
ち
ら
と
も
定
め
が
た
く
、

「
か
く
る
」
を
「
か
ゝ
る
」
と
改
訂
す
べ
き
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
。
注
釈

に
さ
い
し
て
は
、
底
本
の
本
文
に
従
い
、
研
究
者
向
け
に
は
他
本
の
本

文
情
況
を
注
記
す
る
の
が
穏
や
か
な
処
置
で
あ
ろ
う
か
。

３　
「
ま
つ
よ
り
ま
さ
る
（
こ
ゆ
る
）」
の
異
同
と
解
釈

下
句
「
松
よ
り
ま
さ
る
色
を
み
ま
し
や
」
の
青
表
紙
本
系
の
基
本
は
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「
ま
さ
る
」
で
あ
り
、
河
内
本
系
と
別
本
は
「
こ
ゆ
る
」
で
あ
る
と
、
一

応
は
整
理
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
青
表
紙
本
系
伝
本
が
「
ま

さ
る
」
を
「
こ
ゆ
る
」
に
訂
正
、
あ
る
い
は
「
こ
ゆ
イ
」
の
傍
書
を
付

し
て
い
る
の
は
、
早
く
か
ら
こ
の
本
文
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
す

（
注
８
）。
あ
ら
た
め
て
諸
注
に
お
け
る
扱
い
を
見
て
お
こ
う
。

紫
明
抄
・
河
海
抄
に
は
注
な
く
、
花
鳥
余
情
（『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢

刊
』
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
三
年
）
に
は
「
て
に
か
ゝ
る
…
…
松
よ
り

こ
ゆ
る
」
の
本
文
に
よ
り

松
よ
り
こ
ゆ
る
は
、
末
の
松
山
浪
こ
ゆ
る
心
を
思
よ
せ
た
り
。

の
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
実
隆
の
弄
花
抄
は

て
に
か
く
る
哥　

松
よ
り
こ
ゆ
る　

過
る
イ
ま
さ
る
イ　

薫
哥
也

哥
の
心
今
女
御
事
を
よ
め
り　

又
松
山
の
波
の
心
に
も
よ
せ
た
り

と
あ
り
、「
て
に
か
く
る
…
…
こ
ゆ
る
」
の
本
文
で
、「
過
る
」「
ま
さ

る
」
の
異
文
を
あ
げ
て
い
る
。
な
お
「
す
く
る
」
の
本
文
を
持
つ
伝
本

は
校
本
・
集
成
の
類
に
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
後
、
三
条
西
家
流
の
注
釈
書
で
あ
る
細
流
抄
・
明
星
抄
・
紹
巴

抄
、
ま
た
一
葉
抄
に
お
い
て
も
本
文
は
「
松
よ
り
こ
ゆ
る
」
を
選
択
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
孟
津
抄
は
「
ま
つ
よ
り
ま
さ
る
」
で
あ
る
。
中
世

源
氏
学
を
集
大
成
し
た
岷
江
入
楚
も
「
松
よ
り
こ
ゆ
る
」
で
あ
り
、
三

条
西
家
流
の
注
釈
書
に
お
い
て
さ
え
も
「
松
よ
り
こ
ゆ
る
」
の
本
文
で

施
注
さ
れ
て
い
る
の
は
、
青
表
紙
本
系
の
諸
本
に
「
ま
さ
る
」
か
ら
「
こ

ゆ
る
」
へ
の
見
消
訂
正
、
あ
る
い
は
「
こ
ゆ
る
」
の
傍
書
が
多
く
見
ら

れ
る
こ
と
と
対
応
す
る
現
象
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
孟
津
抄
が
「
松
よ
り
ま
さ
る
」
を
採
用
す
る
よ
う

に
、
こ
の
本
文
も
そ
の
ま
ま
残
り
、
湖
月
抄
の
本
文
は
「
ま
つ
よ
り
ま

さ
る
」
で
「
こ
ゆ
る
イ
」
の
傍
書
の
か
た
ち
で
あ
る
。「
ま
つ
よ
り
ま
さ

る
」
の
本
文
も
継
承
さ
れ
て
は
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
孟
津
抄
（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
桜
楓
社
）
は

薫
の
藤
侍
従
の
方
へ
の
哥
也
。
心
は
、
女
御
を
我
物
に
な
し
た
ら

ば
と
也
。　
弄
松
よ
り
こ
ゆ
る　
す
く
る
イ　

ま
さ
る
イ　

又
、
松
山

の
波
の
心
に
も
よ
せ
た
り
。

と
、
弄
花
抄
を
引
用
し
て
お
り
、
湖
月
抄
も
ま
た
細
流
抄
と
弄
花
抄

（
注
９
）を

引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
注
釈
書
も
実
質
的
に
は
「
こ
ゆ
る
」
の
本

文
を
可
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

岷
江
入
楚
（『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
』
武
蔵
野
書
院
、
平
成
一
二

年
）
が
引
く
「
箋
」（
三
条
西
実
枝
説
）
に
は
「
こ
ゆ
る
」
を
可
と
す
べ

き
こ
と
の
説
明
が
あ
る
。

箋
松
山
の
心
ア
リ
。
松
よ
り
こ
ゆ
る
、
可
然
也
。
よ
り
の
詞
、
よ

り
も
と
い
ふ
事
ニ
ハ
不
用
之
。
か
ら
と
云
心
に
用
之
也
。
然
ば
、

こ
ゆ
る
に
て
可
然
也
。

箋
の
説
明
は
、
助
詞
「
よ
り
」
は
、
何
々
よ
り
も
と
い
う
比
較
に
は

用
い
な
い
、
何
々
か
ら
（
起
点
・
経
由
）
の
意
味
で
用
い
る
、
だ
か
ら
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比
較
の
用
法
の
「
松
よ
り
ま
さ
る
」
で
は
な
く
、
経
由
を
示
す
用
法
の

「
松
よ
り
こ
ゆ
る
」
と
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
に
あ
る
。

現
在
は
「
よ
り
」
に
も
比
較
の
用
法
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、

こ
の
説
明
は
そ
の
ま
ま
で
は
成
り
立
た
な
い
が
、
比
較
の
意
味
で
「
ま

さ
る
」
に
続
く
場
合
は
、「
何
々
よ
り
ま
さ
る
」
で
は
な
く
「
何
々
に
ま

さ
る
」
が
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
源
氏
物
語
（
大
成
の
索
引
）
で
は

「
よ
り
ま
さ
る
」
五
例
（
う
ち
三
例
は
「
こ
れ
よ
り
ま
さ
る
」）、「
に
ま

さ
る
」
一
〇
例
、
宇
津
保
物
語
で
は
「
よ
り
ま
さ
る
」
三
例
、「
に
ま
さ

る
」
一
二
例
で
あ
る
。
和
歌
の
用
例
で
も
、『
新
編
国
歌
大
観
』
で
検
索

す
れ
ば
、「
よ
り
」
よ
り
も
「
に
」
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。
箋
説
は
そ

の
点
を
指
摘
し
た
も
の
と
も
い
え
る
。

「
よ
り
」
に
は
比
較
・
経
由
の
両
様
が
存
す
る
の
で
、
決
定
的
な
根
拠

に
は
な
ら
な
い
が
、
前
章
に
述
べ
た
と
お
り
、「
よ
り
ま
さ
る
」
を
比
較

の
用
法
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
、「
松
よ
り
勝
る
（
藤
の
）
色
」

と
い
う
不
自
然
な
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
松
よ
り
」
と
あ
れ
ば
、「
こ

ゆ
る
」
と
続
く
の
が
穏
や
か
な
本
文
で
あ
ろ
う
。

４　
「
松
よ
り
越
ゆ
る
」
に
よ
る
解
釈

「
こ
ゆ
る
」
で
あ
れ
ば
、「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
末

の
松
山
浪
も
越
え
な
む
」（
古
今
集
東
歌
一
〇
九
三
）
を
連
想
す
る
の
は

自
然
な
こ
と
だ
か
ら
、
諸
注
も
「
末
の
松
山
浪
こ
ゆ
る
心
を
思
よ
せ
た

り
」（
花
鳥
余
情
）
と
い
う
説
明
に
な
る
。
藤
花
を
浪
に
見
立
て
て
、
玉

鬘
の
大
君
が
、
薫
で
は
な
く
冷
泉
院
に
参
っ
た
の
を
「
松
を
浪
（
藤
浪
）

が
越
え
る
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
和
歌
は
、
松
に
懸
か
っ
て
い
る
藤
花
を
波
に
見
立
て
て
、「
藤
花

（
藤
波
）
が
松
で
は
な
く
我
が
手
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
藤
波

も
松
（
松
山
）
を
越
え
る
（
あ
だ
し
心
を
持
つ
）
の
を
見
な
か
っ
た
だ

ろ
う
に
…
…
」
と
嘆
じ
た
歌
で
あ
る
。
薫
が
大
君
に
対
し
て
あ
だ
し
心

を
持
っ
た
と
非
難
す
る
の
は
言
い
が
か
り
を
つ
け
る
に
近
い
が
、
物
語

の
場
面
と
し
て
は
、「
松
よ
り
ま
さ
る
」
で
は
な
く
「
松
よ
り
こ
ゆ
る
」

で
あ
っ
て
こ
そ
初
め
て
場
面
に
即
し
た
穏
や
か
な
解
釈
が
で
き
る
。
青

表
紙
本
系
諸
本
が
見
消
訂
正
・
傍
書
に
よ
っ
て
「
ま
さ
る
」
を
「
こ
ゆ

る
」
に
改
め
て
い
る
の
は
理
由
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

明
星
抄
・
細
流
抄
等
が
「
我
心
の
ま
ゝ
な
ら
ば
、
よ
そ
に
は
な
す
ま

じ
き
と
也
」
と
い
う
の
も
概
ね
正
し
い
方
向
の
説
明
で
あ
る
。
源
氏
物

語
提
要
の
「
底
の
心
は
、
姉
君
を
見
ま
く
ほ
し
き
と
な
り
」（『
源
氏
物

語
古
注
集
成
』
桜
楓
社
、
昭
和
五
三
年
）
も
大
雑
把
に
す
ぎ
る
が
、
理

解
の
方
向
は
間
違
っ
て
い
な
い
。
文
脈
的
に
は
こ
の
方
向
の
理
解
し
か

有
り
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
の
注
釈
書
も
、
反
語
を
含
む
反
実
仮

想
の
語
法
に
は
忠
実
で
な
い
け
れ
ど
も
、
最
終
的
に
は
「
私
の
力
の
及

ぶ
も
の
な
ら
、
姫
君
を
人
の
も
の
に
は
し
な
い
の
に
、
の
含
意
」（
新
潮

古
典
集
成
）
の
よ
う
な
、
古
注
と
同
方
向
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
だ
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が
、
こ
の
方
向
で
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
本
文
は
「
松
よ
り
こ
ゆ
る
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
点
で
、
湖
月
抄
を
底
本
と
し
河
内
本
を
以
て
対
校
し
た
、
吉
澤

義
則
『
對
校
源
氏
物
語
新
釋
』
が
「
思
ふ
儘
に
な
る
も
の
な
ら
ば
、
姫

君
を
よ
そ
の
も
の
に
し
て
見
て
は
居
る
ま
い
に
」
と
口
訳
し
な
が
ら
も
、

か
の
古
今
集
歌
を
引
き
、「
河
内
本
に
從
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
引
用

は
昭
和
四
六
年
国
書
刊
行
会
版
に
よ
る
）
と
し
た
の
は
、
古
注
以
来
の

流
れ
の
終
着
点
で
も
あ
っ
た
。

本
文
は
「
松
よ
り
こ
ゆ
る
」
を
可
と
す
る
一
方
で
、
松
山
の
心
は
無

い
と
す
る
宣
長
の
理
解
を
こ
の
項
の
最
後
に
検
討
し
て
お
こ
う
。
宣
長

は
玉
の
小
櫛
（『
本
居
宣
長
全
集
第
四
巻
』
筑
摩
書
房
）
に

手
に
か
く
る
云
　々

松
山
の
意
は
な
し
。
四
の
句
の
こ
ゆ
る
は
、

た
ゞ
よ
そ
に
な
る
意
に
い
へ
る
の
み
な
り
。（
四
七
四
頁
）

と
い
う
。
宣
長
は
、
湖
月
抄
の
「
松
よ
り
ま
さ
る
」
の
本
文
は
悪
く
、

「
松
よ
り
こ
ゆ
る
」
を
良
し
と
す
る
（
玉
の
小
櫛
巻
四
）
の
だ
が
、
そ
れ

で
も
「
末
の
松
山
」
の
意
は
な
く
、
た
だ
単
に
「
よ
そ
」（
無
縁
の
関

係
）
に
な
っ
た
こ
と
を
言
う
の
だ
と
解
す
る）

（注

（
注

。

た
し
か
に
、
大
君
と
薫
の
間
に
何
も
約
束
は
無
か
っ
た
の
だ
か
ら
、

大
君
が
「
あ
だ
し
心
」
を
持
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
末
の
松
山
を
浪
が

越
え
た
と
言
わ
れ
る
理
由
も
な
い
。
そ
れ
で
も
、
和
歌
の
表
現
と
し
て

は
、
古
今
集
「
君
を
お
き
て
」
の
和
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
と
理
解
す
べ

き
措
辞
で
あ
る
。
薫
は
松
に
懸
か
る
藤
（
藤
波
）
を
大
君
に
寓
し
て
、

そ
の
よ
う
な
て
い
に
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

松
に
懸
か
る
藤
花
を
、
末
の
松
山
の
心
で
詠
む
例
を
あ
げ
る
。

池
に
の
ぞ
き
た
る
松
に
藤
か
ゝ
れ
り

君
を
思
ふ
あ
だ
し
心
も
な
き
も
の
を
池
の
藤
波
ま
つ
こ
え
に
け
り

 

（
中
務
集
Ⅰ
一
二
）

松
に
藤
の
か
ゝ
り
た
る
、
車
よ
り
人
々
お
り
て
み
る

藤
波
の
高
く
も
松
に
か
ゝ
る
か
な
末
よ
り
越
ゆ
る
余な

ご
り波

な
る
べ
し

 

（
和
泉
式
部
集
Ⅰ
一
九
〇
）

と
も
に
屏
風
歌
だ
が
、
松
に
懸
か
る
藤
を
詠
む
と
き
に
、
松
は
末
の

松
山
、
藤
は
藤
波
と
し
て
詠
む
類
型
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
竹
河

巻
は
薫
の
恋
情
を
詠
む
場
面
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
類
型
に
よ
っ
て
、

あ
た
か
も
約
束
を
裏
切
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
和
歌
と

し
て
や
は
り
松
山
の
意
は
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四　
和
歌
の
構
文
―
「
ま
さ
る
」
の
是
非
の
確
認

最
後
に
「
ま
さ
る
」
に
よ
る
解
釈
の
困
難
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

玉
上
琢
彌
『
評
釈
』（
第
九
巻
三
六
九
頁
）
は
評
に
お
い
て
「
ま
さ
る

－

こ
ゆ
る
」
の
異
同
を
と
り
あ
げ
、「
こ
ゆ
る
」
で
あ
れ
ば
、
古
今
集
歌

を
思
い
浮
か
べ
る
の
は
当
然
と
し
な
が
ら
も
、
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解
し
易
い
語
を
解
し
に
く
く
誤
る
こ
と
は
可
能
性
が
す
く
な
い
。

字
形
の
点
か
ら
も
似
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
一
方
が
一
方
を

写
し
誤
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、「
ま
さ
る
」
が
も
と
の
形
で
「
こ
ゆ

る
」
は
訂
正
し
た
本
文
で
あ
ろ
う
。
そ
の
逆
は
考
え
に
く
い
。

と
い
う
。
一
般
論
と
し
て
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
原
山
絵

美
子
は
こ
の
文
章
を
引
き
、「
ま
さ
る
」
を
正
し
い
本
文
と
し
て
解
釈
の

再
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
原
山
論
文
は
該
歌
に
つ
き
、

も
し
も
大
君
が
自
分
（
薫
）
と
結
婚
す
る
も
の
な
ら
ば
、
冷
泉
院

参
院
よ
り
も
「
ま
さ
る
色
」
の
大
君
を
見
る
だ
ろ
う
か
と
嘆
じ
た

の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
冷
泉
院
に
参
院
し
た
た
め
に

大
君
が
す
ば
ら
し
く
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
も
自
分
と
結
婚

し
て
い
た
ら
彼
女
は
今
の
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
自
嘲
的
に

詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

と
い
う
。
右
の
理
解
の
要
は
「
我
（
薫
）
が
手
に
懸
か
る
藤
の
色
」
と

「
松
（
冷
泉
院
）
に
懸
か
る
藤
の
色
」
と
を
比
較
し
て
い
る
の
だ
と
解
し

た
点
に
あ
る
。
私
に
そ
の
解
釈
の
論
拠
を
ま
と
め
れ
ば
、

（
１
）「
…
ば
…
見
ま
し
や
」
の
構
文
を
持
つ
和
歌
三
二
首
の
う
ち
、

七
首
が
「
よ
そ
に
見
ま
し
や
」
で
あ
る
。
そ
れ
で
注
釈
書
で
「
こ

ゆ
る
」
が
「
よ
そ
」
の
意
と
解
釈
さ
れ
た
。
こ
の
類
似
構
文
に
ひ

か
れ
て
、
解
釈
し
や
す
い
形
「
こ
ゆ
る
」
が
生
じ
た
。

（
２
）「
山
が
つ
の
垣
ほ
な
が
ら
に
見
る
よ
り
は
色
ま
さ
る
べ
き
宿
に

移
さ
む
」（
恵
慶
法
師
集
八
五）
（（

（
注

）
の
よ
う
に
、
場
所
に
よ
る
花
の
色

の
優
劣
を
詠
ん
だ
和
歌
が
あ
る
。

（
１
）
は
本
文
異
同
発
生
要
因
の
推
測
で
あ
り
、「
松
よ
り
ま
さ
る
」

の
解
釈
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。（
２
）
の
み
が
原
山
論
文
の
「
松
よ
り

ま
さ
る
」
の
解
釈
を
支
え
て
い
る
と
い
え
る
。

場
所
に
よ
っ
て
色
が
勝
る
と
い
う
言
い
方
は
、（
２
）
の
恵
慶
集
の
例

の
他
に
も
「
円
融
院
御
時
御
屏
風
歌
」
と
し
て
、

住
吉
の
岸
の
藤
波
我
が
宿
の
松
の
梢
に
色
は
ま
さ
ら
じ

 

（
拾
遺
集
夏
・
八
四
・
平
兼
盛
）

が
あ
る
。
住
吉
の
岸
の
松
に
懸
か
る
藤
浪
の
色
も
、
我
宿
の
松
の
梢
に

懸
か
る
藤
花
の
色
に
ま
さ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
の
意
。

た
し
か
に
場
所
に
よ
る
色
の
優
劣
を
詠
む
歌
は
有
る
。
だ
が
そ
の
こ

と
は
「
手
に
懸
く
る
」
の
和
歌
を
手
と
松
と
に
よ
る
藤
花
の
色
の
優
劣

を
詠
ん
だ
歌
だ
と
解
す
る
直
截
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
恵
慶
集
・
拾

遺
集
の
場
合
は
、
場
所
に
よ
る
色
の
優
劣
と
い
う
点
に
誤
解
の
余
地
の

な
い
表
現
で
あ
る
。
竹
河
巻
の
和
歌
は
そ
う
で
は
な
い
。

「
松
よ
り
ま
さ
る
色
を
見
ま
し
や
」
の
「
Ａ
よ
り
ま
さ
る
Ｂ
」
と
い
う

言
い
方
は
和
歌
の
表
現
類
型
の
一
つ
で
あ
る
。
用
例
は
多
い
が
、
源
氏

物
語
に
近
い
時
代
の
例
を
三
例
あ
げ
る
。

① 
声
は
せ
で
身
を
の
み
こ
が
す
螢
こ
そ
言
ふ
よ
り
ま
さ
る
思
ひ
な

る
ら
め 

（
源
氏
物
語
螢
巻
）
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② 

桜
よ
り
ま
さ
る
花
な
き
春
な
れ
ば
あ
た
ら
し
さ
を
ば
も
の
と
や

は
見
る 

（
貫
之
集
Ⅰ
二
七
〇
）

③ 
か
く
ば
か
り
憂
き
を
忍
び
て
長
ら
へ
ば
こ
れ
よ
り
ま
さ
る
物
を

こ
そ
思
へ 

（
新
古
今
集
一
八
一
一
和
泉
式
部
）

①
は
「
心
に
は
下
行
く
水
の
わ
き
か
へ
り
言
は
で
思
ふ
ぞ
言
ふ
に
ま

さ
れ
る
」（
古
今
六
帖
二
六
四
八
）
等
に
よ
る
措
辞
。
螢
の
声
な
き
「
思

火
」
の
方
が
言
葉
に
出
す
「
思
ひ
」
よ
り
も
勝
っ
て
い
る
と
の
意
。
②

は
桜
花
と
他
花
の
優
劣
比
較
。
③
は
「
こ
れ
」（
現
在
の
憂
き
物
思
い
）

と
将
来
の
更
に
憂
き
物
思
い
と
の
比
較
。

時
代
は
や
や
下
る
が
、「
Ａ
よ
り
ま
さ
る
Ｂ
」
に
よ
り
場
所
に
よ
る
優

劣
を
詠
む
例
と
し
て
は
宝
治
二
年
百
首
に

④ 

訪
へ
か
し
な
庭
の
秋
萩
露
け
さ
の
こ
れ
よ
り
ま
さ
る
宿
は
あ
ら

じ
を 

（
続
古
今
集
三
二
九
・
鷹
司
院
按
察
）

が
あ
る
。
こ
れ
（
こ
の
宿
）
と
他
の
宿
と
の
秋
萩
の
露
け
さ
の
比
較
。

場
所
に
よ
る
露
け
さ
の
優
劣
を
言
う
の
は
明
ら
か
だ
が
、
措
辞
と
し
て

は
Ａ
「
こ
れ
（
こ
の
宿
）」
Ｂ
「（
よ
そ
の
）
宿
」
で
あ
り
、
①
②
③
と

同
じ
く
Ａ
Ｂ
同
類
の
も
の
が
比
較
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
竹
河
巻
の
「
手
に
懸
く
る
物
に
し
あ
ら
ば
藤
の
花
松
（
Ａ
）

よ
り
ま
さ
る
色
（
Ｂ
）
を
見
ま
し
や
」
の
場
合
は
、
上
述
の
「
Ａ
よ
り

ま
さ
る
Ｂ
」
の
類
型
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
④
の
よ
う
な
同
じ
の
も
の

の
場
所
に
よ
る
優
劣
の
比
較
と
は
言
い
難
い
。
あ
え
て
上
述
の
型
を
当

て
れ
ば
、
Ａ
「
松
（
の
色
）」
と
Ｂ
「
色
」
の
比
較
に
な
り
、
Ｂ
の
色
は

当
然
「
藤
の
花
（
の
色
）」
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
結
局
は
「
松
（
の

色
）」
と
「（
藤
の
花
）
の
色
」
と
の
比
較
と
な
り
、
第
一
章
の
「
２
」

に
検
討
し
た
問
題
点
に
戻
っ
て
し
ま
う
。

い
ま
の
と
こ
ろ
原
山
論
文
の
解
釈
を
是
と
す
る
根
拠
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
反
実
仮
想
の
語
法
を
活
か
し
て
い
る
点
で
検
討
す
べ
き

一
案
と
思
う
が
、
上
述
の
和
歌
構
文
か
ら
し
て
も
、
例
外
は
あ
る
と
は

い
え
、
無
理
な
解
釈
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
般
的
に
は
、
解
し
易
い
語
（
こ
ゆ
る
）
を
解
し
に
く
い
語
（
ま
さ

る
）
に
誤
る
可
能
性
が
す
く
な
い
の
も
事
実
だ
が
、
こ
の
和
歌
に
お
け

る
「
松
よ
り
ま
さ
る
」
は
や
は
り
穏
当
な
本
文
で
は
な
い
。

五　
お
わ
り
に
―
注
釈
書
に
お
け
る
本
文
の
扱
い

こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
下
句
は
「
ま
つ
よ
り
こ
ゆ
る
色
を
み

ま
し
や
」
が
良
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
論
を
得
た
。
こ
れ
は
青
表
紙
本

と
か
河
内
本
と
か
の
系
統
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
の
結
論
で
あ
る
が
、
現

存
本
文
で
は
河
内
本
の
本
文
を
可
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
青
表
紙
本
系
の
本
文
が
ほ
ぼ
み
な
「
ま
さ
る
」
で
あ
る
こ
と

は
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
そ
の
本
文
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
い

つ
、
ど
の
よ
う
な
事
情
で
本
文
が
分
か
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
な
お
未
詳
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と
せ
ざ
る
を
え
な
い）
（注

（
注

。

こ
の
よ
う
な
本
文
の
状
況
に
あ
っ
て
、
も
し
「
松
よ
り
ま
さ
る
」
の

本
文
を
持
つ
伝
本
（
例
え
ば
大
島
本
）
を
底
本
に
注
釈
書
を
作
ろ
う
と

す
る
と
き
、
対
処
法
は
次
の
四
類
型
に
分
か
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
箇
所

に
限
ら
ず
、
一
般
的
対
処
の
四
類
型
で
あ
り
、
実
は
写
本
版
本
に
お
け

る
異
文
に
対
す
る
処
置
の
類
型
で
も
あ
る
。

こ
の
和
歌
を
例
に
具
体
的
に
言
え
ば
、

「
ま
さ
る
」
の
ま
ま
に
本
文
を
立
て
、
何
も
注
記
し
な
い
。

「
ま
さ
る
」
の
本
文
を
立
て
、「
こ
ゆ
る
」
を
注
記
す
る
。

 

「
こ
ゆ
る
」
の
改
訂
本
文
を
立
て
、
原
形
が
「
ま
さ
る
」
で
あ
る

こ
と
を
注
記
す
る
。

「
こ
ゆ
る
」
の
改
訂
本
文
を
立
て
、
原
形
を
注
記
し
な
い
。

は
大
島
本
が
結
果
的
に
こ
れ
に
あ
た
る
。
本
文
の
提
供
の
み
で
あ
れ

ば
問
題
は
露
わ
に
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
注
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
問

題
が
露
顕
す
る
こ
と
は
本
稿
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

は
写
本
で
は
「
こ
ゆ
る
イ
」
を
傍
書
す
る
も
の
。
注
釈
書
で
は
、

例
え
ば
湖
月
抄
の
よ
う
に
、
本
文
改
訂
は
せ
ず
、「
こ
ゆ
る
」
に
拠
る
注

を
引
用
す
る
こ
と
で
実
質
的
に
「
こ
ゆ
る
」
を
採
る
べ
き
を
示
唆
す
る

も
の
も
あ
る
。
前
引
の
孟
津
抄
も
こ
れ
に
属
す
る
。
こ
の
箇
所
に
関
す

る
現
行
注
釈
書
の
多
く
は
こ
の
型
だ
が
、「
ま
さ
る
」
で
解
釈
し
よ
う
と

し
た
た
め
に
問
題
を
生
じ
て
い
る
。

は
写
本
で
は
「
ま
さ
る
」
を
見
消
に
し
て
「
こ
ゆ
る
」
と
改
訂
す
る

伏
見
天
皇
本
・
書
陵
部
本
・
陽
明
文
庫
本
等
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

は
改
訂
本
文
の
み
。
お
そ
ら
く
肖
柏
本
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。

写
本
版
本
に
お
け
る

・

・

の
措
置
は
読
め
る
本
文

0

0

0

0

0

を
求
め
て

の
こ
と
で
あ
る
。
目
的
に
よ
っ
て
は

や

を
選
択
す
る
の
は
当
然
だ

が
、
読
む
こ
と

0

0

0

0

を
目
的
と
し
た
写
本
・
注
釈
書
等
に
あ
っ
て
は
、

・

も
避
け
る
理
由
は
な
い
。
本
稿
に
扱
っ
た
和
歌
の
場
合
は
、「
ま
さ

る
」
の
本
文
を
も
つ
写
本
を
底
本
と
し
た
と
し
て
も
、
本
文
は
「
こ
ゆ

る
」
と
改
訂
す
る
の
が
よ
い
。

に
す
る
か

に
す
る
か
は
注
釈
書
の

目
的
と
想
定
す
る
読
者
に
よ
る）

（注

（
注

。

注

注
１ 

『
大
島
本
源
氏
物
語
』（
角
川
書
店
、
平
成
八
年
）
に
よ
る
。
当
該
箇
所
は

『
源
氏
物
語
大
成
巻
三
校
異
篇
』
一
四
八
六
頁
。

注
２ 

原
山
絵
美
子
「『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻
「
手
に
か
く
る
」
歌
と
「
む
ら
さ

き
の
」
歌
に
つ
い
て
」（『
お
茶
の
水
女
子
大
学
比
較
日
本
学
教
育
研
究
セ

ン
タ
ー
研
究
年
報
』
第
五
号
、
平
成
二
一
年
）
は
、
現
行
注
の
誤
り
を
指

摘
し
、
新
解
釈
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
検
討

す
る
。

注
３ 

藤
花
を
大
君
に
擬
え
る
と
す
る
の
は
穏
当
な
解
釈
だ
が
、「
松
」
は
や
や

問
題
。
冷
泉
院
の
松
だ
か
ら
「
手
」
と
対
比
さ
れ
た
「
松
」
を
院
と
見
る

の
は
自
然
だ
が
、「
松
よ
り
こ
ゆ
る
」
の
と
き
は
古
今
集
の
「
す
ゑ
の
松

山
」
と
し
て
の
松
に
重
き
が
あ
る
。

注
４ 

重
松
信
弘
『
新
攷
源
氏
物
語
研
究
史
』（
風
間
書
房
、
昭
和
三
六
年
）
伊
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井
春
樹
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
昭
和
五
五
年
）
に
よ

れ
ば
、
宗
牧
は
一
五
四
五
年
歿
。
実
隆
の
源
氏
講
義
を
聴
講
。
宗
牧
と
休

聞
抄
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
井
爪
康
之
『
休
聞
抄
』（
源
氏
物
語
古
注
集

成
22
）
の
解
題
を
参
照
。

注
５ 

伝
本
の
略
号
は
以
下
の
諸
本
の
第
一
字
。
大
島
本
『
大
島
本
源
氏
物
語
』

（
角
川
書
店
）、
書
陵
部
蔵
本
『
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
青
表
紙
本
源
氏
物
語
』

（
新
典
社
）、
日
本
大
学
蔵
本
『
日
本
大
学
蔵
源
氏
物
語
』（
八
木
書
店
）、

伏
見
天
皇
本
『
源
氏
物
語
〈
伏
見
天
皇
本
〉』（
古
典
文
庫
）、
陽
明
文
庫

本
『
陽
明
叢
書
国
書
篇
源
氏
物
語
』（
思
文
閣
出
版
）、
御
物
本
『
東
山
御

文
庫
蔵
源
氏
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
会
）、
尾
州
家
本
『
尾
州
家
河
内
本

源
氏
物
語
』（
八
木
書
店
）、
高
松
宮
本
『
高
松
宮
家
御
蔵
河
内
本
源
氏
物

語
』（
臨
川
書
店
）、
保
坂
本
『
保
坂
本
源
氏
物
語
』（
お
う
ふ
う
）、
天
理

図
書
館
本
『
源
氏
物
語
諸
本
集
二
（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
）』（
八
木
書

店
）、
穂
久
邇
文
庫
本
『
源
氏
物
語
（
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
書
）』（
日

本
古
典
文
学
会
）。
な
お
、
本
文
異
同
の
確
認
は
『
源
氏
物
語
大
成
校
異

篇
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
四
年
八
版
）『
河
内
本
源
氏
物
語
校
異
集
成
』

（
風
間
書
房
、
平
成
一
三
年
）『
源
氏
物
語
別
本
集
成
第
７
巻
』（
お
う
ふ

う
、
平
成
六
年
）
に
拠
る
。

注
６ 

竹
河
巻
で
は
別
本
に
分
類
さ
れ
る
保
坂
本
・
国
冬
本
・
穂
久
邇
文
庫
本
・

天
理
図
書
館
伝
西
行
筆
本
が
共
に
同
文
で
一
致
し
、
か
つ
青
表
紙
本
・
河

内
本
と
異
な
る
本
文
を
示
す
こ
と
が
あ
り
、
遡
れ
ば
同
じ
系
統
の
本
か
ら

派
生
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

注
７ 

藤
侍
従
の
和
歌
「
紫
の
色
は
か
よ
へ
ど
藤
の
花
心
に
え
こ
そ
か
ゝ
ら
ざ
り

け
れ
」
の
傍
線
部
「
か
ゝ
ら
ざ
り
け
れ
」
は
日
大
本
「
ま
か
せ
さ
り
け
れ
」

と
あ
り
、「
か
ゝ
ら
イ
」
の
傍
書
が
あ
る
。『（
天
理
善
本
叢
書
）
源
氏
物

語
諸
本
集
二
』（
八
木
書
店
、
昭
和
五
三
年
）
所
収
伝
西
行
筆
本
は
も
と

「
か
ゝ
ら
さ
り
け
り
」
で
あ
る
が
、
傍
書
、
重
書
き
、
見
消
に
よ
り
「
ま

か
せ
さ
り
け
れ
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。

注
８ 

大
島
本
に
も
傍
書
の
削
除
跡
が
あ
る
。
他
巻
に
も
他
本
の
傍
書
を
削
除
し

た
跡
が
多
く
残
る
が
、
こ
こ
も
「
ま
さ
る
」「
こ
ゆ
る
」
の
適
否
を
検
討

し
て
の
措
置
で
は
あ
る
ま
い
。

注
９ 

湖
月
抄
の
弄
花
抄
引
用
、
内
閣
文
庫
本
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
）
に
は
同

内
容
の
注
が
あ
る
が
、『
翻
刻
平
安
文
学
資
料
稿
』
の
底
本
で
あ
る
平
瀬

家
旧
蔵
本
に
は
見
え
な
い
。

注
10 

古
典
大
系
の
説
明
は
玉
の
小
櫛
に
近
い
。
古
今
集
歌
も
指
摘
す
る
が
、
松

山
の
心
に
は
言
及
し
な
い
。

注
11 

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
は
「
な
で
し
こ
」
で
は
な
く
「
鳥
の
子
の
や
う
な

る
瓜
」（
新
編
私
家
集
大
成
）
だ
が
、
論
旨
に
は
関
わ
ら
な
い
。

注
12 

例
え
ば
、
名
義
抄
は
「
愈
」
に
「
イ
ユ　

マ
サ
ル　

ス
ク
ル　

コ
ユ　

カ

シ
コ
シ
」
の
訓
を
示
す
が
（
法
中
八
七
）、
こ
の
よ
う
な
語
義
の
近
似
も

異
文
発
生
の
一
因
で
あ
ろ
う
。

注
13 

概
ね
新
編
全
集
は

、
新
潮
古
典
集
成
は

で
あ
る
が
、
新
大
系
は

と

（
青
表
紙
他
本
多
く
何
々
、
の
類
）
の
併
用
。

（
く
ど
う　

し
げ
の
り
・
福
岡
教
育
大
学
名
誉
教
授
）


