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折
口
信
夫
の
源
実
朝
研
究

　
　
　
　
―
実
朝
の
和
歌
と
仏
教
―

荒　

木　

優　

也　
　

　
　
一
、
は
じ
め
に

　

源
実
朝
［1192-1219

］
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
言
説
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
特
に
、
明
治
以
降
、
歌
人
た
ち

を
中
心
に
し
て
万
葉
調
の
こ
と
な
ど
が
言
及
さ
れ
、
ま
た
研
究
も
多
い
。
そ
の
中
で
も
、
歌
人
で
あ
り
研
究
者
で
あ
る
折
口
信
夫
［1887-

1953

］
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
源
実
朝
の
和
歌
生
成
に
お
け
る
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
折
口
の
言
説
で
あ
る
。

　
　

金
槐
集
は
全
体
と
し
て
は
、
ひ
ど
い
歌
ば
か
り
で
、
寝
言
み
た
い
な
も
の
だ
。

　
　

�

良
い
悪
い
を
離
れ
て
言
ふ
と
、
特
色
の
あ
る
も
の
は
、
釈
教
の
歌
で
あ
る
。
自
然
な
道
順
を
考
へ
る
と
、
実
朝
の
新
し
い
歌
は
、
釈

教
の
歌
か
ら
、
自
然
と
変
化
し
て
来
て
ゐ
る
の
だ
。
新
し
い
傾
向
の
歌
が
、
釈
教
の
歌
の
中
に
胚
胎
し
て
出
て
来
る
の
だ
と
思
は
れ

る
。（「
新
古
今
前
後
」
昭
和
一
一
～
三
年
、『
全
集
』
一
三
巻
131
頁
。
引
用
は
新
編
『
折
口
信
夫
全
集
』。
以
下
同
じ
）

冒
頭
の
一
文
は
、
今
日
の
目
か
ら
見
れ
ば
必
ず
し
も
肯
定
は
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
意
味
痛
快
で
あ
る
。
折
口
の
上
の
世
代
、
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ま
た
同
世
代
の
歌
人
た
ち
が
実
朝
の
私
家
集
『
金
槐
集
』
を
絶
賛
す
る
な
か
で
の
こ
の
一
言
で
あ
る（

1
（

。
折
口
は
手
放
し
の
賞
賛
よ
り
も
、

実
朝
の
和
歌
の
あ
た
ら
し
さ
の
依
っ
て
来
た
れ
る
と
こ
ろ
に
心
を
及
ぼ
す
。
当
時
の
普
通
の
歌
人
・
研
究
者
な
ら
ば
、
そ
れ
は
『
万
葉
集
』

だ
と
い
う
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
折
口
の
実
朝
に
関
す
る
記
述
も
そ
の
多
く
は
万
葉
調ぶ

り

と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
折
口

は
そ
の
新
し
さ
が
始
ま
っ
た
の
は
「
釈
教
の
歌
」
だ
と
指
摘
す
る
。
折
口
は
さ
ら
に
つ
づ
け
て
言
う
。

　
　

�

実
朝
の
歌
は
、
当
時
一
般
の
歌
風
と
し
て
、
全
体
的
に
み
て
、
本
歌
が
あ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
今
の
人
は
、
そ
ん
な
事
は
無
視

し
て
か
ゝ
る
か
ら
、
見
方
と
し
て
は
、
却
つ
て
健
康
か
も
し
れ
な
い
が
、
併
そ
れ
で
は
、
本
歌
取
り
の
歌
の
作
者
の
動
機
は
訣
ら
な

い
。
処
が
、
い
ゝ
と
言
は
れ
て
ゐ
る
歌
に
は
、
本
歌
取
り
の
痕
跡
が
薄
い
。
そ
れ
が
殆
な
い
と
言
つ
て
い
ゝ
。
さ
う
思
ふ
と
、
実
朝

の
新
様
の
歌
は
、
本
物
だ
と
言
ふ
気
が
す
る
。
自
然
な
道
を
と
ほ
つ
て
、
そ
こ
ま
で
進
ん
で
来
て
、
時
に
は
昔
の
類
型
に
よ
つ
て
は
、

作
り
切
れ
な
か
つ
た
の
だ
、
と
言
へ
る
。
其
点
で
は
、
実
朝
は
、
や
は
り
本
道
の
も
の
を
持
つ
て
ゐ
た
の
だ
、
と
言
へ
る
と
思
ふ
。

�

（「
新
古
今
前
後
」
上
記
の
続
き
、『
全
集
』
一
三
巻
131
・
132
頁
）

実
朝
の
和
歌
を
見
て
い
く
と
き
、
本
歌
を
も
つ
も
の
が
多
い
こ
と
は
家
集
冒
頭
を
見
る
だ
け
で
す
ぐ
に
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
評
価
さ
れ
て

い
る
歌
に
は
そ
う
い
う
本
歌
取
り
の
痕
跡
が
少
な
い
と
折
口
は
い
う
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
「
新
様
の
歌
は
、
本
物
だ
」
と
も
い
う
。

先
に
引
用
し
た
文
章
で
は
「
寝
言
み
た
い
な
よ
う
な
も
の
だ
」
と
述
べ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
雲
泥
の
評
価
差
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ

う
い
っ
た
歌
は
ど
の
よ
う
に
出
来
た
の
か
。
そ
れ
は
「
自
然
な
道
を
と
ほ
つ
て
」
だ
と
い
う
。
そ
の
道
と
し
て
折
口
は
先
の
指
摘
「
釈
教

の
歌
か
ら
、
自
然
と
変
化
し
て
来
て
ゐ
る
」
と
い
う
道
程
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
実
は
折
口
は
釈
教
と
の
関
係
に
つ

い
て
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、第
三
節
で
述
べ
る
よ
う
に
今
日
の
研
究
か
ら
し
て
も
こ
れ
は
妥
当
な
指
摘
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
折
口
信
夫
の
実
朝
研
究
に
つ
い
て
見
渡
し
た
上
で
、
そ
の
と
る
べ
き
と
こ
ろ
は
活
か
し
つ
つ
、
実
朝
の
和
歌
と
仏
教
に
つ

い
て
い
さ
さ
か
の
私
見
、
ま
た
和
歌
の
出
典
と
目
す
べ
き
仏
典
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
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二
、
折
口
信
夫
と
源
実
朝
と
万
葉
調

　

実
朝
と
言
え
ば
、
万
葉
調
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
賀
茂
真
淵
［1697-1769

］、
正
岡
子
規
［1867-1902

］、
斎
藤
茂
吉
［1882-1953

］

ら
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
言
及
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
世
の
人
の
多
く
も
実
朝
を
万
葉
調
の
歌
人
だ
と
認
識
し
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
の
万
葉
調
と
い
う
言
葉
が
何
を
示
す
か
は
、
人
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
万
葉
集
』
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
と
も
深
く
関
わ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
そ
の
探
求
者
が
歌
人
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
実
作
と
『
万
葉
集
』

と
の
関
わ
り
も
万
葉
調
の
捉
え
方
に
影
響
を
与
え
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
実
作
と
研
究
と
の
二
つ
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
実
朝
の
和
歌

の
評
価
に
反
映
さ
れ
て
き
た
の
が
、
実
朝
和
歌
の
研
究
史
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
実
朝
の
万
葉

調
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
探
求
者
の
個
々
の
事
情
を
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

近
代
以
降
、
実
朝
を
特
に
取
り
上
げ
て
き
た
の
は
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
歌
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
ア
ラ
ラ
ギ
同
人
で
あ
っ
た
時
期
も
あ
る
歌
人

釈
迢
空
で
あ
り
、
古
代
研
究
を
著
し
た
研
究
者
で
あ
る
折
口
が
実
朝
の
万
葉
調
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
を
見
て
い
く
こ
と
は
、
そ
う
い

う
意
味
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

実
朝
に
つ
い
て
書
か
れ
た
折
口
の
言
説
で
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、「
万
葉
集
私
論
」（
大
正
五
年
部
分
）
の
次
の
文
章
が
認
め
ら

れ
る
。

　
　

�

わ
が
短
歌
史
で
も
、
万
葉
が
ひ
き
あ
ひ
に
出
さ
れ
た
の
は
、
必
ず
し
も
明
治
が
始
め
て
ゞ
は
な
か
つ
た
。
基
俊
、
俊
頼
の
競
争
時
代

に
も
、
万
葉
は
注
意
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。〈
略
〉
鎌
倉
の
始
、
新
古
今
の
時
代
に
、
非
常
な
勢
で
復
活
し
よ
う
と
し
た
が
、
我
執
の
強

か
つ
た
人
々
は
、
正
直
な
実
朝
を
除
く
以
外
は
、
此
万
葉
か
ら
は
存
外
つ
ま
ら
ぬ
物
を
握
つ
て
出
て
行
つ
た
。（「
万
葉
集
私
論
」
大

正
五
年
部
分
、『
全
集
』
六
巻
10
頁
）
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万
葉
か
ら
握
る
べ
き
も
の
を
握
っ
て
い
っ
た
歌
人
と
し
て
実
朝
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
折
口
の
実
朝
に
つ
い
て
の
比
較
的
早
い

発
言
で
あ
る
が
、
同
時
期
に
折
口
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
藤
原
定
家
曾
孫
の
京
極
為
兼
［1254-1332

］
に
関
す
る
文
章
で
も
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

鎌
倉
時
代
に
、
万
葉
か
ら
或
物
を
感
得
し
て
、
自
身
の
力
と
し
て
表
す
こ
と
の
出
来
た
の
は
、
此
人
（
稿
者
注
・
為
兼
）
と
鎌
倉
右

大
臣
と
だ
け
で
あ
る
。
而
も
社
会
的
に
大
き
な
為
事
を
残
し
て
置
き
な
が
ら
、
風
雅
集
以
後
に
其
影
響
を
止
め
る
こ
と
の
出
来
な
か

つ
た
の
は
、
悲
惨
な
こ
と
だ
。
実
朝
は
此
点
か
ら
見
れ
ば
、
わ
り
あ
ひ
に
幸
福
な
人
で
あ
つ
た
。
為
兼
は
い
ま
だ
に
、
悪
罵
や
嘲
笑

の
冷
い
土
の
上
に
埋
れ
て
ゐ
る
の
に
。（「
ち
と
り
ま
し
と
ゝ
」
大
正
六
年
、『
全
集
』
一
三
巻
189
頁
）

折
口
は
、
為
兼
が
真
の
意
味
で
万
葉
の
力
を
手
に
入
れ
て
い
る
こ
と
を
「
万
葉
の
力
が
、
具
現
せ
ら
れ
た
の
は
、
定
家
で
な
く
、
家
隆
で

な
く
、
伝
習
に
困
憊
し
た
、
為
兼
に
は
じ
ま
る
」（
同
188
頁
）
と
も
い
っ
て
い
る
。
実
朝
は
そ
の
為
兼
と
と
も
に
「
万
葉
の
力
」
を
手
に

入
れ
た
一
握
り
の
人
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
実
朝
が
為
兼
よ
り
も
幸
福
な
人
と
い
う
の
は
、
真
淵
・
子
規
ら
に
見
い
だ
さ

れ
た
こ
と
を
言
う
。
対
し
て
、
為
兼
お
よ
び
京
極
派
の
和
歌
が
再
評
価
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
あ
と
折
口
と
土
岐
善
麿
と
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
実
朝
が
見
い
だ
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、折
口
は
「
新
古
今
前
後
」（
昭
和
一
一
～
一
三
年
）
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

�

実
朝
の
残
し
た
家
集
は
、
金
槐
和
歌
集
と
言
ふ
。
此
名
は
自
分
で
つ
け
た
の
か
、
誰
が
つ
け
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
長
く
価
値
が
見

出
だ
さ
れ
な
か
つ
た
の
が
、
万
葉
主
義
の
人
の
目
に
触
れ
て
、
世
に
出
た
の
で
あ
る
。
即
、
江
戸
に
這
入
つ
て
、
賀
茂
真
淵
が
其
値

打
ち
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
新
勅
撰
以
降
の
勅
撰
集
に
と
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
、
京
の
側
か
ら
、
其
時
分
も
、
又
死

後
も
、
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
事
は
た
し
か
で
あ
る
。〈
略
〉

　
　

�

そ
れ
と
ま
う
一
つ
、
実
朝
の
歌
の
評
価
に
影
響
し
て
ゐ
る
の
は
、
東
の
人
だ
つ
た
事
だ
。
東
人
の
歌
に
就
い
て
、
京
の
側
の
人
達
に
は
、

伝
統
的
な
異
様
な
気
持
ち
が
あ
る
。
其
気
持
ち
が
、
真
淵
に
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
あ
の
時
代
の
鎌
倉
で
、
此
位
の
歌
を
作
つ
て
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ゐ
る
か
ら
偉
い
、
と
い
ふ
気
持
ち
が
、
或
は
真
淵
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
を
、
更
に
明
治
に
な
つ
て
か
ら
、
正
岡
子
規
が
見
直

し
た
。
子
規
は
、
一
体
ど
う
言
ふ
風
に
、
金
槐
集
を
よ
ん
だ
の
か
、
其
よ
み
方
は
訣
ら
な
い
。
だ
し
ぬ
け
に
此
歌
集
を
あ
た
へ
ら
れ
て

み
る
と
、
一
向
に
感
心
し
な
い
。
だ
か
ら
子
規
が
、
万
葉
以
後
三
、四
人
の
歌
人
の
一
人
だ
と
ま
で
、
実
朝
を
認
め
た
の
は
、
真
淵
の

見
た
実
朝
を
通
し
て
み
て
ゐ
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
真
淵
が
子
規
に
、
材
料
を
提
供
し
た
の
だ
。
子
規
は
謂
は
ゞ
英
雄
主
義
で
、
こ
ま
か

い
処
は
訣
ら
な
い
人
だ
。
実
朝
に
は
ひ
ど
い
歌
が
あ
る
。（「
新
古
今
前
後
」
昭
和
一
一
～
三
年
、『
全
集
』
一
三
巻
130
・
131
頁
）

折
口
は
、
実
朝
を
万
葉
の
力
を
取
り
入
れ
た
人
と
し
つ
つ
も
、『
金
槐
集
』
全
体
を
そ
れ
ほ
ど
評
価
し
な
い
、
む
し
ろ
「
感
心
し
な
い
」

と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
同
論
考
の
ほ
か
の
箇
所
―
先
に
第
一
節
で
引
用
し
た
―
で
も
「
実
朝
は
、
な
ま
じ
沢
山
の
歌
が
残
つ
た
ゝ
め
に
、

損
を
し
て
ゐ
る
。
た
ゞ
昔
の
人
は
丹
念
だ
か
ら
、
多
く
の
歌
の
中
か
ら
い
ゝ
の
だ
け
を
よ
り
出
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
金
槐
集
は
全
体
と

し
て
は
、
ひ
ど
い
歌
ば
か
り
で
、
寝
言
み
た
い
な
も
の
だ
」（
同
131
頁
）
と
ま
で
言
い
、
惨
々
た
る
評
価
で
あ
る
。
ま
た
、
実
朝
を
見
い

だ
し
た
万
葉
主
義
の
人
た
ち
に
対
し
て
も
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
。
そ
れ
は
、
中
央
文
化
か
ら
地
方
文
化
へ
の
見
下
し
に
よ
っ
て
生
じ
た

評
価
も
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
同
論
の
他
の
箇
所
で
は
以
下
の
よ
う
に
も
言
及
す
る
。

　
　

�

何
も
事
情
を
知
ら
ぬ
人
が
、
卒
然
と
、
此
時
代
の
都
の
空
気
に
触
れ
ぬ
人
の
作
物
を
見
る
と
、
万
葉
調
だ
と
言
ふ
。
即
、
調
子
が
張

つ
て
ゐ
て
、
都
風
の
技
巧
が
無
け
れ
ば
、
す
ぐ
に
万
葉
ぶ
り
だ
と
思
ふ
。
実
朝
の
歌
を
万
葉
ぶ
り
と
謂
ふ
の
は
、
其
意
味
の
点
が
多

い
。
勿
論
、実
朝
は
万
葉
集
を
手
本
に
し
て
、模
倣
し
て
は
居
る
が
。（「
新
古
今
前
後
」
昭
和
一
一
～
三
年
、『
全
集
』
一
三
巻
60
頁
）

折
口
の
い
う
と
こ
ろ
の
万
葉
主
義
の
人
た
ち
の
評
価
基
準
は
「
万
葉
調
」
で
あ
る
と
い
う
事
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
し
か
し
、
そ
も

そ
も
万
葉
調
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。「
都
風
の
技
巧
が
無
け
れ
ば
」
万
葉
ぶ
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
折
口
の
批
判
の
最
も
た
る
と
こ
ろ
も
、

そ
こ
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

折
口
は
、
万
葉
調ぶ

り

に
つ
い
て
橘
曙
覧
［1812-68

］
の
評
伝
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
（「
橘
曙
覧
評
伝
」
昭
和
十
六
年
、『
全
集
』
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十
四
巻
427
～
428
頁
）。
長
い
引
用
と
な
る
が
、
少
し
ず
つ
区
切
り
な
が
ら
見
て
い
き
た
い
。

　
　

�

私
は
、
万
葉
ぶ
り
の
歌
に
就
い
て
、
平
凡
な
解
説
を
し
た
い
。
万
葉
集
以
後
、
語
ど
ほ
り
の
意
味
に
お
け
る
、
万
葉
ぶ
り
の
歌
は
出

て
居
な
い
の
で
あ
る
。
唯
わ
り
あ
ひ
に
、
万
葉
式
な
風
格
を
感
じ
さ
せ
る
歌
の
持
つ
格
調
を
、
其
だ
と
言
ふ
ば
か
り
で
あ
る
。
だ
か

ら
厳
密
に
言
へ
ば
、
古
代
短
歌
に
似
た
情
調
を
生
じ
る
要
素
を
持
つ
た
歌
と
言
ふ
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
記
紀
の
短
歌
に
近
い
も

の
も
、
亦
古
今
集
中
の
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
に
あ
る
や
う
な
も
の
も
、
あ
る
後
代
風
な
歌
の
間
に
置
く
時
、
其
が
復
古
的
だ
と
言
ふ

感
じ
を
抱
か
せ
る
と
共
に
、
万
葉
ぶ
り
だ
と
、
判
断
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

稿
者
も
先
年
に
実
朝
の
万
葉
調
に
つ
い
て
論
じ
た
際
、
万
葉
調
に
は
王
朝
和
歌
が
作
り
上
げ
た
万
葉
調
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た（

2
（

。『
古

今
集
』
以
降
に
も
『
万
葉
集
』
に
似
た
歌
は
多
く
認
め
ら
れ
、
む
し
ろ
反
対
に
『
万
葉
集
』
の
万
葉
調
は
そ
こ
か
ら
の
逆
照
射
に
よ
っ
て

発
見
さ
れ
て
い
く
。

　
　

�

事
実
、
如
何
に
万
葉
に
親
し
ん
だ
学
者
・
研
究
家
・
歌
人
で
も
、
万
葉
の
本
格
式
な
調
子
な
る
も
の
を
、
的
確
に
と
り
出
す
こ
と
は

出
来
な
い
。
唯
、
万
葉
集
中
の
歌
を
斥サ

し
示
す
よ
り
外
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
集
以
外
の
後
代
の
作
物
か
ら
、
万
葉
式
な
も
の
を
と

り
出
す
と
言
ふ
段
に
な
る
と
、
明
ら
か
に
多
く
の
場
合
は
、
他
の
雑
多
な
歌
集
の
要
素
を
含
ん
だ
も
の
を
探
り
あ
て
る
事
に
な
る
。

彼
等
の
前
に
既
に
あ
る
古
典
作
物
以
外
に
は
、
其
古
典
に
似
よ
つ
た
も
の
を
適
切
に
示
す
訣
に
は
い
か
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
江

戸
時
代
の
作
者
の
万
葉
ぶ
り
だ
と
謂
は
れ
た
作
の
一
々
に
つ
い
て
、
自
分
の
感
じ
る
も
の
と
、
其
自
身
が
持
つ
て
ゐ
る
歴
史
式
な
姿

と
を
比
べ
て
見
れ
ば
訣
る
と
思
ふ
。
た
と
へ
ば
、
賀
茂
真
淵
の
作
物
の
最
万
葉
式
な
も
の
を
見
て
も
、
其
が
歴
史
風
真
実
か
ら
し
て
、

万
葉
式
だ
と
謂
へ
な
い
の
で
あ
る
。
後
代
風
な
も
の
ゝ
上
に
、
若
干
古
代
短
歌
の
風
格
を
作
る
要
素
が
加
つ
て
居
て
、
其
が
殆
歌
全

体
に
、
瀰
漫
し
て
ゐ
る
や
う
に
感
じ
さ
せ
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
多
い
の
だ
。
ま
し
て
其
系
統
の
作
家
で
見
れ
ば
、
も
つ
と
甚

し
く
、
我
々
の
漠
と
し
た
臆
断
が
、
近
代
調
に
僅
か
に
加
つ
た
古
態
を
、
歌
全
体
の
上
に
格
調
し
て
ゐ
る
こ
と
を
覚
る
で
あ
ら
う
。
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賀
茂
真
淵
が
万
葉
調
の
歌
を
詠
む
こ
と
を
弟
子
に
奨
め
た
こ
と
は
、
本
居
宣
長
［1730-1801

］
の
『
う
ひ
山
ふ
み
』［1798

成
立
］
な

ど
に
よ
り
有
名
で
あ
る
が
、
折
口
は
そ
の
真
淵
さ
え
も
万
葉
式
で
は
な
い
と
言
う（

3
（

。
で
は
、
実
朝
の
万
葉
ぶ
り
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

�
遡
つ
て
、
源
実
朝
の
万
葉
ぶ
り
だ
と
謂
は
れ
る
二
十
首
未
満
の
金
槐
集
中
の
古
調
の
も
の
に
つ
い
て
見
て
も
、
其
は
明
ら
か
な
こ
と

で
あ
る
。
極
言
す
れ
ば
、
単
に
調
子
が
古
風
に
張
つ
て
ゐ
る
と
言
ふ
や
う
な
点
に
帰
す
る
も
の
を
捉
へ
て
、
さ
う
言
つ
て
ゐ
る
こ
と

が
訣
る
。
尤
、
さ
う
し
た
歌
の
作
ら
れ
る
の
に
は
、
万
葉
集
を
読
ん
だ
影
響
が
、
十
分
に
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
さ
う
し
て
出
て
来
る

も
の
は
、
万
葉
の
作
物
の
感
覚
に
刺
戟
せ
ら
れ
て
出
た
、
あ
る
近
代
調
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
江
戸
の
田
安
宗
武
ほ
ど
、

独
自
の
万
葉
調
を
な
し
た
人
も
少
い
。
其
に
も
繫
ら
ず
、
彼
の
作
つ
た
歌
の
一
つ
〳
〵
は
、
万
葉
と
近
代
歌
と
の
間
に
、
あ
る
融
合

点
を
作
つ
て
ゐ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
を
よ
く
読
み
込
ん
で
い
た
か
ら
と
言
っ
て
、
本
格
な
万
葉
調
に
な
る
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
の
価
値
観
の
な
か
で
生
き
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
万
葉
調
と
言
わ
れ
る
実
朝
の
歌
、
万
葉
調
を
意
識
し
て
歌
っ
た
で
あ
ろ
う
田

安
宗
武
［1715-71

］、賀
茂
真
淵
で
さ
え
も
『
万
葉
集
』
と
そ
の
と
き
の
現
代
と
を
つ
な
げ
る
歌
を
詠
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、

折
口
は
『
万
葉
集
』
さ
え
も
疑
っ
て
い
く
。

　
　

�

だ
か
ら
、
万
葉
集
に
あ
る
が
為
に
、
我
々
は
一
つ
〳
〵
の
歌
を
万
葉
正
調
と
し
て
ゐ
る
が
、
若
し
其
等
の
作
物
が
早
く
逸
散
し
て
万

葉
集
か
ら
離
れ
て
ゐ
た
と
し
た
ら
、
誰
が
万
葉
集
の
残
り
の
歌
と
比
べ
て
、
万
葉
調
自
身
だ
と
言
ふ
だ
ら
う
。
厳
重
に
言
へ
ば
さ
う

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
多
く
の
場
合
は
逆
に
極
め
て
散
漫
な
立
ち
場
か
ら
、
万
葉
ぶ
り
を
感
じ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
思
は
れ
る

で
あ
ら
う
。（
以
上
「
橘
曙
覧
評
伝
」）

『
万
葉
集
』
の
歌
の
万
葉
ぶ
り
も
『
万
葉
集
』
に
入
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
万
葉
ぶ
り
だ
と
認
め
ら
れ
る
。
言
っ
て
も
詮
な
い
こ
と
で
あ
る

が
、
万
葉
ぶ
り
の
認
め
ら
れ
る
と
い
う
『
古
今
集
』
の
詠
み
人
知
ら
ず
詠
も
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
歌
の
い
く
ら
か
も
、
も
し
か
し
た
ら�
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『
万
葉
集
』
の
こ
ろ
に
詠
ま
れ
て
い
た
歌
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
一
つ
だ
け
確
実
に
言
え
る
の
は
、『
万
葉
集
』
の
歌
は�

『
万
葉
集
』
に
撰
ば
れ
た
か
ら
本
格
な
万
葉
ぶ
り
、
純
万
葉
調
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
万
葉
調
と
は
こ
の
よ
う
に
漠

然
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
価
値
観
と
結
び
つ
く
が
た
め
に
な
お
さ
ら
時
代
ご
と
に
違
う
様
相
も
呈
し
て
い
く

こ
と
と
な
る
。
折
口
は
人
麻
呂
集
を
論
じ
た
際
も
、
万
葉
調
と
い
う
価
値
観
の
不
確
か
さ
を
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
　

�

我
々
が
持
つ
て
ゐ
る
人
麻
呂
集
は
、
二
通
り
あ
る
訣
で
あ
っ
て
、
一
つ
は
、
万
葉
集
に
編
入
せ
ら
れ
た
部
分
、
今
一
つ
は
、
後
世
成

書
と
し
て
伝
つ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
後
者
―
柿
本
集
―
に
つ
い
て
は
、
其
が
頗
、
人
麻
呂
離
れ
の
し
た
も
の
ゝ
様
に
思
は
れ
て

来
て
ゐ
る
。
が
、
私
ど
も
の
目
か
ら
し
て
見
れ
ば
、
果
し
て
其
ほ
ど
の
違
ひ
が
あ
る
や
う
に
も
思
は
れ
な
い
。
殊
に
、
其
が
叙
情
的

な
も
の
で
あ
る
部
分
は
、
驚
く
ほ
ど
我
々
の
知
識
に
予
備
せ
ら
れ
て
居
る
所
謂
万
葉
ぶ
り
で
は
な
く
、
又
其
代
表
者
た
る
人
麻
呂
風

で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
人
麻
呂
の
作
物
と
信
じ
て
ゐ
た
の
が
、
古
代
の
人
々
で
あ
る
。
で
あ
つ
て
見
れ
ば
、
単
に
、
近
代

の
万
葉
観
を
以
て
、
万
葉
を
識
別
す
る
こ
と
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
思
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
所
謂
古
今
ぶ
り

な
る
も
の
が
、
吾
々
が
予
期
し
て
ゐ
る
以
上
に
、
万
葉
調
を
含
ん
で
ゐ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
ふ
こ
と
だ
。

�

（「
柿
本
人
麻
呂
論
」
昭
和
八
年
、『
全
集
』
六
巻
334
頁
）

世
間
で
は
古
今
ぶ
り
と
万
葉
ぶ
り
と
は
明
確
に
違
う
も
の
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
節
が
あ
る
が
、
実
は
絶
妙
に
混
ざ
っ
て
い
る
。
万

葉
調
と
は
幅
広
く
捉
え
る
べ
き
観
念
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
～
調
」「
～
ぶ
り
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
そ
の
よ
う
な
危
険
を
含
み
込

む
言
葉
で
あ
る
。

　
　

�

新
古
今
調
に
つ
い
て
も
さ
う
で
、
彼
時
代
前
後
に
於
い
て
、
た
け
の
す
ぐ
れ
た
も
の
を
賞
揚
し
、
す
が
た
の
整
う
た
こ
と
を
喜
ん
で

ゐ
る
が
、
か
う
し
て
出
来
た
新
古
今
風
の
代
表
的
な
も
の
ゝ
あ
る
種
の
作
物
に
な
る
と
、
直
に
万
葉
ぶ
り
だ
と
謂
ふ
人
の
あ
り
さ
う

な
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
格
調
の
緊
密
な
点
に
、
さ
う
し
た
判
断
が
起
る
の
で
あ
る
。
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�

曙
覧
の
歌
に
つ
い
て
も
、
此
は
万
葉
調
、
此
は
新
古
今
調
或
は
堂
上
風
な
ど
ゝ
も
言
は
れ
よ
う
が
、
さ
う
言
ふ
事
は
実
は
、
感
じ
だ

け
の
問
題
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
が
多
い
。
併
し
、
概
し
て
万
葉
風
な
気
分
を
持
た
す
と
か
、
古
今
或
は
新
古
今
式
な
情
調
を
起
さ
せ
る
歌

風
と
謂
ふ
も
の
は
あ
る
筈
で
あ
る
。
だ
が
、
一
々
の
作
物
に
つ
い
て
、
細
か
に
観
察
し
て
ゆ
く
と
、
さ
う
し
た
知
識
は
焦
点
を
失
う

て
、
自
由
な
姿
に
戻
つ
て
し
ま
ふ
こ
と
を
考
へ
て
置
か
ね
ば
、
歌
は
幾
ら
で
も
、
問
題
が
重
つ
て
起
る
だ
ら
う
。

�

（「
橘
曙
覧
評
伝
」
昭
和
十
六
年
、『
全
集
』
十
四
巻
428
～
429
頁
）

実
は
万
葉
調
と
い
う
言
葉
に
振
り
回
さ
れ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
歌
の
本
質
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
折
口
の
言
説
を
読

む
と
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
今
ま
で
折
口
の
万
葉
調
に
関
す
る
言
説
を
追
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
後
年
に
な
っ
て
も
あ
ま
り
か
わ
っ
て
い
な
い
。�

戦
後
に
発
表
さ
れ
た
「
短
歌
論
」
に
「
万
葉
調
の
歌
」
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
文
章
が
あ
る
の
で
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
　

�

万
葉
調
の
歌　

ま
づ
今
日
の
短
歌
に
関
係
し
て
ゐ
る
人
達
は
、
万
葉
性
、
古
今
性
と
言
ふ
も
の
を
、
短
歌
に
於
け
る
根
本
的
な
事
実

の
様
に
、
認
め
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
明
治
か
ら
大
正
へ
亘
つ
て
、
一
部
分
の
古
典
学
者
に
は
、
そ
の
上
に
新
古
今
性
と
言
ふ
も
の
を

考
へ
て
ゐ
た
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て
、
短
歌
の
各
音
の
配
置
か
ら
一
貫
し
て
感
ず
る
感
覚
的
事
実
を
、
短
歌
の
古
典
と
照

ら
し
合
せ
て
、
そ
れ
〴
〵
の
間
に
類
似
を
感
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
歌
が
、
万
葉
集
的
の
声
調
、
又
は
新
古
今
集
的
な
声
調
だ

か
ら
、
そ
れ
等
の
歌
集
の
基
調
に
則
つ
て
ゐ
る
も
の
だ
、
と
言
ふ
風
に
見
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
　

�

実
は
明
治
の
短
歌
改
革
に
先
立
つ
て
興
つ
た
、
新
し
く
建
設
す
べ
き
、
歌
に
対
す
る
模
索
の
、
仮
の
対
象
に
と
ら
れ
た
も
の
は
、

新
古
今
集
的
の
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
間
に
、
万
葉
性
が
流
れ
込
ん
で
来
て
、
思
ひ
が
け
な
い
方
向

へ
誘
は
れ
て
現
れ
た
の
が
、
与
謝
野
寛ヒ

ロ
シ

（
鉄
幹
。
明
治
六
年
生
―
昭
和
十
年
歿
。
後
章
参
照
）
正
岡
子
規
（
慶
応
三
年
生
―
明

治
三
十
五
年
歿
。
後
章
参
照
）
な
ど
を
先
覚
と
す
る
新
派
短
歌
で
あ
つ
た
。
そ
の
中
鉄
幹
が
、
最
初
に
於
い
て
、
或
は
其
後
も
、�
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新
古
今
性
を
多
少
と
も
有
し
て
居
つ
た
所
か
ら
見
て
、
明
治
の
新
派
運
動
の
最
初
か
ら
の
傾
向
を
、
充
分
持
つ
て
ゐ
る
も
の
と
見
る

事
が
出
来
る
。〈
略
〉

　
　

�
そ
こ
へ
、
微
弱
な
万
葉
性
を
持
つ
た
歌
を
発
表
し
て
、
思
ひ
設
け
ぬ
成
績
を
収
め
た
の
が
、
正
岡
子
規
で
あ
る
。
子
規
が
、
死
歿
す

る
ま
で
に
作
つ
た
歌
の
量
は
、
相
当
に
あ
る
が
、
純
万
葉
調
と
言
ふ
程
の
も
の
は
、
実
は
極
め
て
少
い
。
子
規
以
後
、
子
規
の
歌
を

万
葉
性
を
備
へ
た
も
の
だ
と
信
じ
て
ゐ
た
人
達
は
、
其
調
子
に
則
り
、
更
に
万
葉
集
に
習
熟
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
尚
深
く
万
葉
性

を
獲
得
し
た
が
、
根
本
に
子
規
が
横
た
は
つ
て
ゐ
る
以
上
、
そ
の
万
葉
性
に
は
、
多
少
の
不
透
明
な
も
の
が
、
な
か
つ
た
と
は
言
へ

な
い
。
こ
れ
は
、
後
世
明
達
な
批
評
が
出
て
定
ま
る
べ
き
で
、
今
は
ま
だ
短
歌
全
体
が
、
万
葉
性
を
抜
け
切
つ
て
ゐ
な
い
時
代
だ
か

ら
、
万
葉
性
の
多
少
に
つ
い
て
、
過
去
の
歌
を
論
ず
る
こ
と
は
、
む
だ
な
論
議
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

�

（「
短
歌
論
」
昭
和
二
十
五
年
、『
全
集
』
十
六
巻
419
頁
）

そ
う
い
う
意
味
で
は
あ
る
時
期
ま
で
の
万
葉
調
に
対
す
る
言
説
は
、
近
代
・
現
代
で
さ
え
も
和
歌
史
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
享
受
の
言
説

と
し
て
捉
え
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
実
朝
と
万
葉
調
に
つ
い
て
の
折
口
の
言
説
を
見
て
き
た
。
そ
こ
に
は
万
葉
調
と
そ
の
と
き
の
現
代
と
の
融
合
に
対
す

る
指
摘
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
昔
と
今
を
あ
わ
せ
て
歌
を
詠
ん
で
い
く
の
は
万
葉
調
を
詠
ん
だ
と
い
わ
れ
る
歌
人
に
限

ら
な
い
。
優
れ
た
歌
人
は
古
と
今
、
旧
派
と
新
派
な
ど
一
見
す
る
と
相
矛
盾
し
た
も
の
も
含
め
て
、
様
々
な
も
の
を
内
部
に
抱
え
込
ん
で

歌
を
詠
出
す
る
。
折
口
は
そ
う
い
う
歌
人
た
ち
の
な
か
に
実
朝
を
位
置
づ
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
、
万
葉
調
と
い
う

本
来
は
古
の
も
の
が
か
え
っ
て
新
し
い
も
の
と
し
て
顕
れ
て
く
る
様
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

�

今
日
の
文
学
者
な
ど
か
ら
は
考
へ
ら
れ
ぬ
事
だ
が
、
日
本
の
古
い
歌
人
の
傾
向
を
観
る
と
、
皆
両
刀
遣
い
で
あ
る
。
一
つ
の
道
を
、

ひ
た
す
ら
歩
い
て
居
る
者
は
な
い
。
は
っ
き
り
し
た
も
の
を
作
つ
て
ゐ
る
か
と
思
ふ
と
、
片
方
で
説
明
出
来
ぬ
言
葉
の
遊
戯
の
様
な



125 折口信夫の源実朝研究

事
を
し
て
ゐ
る
。〈
略
〉
宣
長
は
歌
に
は
上
代
ぶ
り
と
近
世
ぶ
り
と
が
あ
る
と
言
っ
て
、
此
両
者
を
作
り
分
け
て
ゐ
る
。
今
日
か
ら

言
へ
ば
、
上
代
ぶ
り
即
新
派
、
近
世
ぶ
り
即
旧
派
と
い
ふ
事
に
な
る
が
、
併
し
新
古
今
の
作
家
は
、
か
う
言
ふ
意
味
の
両
刀
遣
ひ
で

は
な
い
。
が
、
ど
う
い
ふ
姿
で
も
、
一
人
で
持
つ
て
ゐ
る
。

　
　

�

実
朝
な
ど
も
、
明
ら
か
に
両
刀
遣
ひ
だ
。
実
朝
は
万
葉
ぶ
り
の
歌
ば
か
り
作
つ
た
、
と
思
う
て
ゐ
る
人
が
世
間
に
は
あ
る
か
も
知
れ

ぬ
が
、
金
槐
集
を
み
た
瞬
間
に
訣
る
。
極
僅
か
の
新
派
の
歌
と
多
く
の
旧
派
の
歌
と
を
、
一
つ
に
作
つ
て
居
る
。
新
派
と
い
ふ
の
は

万
葉
ぶ
り
で
、
旧
派
と
い
ふ
の
は
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
め
へ
持
ち
越
し
た
、
新
し
い
努
力
を
加
へ
ぬ
旧
風
の
歌
で
あ
る
。
純
粋
の
万

葉
ぶ
り
で
は
な
い
が
、
万
葉
に
準
拠
し
て
作
つ
た
実
朝
の
歌
と
い
ふ
も
の
は
、
せ
い
〴
〵
二
十
首
を
出
な
い
。

　
　

�

当
時
の
歌
人
が
両
刀
を
遣
ふ
と
い
ふ
の
は
、
彼
等
の
性
格
に
依
る
の
で
は
な
く
、
歌
人
の
も
つ
べ
き
用
意
と
考
へ
ら
れ
て
来
た
も
の

な
の
だ
。
常
に
一
つ
の
方
面
に
向
ふ
の
は
、
必
ず
し
も
よ
い
事
と
思
は
れ
な
か
つ
た
。

�

（「
新
古
今
前
後
」
昭
和
一
一
～
三
年
、『
全
集
』
一
三
巻
41
頁
）

多
く
の
急
派
の
歌
か
ら
実
朝
の
歌
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、『
金
槐
和
歌
集
』
を
読
め
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
こ
と
だ
。
そ
う
い
う
意
味
で
折

口
の
指
摘
は
正
し
い
。
ま
た
、
他
の
箇
所
で
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

�

実
朝
に
は
ひ
ど
い
歌
が
あ
る
。
態
度
が
ひ
ど
い
と
言
ふ
よ
り
も
、分
裂
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
二
通
り
の
歌
を
作
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

古
い
歌
な
ら
古
い
歌
と
し
て
、
相
当
出
来
て
ゐ
る
。
其
に
対
し
て
、
万
葉
ぶ
り
の
歌
だ
と
人
が
認
め
て
ゐ
る
歌
は
、
ほ
ん
の
僅
か
で
、

二
十
首
ま
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
十
首
位
の
も
の
だ
ら
う
と
思
ふ
。�

（「
新
古
今
前
後
」『
全
集
』
131
頁
）

実
朝
が
旧
派
の
歌
と
新
派
（
万
葉
ぶ
り
）
の
歌
と
に
分
裂
し
て
い
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
万
葉
ぶ
り
と
は
今
ま
で

見
て
き
た
よ
う
に
、
実
朝
の
作
り
上
げ
て
い
っ
た
万
葉
ぶ
り
、「
実
朝
の
新
様
の
歌
」
と
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
と
き
に
冒
頭

で
取
り
上
げ
た
「
実
朝
の
新
し
い
歌
は
、
釈
教
の
歌
か
ら
、
自
然
と
変
化
し
て
来
て
ゐ
る
」
と
い
う
指
摘
が
活
き
て
く
る
。
そ
の
あ
と
の�
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文
章
も
改
め
て
見
て
み
る
と
、「
自
然
な
道
を
と
ほ
つ
て
、
そ
こ
ま
で
進
ん
で
来
て
、
時
に
は
昔
の
類
型
に
よ
つ
て
は
、
作
り
き
れ
な
か
つ

た
の
だ
」
と
い
う
。「
実
朝
の
新
様
の
歌
」
を
作
り
上
げ
て
い
く
そ
う
い
っ
た
自
然
な
道
筋
は
、
釈
教
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
作
り
上
げ

ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
釈
教
歌
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
道
筋
に
よ
っ
て
釈
教
歌
以
外
の
「
新
様
の
歌
」
も
生
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
実
朝
の
釈
教
歌
は
、
出
典
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
釈
教
歌
で
詠

ま
れ
て
き
た
も
の
と
は
違
う
内
容
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
確
か
に
新
し
さ
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
折
口
は
実
朝
の
釈
教
歌
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
詳
し
く
は
論
じ
て
い
な
い
。
次
節
で
は
そ
れ
を
補
う
か
た
ち
で

実
朝
の
和
歌
と
仏
教
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　

三
、
実
朝
と
仏
教

　

建
仁
三
年
［1203

］
九
月
七
日
、
比
企
の
乱
に
よ
り
将
軍
職
を
失
っ
た
兄
頼
家
［1182-1204

］
に
代
わ
り
、
弟
の
千
幡
が
従
五
位
下�

征
夷
大
将
軍
に
補
任
さ
れ
た
。
そ
し
て
、翌
十
月
八
日
、十
二
歳
で
元
服
す
る
。
源
実
朝
の
誕
生
で
あ
る
。
彼
は
三
代
将
軍
と
な
っ
た
の
ち
、

将
軍
職
に
ふ
さ
わ
し
い
知
識
を
貪
欲
に
吸
収
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
次
の
歌
は
、
治
世
者
の
心
得
と
し
て
学
ん
だ
『
貞
観
政
要
』
を
も

と
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
昔
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

建
暦
元
年
七
月
、
洪
水
漫
レ
天
、
土
民
愁
歎
せ
む
こ
と
を
思
て
、
一
人
向
二
本
尊
一、
聊
致
二
祈
念
一
云

　
　

時
に
よ
り
す
ぐ
れ
ば
た
み
の
な
げ
き
な
り
八
大
龍
王
雨
や
め
た
ま
へ
（『
金
槐
和
歌
集
』
雑
・
六
一
九
。
以
下
同
じ
）

し
か
し
、
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
建
暦
元
年
に
は
洪
水
の
記
録
は
な
く
、
む
し
ろ
都
の
記
録
で
は
旱
天
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
注
目
す
べ

き
は
、『
吾
妻
鏡
』
同
年
同
月
四
日
条
に
「
霽　

将
軍
家
、
貞
観
政
要
ヲ
読
合
セ
シ
メ
給
フ（

4
（

」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
渡
部

泰
明
氏
は
、『
貞
観
政
要
』
に
洪
水
時
に
お
け
る
為
政
者
の
ふ
る
ま
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
次
の
よ
う
に
言
及
す
る
。
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�

こ
こ
で
、
一
つ
乱
暴
な
仮
説
を
提
出
し
て
み
た
い
。
建
暦
元
年
七
月
、
関
東
に
大
雨
は
降
ら
な
か
っ
た
。
当
該
歌
は
、
詞
書
も
含
め
、

『
貞
観
政
要
』
を
読
ん
で
帝
王
の
な
す
べ
き
道
に
目
覚
め
た
実
朝
が
、
こ
れ
ま
で
学
ん
だ
漢
学
の
知
識
な
ど
を
動
員
し
な
が
ら
、
紙

上
で
試
み
た
止
雨
の
修
法
で
あ
っ
た
、
と
。
そ
う
考
え
る
と
、
詞
書
中
の
「
ひ
と
り
本
尊
に
向
か
ひ
て
」
の
「
ひ
と
り
」
の
語
も
、

そ
れ
が
事
実
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
問
わ
れ
る
事
を
、
あ
ら
か
じ
め
回
避
す
る
た
め
の
言
い
訳
の
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
の
で

あ
る（

5
（

。

ま
た
、
坂
井
孝
一
氏
も
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

�

初
句
と
三
句
の
末
尾
を
「
り
」
の
音
で
そ
ろ
え
、「
八
大
龍
王
」
に
祈
念
す
る
結
句
「
雨
や
め
た
ま
へ
」
で
は
、
母
音
を
「
ア
エ

ア
エ
ア
ア
エ
」
と
い
う
唱
え
言
で
も
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
音
の
連
な
り
に
作
り
、
独
特
の
リ
ズ
ム
を
生
み
出
し
て
い
る
。〈
略
〉�

【
六
一
九
歌
】
は
和
歌
と
詞
書
が
一
体
と
な
っ
て
建
暦
元
年
七
月
当
時
の
実
朝
の
姿
、
そ
の
心
を
表
現
し
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
立
派
な
統
治
者
た
ろ
う
と
す
る
青
年
将
軍
の
気
概
だ
け
で
な
く
、
本
格
的
に
帝
王
学
の
書
を
学
び
は
じ
め
た
実
朝
の
胸
の�

高
鳴
り
や
、
漢
籍
に
関
す
る
教
養
を
示
し
た
い
と
い
う
無
邪
気
さ
、
そ
し
て
、
お
も
し
ろ
い
音
の
連
な
り
を
み
つ
け
て
興
奮
を�

抑
え
き
れ
な
い
実
朝
の
心
ま
で
を
も
伝
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

6
（

。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
実
朝
調
の
和
歌
の
成
立
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
和
歌
の
伝
統
、
リ
ズ
ム
へ
の
傾
倒
、
そ
し
て
和
歌
外
部
か
ら

の
影
響
と
い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
る
。「
八
大
龍
王
」
詠
は
、『
貞
観
政
要
』
の
講
義
・
読
書
と
い
う
直
接
的
体
験
が
大
き
く
影
響
し
て
い

る
が
、
そ
う
い
っ
た
直
接
体
験
に
よ
る
歌
へ
の
影
響
は
ほ
か
に
も
想
定
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　

得
功
徳
歌

　
　

大
日
の
種
子
よ
り
い
で
ゝ
さ
ま
や
形
さ
ま
や
ぎ
や
う
又
尊
形
と
な
る
（『
金
槐
和
歌
集
』
雑
・
六
一
七
。
第
一
句
「
の
」
を
補
っ
た
）

渡
部
氏
は
こ
の
歌
に
大
日
如
来
を
観
想
す
る
道
場
観
の
影
響
を
指
摘
し
た
服
部
如
実
氏
の
論
を
取
り
上
げ
、
ま
た
天
台
座
主
を
四
度
ま
で
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つ
と
め
た
慈
円
［1155-1225

］
の
釈
教
歌
と
の
つ
な
が
り
も
想
定
し
な
が
ら
「「
八
大
龍
王
」
の
歌
で
の
、
止
雨
の
祈
禱
の
場
を
再
現
し

よ
う
と
す
る
彼
の
志
向
と
軌
を
一
に
す
る
」（
前
掲
論
文
）
と
い
う
。
加
え
て
、
歌
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
。

　
　

�
道
場
観
は
、
修
法
に
際
し
て
、
い
わ
ば
準
備
運
動
の
ご
と
く
修
さ
れ
る
観
法
で
あ
る
か
ら
、
実
朝
が
実
際
に
触
れ
て
い
て
お
か
し
く

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　

�「
大
日
」「
種
子
」「
三
昧
邪
形
」「
尊
形
」
と
い
う
刺
激
的
な
言
葉
を
、
三
十
一
字
の
形
式
の
中
で
最
大
限
に
響
か
せ
る
こ
と
に
意
を

砕
い
て
い
る
。
ま
る
で
修
法
に
不
可
欠
な
陀
羅
尼
を
自
ら
作
り
上
げ
る
か
の
よ
う
に
。
そ
れ
ら
の
強
い
響
き
に
よ
っ
て
、
修
法
の�

場
そ
の
も
の
を
呼
び
起
こ
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
。
実
朝
に
と
っ
て
、「
音
」
は
特
別
な
空
間
を
再
生
す
る
媒
介
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
も
、
折
口
の
釈
教
歌
に
つ
い
て
の
指
摘
が
実
朝
和
歌
の
形
式
を
論
じ
る
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
が
肯
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
考
察
を
進
め
る
と
、
他
に
も
出
典
を
指
摘
し
得
る
歌
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
次
の
歌
は
『
法

華
経
』
の
影
響
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

大
乗
作
二
中
道
観
一
歌

　
　

世
中
は
鏡か

ゝ
み

に
映う
つ

る
影か
げ

に
あ
れ
や
あ
る
に
も
あ
ら
ず
な
き
に
も
あ
ら
ず
（『
金
槐
和
歌
集
』
雑
・
六
一
四
）

『
法
華
経
』
法
師
功
徳
品
の
偈
に
は
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

　
　

�

若
し
法
華
（
経
）
を
持た
も

た
ば
、
そ
の
身
甚
だ
清
浄
な
る
こ
と�
彼
の
浄
き
瑠
璃
の
如
く
に
し
て
、
衆
生
は
皆
、
見
ん
こ
と
を
喜
わ
ん
。�

又
、
浄
明
な
る
鏡
に
悉
く
諸
の
色
像
を
見
る
が
如
く�

菩
薩
は
浄
身
に
お
い
て
、
皆
、
世
の
所あ
ら
ゆ有
る
も
の
を
見
る
に�

唯
独
、
自
ら
明

了
に
し
て
、
余
人
の
見
ざ
る
所
な
ら
ん
（
岩
波
文
庫
下
巻
118
頁
）

実
朝
が
『
法
華
経
』
に
親
し
む
機
会
は
度
々
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
実
朝
が
将
軍
職
に
就
い
て
か
ら
暗
殺
さ
れ
る
ま
で
の
『
吾
妻
鏡
』
の
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法
華
経
に
関
す
る
記
述
［1203.9-1219.1

］
を
以
下
に
あ
げ
て
み
た
い
。（
御
経
と
だ
け
書
か
れ
た
も
の
は
除
い
た
）。

①
建
仁
三
年
［1203

］
十
月
二
十
五
日
（
荘
厳
房
行
勇
）

　

�

二
十
五
日　

庚
申　

将
軍
家
、荘
厳
房
行
勇
ヲ
招
請
シ
法
華
経
ヲ
伝
受
セ
シ
メ
給
フ
、近
習
ノ
男
女
、同
ク
此
ノ
儀
ニ
及
ブ
ト
〈
云
云
〉。

②
建
仁
三
年
［1203

］
十
二
月
一
日　

法
華
八
講
（
講
師
安
楽
房
重
慶
）

　

�

一
日　

乙
未
。
晴　

将
軍
家
ノ
御
願
ト
シ
テ
、
鶴
岡
ノ
上
下
ノ
宮
ニ
於
テ
法
華
ノ
八
講
ヲ
行
ハ
ル
。
講
師
ハ
、
安
楽
坊
ナ
リ
。
右
京
ノ

進
仲
業
、
奉
行
ト
シ
テ
、
廟
庭
ニ
候
ス
。
尼
御
台
所
、〈
御
輿
〉
密
ニ
廻
廊
ニ
参
ラ
シ
メ
給
フ
。

③
建
仁
四
年
［1204

］
正
月
五
日　

法
華
経
供
養
（
導
師
安
楽
房
重
慶
）

　

�

五
日　

己
巳
。
天
霽
、
風
静
マ
ル
。
将
軍
家
〈
去
年
十
月
二
十
四
日
ニ
右
兵
衛
佐
ヲ
任
ゼ
ラ
レ
御
フ
〉
始
テ
鶴
岡
八
幡
宮
ニ
御
参
リ
、

前
後
ノ
供
奉
人
墻
ヲ
成
ス
、
朝
光
、
御
剣
ヲ
持
ツ
。
宮
寺
ニ
於
テ
法
華
経
ヲ
供
養
ス
。
安
楽
房
導
師
タ
リ
、
請
僧
六
口
ナ
リ
。

④
建
永
二
年
［1207

］
正
月
九
日　

法
華
経
供
養
（
定
暁
）

　

�

九
日　

乙
酉　

将
軍
家
ノ
御
台
所
〈
御
車
女
房
出
車
一
両
〉
鶴
岡
ノ
宮
ニ
御
参
リ
、
上
ノ
宮
ニ
於
テ
、
法
華
経
供
養
有
リ
、
導
師
ハ
、

別
当
法
橋
定
暁
。
供
僧
等
群
参
ス
。

⑤
承
元
二
年
［1208

］
五
月
十
七
日　

法
華
経
供
養
（
実
朝
不
例
に
よ
る
）

　

�

十
七
日　

乙
卯　

将
軍
家
、
御
不
例
ノ
時
、
御
祈
願
有
ル
ニ
依
テ
、
鶴
岡
ノ
宮
ニ
於
テ
、
法
華
経
ヲ
供
養
セ
ラ
ル
、
美
作
ノ
蔵
人
朝
親
、

奉
行
タ
リ
。

⑥
承
元
三
年
［1209

］
十
月
十
三
日　

頼
朝
追
善
供
養
（
公
胤
）

　

�

十
三
日　

癸
酉
。
晴　

故
右
大
将
家
ノ
御
月
忌
ニ
当
ル
。
法
華
堂
ニ
於
テ
、
御
仏
事
ヲ
修
セ
ラ
ル
。
導
師
ハ
、
明
王
院
ノ
僧
正
、
施
主
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尼
御
台
所
御
参
リ
。
相
州
、
武
州
、
聴
衆
ニ
列
シ
給
フ
。
書
写
ノ
妙
典
図
絵
ノ
仏
像
已
下
ノ
作
善
有
リ
。
御
布
施
等
、
皆
金
銀
錦
繍
ニ

非
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
莫
シ
。
更
ニ
翰
墨
ノ
載
ス
ル
所
ニ
非
ズ
、仏
経
讃
嘆
ハ
富
楼
那
ノ
弁
説
幽
霊
定
証
正
覚
ヲ
吐
ク
。
一
時
ノ
間
ニ
於
テ
、

施
主
又
同
居
ヲ
百
年
ノ
後
ニ
期
シ
給
ハ
ン
カ
。

⑦
建
暦
二
年
［1212

］
九
月
二
日　

先
月
十
七
日
の
後
白
河
院
近
臣
平
業
忠
の
死
（
京
都
か
ら
下
向
し
た
源
頼
時
か
ら
の
伝
聞
）

　

�

十
七
日
、
大
膳
ノ
大
夫
業
忠
、〈
年
五
十
三
。〉
帰
寂
。
相
撲
ノ
間
、
忠
綱
朝
臣
ニ
合
フ
テ
、
頸
ノ
骨
ヲ
損
ズ
、
之
ヲ
以
テ
病
ト
シ
テ
、

遂
ニ
命
ヲ
終
フ
。
是
レ
強
チ
官
禄
已
下
世
報
ノ
事
ヲ
思
ハ
ズ
。
十
五
歳
ヨ
リ
以
後
、
毎
日
法
華
経
ヲ
読
ム
ノ
仁
ナ
リ
ト
〈
云
云
〉。

⑧
建
暦
三
年
［1213

］
正
月
一
日　

法
華
経
供
養

　

�

宮
寺
ニ
於
テ
、
法
華
経
ヲ
供
養
セ
ラ
ル
、
例
ノ
如
シ
。

⑨
建
保
二
年
［1214

］
六
月
三
日　

祈
雨
の
た
め
の
法
華
経
転
読
（
栄
西
）

　

�

三
日　

丙
申
。
霽
、
諸
国
炎
旱
ヲ
愁
フ
。
仍
テ
将
軍
家
、
葉
上
僧
正
ヲ
屈
シ
、
雨
ヲ
祈
ラ
ン
為
ニ
、
八
戒
ヲ
持
チ
、
法
華
経
ヲ
転
読
シ

給
フ
。
相
州
已
下
、
鎌
倉
中
ノ
緇
素
貴
賎
、
心
経
ヲ
読
誦
シ
、
一
心
潔
信
シ
テ
、
精
勤
ノ
誠
ヲ
致
サ
ル
ル
ナ
リ
。

毎
年
一
月
に
は
⑧
に
「
如
例
」
と
あ
る
よ
う
に
鶴
岡
宮
で
の
法
華
経
供
養
（
単
に
「
御
経
」
と
す
る
場
合
あ
り
。
法
華
経
か
）
が
あ
り
、

ま
た
そ
の
ほ
か
に
も
法
華
堂
で
は
十
二
月
に
「
恒
例
御
仏
事
」（
建
暦
元
年
［1211

］
十
二
月
十
三
日
条
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
実
朝
が
『
法
華
経
』
に
触
れ
る
機
会
は
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
を
掲
げ
ず
と
も
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、『
法

華
経
』
と
鏡
と
の
つ
な
が
り
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

釈
迦
の
御
法
を
聞
き
し
よ
り�

身
は
澄
み
清
き
鏡
に
て�

心
覚
り
知
る
こ
と
は�
昔
の
仏
に
異
な
ら
ず

�

（『
梁
塵
秘
抄
』
法
文
歌
・
法
華
経
・
法
師
功
徳
品
・
一
三
八（

7
（

）
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今
様
に
も
こ
の
よ
う
に
謡
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
「
八
大
龍
王
」
詠
に
つ
い
て
、
渡
部
氏
が
「
慈
恵
大
師
和
讃
」
に
「
八

大
龍
の
其
一
つ　

一
味
の
雨
を
降
し
け
る
〈
以
下
略
〉」
に
あ
る
こ
と
と
の
同
時
代
性
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
（
前
掲
論
文
）、
当
時
の
歌

謡
と
の
関
係
は
や
は
り
視
野
に
入
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う（

8
（

。

　

そ
れ
で
は
、
実
朝
と
音
曲
と
の
関
わ
り
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
吾
妻
鏡
』
を
眺
め
て
い
く
と
、
放
生
会
な
ど

の
法
会
に
は
舞
楽
が
伴
わ
れ
、
酒
宴
に
は
乱
舞
が
行
わ
れ
る
な
ど
実
朝
が
音
曲
に
接
す
る
機
会
は
あ
っ
た
。
建
暦
元
年
［1211

］
八
月

十
五
日
の
鶴
岡
放
生
会
で
は
「
御
不
例
」
で
「
御
出
」
が
な
か
っ
た
実
朝
が
「
密
々
覧
舞
楽
」
と
強
い
て
舞
楽
を
見
て
い
る
（
た
だ
し
、

出
御
し
な
か
っ
た
年
も
た
び
た
び
認
め
ら
れ
る
）。
ま
た
、
遡
る
こ
と
元
久
元
年
［1204

］
八
月
十
五
日
の
放
生
会
が
行
わ
れ
た
夜
に
は

由
比
浦
に
船
を
仕
立
て
、
楽
人
を
召
し
て
、
管
弦
を
楽
し
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
坂
井
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
自
分
の
御
台
所
と
し

て
「
後
鳥
羽
の
い
と
こ
の
女
性
が
都
か
ら
下
っ
て
く
る
こ
と
そ
の
も
の
を
喜
び
、
無
邪
気
に
楽
し
ん
で
い
た
節
」
が
あ
り
、「
は
し
ゃ
い

で
い
た
」
の
で
あ
ろ
う
（
前
掲
書
）。

　
『
吾
妻
鏡
』
に
記
述
さ
れ
る
音
曲
の
多
く
は
こ
の
よ
う
な
舞
楽
・
神
楽
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
歌
謡
な
ど
に
つ
い
て
は
極
め
て
少
な
い

の
だ
が
、
実
朝
誕
生
前
の
元
暦
元
年
［1184

］
十
一
月
六
日
の
記
事
は
見
逃
せ
な
い
。

　
　

�

六
日　

辛
卯　

鶴
岡
八
幡
宮
ニ
於
テ
、
神
楽
有
リ
。
武
衛
参
リ
給
フ
。
御
神
楽
以
後
ニ
、
別
当
坊
ニ
入
御
シ
タ
マ
フ
。
請
ジ
奉
ル
ニ

依
テ
ナ
リ
。
別
当
、
京
都
ヨ
リ
、
児
童
ヲ
招
請
シ
、〈
惣
持
王
ト
号
ス
、〉
去
ヌ
ル
比
下
著
ス
。
是
レ
郢
曲
ノ
達
者
ナ
リ
。
之
ヲ
以
テ

媒
介
ト
シ
テ
、
杯
酒
ヲ
勧
メ
申
ス
所
ナ
リ
。
垂
髪
、
横
笛
ヲ
吹
ク
。
梶
原
平
次
之
ニ
付
キ
テ
、
又
唱
歌
ス
。
畠
山
ノ
次
郎
、
今
様
ヲ

歌
フ
。
武
衛
、
興
ニ
入
ラ
セ
給
フ
。
晩
ニ
及
ビ
テ
、
還
ラ
シ
メ
給
フ
ト
〈
云
云
〉

武
衛
、
つ
ま
り
は
源
頼
朝
［1147-99

］
が
八
幡
宮
御
神
楽
後
の
別
当
坊
酒
宴
に
お
い
て
郢
曲
を
聞
き
、
ま
た
そ
の
場
で
は
梶
原
景
高
が

唱
歌
し
、
畠
山
重
忠
が
今
様
を
歌
っ
て
い
る
と
い
う
君
臣
和
楽
の
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
神
楽
の
後
に
今
日
で
言
う
と
こ
ろ
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の
歌
謡
を
聞
き
、
歌
う
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
は
不
確
か
な
と
こ
ろ
で

は
あ
る
。

　

た
だ
し
、
同
時
代
的
事
象
を
見
て
い
け
ば
、
都
の
六
条
長
講
堂
で
行
わ
れ
て
い
た
供
花
会
（
法
華
八
講
・
長
講
堂
八
講
）
で
は
、
法
楽

と
し
て
供
花
と
芸
能
（
今
様
・
和
歌
）
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
後
白
河
院
に
よ
る
権
力
の
誇
示
で
も
あ
っ

た（
9
（

。
後
白
河
院
崩
御
後
も
長
講
堂
領
の
伝
領
者
に
よ
っ
て
院
追
善
法
会
と
し
て
供
花
会
が
行
わ
れ（

（1
（

、
供
花
の
後
に
は
今
様
・
和
歌
も
詠
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る（

（（
（

。
ま
た
、
こ
の
長
講
堂
は
承
元
二
年
［1208

］
に
焼
亡
し
て
お
り
、
そ
の
再
建
供
養
に
は
先
に
見
た
『
吾

妻
鏡
』
⑥
の
明
王
院
僧
正
公
胤
［1145-1216

］
が
導
師
を
務
め
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』
承
元
四
年
三
月
十
三
日
）。

　

ま
た
、
実
朝
の
母
北
条
政
子
［1157-1225

］
が
義
経
の
愛
妾
静
御
前
の
舞
を
強
い
て
所
望
し
た
り
（『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
［1186

］

四
月
八
日
）、
頼
家
の
御
所
に
出
向
き
、
京
都
よ
り
下
向
し
た
舞
女
微
妙
の
芸
を
観
覧
し
た
り
（
建
仁
二
年
［1202

］
三
月
十
五
日
）
す

る
な
ど
歌
舞
に
興
味
を
示
し
て
い
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
そ
の
よ
う
な
母
の
嗜
好
が
実
朝
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
と
き
、
六
一
四
番
歌
は
一
般
的
に
も
知
ら
れ
た
『
法
華
経
』
と
鏡
に
関
わ
っ
た
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
詞
書
の
「
大
乗
作
中
道
観
」
が
問
題
と
な
ろ
う
。「
中
道
観
」
と
は
注
釈
書
類
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
一
切
の
事
象
・

存
在
は
有
で
も
空
で
も
な
く
、
有
空
と
不
即
不
離
の
中
正
絶
対
の
真
理
」（
新
潮
古
典
集
成
）
で
あ
る
が
、『
法
華
経
』
と
の
関
わ
り
か
ら

考
え
れ
ば
も
う
少
し
具
体
的
な
出
典
の
可
能
性
に
踏
み
込
ん
で
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
天
台
智
顗
が
『
法
華
経
』
の
実
践
行
と
し
て

説
い
た
『
摩
訶
止
観
』
の
巻
第
一
下
（
止
観
の
大
意
）
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　

�

一
念
は
即
空
即
仮
即
中
に
し
て
、な
ら
び
に
畢
竟
空
、な
ら
び
に
如
来
蔵
、な
ら
び
に
実
相
な
る
こ
と
を
。
三
に
あ
ら
ず
し
て
し
か
も
三
、�

三
に
し
て
し
か
も
三
に
あ
ら
ず
、
合
に
あ
ら
ず
散
に
あ
ら
ず
、
し
か
も
合
し
か
も
散
、
合
に
あ
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
散
に
あ
ら
ざ
る
に
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あ
ら
ず
、
一
異
な
る
べ
か
ら
ず
し
て
し
か
も
一
し
か
も
異
な
り
。
た
と
え
ば
明
鏡
の
ご
と
し
。
明
は
即
空
に
た
と
え
、
像
は
即
仮
に

た
と
え
、
鏡
は
即
中
に
た
と
う
。
合
な
ら
ず
散
な
ら
ず
、
合
散
宛
然
た
り
。
一
二
三
に
あ
ら
ず
し
て
二
三
妨
げ
な
し
。

�

（
岩
波
文
庫
上
巻
59
頁
）

『
摩
訶
止
観
』
で
は
空
諦
・
仮
諦
（
色
）
と
と
も
に
中
道
第
一
義
諦
（
中
諦
）
が
説
か
れ
る
が
、
こ
の
箇
所
で
は
そ
の
中
道
第
一
義
諦
が

鏡
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
頭
の
「
一
念
」
と
は
「
一
念
三
千
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
中
に
全
宇
宙
の
事
象
（
三
千
＝
十

界
互
具
（
十
×
十
）×
十
如
是
×
三
世
界
）
が
備
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
念
は
空
で
あ
り
、
仮
（
色
）
で
あ
り
、
中

で
あ
る
と
い
い
、
明
鏡
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
今
日
の
我
々
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
『
摩
訶
止
観
』
は
専
門
的
な
仏
典
の
よ
う
に
も

感
じ
ら
れ
る
が
、
実
朝
の
和
歌
の
師
で
あ
る
藤
原
定
家
［1162-1241

］
は
晩
年
に
『
摩
訶
止
観
』
の
書
写
を
行
い
（『
明
月
記
』
安
貞
二

年
十
二
月
等
）、
そ
の
父
俊
成
［1114-1204

］
は
歌
論
『
古
来
風
躰
抄
』
に
「
天
台
止
観
」（
摩
訶
止
観
）
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
実
朝
は
『
摩
訶
止
観
』
の
講
義
も
受
け
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』
建
仁
四
年
［1204

］
三
月
十
五
日
）。

　
　

�

十
五
日　

戊
寅　

幕
府
ニ
於
テ
、
天
台
止
観
ノ
談
議
ヲ
始
メ
ラ
ル
。
尼
御
台
所
、
御
聴
聞
ノ
為
ニ
、
将
軍
ノ
御
方
ニ
渡
御
シ
タ
マ
フ

〈
云
云
〉

こ
れ
が
誰
に
よ
る
講
義
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、『
吾
妻
鏡
』
①
建
仁
三
年
［1203

］
十
月
二
十
五
日
に
『
法
華
経
』
を
伝
授
し
た
荘
厳
房

行
勇
［1163-1241

］
あ
た
り
を
想
定
し
て
も
良
い
か
も
知
れ
な
い（
（1
（

。
①
と
同
じ
月
の
建
仁
三
年
［1203

］
十
月
に
は
、
八
日
に
元
服
、

実
朝
の
代
替
わ
り
の
儀
礼
と
し
て
九
日
に
政
所
始
、
そ
の
夜
に
御
弓
始
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
法
華
経
』
伝
授
も
重
要
な
儀
式

の
一
つ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
伝
授
を
行
っ
た
行
勇
が
『
摩
訶
止
観
』
講
義
の
場
に
い
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
荘
厳

房
退
耕
行
勇
は
、
の
ち
に
建
仁
寺
第
二
世
と
な
っ
た
兼
密
禅
僧
で
、
鎌
倉
に
お
い
て
栄
西
［1141-1215

］
に
師
事
し
て
法
嗣
を
継
ぐ
。

　

ま
た
、『
吾
妻
鏡
』
を
見
て
い
く
と
、
実
朝
が
法
談
を
行
っ
て
い
る
記
事
が
何
度
か
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は�
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記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
わ
か
ら
な
い
が
、
た
と
え
ば
建
暦
元
年
［1211

］
七
月
十
五
日
、
実
朝
は
寿
福
寺
に
行
き
、
仏
事
の
あ
と
に
方
丈

で
法
談
を
し
て
い
る
。
そ
の
相
手
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
長
老
の
栄
西
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
行
勇
と
も
考
え
ら
れ
る
。
建
保

元
年
［1213

］
三
月
三
十
日
の
記
事
に
は
寿
福
寺
に
行
っ
た
際
に
聴
聞
と
法
談
が
あ
り
、
行
勇
律
師
に
大
師
伝
絵
を
見
せ
た
と
も
あ
る
。

行
勇
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
実
朝
に
『
法
華
経
』
を
伝
授
し
、
実
朝
暗
殺
後
に
は
御
台
所
落
飾
の
戒
師
に
な
る
な
ど
将
軍
家
に
近
く
勤
仕

し
て
い
る
た
め
、
建
暦
元
年
の
場
に
も
い
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
栄
西
没
後
の
建
保
五
年
［1217

］
五
月
十
二
日
に
は
行
勇
が
た
び

た
び
所
領
相
論
の
取
り
な
し
を
す
る
こ
と
に
対
し
て
実
朝
か
ら
大
江
広
元
［1148-1225

］
を
通
し
て
叱
責
が
あ
っ
た
が
、
む
し
ろ
こ
れ

は
相
互
の
近
し
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
三
日
後
の
十
五
日
に
は
行
勇
を
宥
め
に
実
朝
が
寿
福
寺
を
訪
れ
、
仏
法
に
つ
い
て
し
ば

し
話
し
て
い
る
。

　
『
摩
訶
止
観
』
に
つ
い
て
の
実
朝
在
世
時
の
記
事
は
こ
の
一
箇
所
の
み
だ
が
、『
摩
訶
止
観
』
を
こ
れ
ら
法
談
の
な
か
で
さ
ら
に
聞
き
及

ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
大
乗
中
道
観
」
の
詞
書
を
持
つ
六
一
四
番
歌
は
『
摩
訶
止
観
』
の
影
響
が
想
定
で
き

る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
次
の
一
首
も
『
摩
訶
止
観
』
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　

懺
悔
の
歌

　
　

塔た
う

を
く
み
堂だ
う

を
つ
く
る
も
人
の
な
げ
き
懺
悔
に
ま
さ
る
功
徳
や
は
あ
る
（『
金
槐
和
歌
集
』
雑
部
・
六
一
六
）

も
ち
ろ
ん
造
塔
な
ど
が
仏
の
供
養
、
ま
た
功
徳
を
得
る
こ
と
と
し
て
大
切
な
施
行
で
あ
る
こ
と
は
、
他
の
多
く
の
聖
教
に
お
い
て
も
説
か

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
今
様
が
あ
る
こ
と
は
重
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　

い
に
し
へ
童
子
の
戯
れ
に�

砂
を
塔
と
な
し
け
る
も�

仏
に
成
る
と
説
く
経
を�
皆
人
持
ち
て
縁
結
べ

�
（『
梁
塵
秘
抄
』
法
文
歌
・
法
華
経
・
方
便
品
・
六
八
）
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法
華
経
持
た
ん
人
は
み
な�

起
き
て
も
臥
し
て
も
こ
の
品
を�

常
に
説
き
読
み
怠
ら
で�

塔
を
建
て
つ
つ
拝
む
べ
し

�

（『
梁
塵
秘
抄
』
法
文
歌
・
法
華
経
・
分
別
功
徳
品
・
一
三
一（

（1
（

）

た
だ
し
、問
題
と
し
て
は
六
一
六
番
歌
は
そ
れ
ら
堂
塔
建
立
よ
り
も
懺
悔
の
方
が
功
徳
が
あ
る
と
詠
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
従
来
、
具
体
的
な
経
典
類
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、『
摩
訶
止
観
』
巻
第
七
下
（
次
位
を
知
れ
）

に
次
の
よ
う
に
あ
る
の
は
、
参
考
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　

�

ま
た
、
増
品
の
勝
心
を
も
っ
て
五
悔
を
修
行
し
、
さ
ら
に
説
法
を
加
う
れ
ば
、
そ
の
内
解
を
転
じ
て
前
人
を
導
利
す
。
曠
く
済
う
を

も
っ
て
の
故
に
化
の
功
が
己
れ
に
帰
し
、
心
さ
ら
に
一
転
し
て
ま
え
に
倍
勝
す
る
を
、
第
三
品
と
名
づ
く
。
文
に
い
わ
く
、「
も
し

は
受
持
し
読
誦
し
、
他
人
の
た
め
に
説
き
、
み
ず
か
ら
書
き
、
人
に
教
え
て
書
か
し
め
、
経
巻
を
供
養
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
ま
た
塔

寺
を
起
て
衆
僧
を
供
養
す
る
こ
と
を
須も

ち

い
ず
」
と
。（
岩
波
文
庫
下
巻
145-

146
頁
）

「
五ご

げ悔
」
に
つ
い
て
岩
波
文
庫
の
注
で
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　

�

五
悔
と
は
、
一
、
懺
悔
、
二
、
勧
請
、
三
、
随
喜
、
四
、
回
向
、
五
、
発
願
を
い
う
。
は
じ
め
の
懺
悔
は
、
い
わ
ば
狭
義
の
意
味
の

懺
悔
で
、
お
の
れ
の
所
行
に
つ
い
て
深
く
懺
悔
し
、
お
の
れ
の
過
罪
を
発
露
し
、
相
続
心
を
断
ず
る
こ
と
で
、
普
通
に
い
う
懺
悔
で

あ
る
が
、
六
根
清
浄
を
得
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。
勧
請
と
は
、
そ
の
決
意
に
対
し
て
如
来
の
大
慈
悲
の
力
を
祈
り
求
め
る
こ

と
、
随
喜
は
、
外
の
善
根
を
喜
ぶ
こ
と
、
回
向
は
、
お
の
れ
の
な
し
得
た
善
根
を
回
ら
し
て
菩
提
に
向
か
わ
し
め
る
こ
と
、
発
願
は
、

堅
固
な
請
願
を
発
し
て
行
業
の
退
没
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
五
法
を
通
じ
て
五
悔
、
す
な
わ
ち
五
種
の
懺
悔
、
と
称
す
る
の
は
、

こ
の
五
法
が
あ
い
ま
っ
て
は
じ
め
て
懺
悔
の
実
を
完
成
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
「
五
悔
」
に
つ
い
て
は
法
華
懺
法
の
も
と
と
な
る
『
法
華
三
昧
懺
儀
』
に
お
い
て
も
智
顗
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

（1
（

。
で

は
、
そ
も
そ
も
懺
悔
と
は
何
か
。『
摩
訶
止
観
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
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�

わ
れ
身
口
を
も
っ
て
仏
の
足
下
に
投
ず
、
願
わ
く
ば
、
世
間
眼
、
わ
が
懺
悔
を
証
し
た
ま
え
。〈
略
〉
三
世
の
菩
薩
が
仏
道
を
求
む

る
と
き
に
懺
悔
し
た
ま
え
る
が
ご
と
く
、
わ
れ
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
、
己
が
昏
沈
に
し
て
智
慧
の
眼
の
な
き
こ
と
を
傷
む
、
と
。

こ
の
語
を
発
す
る
と
き
、
声
涙
と
も
に
下
り
、
至
真
真
実
に
し
て
五
体
を
地
に
投
ず
る
こ
と
、
樹
の
倒
る
る
が
ご
と
し
。
我
・
人
を

摧
折
し
、
衆
悪
傾
殄
す
。
こ
れ
を
懺
悔
と
名
づ
く
。（
岩
波
文
庫
下
巻
142
頁
）

世
間
で
は
、
幼
子
の
砂
遊
び
で
作
っ
た
堂
塔
で
あ
っ
て
も
功
徳
と
な
る
の
が
堂
塔
供
養
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
ま
さ
る
功
徳

が
「
人
の
な
げ
き
」「
懺
悔
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
実
朝
は
『
摩
訶
止
観
』
か
ら
学
ん
だ
。
そ
れ
を
素
直
に
和
歌
に
詠
み
込
ん
だ
の
が

六
五
一
番
歌
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
以
上
ま
で
は
経
典
に
学
び
得
た
こ
と
を
素
直
に
詠
ん
だ
釈
教
歌
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
実
朝
が
実
際
に
学
び
得
た

も
の
を
先
行
例
の
あ
る
な
し
に
関
わ
ら
ず
詠
み
込
ん
だ
た
め
、
そ
こ
に
独
自
性
、
新
様
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
最
後

に
和
歌
の
伝
統
を
ふ
ま
え
つ
つ
詠
ま
れ
た
釈
教
歌
も
見
て
み
た
い
。

　
　
　
　

心
の
心
を
よ
め
る

　
　

神
と
い
ひ
仏
と
い
ふ
も
世よ

の
中
の
人
の
心
の
ほ
か
の
も
の
か
は
（『
金
槐
和
歌
集
』
雑
・
六
一
八
）

こ
の
歌
の
本
歌
は
、
次
の
二
首
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

色
見
え
で
う
つ
ろ
ふ
物
は
世ヨ

ノ
ナ
カ中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
有
り
け
る
（『
古
今
和
歌
集
』
恋
五
・
七
九
七
／
小
野
小
町
）

　
　

初は
つ

雁か
り

の
な
鳴
き
こ
そ
わ
た
れ
世
中
の
人
の
心
の
秋
し
う
憂
け
れ
ば
（『
古
今
和
歌
集
』
恋
五
・
八
〇
四
／
紀
貫
之
）

こ
の
歌
は
こ
れ
ら
本
歌
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、「
人
の
心
の
ほ
か
の
も
の
か
は
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
三
界
唯
心
偈
「
三
界
唯

一
心　

心
外
無
別
法　

心
仏
及
衆
生　

是
三
无
差
別
」（『
観
心
略
要
集
』
等
）
を
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
唯
心
」
と
は
、「
三
界
、

す
な
わ
ち
、
こ
の
世
を
構
成
す
る
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
三
界

―
つ
ま
り
人
間
が
生
死
流
転
す
る
世
界

―
は
心
の
中
に
存
在
し
、
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心
の
外
に
現
象
・
物
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
心
と
仏
と
衆
生
の
三
つ
に
区
別
は
な
い（

（1
（

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
唯
心
に
つ
い
て
も
今
様
で
謡
わ
れ
て
お
り
、
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

十
界
十
如
は
法
算
木�

法
界
唯
心
悟
り
な
ば�

一
文
一
偈
を
聞
く
人
の�

仏
に
成
ら
ぬ
は
一
人
な
し

�

（『
梁
塵
秘
抄
』
法
文
歌
・
法
華
経
・
方
便
品
・
六
四
）

　
　

華
厳
経
は
春
の
花�

七
所
八
会
の
苑
ご
と
に�

法
界
唯
心
色
深
く�

三
草
二
木
法
ぞ
説
く
（『
梁
塵
秘
抄
』
法
文
歌
・
華
厳
経
・
四
六
）

　

ま
た
、
和
歌
に
お
い
て
も
詠
ま
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
『
久
安
百
首
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

極
無
自
性
三
界
唯
心　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
教
長

　
　

は
か
な
く
ぞ
三
世
の
仏
と
お
も
ひ
け
る
心
ひ
と
つ
に
あ
り
と
し
ら
ず
て
（
釈
教
・
八
七
）

　
　
　
　

華
厳
経
、
法
界
唯
心　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
顕
輔

　
　

う
ら
や
み
も
歎
き
も
す
ま
じ
世
中
は
わ
が
心
こ
そ
い
は
ば
い
ふ
べ
き
（
釈
教
・
三
八
四
）

　
　
　
　

華
厳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
清
輔

　
　

世
中
は
千
種
の
は
な
の
色
々
も
心
の
根
よ
り
な
る
と
こ
そ
き
け
（
釈
教
・
九
八
七
）

今
ま
で
取
り
上
げ
た
歌
と
は
違
い
、
釈
教
歌
の
伝
統
の
な
か
で
読
み
継
が
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
今
ま
で
見

て
き
た
よ
う
な
、
そ
れ
ま
で
の
釈
教
歌
に
は
な
い
、
ま
た
は
珍
し
い
出
典
の
も
と
詠
ま
れ
た
歌
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
独
自
性
、「
新
様
の

歌
」
ら
し
い
と
こ
ろ
は
わ
か
り
に
く
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
も
実
は
違
う
意
味
で
実
朝
の
独
自
性
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
首
全
体
を

「
の
」
で
つ
な
げ
る
愉
楽
が
感
じ
取
れ
る
こ
と
だ（

（1
（

。
ま
た
、
上
二
句
も
「
神
と
い
ひ
」「
仏
と
い
ふ
も
」
と
対
句
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
先

に
渡
部
氏
が
六
一
七
番
歌
に
つ
い
て
「
修
法
に
不
可
欠
な
陀
羅
尼
を
作
り
上
げ
る
か
の
よ
う
に
」
実
朝
が
三
十
一
文
字
の
な
か
に
最
大
限
に

言
葉
を
響
か
せ
る
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
六
一
八
番
歌
は
、
和
歌
の
伝
統
、
今
様
な
ど
か
ら
見
ら
れ
る
時
代
の
価
値
観
、
繰
り
返
し
を
好
む
実
朝
の
リ
ズ
ム
が
渾
然

一
体
と
な
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
は
折
口
の
言
う
と
こ
ろ
の
両
刀
遣
い
的
な
あ
り
さ
ま
（「
遊
戯
の
よ
う
な
こ
と
」
も

含
め
て
）
が
釈
教
歌
と
し
て
結
実
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

四
、
お
わ
り
に

　

実
朝
の
和
歌
を
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
様
々
な
要
素
が
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
仏
教
と
の
関
係
も
そ
の
重
要
な
要
素
の

一
つ
で
あ
っ
た
。

　

今
日
で
は
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
的
確
な
指
摘
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
い
ち
は
や
く
そ
の
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及

し
た
の
は
折
口
信
夫
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
具
体
的
な
指
摘
で
は
な
か
っ
た
が
、
芸
能
を
論
じ
、
唱
道
文
学
を
提
唱
し
た
折
口
信
夫
な
ら
で

は
の
示
唆
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
折
口
信
夫
の
実
朝
に
関
す
る
言
説
を
踏
ま
え
た
上
で
、
実
朝
の
和
歌
と
仏
教
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
、
実
朝
の

具
体
的
な
行
為
、
ま
た
同
時
代
の
価
値
観
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
実
朝
詠
の
新
た
な
出
典
の
可
能
性
も
指
摘
し
得
た
。
お
そ
ら
く
い
ま
だ

出
典
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、実
朝
の
行
動
を
丹
念
に
拾
っ
て
い
け
ば
そ
の
出
典
に
近
づ
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
歌
に
共
通
し
て
見
え
て
来
る
の
は
、
己
が
学
び
得
る
も
の
を
真
摯
に
取
り
込
ん
で
い
く
実
朝
の
姿
に
違
い
な
い
。

　
註

　
（
1
）�　

そ
の
理
由
と
し
て
、
折
口
は
こ
の
文
章
の
前
の
部
分
で
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

�

昔
の
人
の
、
歌
人
を
選
抜
す
る
標
準
は
訣
る
。
一
首
い
ゝ
歌
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
印
象
深
く
残
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
十
首
も
い
ゝ
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の
が
あ
れ
ば
、
其
人
の
価
値
は
、
き
ま
っ
て
了
っ
て
動
か
な
い
。
併
、
十
首
い
ゝ
の
だ
け
が
伝
わ
っ
て
ゐ
る
人
と
、
中
に
十
首
位
は
い
ゝ
の

が
あ
る
が
、
あ
と
七
百
首
も
、
と
る
に
た
ら
ぬ
悪
い
歌
が
あ
る
と
言
ふ
人
と
で
は
違
ふ
の
で
あ
る
。
十
首
い
ゝ
の
が
あ
る
為
に
、
外
の
沢
山

の
歌
の
価
値
の
判
断
が
、
狂
つ
て
来
る
と
い
ふ
事
は
、
あ
り
う
ち
の
事
だ
。
実
朝
は
、
な
ま
じ
沢
山
の
歌
が
残
つ
た
ゝ
め
に
、
損
を
し
て
ゐ
る
。

た
ゞ
昔
の
人
は
丹
念
だ
か
ら
、
多
く
の
中
か
ら
い
ゝ
の
だ
け
を
よ
り
出
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
金
槐
集
は
全
体
と
し
て
は
、
ひ
ど
い
歌
ば
か

り
で
寝
言
み
た
い
な
も
の
だ
。

　
（
2
）�　

荒
木
優
也
「
実
朝
の
調
べ
と
表
現
―
源
実
朝
と
万
葉
集
と
王
朝
和
歌
と
―
」（『
悠
久
』
一
五
六
号
、2019

）。
こ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

　
　
　
　
　

�

実
朝
の
調
べ
と
表
現
に
つ
い
て
大
ま
か
に
見
て
き
た
。
実
朝
に
は
「
の
」
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
一
首
を
ま
と
め
て
い
く
志
向
が
一
部
の
歌

に
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
「
の
」
の
繰
り
返
し
や
枕
詞
の
使
用
等
は
、
王
朝
和
歌
が
強
調
し
作
り
出
し
た
〈
万
葉
調
〉
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
。
実
朝
は
そ
れ
を
取
り
込
み
、
増
幅
さ
せ
、
そ
れ
に
取
り
込
ま
れ
、
歌
を
詠
ん
で
い
く
。
そ
れ
は
繰
り
返
し
に
よ
る
愉
楽
で
あ
り
、

実
朝
の
調
べ
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
（
3
）�　

本
居
宣
長
は
『
う
ひ
山
ふ
み
』
で
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

�

今
の
世
の
人
、い
か
に
よ
く
ま
な
ぶ
と
い
へ
ど
も
、な
ほ
今
の
世
の
人
な
れ
ば
、そ
の
心
全
く
古
人
の
情
の
ご
と
く
に
は
変
化
し
が
た
け
れ
ば
、

よ
み
出
づ
る
歌
、
古
風
と
お
も
へ
ど
も
、
猶
や
や
も
す
れ
ば
、
近
き
後
世
の
意
詞
の
ま
じ
り
や
す
き
も
の
也
。

　
（
4
）�　
『
吾
妻
鏡
』
の
訓
読
文
の
引
用
は
国
文
学
研
究
資
料
館
「
古
典
選
集
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
る
。

　
（
5
）�　

渡
部
泰
明
「
源
実
朝
と
音
」（『
中
世
和
歌
史
論　

様
式
と
方
法
』
岩
波
書
店
、2017

、
初
出2005

）。
服
部
如
実
「
実
朝
の
「
得
功
徳
歌
」
に

就
て
―
新
人
実
朝
を
読
み
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
六
巻
一
二
号
、1929

）。

　
（
6
）�　

坂
井
孝
一
『
源
実
朝
：「
東
国
の
王
権
」
を
夢
見
た
将
軍
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、2014

）

　
（
7
）�　
『
梁
塵
秘
抄
』
小
学
館
完
訳
日
本
の
古
典
。

　
（
8
）�　

和
讃
と
今
様
と
の
親
近
性
に
つ
い
て
は
鈴
木
佐
内
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（『
仏
教
歌
謡
研
究
』
近
代
文
芸
社
、1994

）

　
（
9
）�　

植
木
朝
子
「
供
花
と
花
―
今
様
の
場
」（『
国
文
学
』
四
二
巻
五
号
、1997

）。
清
水
眞
澄
「
法
会
と
歌
謡
―
平
氏
政
権
下
の
今
様
の
管
理
を�

め
ぐ
っ
て
―
」（『
音
声
表
現
思
想
史
の
基
礎
的
研
究
：
信
仰
・
学
問
・
支
配
構
造
の
連
関
』
三
弥
井
書
店
、2007

）。
後
白
河
院
の
権
力
と
文
化

と
の
関
係
性
は
、
棚
橋
光
男
『
後
白
河
天
皇
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、2006

）
に
詳
し
い
。

　
（
10
）�　

近
藤
成
一
「
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
天
皇
」（『
鎌
倉
時
代
政
治
構
造
の
研
究
』
校
倉
書
房
、2016

）
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（
11
）�　

植
木
前
掲
論
文
。
院
生
前
の
供
花
会
に
お
い
て
今
様
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
巻
十
に
よ
り
知
ら
れ
る
が
、
公
家
の
日

記
な
ど
の
史
料
に
今
様
の
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。
崩
御
後
に
の
み
史
料
が
記
録
が
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
（
12
）�　

中
島
亮
一
は
「
実
朝
と
そ
の
室
は
し
ば
し
ば
行
勇
を
招
き
、
天
台
止
観
を
談
じ
た
り
、
愛
染
明
王
を
供
養
し
た
り
そ
の
他
の
仏
事
も
し
ば
し
ば

営
ま
れ
た
」
と
指
摘
す
る
が
、『
摩
訶
止
観
』
を
論
じ
た
こ
と
の
出
典
は
示
さ
れ
て
い
な
い
（「
退
耕
行
勇
の
出
自
を
め
ぐ
る
二
、三
の
問
題
」『
印

度
學
佛
教
學
研
究
』
二
六
巻
一
号
、1977

）。

　
（
13
）�　

方
便
品
の
造
塔
を
謡
っ
た
今
様
と
し
て
は
ほ
か
に
「
平
等
大
恵
の
地
の
上
に�

童
子
の
戯
れ
遊
び
を
も�

や
う
や
く
仏
の
種
と
し
て�

菩
提
大
樹
ぞ

生
ひ
に
け
る
」（
六
二
）、「
法
華
は
い
づ
れ
も
尊
き
に�

こ
の
品
聞
く
こ
そ
あ
は
れ
な
れ�

尊
け
れ�

童
子
の
戯
れ
遊
び
ま
で�

仏
に
成
る
と
ぞ
説
い
た

ま
ふ
」（
六
七
）
な
ど
が
あ
る
。

　
（
14
）�　

福
原
隆
善
「
五
悔
に
つ
い
て
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
二
八
巻
二
号
、1980

）

　
（
15
）�　

荒
木
優
也
「
花
を
惜
し
む
心
―『
山
家
心
中
集
』
二
十
七
番
歌
と
唯
心
―
」（『
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
〇
輯
、2009

）。
唯

心
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
「
西
行
と
華
厳
思
想
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
七
六
巻
三
号
、2011

）
で
論
じ
た
。

　
（
16
）�　

注
2
に
お
い
て
「
の
」
の
繰
り
返
し
表
現
が
実
朝
の
和
歌
に
多
い
こ
と
は
論
じ
た
。

　

�

＊�

本
稿
に
お
け
る
和
歌
本
文
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』（
日
本
文
学
Ｗ
Ｅ
Ｂ
図
書
館
）
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、『
金
槐
和
歌
集
』
は
『
私
家
集
大
成
』
の

定
家
所
伝
本
複
製
の
翻
刻
に
よ
る
。
引
用
の
際
に
漢
字
を
あ
て
る
な
ど
私
に
表
記
を
変
え
た
箇
所
が
あ
る
。


