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て
い
ば
う
も
ろ
も
ろ
み
こ
も
ろ
も
ろ
お
み
の
こ
た
ち
み
こ
と
の
り
じ
ゆ

四
年
丁
卯
の
春
正
月
、
諸
の
王
、
諸
の
臣
子
等
に
勅
し
て
、
授

た
う
れ
う
さ
ん
き
ん

刀
寮
に
散
禁
せ
し
む
る
時
に
作
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

く

ず

は

か

す

が

や

ま

が

ひ

ま
葛
延
ふ
春
日
の
山
は
う
ち
な
び
く
春
さ
り
行
く
と
山
峡

か

す

み

た

か

ま

と

に
霞
た
な
び
き
高
円
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
き
ぬ
も
の
の
ふ
の

や

そ

と

も

を

か

り

き

つ

つ

八
十
伴
の
男
は
雁
が
ね
の
来
継
ぐ
こ
の
こ
ろ
か
く
継
ぎ
て

つね

と
も
な

う
ま
な

ゆ

常
に
あ
り
せ
ば
友
並
め
て
遊
ば
む
も
の
を
馬
並
め
て
行
か

あ

ま
し
里
を
待
ち
か
て
に
我
が
せ
し
春
を
か
け
ま
く
も
あ
や

か
し
こ

に
恐
く
言
は
ま
く
も
ゆ
ゆ
し
く
あ
ら
む
と
あ
ら
か
じ
め
か

ち
ど
り

さ

ほ

が

は

い

は

お

す

が

ね
て
知
り
せ
ば
千
鳥
鳴
く
そ
の
佐
保
川
に
岩
に
生
ふ
る
菅

く
さ
は
ら

ゆ

の
根
取
り
て
し
の
ふ
草
祓
へ
て
ま
し
を
行
く
水
に
み
そ
ぎ

お
ほ
き
み
み
こ
と
か
し
こ

お
ほ
み
や
ひ
と
た
ま
ほ
こ

て
ま
し
を
大
君
の
命
恐
み
も
も
し
き
の
大
宮
人
の
玉
桙

い

》」

の
道
に
も
出
で
ず
恋
ふ
る
こ
の
こ
ろ
（
⑥
九
四
八
）

反
歌
一
首

う
め
や
な
ぎ

を

さ

ほ

梅
柳
過
ぐ
ら
く
惜
し
み
佐
保
の
内
に
遊
び
し
こ
と
を
宮
も
と
ど
ろ

に（⑥九四九）
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ｌ
聖
武
朝
春
日
讃
歌
と
し
て
の
読
み
Ｉ

Q■■■■■

じ
ん
き

あ
ま
た
み
こ
も
ろ
も
ろ
お
み
の
こ
た
ち
か
す

右
、
神
亀
四
年
正
月
に
、
数
の
王
子
と
諸
の
臣
子
等
と
、
春

が

の

つ

ど

ち

や

う

き

う

あ

そ

び

た

ち

ま

そ

ら

く

も

日
野
に
集
ひ
て
打
毬
の
楽
を
な
す
。
そ
の
日
忽
ち
に
天
陰
り

い

な

ぴ

か

り

う

ち

じ

じ

ゆ

じ

ゑ

い

雨
ふ
り
雷
電
す
。
こ
の
時
に
、
宮
の
中
に
侍
従
と
侍
衛
と
な

み
こ
と
の
り

お
こ
な
じ
ゆ
た
う
れ
う
さ
ん
き
ん

し
。
勅
し
て
刑
罰
に
行
ひ
、
皆
授
刀
寮
に
散
禁
せ
し
め
、

みだ

いぶせ

妄
り
て
道
路
に
出
づ
る
こ
と
を
得
ざ
ら
し
む
。
こ
こ
に
憎
憤

す
な
は

み
し
、
即
ち
こ
の
歌
を
作
る
。
作
者
未
詳
な
り
。

神
亀
四
年
正
月
、
聖
武
天
皇
の
宮
は
不
意
の
雷
に
お
そ
わ
れ
る
。
そ
の

折
、
天
皇
を
護
衛
す
る
「
侍
従
と
侍
衛
」
は
宮
を
離
れ
て
い
た
罪
で
授
刀

寮
に
散
禁
さ
れ
た
。
そ
の
時
に
作
ら
れ
た
の
が
こ
の
歌
群
で
あ
る
と
、
題

詞
左
注
は
語
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
事
件
は
「
続
日
本
紀
』
を
は
じ
め
と

し
た
史
料
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、
当
歌
群
が
収
め
ら
れ
る
巻
六
は
、
巻
頭
歌
（
九
○
七
番
歌
）
か

ら
九
四
九
番
歌
ま
で
、
長
歌
・
反
歌
を
組
み
合
わ
せ
た
歌
群
を
続
け
て
載

せ
て
お
り
、
そ
の
最
後
に
当
た
る
の
が
当
歌
群
（
以
下
便
宜
上
「
授
刀
寮

散
禁
歌
群
」
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。
巻
頭
歌
群
か
ら
順
に
見
て
い
く
と
、
養

老
七
年
の
吉
野
行
幸
、
神
亀
元
年
の
紀
伊
国
行
幸
、
神
亀
二
年
の
吉
野
行

幸
、
難
波
行
幸
、
神
亀
三
年
の
印
南
野
行
幸
と
、
「
行
幸
」
の
題
詞
を
持

つ
歌
群
が
並
べ
ら
れ
、
引
き
続
き
、
「
辛
荷
の
島
に
過
き
る
」
「
敏
馬
の
浦

古
舘
綾
子

-７５-
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に
過
き
る
」
と
、
「
～
過
き
る
」
の
題
詞
を
持
つ
歌
群
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
人
麻
呂
の
近
江
荒
都
歌
に
顕
著
な
よ
、
フ
に
、
「
～
過
き
る
」
の
題
詞

は
現
在
の
宮
廷
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
場
所
を
通
る
際
、
わ
ざ
わ

（４１，）

ざ
立
ち
寄
っ
て
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
、
フ
な
題
詞
を
持
つ
歌
群
に
続
き
、
同
じ
長
歌
・
反
歌
の
組
み
合

わ
せ
で
収
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
当
歌
群
も
ま
た
聖
武
朝
を

作
り
あ
げ
る
天
皇
周
辺
の
歌
と
し
て
重
要
な
意
味
を
担
っ
て
い
た
と
推
測

で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
題
詞
左
注
に
「
勅
」
、
歌
の
中
に
「
大
君
の
命

恐
み
」
「
宮
」
と
い
う
言
葉
を
含
み
、
「
諸
王
諸
臣
等
」
「
諸
臣
子
等
」
「
数

王
子
諸
臣
子
」
「
侍
従
侍
衛
」
「
八
十
伴
男
」
「
大
宮
人
」
と
い
っ
た
天
皇

側
近
の
集
団
を
表
す
表
現
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
歌
群
を
天
皇
周
辺
の
歌
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、

そ
こ
に
二
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
一
つ
は
、
天
皇
護
衛
の
側
近
が
任
務
を

怠
た
る
と
い
う
、
宮
廷
に
と
っ
て
不
名
誉
な
事
件
が
わ
ざ
わ
ざ
描
か
れ
る

こ
と
。
も
、
フ
一
つ
は
、
散
禁
さ
れ
た
者
達
が
そ
の
罪
に
対
し
て
反
省
の
念

を
抱
く
で
も
な
く
、
春
日
野
の
春
景
に
惹
か
れ
続
け
る
様
が
詠
ま
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
宮
廷
が
持
つ
超
越
的
要
素
の
顕
示
こ
そ
が
そ
の

最
た
る
目
的
と
も
い
え
る
天
皇
周
辺
の
歌
の
中
に
、
天
皇
や
宮
廷
の
存
在

（２）

を
否
定
す
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
の
だ
。
こ
う
し

た
、
一
見
矛
盾
と
も
い
え
る
歌
の
姿
は
い
っ
た
い
何
に
由
来
す
る
の
か
。

本
論
で
は
、
こ
の
矛
盾
を
矛
盾
と
せ
ず
に
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
当
歌

群
の
読
み
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

授
刀
寮
散
禁
歌
群
の
題
詞
・
左
注
・
歌
に
は
、
「
諸
王
諸
臣
等
」
「
諸
臣

子
等
」
「
数
王
子
諸
臣
子
」
「
侍
従
侍
衛
」
「
八
十
伴
の
男
」
「
大
宮
人
」
な

ど
、
天
皇
を
取
り
巻
く
集
団
が
繰
り
返
し
現
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

散
禁
さ
れ
た
者
達
を
指
す
と
見
ら
れ
る
が
、
彼
ら
と
授
刀
寮
と
の
関
係
が

明
確
で
は
な
い
。
題
詞
・
左
注
を
見
る
限
り
、
「
授
刀
寮
」
は
散
禁
さ
れ

た
場
所
を
示
す
に
と
ど
ま
り
、
天
皇
を
護
衛
で
き
な
か
っ
た
天
皇
側
近
集

団
が
授
刀
寮
の
役
人
に
よ
っ
て
散
禁
さ
れ
た
と
読
め
る
。
し
か
し
、
実
は

授
刀
寮
そ
の
も
の
も
、
帯
刀
し
て
天
皇
の
身
辺
を
守
る
舎
人
を
司
る
役
所

で
あ
っ
た
た
め
、
散
禁
さ
れ
た
「
諸
王
諸
臣
」
そ
の
も
の
が
、
授
刀
寮
に

所
属
す
る
官
人
達
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
。

雷
か
ら
天
皇
を
守
る
役
職
と
い
え
ば
、
平
安
時
代
の
「
雷
鳴
の
陣
」
が

（３）

あ
る
。
「
枕
草
子
』
に
も
用
例
が
見
ら
れ
、
雷
鳴
の
激
し
い
折
に
清
涼

殿
・
紫
震
殿
に
近
衛
・
兵
衛
の
大
・
中
・
少
将
が
弓
矢
を
持
っ
て
警
護
に

（４）

当
た
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
雷
鳴
の
陣
」
へ
の
参
与
が
認
め
ら
れ
る
近

衛
府
の
源
流
の
一
つ
に
授
刀
寮
が
あ
る
こ
と
だ
。
授
刀
寮
は
こ
の
後
、
中

衛
府
に
改
編
さ
れ
た
と
見
ら
れ
、
一
度
史
料
か
ら
姿
を
消
す
が
、
天
平
十

八
年
二
月
に
騎
舎
人
を
改
め
る
と
い
う
か
た
ち
で
再
び
設
置
さ
れ
る
。
こ

の
第
二
次
授
刀
舎
人
は
、
聖
武
天
皇
の
死
後
、
天
平
宝
字
三
年
十
二
月
に

授
刀
衛
と
し
て
編
成
さ
れ
、
さ
ら
に
天
平
神
護
元
年
二
月
に
は
近
衛
府
へ

と
発
展
し
て
い
く
。
近
衛
府
と
授
刀
寮
の
間
に
こ
う
し
た
関
係
が
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
当
歌
群
で
散
禁
さ
れ
た
側
近
集
団
そ
の
も
の
が
授
刀
寮
の

■■■■■

■■■■■■■

- ７ ６ -



巻六「授刀寮散禁歌群」考

役
人
達
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

授
刀
寮
が
は
じ
め
て
設
置
さ
れ
た
の
は
、
慶
雲
四
年
、
元
明
即
位
直
後

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
当
時
皇
位
継
承
候
補
と
さ
れ
て
い
た
首
（５）

皇
子
（
後
の
聖
武
天
皇
）
の
地
位
擁
護
と
い
、
フ
目
的
が
あ
っ
た
よ
、
７
だ
。

ま
た
、
新
田
部
親
王
の
「
知
五
衛
及
授
刀
舎
人
事
」
任
命
や
、
授
刀
寮
長

官
（
頭
）
が
藤
原
房
前
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
授
刀
寮
が
聖
武
の
宮
廷
に
と

っ
て
い
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
授
刀
寮

の
役
人
が
遊
び
に
興
じ
、
雷
か
ら
天
皇
を
護
衛
す
る
職
務
を
怠
っ
た
と
い

う
の
だ
か
ら
お
だ
や
か
で
は
な
い
・

天
皇
側
近
と
雷
の
関
係
を
示
唆
す
る
有
名
な
話
に
、
『
日
本
霊
異
記
』

冒
頭
の
「
雷
を
捉
え
る
縁
」
が
あ
る
。
「
雄
略
天
皇
の
随
身
に
し
て
、
肺

（６）

臆
の
侍
者
」
で
あ
っ
た
小
子
部
栖
軽
が
、
あ
る
時
、
天
皇
と
皇
后
が
同
衾

し
て
い
る
の
を
知
ら
ず
に
大
安
殿
に
参
入
す
る
。
天
皇
は
恥
じ
て
行
為
を

中
断
す
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
時
、
雷
が
鳴
っ
た
。
そ
こ
で
天
皇
は
栖
軽
に

「
汝
鳴
神
を
請
け
た
て
ま
つ
ら
む
や
」
と
尋
ね
、
栖
軽
は
そ
の
要
請
に
よ

っ
て
諸
越
の
衝
で
雷
神
と
対
面
す
る
。
「
天
の
鳴
電
神
、
天
皇
請
け
呼
び

た
て
ま
つ
る
云
々
」
「
雷
神
と
い
へ
ど
も
、
何
の
ゆ
ゑ
に
か
天
皇
の
請
け

ま
つ
る
を
聞
か
ざ
ら
む
」
と
叫
ん
だ
と
こ
ろ
雷
神
が
落
ち
た
た
め
、
神
官

を
呼
び
寄
せ
て
そ
れ
を
輿
に
入
れ
宮
中
に
持
ち
帰
る
。
雷
神
を
見
た
天
皇

は
「
見
て
恐
り
た
ま
ひ
、
偉
し
く
幣
帛
を
進
り
て
、
落
ち
し
処
に
返
さ
し

（７）

め
」
、
今
で
も
そ
こ
を
雷
丘
と
呼
ん
で
い
る
、
と
い
、
フ
話
で
あ
る
。

本
文
で
は
「
天
皇
、
后
と
大
安
殿
に
寝
て
婚
合
し
た
ま
へ
る
時
に
、
栖

軽
、
知
ら
ず
し
て
参
ゐ
入
り
き
。
天
皇
恥
ぢ
て
畷
み
ぬ
。
時
に
当
り
て
、

空
に
雷
鳴
り
き
」
と
あ
り
、
栖
軽
が
大
安
殿
に
参
入
し
た
直
後
に
雷
が
鳴

っ
た
と
読
め
る
が
、
先
に
見
た
「
雷
鳴
の
陣
」
の
体
制
を
考
え
れ
ば
、
落

雷
の
瞬
間
天
皇
の
側
に
居
合
わ
せ
る
栖
軽
の
姿
は
、
雷
鳴
を
聞
き
つ
け
て

真
っ
先
に
馳
せ
参
じ
る
選
ば
れ
し
側
近
の
あ
り
か
た
を
別
の
角
度
か
ら
捉

え
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
話
に
は
天
皇
の
命
を
受
け
た
栖
軽
が
、
天
皇
に
由
来
す
る

特
殊
な
力
に
よ
っ
て
雷
を
捉
え
る
と
い
う
構
図
が
見
ら
れ
る
。
間
接
的
に

で
は
あ
る
が
雷
神
を
凌
ぐ
天
皇
の
力
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か

し
、
栖
軽
が
持
ち
帰
っ
た
雷
神
に
畏
れ
お
の
の
き
丁
重
に
祭
る
天
皇
の
姿

か
ら
は
、
雷
神
と
天
皇
と
の
微
妙
な
力
関
係
も
う
か
が
え
る
。
天
皇
が
栖

軽
に
尋
ね
た
こ
と
ば
に
あ
ら
わ
れ
る
「
請
」
は
、
霊
異
記
で
は
僧
や
仏
を

迎
え
る
場
合
に
用
い
ら
れ
、
こ
こ
で
も
雷
が
神
と
し
て
待
遇
さ
れ
て
い
る

（８）

ことが示されているとい、フ。

ま
た
、
『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
」
の
「
雷
」
の
例
を
眺
め
て
い

く
と
、
「
雷
」
を
含
め
た
異
常
気
象
が
多
く
見
ら
れ
る
時
代
と
し
て
、
皇

極
紀
が
浮
上
す
る
。
皇
極
紀
は
、
そ
の
原
因
を
「
夏
令
を
行
ふ
（
元
年
十

月
）
」
「
冬
令
を
行
へ
ぱ
な
り
三
年
二
月
・
三
月
）
」
と
す
る
。
こ
れ
は

『
礼
記
」
月
令
に
「
孟
冬
・
・
・
夏
令
ヲ
行
へ
（
則
チ
国
二
暴
風
多
ク
、
方
冬

寒
カ
ラ
ズ
、
蟄
虫
復
夕
出
ヅ
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
雷
を
含
め

た
天
の
異
変
が
季
節
に
合
わ
な
い
制
令
、
つ
ま
り
政
治
の
不
備
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
皇
極
紀
に
は
天
候
を

操
る
天
皇
の
姿
も
描
か
れ
る
。

八
月
の
甲
申
の
朔
に
、
天
皇
、
南
淵
の
河
上
に
幸
し
て
、
鮠
き
て
四

方
を
拝
み
、
天
を
仰
ぎ
て
祈
り
た
ま
ふ
。
即
ち
雷
な
り
て
大
雨
ふ

る
。
遂
に
雨
ふ
る
こ
と
五
日
、
天
下
を
薄
く
潤
す
。
或
本
に
云
は

く
、
五
日
連
雨
し
て
九
穀
登
熟
れ
り
と
い
ふ
。
是
に
、
天
下
の
百

姓
、
倶
に
万
歳
と
称
し
日
さ
く
、
「
至
徳
し
ま
す
天
皇
な
り
」
と
ま

- ７ ７ -
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を

す

。

（

皇

極

紀

元

年

八

月

）

蘇
我
入
鹿
の
雨
乞
い
の
失
敗
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
皇
極
の
、
天
皇
と

し
て
の
制
御
力
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
雷
を
見
事
に
操
っ
て
恵
み
の
雨
を

も
た
ら
す
そ
の
姿
に
、
天
皇
の
「
至
徳
」
の
現
れ
を
見
る
の
だ
。
こ
れ
ら

二
つ
の
記
事
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
皇
極
天
皇
即
位
後
に
異
常
気
象
や

地
震
な
ど
の
天
変
地
異
が
相
次
い
だ
と
い
う
記
事
を
仮
に
事
実
と
す
れ

ば
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
補
完
す
る
話
（
そ
の
雷
神
を
制
御
す
る
天
皇

像
）
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
天
皇
と
雷
が
対
面
す
る

際
、
そ
こ
に
生
じ
る
力
関
係
に
最
大
の
注
意
が
払
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。

授
刀
寮
散
禁
歌
群
が
詠
ま
れ
た
聖
武
朝
に
も
、
異
常
気
象
に
関
す
る
記

事
は
多
い
。
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
当
歌
群
の
題
詞
・
左
注
が
示
す
内
容

そ
の
も
の
は
史
書
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
神
亀
四
年
正
月
の
条
に
「
朝

を
廃
む
。
雨
ふ
れ
ば
な
り
。
」
二
月
丙
辰
に
も
「
夜
、
雷
な
り
、
雨
ふ
り
、

大
風
ふ
く
。
」
と
異
常
気
象
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、

二
月
辛
酉
に
は
「
金
剛
般
若
経
を
転
読
せ
し
む
、
災
異
を
錆
さ
む
が
為
な

り
。
」
と
あ
り
、
同
じ
二
月
甲
子
に
は
次
の
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
。

此
者
、
答
徴
蓉
に
礫
り
て
災
気
止
ま
ず
。
如
聞
ら
く
、
「
時
の
政
違

ひ
乖
き
て
、
民
の
情
愁
へ
怨
め
り
。
天
地
誼
を
告
げ
て
鬼
神
異
を
見

す
」
と
き
く
。
朕
、
徳
を
施
す
こ
と
明
ら
か
な
ら
ず
、
価
、
瀞
り
鉄

く
る
こ
と
有
る
か
。
将
、
百
寮
の
官
人
、
奉
公
を
勤
め
ぬ
か
。
身
、

九
重
を
隔
て
て
、
多
く
は
詳
ら
か
に
委
し
く
せ
ず
…
…

最
近
、
災
害
が
続
け
て
現
れ
る
の
は
、
天
皇
で
あ
る
自
分
が
「
徳
を
施

す
こ
と
明
ら
か
」
で
な
い
た
め
か
、
あ
る
い
は
臣
下
が
「
奉
公
を
勤
め
」

て
い
な
い
た
め
か
。
原
因
を
臣
下
と
二
分
す
る
よ
雲
フ
な
物
言
い
だ
が
、

「
時
の
政
違
ひ
乖
き
て
、
民
の
情
愁
へ
怨
め
り
。
天
地
調
を
告
げ
て
鬼
神

異
を
見
す
」
と
の
引
用
か
ら
は
、
自
ら
の
政
治
の
不
備
を
「
災
気
」
の
原

因
と
し
て
認
め
る
態
度
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
「
天
地
」
は
、
天
皇
の
政
治
の
不
備
に
対
し
天
帝
の
怒
り
が
「
鬼

（９）

神
」
に
よ
っ
て
異
常
気
象
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
天
命
思
想
に
基

づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
異
常
気
象
に
よ
る
災
は
、
天
皇
に
直
接
害
を

な
す
き
わ
め
て
危
険
な
も
の
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
の
時
期
、
度
重
な
る
異
常
気
象
に
備
え
た
天
皇
の
護
衛
が
特
に
重

視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
護
衛
の
対
象
は
天
皇
だ
け
に
は
限
ら
な
か
っ
た
。
先
に

触
れ
た
金
剛
般
若
経
転
読
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
、
新
川
登
亀
男
氏
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
月
日
は
、
光
明
子
の
懐
妊
期
に
微
妙
に
近
い
。
従
っ
て
、
そ
の

懐
妊
と
出
産
と
立
太
子
と
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
、
よ
っ
て
く
る
災

（旧）

異
を
払
い
の
け
よ
う
と
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
転
読
に
は
、
度
重
な
る
災
異
か
ら
皇
太
子
と
し
て
生
ま
れ
る
皇
子

を
守
る
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

皇
子
に
つ
い
て
、
霊
異
記
に
興
味
深
い
話
が
載
る
。

神
亀
四
年
の
歳
の
丁
卯
に
次
る
九
月
中
に
、
聖
武
天
皇
、
群
臣
と
添

の
上
の
郡
の
山
村
の
山
に
猟
し
た
ま
ひ
き
。
鹿
あ
り
て
、
細
見
の
里

の
百
姓
の
家
の
中
に
走
り
入
り
き
。
家
人
知
ら
ず
し
て
、
殺
し
て
嗽

ひ
つ
。
後
に
天
皇
聞
し
め
し
て
、
使
を
遣
は
し
て
そ
の
人
ど
も
を
捕

へ
し
め
た
ま
ふ
。
…
（
中
略
）
…
す
で
に
し
て
、
使
ひ
に
従
ひ
て
参

ゐ
向
ひ
ぬ
。
授
刀
寮
に
禁
む
。
す
な
は
ち
、
皇
子
の
誕
生
れ
ま
せ
る

に
よ
り
て
、
時
に
朝
廷
に
大
き
に
賀
き
、
天
の
下
に
大
赦
す
。
刑
罰
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是
の
月
や
、
日
夜
分
し
。
雷
乃
ち
聲
を
發
し
、
始
め
て
電
す
。
蟄
塁

威
動
き
、
戸
を
啓
き
て
始
め
て
出
づ
。
雷
に
先
つ
こ
と
三
日
、
木
鐸

を
奮
ひ
て
以
て
兆
民
に
令
し
て
曰
く
、
雷
將
に
聲
を
發
せ
ん
と
す
。

其
の
容
止
を
戒
め
ざ
る
者
あ
ら
ぱ
、
生
子
備
は
ら
ず
、
必
ず
凶
災
有

晩叩ノ、、〆」。

（
新
釈
漢
文
大
系
本
に
よ
る
）

こ
こ
で
、
「
是
の
月
」
と
は
二
月
を
表
す
。
こ
の
時
期
に
は
雷
が
鳴
り

始
め
、
雷
光
が
ひ
ら
め
く
か
ら
、
謹
ん
で
神
の
怒
り
に
触
れ
な
い
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
そ
れ
を
守
ら
な
け
れ
ば
、
生
ま
れ
て
く

る
子
ど
も
は
不
具
と
な
り
、
ひ
ど
い
災
い
に
も
出
く
わ
す
、
と
い
う
の

だ
。
「
雷
」
と
「
不
具
の
子
」
の
関
係
は
、
そ
の
ま
ま
神
亀
四
年
の
状
況

ｌ
災
異
の
多
発
と
皇
子
の
誕
生
Ｉ
に
向
き
合
い
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
。

あ
る
。

を
加
へ
ず
し
て
、
反
り
て
官
禄
を
衆
人
に
賜
ふ
。
歓
喜
比
な
か
り

圭ベーー。

（
第
三
十
二
新
全
集
本
に
よ
る
）

神
亀
四
年
は
、
ま
さ
に
授
刀
寮
散
禁
歌
群
の
題
詞
に
見
ら
れ
る
そ
の
年

で
あ
る
。
聖
武
天
皇
が
郊
外
で
猟
を
し
て
い
る
の
を
知
ら
ず
に
、
そ
の
獲

物
の
鹿
を
殺
し
て
食
べ
た
農
民
が
罰
せ
ら
れ
、
授
刀
寮
に
監
禁
さ
れ
る
。

皇
太
子
・
授
刀
寮
．
そ
し
て
、
天
皇
に
関
わ
る
罪
と
、
授
刀
寮
散
禁
歌
群

の
題
詞
・
左
注
や
、
続
日
本
紀
の
記
事
に
示
さ
れ
る
状
況
に
通
じ
る
も
の

が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
と
い
え
る
。

神
亀
四
年
は
皇
子
誕
生
の
年
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
皇
子
に
つ
い
て
の

言
及
が
多
い
の
は
当
然
だ
。
し
か
し
こ
の
皇
子
が
、
誕
生
か
ら
一
年
後
の

九
月
十
三
日
に
病
に
よ
っ
て
こ
の
世
を
去
る
こ
と
を
思
え
ば
、
不
遇
の
皇

子
に
纏
わ
る
言
説
が
事
後
的
に
生
み
だ
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

『
礼
記
』
月
令
に
は
、
雷
と
子
供
の
誕
生
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
、
フ
に

こ
の
よ
う
に
、
神
亀
四
年
に
轟
く
雷
は
、
天
皇
の
み
な
ら
ず
皇
子
に
と

っ
て
も
不
吉
な
現
象
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
時
期
に
、
授
刀
寮
散
禁
歌
群

が
示
す
よ
う
な
事
件
が
実
在
し
た
と
す
れ
ば
、
宮
廷
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど

不
名
誉
か
つ
危
険
な
こ
と
は
な
い
。
先
の
勅
よ
り
一
ヶ
月
後
に
出
さ
れ
た

三
月
二
十
二
日
の
勅
に
も
、
「
衛
府
の
人
等
は
日
夜
關
庭
に
宿
衛
し
て
、

（Ⅲ）

諏
く
そ
の
府
を
離
れ
て
他
処
に
散
ち
使
ふ
こ
と
得
ざ
れ
」
と
あ
り
、
側
近

集
団
の
護
衛
に
関
す
る
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
、
授
刀
寮
散
禁
歌
群
の
歌
に
詠
ま
れ
る
の
は
、

散
禁
さ
れ
「
妄
り
て
道
路
に
出
づ
る
こ
と
を
得
ざ
ら
し
む
」
こ
と
に
対
す

る
「
惟
憤
」
の
思
い
で
あ
る
と
い
、
フ
。
な
ぜ
、
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な

歌
群
が
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
謎
を
解
き
明
か
す
鍵
は
当
歌

群
の
歌
の
表
現
に
あ
る
よ
う
だ
。
以
下
、
一
度
題
詞
・
左
注
を
離
れ
、
歌

の表現を追っていきたいと思、フ。

ま
ず
長
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
は

じ
め
に
、
春
の
春
日
山
や
高
円
に
出
か
け
る
の
を
楽
し
み
に
す
る
と
い
う

内
容
、
次
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
る
前
に
左
保
川
で
旗
ぎ
祓
え
を
し

て
お
け
ば
良
か
っ
た
と
い
う
内
容
。
そ
し
て
最
後
に
、
大
君
の
命
令
を
畏

れ
多
く
思
い
、
外
に
出
る
こ
と
が
ま
ま
な
ら
な
い
た
め
に
恋
の
思
い
を
抱

か
さ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
歌
の
内
部
に
は
詠
み
手
を
含
む
集
団
の

行
為
を
「
罪
」
と
し
て
捉
え
る
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
か
る
》
う
じ
て
旗
ぎ

祓
え
の
部
分
に
そ
の
要
素
を
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
が
、
そ
れ
も
難
し

い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
あ
ら
か
じ
め
」
や
「
（
か
ね
て
）
知
り
せ
ば
」
と
い
つ

Ｉ■■■■■
■■■■■

■■■■■■■
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た
表
現
は
、
思
わ
ぬ
恋
の
展
開
や
人
の
死
に
対
し
て
多
く
使
わ
れ
る
表
現

で
、
こ
ち
ら
側
に
は
予
測
不
可
能
な
事
態
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

示
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
旗
ぎ
祓
え
を
し
て
お
く

の
だ
っ
た
と
い
う
後
悔
を
導
き
出
す
こ
と
が
ら
は
、
予
測
し
て
避
け
ら
れ

る
よ
、
フ
な
出
来
事
で
は
な
く
、
不
意
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
類
の
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
罪
や
罪
に
対
す
る
反
省
が
詠
ま
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
こ

の
歌
が
刑
罰
に
対
す
る
不
満
を
述
べ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
性
急
に
す

ぎ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歌
は
刑
罰
の
こ
と
に
一
切
触
れ
ず
、
春
の
到
来
を
心

待
ち
に
す
る
春
景
へ
の
「
恋
」
を
描
く
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
は
、
先

程
触
れ
た
旗
ぎ
祓
え
も
、
「
恋
」
と
の
関
連
が
深
い
語
で
あ
る
。
た
と
え

ば、次のよ、フな歌がある。

君
に
よ
り
言
の
繁
き
を
古
郷
の
明
日
香
の
河
に
み
そ
ぎ
し
に
行
く

（④六二六）

恋
の
う
わ
さ
が
、
う
る
さ
い
た
め
に
濯
ぎ
を
し
よ
、
う
と
い
、
フ
も
の
だ
。
一

般
に
授
刀
寮
散
禁
歌
群
の
「
旗
ぎ
祓
え
」
は
、
雷
に
逢
っ
た
こ
と
、
そ
の

際
に
宮
中
に
控
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
結
果
授
刀
寮
に
散
禁
さ
れ

る
事
態
を
招
い
た
こ
と
な
ど
に
対
し
、
事
前
に
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
対
処

法
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
題
詞
・
左
注
を
は
ず
し
歌
の
内
容
だ
け

を
追
え
ば
、
こ
の
「
旗
ぎ
祓
え
」
も
今
抱
え
て
し
ま
っ
た
春
景
へ
の

「
恋
」
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
取
り
除
く
た
め
の
も
の
と
読
む
ほ
う
が
自
然

な
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
先
ほ
ど
触
れ
た
「
（
か
ね
て
）
知
り
せ
ば
」

の用例にも、

か
く
恋
ひ
む
も
の
と
知
り
せ
ば
夕
置
き
て
朝
は
消
ぬ
る
露
に
あ
ら
ま

し
を

（巻十二・三○三八）

か
く
恋
ひ
む
も
の
と
知
り
せ
ば
我
妹
子
に
言
問
は
ま
し
を
今
し
悔
し

も

（巻十二・三一四三）

か
く
ば
か
り
恋
ひ
む
と
か
ね
て
知
ら
ま
せ
ば
妹
を
ば
見
ず
ぞ
あ
る
べ

く
あ
り
け
る

（巻十五・三七三九）

な
ど
、
恋
心
を
抱
え
て
し
ま
っ
た
段
階
か
ら
遡
っ
て
、
自
ら
の
行
動
を
悔

や
む
歌
が
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
「
恋
」
の
要
素
は
長
歌
だ
け
で
な
く
反
歌
か
ら
も
う
か
が
え

る
。
反
歌
は
「
佐
保
の
内
に
遊
び
し
」
の
主
体
を
散
禁
さ
れ
て
い
る
者
と

と
る
か
そ
れ
以
外
の
宮
廷
の
人
々
と
と
る
か
で
お
よ
そ
二
通
り
に
解
釈
さ

れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
は
前
者
の
意
味
で
と
ら
れ
て
い
る
。
後
者
の
読
み

が
出
さ
れ
る
の
は
、
長
歌
に
「
春
日
野
・
高
円
」
が
詠
ま
れ
、
左
注
に
も

春
日
野
で
遊
ん
だ
と
あ
る
の
に
対
し
、
反
歌
で
は
「
佐
保
の
内
」
で
遊
ん

（

旧

）

（

旧

）

だ
と
詠
ま
れ
る
こ
と
に
よ
る
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
読

み
に
従
え
ば
、
散
禁
さ
れ
た
者
達
を
後
目
に
他
の
人
々
が
遊
び
に
行
き
、

そ
の
体
験
を
こ
れ
見
よ
が
し
に
言
い
回
る
と
い
、
フ
流
れ
に
な
り
、
な
る
ほ

ど
矛
盾
は
解
決
す
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
題
詞
・
左
注
を
は
ず
し
て
考
え
れ
ば
、
前
提
で
あ
る
矛
盾
そ

の
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
長
歌
に
は
「
春
日
・
高
円
」
に

行
っ
た
と
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
の
だ
。
佐
保
川
で
濯
ぎ
祓
え
を
し
て
お
け

ば
よ
か
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
す
で
に
出
か
け
た
の
は

「
佐
保
」
の
地
で
あ
り
、
「
佐
保
の
内
」
で
遊
ん
だ
と
い
う
反
歌
に
も
合
致

す
る
。
あ
の
と
き
佐
保
の
内
の
佐
保
川
で
旗
ぎ
祓
え
を
し
て
お
い
た
な

ら
、
春
日
野
の
春
景
に
恋
焦
が
れ
る
思
い
を
抱
か
ず
に
す
ん
だ
の
に
、
と

長
歌
は
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
「
遊
び
し
」
の
主
体
が
散
禁
さ
れ
た

人
々
で
あ
る
こ
と
に
も
特
に
矛
盾
は
生
じ
な
い
の
だ
。
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さ
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
反
歌
の
結
び
、
「
宮
も
と
ど
ろ
に
」

で
あ
る
。
こ
こ
も
従
来
、
宮
廷
全
体
が
散
禁
者
達
の
失
態
の
う
わ
さ
で
も

（Ⅲ）

ち
き
り
と
な
る
意
味
に
取
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
繰
り
返
し
述

べ
て
き
た
よ
、
フ
に
、
長
歌
反
歌
ど
ち
ら
に
も
彼
ら
の
罪
や
罰
は
詠
ま
れ
て

い
な
い
。
歌
の
解
釈
だ
け
で
考
え
れ
ば
「
散
禁
者
の
失
態
」
は
前
提
に
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
何
が
「
宮
も
と
ど
ろ
に
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
と
ど
ろ
に
」
は
ど
う
ど
う
と
鳴
り
響
く
音
を
表
し
た
擬
音
語
と
い
わ

れ
、
万
葉
集
の
用
例
で
は
滝
の
落
ち
る
音
や
波
の
音
を
表
す
も
の
が
多

く
、
そ
の
音
が
人
の
声
高
な
う
わ
さ
の
職
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
目
立

つ。
伊
勢
の
海
の
磯
も
と
ど
ろ
に
寄
す
る
波
恐
き
人
に
恋
ひ
渡
る
か
も

（④六○○）

い
く
ば
く
も
降
ら
ぬ
雨
故
我
が
背
子
が
み
名
の
こ
こ
だ
く
滝
も
と
ど

ろ

に

（

⑪

二

八

四

○

）

葛
飾
の
真
間
の
手
児
奈
が
あ
り
し
か
ば
真
間
の
お
す
ひ
に
波
も
と
ど

ろ

に

（

⑭

三

三

八

五

）

左
夫
流
児
が
斎
き
し
殿
に
鈴
掛
け
ぬ
駅
馬
下
れ
り
里
も
と
ど
ろ
に

（
⑬
四
二
○
）

た
と
え
ば
六
○
○
番
歌
は
人
々
に
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
し
き
り
と
讃
え

ら
れ
る
、
畏
れ
多
い
相
手
へ
の
恋
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
三
三
八
五
番
歌
も

手
児
奈
の
美
貌
が
も
て
は
や
さ
れ
る
意
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
良
き
に
つ

け
悪
し
き
に
つ
け
人
々
の
注
目
を
集
め
る
人
物
と
の
恋
は
、
格
好
の
う
わ

さ
の
対
象
と
も
な
る
。
二
八
四
○
・
四
二
○
番
歌
で
は
、
相
手
の
評
判

に
と
ど
ま
ら
ず
、
二
人
の
関
係
に
関
す
る
評
判
が
立
ち
、
特
に
四
二
○

で
は
そ
の
う
わ
さ
が
里
を
駆
け
め
ぐ
る
様
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
と
ど
ろ
に
」
は
、
恋
に
執
勘
に
ま
と
わ
り
つ
く
人
々
の

う
わ
さ
の
激
し
さ
を
表
す
表
現
と
し
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
す
る
と
、
授
刀
寮
散
禁
歌
群
反
歌
に
見
ら
れ
る
「
と
ど
ろ
に
」
も

ま
た
、
散
禁
者
達
の
恋
を
喧
伝
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。
で
は
、
彼
ら
の
「
恋
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
梅
や
柳

の
見
頃
が
過
ぎ
る
の
を
惜
し
む
心
で
あ
る
。
長
歌
で
描
か
れ
る
春
日
野
と

同
じ
く
、
彼
ら
は
佐
保
の
内
の
自
然
や
景
観
に
心
惹
か
れ
遊
び
に
出
た
。

春
景
と
、
春
景
に
恋
い
焦
が
れ
遊
び
に
出
か
け
た
彼
ら
の
関
係
が
、
つ
い

に
逢
瀬
を
遂
げ
た
男
女
の
そ
れ
に
重
ね
ら
れ
る
。

ま
た
、
「
宮
も
と
ど
ろ
に
」
は
、
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
」
六
月
例
の
直
會

御
歌
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ
り
、
場
全
体
が
晴
れ
や
か
な
宴
の
空
間

と
化
し
て
い
る
状
態
を
次
の
よ
う
に
表
し
て
い
る
。

然
従
其
瀧
祭
之
地
、
紗
大
神
宮
奈
保
良
比
所
爾
参
入
來
、
以
同
日

夜
、
御
食
奈
保
良
比
、
禰
宜
、
大
内
人
、
井
諸
物
忌
、
内
人
等
、
及

物
忌
父
母
等
、
戸
人
男
女
等
、
皆
悉
参
集
侍
。
然
即
奈
保
良
比
御
歌

奉
。
其
歌
波
、
佐
古
久
志
侶
、
伊
須
々
の
宮
仁
、
御
氣
立
且
、
宇
都

奈
留
比
佐
婆
、
宮
毛
止
々
侶
爾
。
其
歌
波
、
毛
々
志
貴
乃
、
意
保
美

也
人
乃
、
多
乃
志
美
止
、
宇
都
奈
留
比
佐
婆
、
美
也
毛
止
々
侶
爾
、

也
。
供
奉
御
舞
、
自
禰
宜
始
、
内
人
物
忌
父
等
。

授
刀
寮
散
禁
歌
群
で
も
、
梅
や
柳
の
良
い
時
期
が
過
ぎ
る
の
を
惜
し

み
、
遊
び
に
出
か
け
た
風
流
な
「
八
十
伴
の
男
」
「
大
宮
人
」
達
が
う
わ

さ
の
中
心
と
な
る
こ
と
で
、
宮
廷
全
体
が
晴
れ
が
ま
し
い
雰
囲
気
に
包
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
、
フ
し
て
歌
の
表
現
を
追
っ
て
み
る
と
、
そ
の
中
心
は
良
い
季
節
を
迎

え
た
土
地
へ
の
恋
で
あ
り
、
題
詞
・
左
注
の
内
容
と
は
ず
い
ぶ
ん
趣
が
異
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当
歌
群
全
体
を
考
え
る
際
、
最
も
重
要
な
の
は
、
歌
の
中
の
「
恋
」
が

「
八
十
伴
の
男
」
「
大
宮
人
」
と
い
っ
た
「
天
皇
側
近
の
集
団
」
の
も
の
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
春
日
の
春
景
に
恋
の
心
を
抱
く

の
は
、
「
常
に
あ
り
せ
ば
友
並
め
て
遊
」
ぶ
は
ず
の
「
八
十
伴
の
男
」
と

い
う
集
団
で
あ
り
、
ま
た
、
「
大
君
の
命
恐
」
む
「
大
宮
人
」
た
ち
で
あ

る
。
公
的
な
任
務
に
対
し
、
私
的
な
思
い
が
描
か
れ
る
よ
う
に
も
見
え
る

当
歌
群
だ
が
、
こ
こ
で
の
「
恋
」
が
集
団
性
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
題
詞
・
左
注
に
目
を
向
け
れ

ば
、
こ
ち
ら
に
も
「
諸
王
」
「
諸
臣
子
」
「
数
王
子
」
「
侍
従
」
「
侍
衛
」
、

そ
し
て
「
授
刀
寮
」
と
、
天
皇
周
辺
に
位
置
す
る
集
団
の
名
が
羅
列
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
点
で
は
、
題
詞
・
歌
・
左
注
は
一
貫
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
集
団
を
表
す
語
は
、
互
い
に
当
歌
群
の
持
つ
集
団
性
を
強
調
す

る
と
と
も
に
、
歌
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
「
八
十
伴
の
男
」
「
大
宮
人
」
が
、

題
詞
・
左
注
の
「
諸
王
」
「
諸
臣
子
」
「
数
王
子
」
「
侍
従
」
「
侍
衛
」
「
授

刀
寮
」
に
よ
っ
て
そ
の
内
実
を
補
足
説
明
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。

で
は
、
そ
こ
で
補
足
さ
れ
る
「
八
十
伴
の
男
」
「
大
宮
人
」
像
と
は
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
は
、
天
皇
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
位
置

な
る
こ
と
が
分
か
る
。
題
詞
・
左
注
と
歌
の
間
に
あ
る
こ
う
し
た
方
向
性

の
違
い
を
確
認
し
た
上
で
、
も
う
一
度
歌
群
全
体
（
題
詞
・
歌
・
左
注
を

合
わ
せ
た
か
た
ち
）
を
眺
め
、
当
歌
群
の
聖
武
周
辺
歌
と
し
て
の
意
味
を

改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

四

し
、
天
皇
の
命
に
関
わ
る
重
要
な
任
務
を
任
さ
れ
た
集
団
と
し
て
の
姿
で

あ
る
。
題
詞
・
左
注
が
語
る
「
雷
」
や
「
授
刀
寮
」
と
い
う
要
素
は
、
彼

ら
が
天
皇
Ｉ
し
か
も
、
天
皇
一
般
で
は
な
く
聖
武
天
皇
Ｉ
に
最
も
近
い
集

団
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
小
子

部
栖
軽
の
例
に
顕
著
な
よ
う
に
、
雷
か
ら
天
皇
を
護
衛
す
る
義
務
を
負
う

者
は
同
時
に
天
皇
に
最
も
近
づ
く
権
利
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
授
刀
寮
は
そ
の
発
足
時
か
ら
聖
武
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
機
関
で
も

あ
っ
た
。
歌
の
中
に
彼
ら
を
組
み
込
む
こ
と
は
、
他
の
ど
の
天
皇
で
も
な

い
、
ま
さ
に
聖
武
天
皇
の
宮
廷
を
構
成
す
る
側
近
像
描
写
の
方
法
だ
っ
た

のである。

授
刀
寮
散
禁
歌
群
が
天
皇
周
辺
歌
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
の
も
、
そ
う

し
た
資
格
を
持
つ
集
団
が
春
日
に
恋
を
す
る
こ
と
を
詠
ん
だ
か
ら
だ
。
選

ば
れ
た
集
団
の
恋
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
春
日
は
す
ば
ら
し
い
土

地
と
し
て
讃
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
春
日
」
の
地
も
ま
た
、
聖
武
ゆ

か
り
の
地
で
あ
っ
た
。
藤
原
不
比
等
の
娘
で
あ
る
宮
子
か
ら
生
ま
れ
、
同

じ
く
不
比
等
の
娘
で
あ
る
光
明
子
を
后
に
す
る
聖
武
に
と
っ
て
、
藤
原
氏

の
氏
社
の
あ
る
春
日
の
地
が
特
別
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
。
当
歌
群
が
含
ま
れ
る
巻
六
に
行
幸
時
の
作
歌
が
数
多
く
載

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
が
、
藤
原
氏
出
身
の
母
を

持
つ
と
い
う
出
自
の
問
題
を
抱
え
る
聖
武
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
行
幸
は

自
ら
の
天
皇
た
る
根
拠
を
強
固
に
作
り
上
げ
る
過
程
の
一
つ
だ
っ
た
と
考

（旧）

え
ら
れ
る
。
春
日
讃
歌
と
し
て
の
授
刀
寮
散
禁
歌
群
、
当
歌
群
も
ま
た
、

聖
武
朝
と
い
う
新
し
い
天
皇
の
時
代
を
体
現
す
る
重
要
な
歌
と
し
て
、
巻

六
に
そ
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

不
意
の
雷
や
散
禁
の
罪
な
ど
、
宮
廷
に
と
っ
て
不
都
合
な
内
容
を
含
む
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よ
う
に
も
見
え
る
授
刀
寮
散
禁
歌
群
。
し
か
し
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
要
素

に
よ
っ
て
、
歌
中
の
「
八
十
伴
の
男
」
「
大
宮
人
」
ら
は
他
で
も
な
い
聖

武
天
皇
の
側
近
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
集
団
の
恋
焦
が

れ
る
地
と
し
て
聖
武
ゆ
か
り
の
春
日
を
描
く
当
歌
群
は
、
ま
さ
に
聖
武
朝

が
必
要
と
し
た
一
回
的
な
春
日
讃
歌
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

授
刀
寮
散
禁
歌
群
に
は
、
後
期
万
葉
に
お
け
る
大
伴
家
持
の
歌
と
の
近

似
が
見
ら
れ
、
そ
の
制
作
年
次
を
疑
う
向
き
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
制
作

年
次
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
歌
群
が
聖
武
朝
の
神
亀
四
年
と
い
う
場
と
分
か

ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
家
持
歌
と
の
検
討
も
こ

（旧）

う
し
た
理
解
の
上
に
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

注
（
１
）
岡
部
隆
志
「
「
過
」
き
る
人
麻
呂
ｌ
作
家
論
へ
の
試
み
」
（
宅
ミ

ナ
ー
古
代
文
学
」
八
八
一
九
八
九
）
な
ど
。

（
２
）
た
と
え
ば
、
武
田
祐
吉
『
萬
葉
集
全
註
騨
』
の
「
大
騒
ぎ
に
な
っ

て
遊
ば
れ
な
い
の
を
恨
め
し
そ
う
に
詠
ん
で
い
る
」
や
、
窪
田
空
穂

『
万
葉
集
評
釈
』
の
「
當
時
の
官
人
の
、
職
責
に
對
す
る
覺
悟
の
足

り
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ

た
解
釈
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
伊
藤
博
『
萬
葉
集
緯
注
』

は
、
「
悩
憤
の
情
を
主
題
に
し
、
そ
れ
自
体
を
歌
詠
に
し
て
楽
し
ん

で
い
る
よ
、
フ
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
長
歌
は
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
人
び
と

を
第
三
者
が
椰
楡
す
る
姿
勢
を
と
り
、
反
歌
は
第
三
者
の
そ
の
椰
楡

に
当
の
人
び
と
が
反
播
し
た
形
を
と
っ
て
い
る
と
読
め
る
。
」
と
、

歌
の
表
現
と
詠
み
手
の
関
わ
り
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
古

橋
信
孝
ヨ
万
葉
集
』
の
郊
外
」
（
『
和
文
学
の
成
立
奈
良
平
安
初

期
文
学
史
論
」
若
草
書
房
一
九
九
八
）
は
、
当
歌
の
よ
う
な
事
態

が
起
こ
る
背
景
に
、
国
家
組
織
の
確
立
に
よ
り
、
天
皇
と
は
独
立
し

て
行
動
し
這
う
る
貴
族
社
会
の
成
立
を
見
る
。

（
３
）
『
枕
草
子
」
（
新
全
集
本
）
二
七
七
段
、
「
神
の
い
た
う
鴫
る
を
り

に
」
に
「
神
な
り
の
陣
こ
そ
い
み
じ
う
お
そ
る
し
け
れ
。
左
右
の
大

将
、
中
少
将
な
ど
の
、
御
格
子
の
も
と
に
候
ひ
た
ま
ふ
、
い
と
ほ

し・」とある。

（
４
）
雷
鳴
の
陣
に
つ
い
て
は
『
北
山
抄
』
の
「
解
雷
鳴
陣
事
」
に
詳
し

い。
（
５
）
笹
山
晴
生
「
授
刀
寮
舎
人
補
考
」
含
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研

究
」
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
五
）
。
ま
た
、
直
木
孝
次
郎
氏
は

「
古
代
天
皇
の
私
的
兵
力
に
つ
い
て
」
含
史
林
』
四
五
巻
三
号
一

九
六
二
）
の
中
で
、
『
続
日
本
紀
」
の
配
記
が
「
大
舎
人
」
「
授
刀
舎

人
（
帯
剣
舎
人
）
」
「
兵
衛
」
の
順
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
授

刀
寮
は
令
外
の
軍
事
機
関
と
し
て
、
天
皇
の
私
兵
的
色
彩
を
強
く
帯

び
た
も
の
で
、
五
衛
府
以
上
に
天
皇
側
近
に
随
従
し
て
い
た
可
能
性

が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
６
）
「
肺
肺
の
侍
者
」
は
肺
や
肝
（
鯆
）
の
よ
う
な
、
な
く
て
は
な
ら

な
い
腹
心
の
侍
者
を
指
す
。
栖
軽
が
天
皇
の
側
近
と
し
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
７
）
こ
の
あ
と
に
後
日
讃
が
続
く
が
今
は
割
愛
す
る
。
ま
た
、
こ
の
話

の
ほ
と
ん
ど
同
内
容
が
雄
略
紀
七
年
七
月
の
条
に
も
見
え
る
。

（
８
）
『
古
典
集
成
』
の
頭
注
に
「
本
書
の
「
請
」
は
、
神
や
仏
を
お
迎

え
す
る
場
合
に
用
い
る
の
で
、
本
説
話
の
前
段
で
は
、
雷
は
僧
仏
な

み
に
神
と
し
て
待
遇
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。

（
９
）
辰
巳
正
明
「
天
人
感
応
の
詩
学
」
亀
万
葉
集
と
比
較
詩
学
』
お
う

ふ
層
７
一
九
九
七
）
に
詳
し
い
。

（
皿
）
ア
ジ
ア
プ
ッ
ク
ス
『
道
教
を
め
ぐ
る
攻
防
」
（
大
修
館
書
店
一

九九九）。

-８３-
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（
Ⅱ
）
『
古
義
」
に
、
「
さ
て
今
の
正
月
の
こ
と
は
、
続
紀
に
は
見
え
ざ
れ

ど
も
、
右
の
制
を
そ
む
き
て
、
宮
中
を
明
て
他
虚
に
出
遊
せ
し
に
よ

り
て
三
月
に
此
勅
あ
り
け
る
な
ら
む
」
と
、
当
歌
群
と
こ
の
勅
が
直

接
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
部
分
が
見
ら
れ
る
。

（
岨
）
都
の
東
側
に
位
置
す
る
春
日
野
を
基
準
に
す
る
と
、
そ
の
南
が
高

円
の
野
、
北
側
が
佐
保
と
な
り
、
確
か
に
こ
の
三
カ
所
を
重
ね
て
考

え
る
こ
と
は
難
し
い
。
高
円
の
地
に
は
聖
武
の
離
宮
が
あ
っ
た
こ
と

が
巻
二
十
・
四
五
○
六
番
歌
の
題
詞
か
ら
う
か
が
え
る
。
古
橋
信
孝

「
四
季
歌
の
成
立
」
亀
古
代
都
市
の
文
芸
生
活
』
大
修
館
書
店
一

九
九
四
）
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
場
所
は
全
て
、
当
時
の
都
に
対
す

る
郊
外
で
あ
り
、
人
々
が
季
節
を
感
じ
る
場
所
と
し
て
存
在
し
て
い

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
、
フ
な
観
点
か
ら
こ
の
三
カ
所
の
つ
な
が
り

を
解
く
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

（
過
）
『
萬
葉
集
全
注
」
巻
第
六
（
吉
井
巌
）
は
「
左
注
に
よ
れ
ば
、
散

禁
さ
れ
て
い
る
人
々
が
赴
い
た
の
は
、
今
の
奈
良
市
東
方
の
春
日
野

で
あ
っ
て
、
佐
保
と
は
あ
き
ら
か
に
場
所
が
違
う
。
こ
の
「
遊
び

し
」
人
は
、
他
の
大
宮
人
た
ち
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

（
Ｍ
）
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
」
は
、
こ
の
反
歌
が
事
実
を
柾
げ
、
春

日
野
に
遊
ん
だ
こ
と
を
風
流
な
遊
び
と
し
て
言
い
な
す
こ
と
で
罪
を

小
さ
く
し
、
そ
の
よ
う
な
小
さ
な
罪
に
対
す
る
「
宮
も
と
ど
ろ
に
」

と
い
う
結
果
が
不
釣
り
合
い
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
と
す
る
。

噂
の
内
容
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
言
及
す
る
註
釈
は
見
ら
れ
な
い

が
、
お
お
む
ね
そ
の
文
脈
か
ら
春
日
野
に
遊
ん
だ
こ
と
に
対
す
る
非

難
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
巧
）
猪
股
と
き
わ
「
宮
廷
歌
人
ｌ
天
皇
の
宮
廷
・
歌
の
宮
廷
」
亀
古
代

文
学
講
座
８
万
葉
集
』
勉
誠
社
一
九
九
四
）
・

（
略
）
家
持
歌
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
森
朝
男
氏
（
『
恋
と
禁
忌
の
古

付
記
本
稿
は
、
平
成
十
四
年
八
月
二
十
一
日
の
古
代
文
学
会
夏
季
セ
ミ
ナ

ー
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。
席
上
、
諸
氏
よ
り
貴

重
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。

代
文
芸
史
』
な
ど
）
が
指
摘
す
る
自
然
に
対
す
る
恋
と
い
う
要
素
に

お
い
て
興
味
深
い
共
通
点
が
多
い
。
今
後
さ
ら
に
考
察
を
進
め
、
両

者
の
関
係
に
つ
い
て
も
言
及
で
き
れ
ば
と
思
う
。

- ８４ -


