
『
待
賢
門
院
堀
河
集
』
注
釈
（
七
）

加

藤

睦

松
本
真
奈
美

○
本
稿
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
待
賢
門
院
堀
河
集
』（
五
〇
一
・
五
七
）
を

底
本
と
し
、
そ
の
一
二
二
番
歌
か
ら
一
三
七
番
歌
ま
で
の
本
文
を
掲
げ
、
注

釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
凡
例
に
つ
い
て
は
、『
立
教
大
学

日
本
文
学
』

第
一
〇
一
号
所
載
の
『
待
賢
門
院
堀
河
集
』
注
釈
（
一
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。

○
本
注
釈
に
お
け
る
和
歌
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
『
新
編
国
歌
大

観
』
に
、
散
文
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
っ
た
。
た
だ

し
『
今
鏡
』
は
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』、『
梁
塵
秘
抄
』
は
『
日
本
古
典
文

学
大
系
』、『
宝
物
集
』
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。
い
ず
れ
の

場
合
も
引
用
に
際
し
て
適
宜
表
記
を
改
め
た
。

か

え

を

さ
ま
変
へ
さ
せ
お
は
し
ま
し
し
日
、
や
が
て
御
と
も
に
な
り
て

を

ま
い

さ
ぶ
ら
ふ
に
、
お
く
れ
参
ら
せ
ぬ
る
こ
と
を
思
ひ
て

い
ゑ

い

み
ち

を

一
二
二

も
ろ
と
も
に
家
を
出
で
に
し
か
ひ
も
な
く
ま
こ
と
の
道
に
た
ち
お

く
れ
ぬ
る

【
校
異
】
○
お
は
し
ま
し
し
日
―
底
本
「
を
は
し
ま
し
て
日
」。「
お
は
し
ま

し
ゝ
日
」（
松
・
群
）
に
よ
り
校
訂

【
現
代
語
訳
】
女
院
さ
ま
が
落
飾
な
さ
っ
た
日
、
そ
の
ま
ま
お
供
に
な
っ
て

お
仕
え
し
た
の
に
、
こ
の
た
び
は
崩
御
に
取
り
残
さ
れ
申
し
あ
げ
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
思
っ
て

御
一
緒
に
出
家
し
た
甲
斐
も
な
く
、
こ
の
た
び
西
方
浄
土
に
向
か
わ
れ
る

女
院
さ
ま
の
真
の
旅
路
に
、
遅
れ
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
よ
。

【
語
釈
】
○
さ
ま
変
へ
さ
せ
お
は
し
ま
し
し
日

待
賢
門
院
が
落
飾
（
出
家
）

な
さ
っ
た
日
。
康
治
元
年
（
一
一
四
二
）
二
月
二
十
六
日
の
こ
と
。
↓
【
補

説
】。

○
や
が
て

そ
の
ま
ま
。

○
御
と
も

貴
人
の
そ
ば
近
く
に
つ

き
従
う
者
。
堀
河
が
待
賢
門
院
の
落
飾
に
従
っ
て
出
家
を
し
、
引
き
続
き
そ

ば
に
仕
え
た
こ
と
を
言
う
。
↓
【
補
説
】。

○
お
く
れ
参
ら
せ
ぬ
る
こ
と

待
賢
門
院
の
崩
御
に
は
お
供
で
き
な
か
っ
た
こ
と
。「
お
く
る
」
は
先
に
死

な
れ
て
後
に
残
さ
れ
る
の
意
。
待
賢
門
院
は
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
八
月

二
十
二
日
、
四
十
五
歳
で
崩
御
。
↓
【
補
説
】。

○
も
ろ
と
も
に

一
緒

に
。

○
家
を
出
で
に
し

「
家
を
出
づ
」
は
出
家
す
る
の
意
。「
露
の
身

の
仮
の
宿
り
に
君
を
お
き
て
家
を
出
で
ぬ
る
こ
と
ぞ
悲
し
き
」（
栄
花
物
語
・

巻
九
・
い
は
か
げ
・
一
条
院
出
家
時
の
詠
／
新
古
今
集
・
哀
傷
・
七
七
九
で

は
異
同
あ
り
）。

○
ま
こ
と
の
道

仏
道
に
お
け
る
真
実
の
道
。
悟
り
の
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道
。「
君
す
ら
も
ま
こ
と
の
道
に
入
り
ぬ
な
り
ひ
と
り
や
長
き
闇
に
ま
ど
は

ん
」（
後
拾
遺
集
・
雑
三
・
一
〇
二
六
・
選
子
内
親
王
／
出
家
し
た
上
東
門

院
へ
の
歌
）。
こ
こ
で
は
西
方
浄
土
に
向
か
う
待
賢
門
院
の
死
出
の
旅
路
を

い
う
。

○
た
ち
お
く
れ
ぬ
る

「
た
ち
お
く
る
」
は
行
動
を
起
こ
す
の
が

他
よ
り
遅
れ
る
意
。

【
補
説
】
待
賢
門
院
の
崩
御
は
「
廿
二
日
乙
未
、
酉
尅
、
待
賢
門
院
崩
、〈
三

條
高
倉
第
〉」（『
台
記
』
久
安
元
年
八
月
）、「
廿
二
日
。
酉
剋
。
待
賢
門
院

崩
給
〈
春
秋
卌
五
〉。」（『
本
朝
世
紀
』
久
安
元
年
八
月
）、「
八
月
廿
二
日
。

待
賢
門
院
崩
二
于
三
條
高
倉
第
一
」（『
百
錬
抄
』
久
安
元
年
）
な
ど
の
記
述

か
ら
、
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
八
月
二
十
二
日
の
こ
と
と
知
ら
れ
る
。

こ
れ
に
先
立
つ
康
治
元
年
（
一
一
四
二
）
二
月
二
十
六
日
、
待
賢
門
院
は

仁
和
寺
の
法
金
剛
院
に
お
い
て
落
飾
し
た
。
こ
の
時
堀
河
は
、『
本
朝
世
紀
』

同
日
条
に
「
是
日
。
待
賢
門
院
〈
璋
子
〉。
於
二
仁
和
寺
法
金
剛
院
御
所
一。

有
二
御
出
家
事
一。〈
法
名
真
如
法
〉。
…
（
中
略
）
…
女
房
二
人
同
為
レ
尼
。

故
顕
仲
卿
女
。〈
号
二
堀
川
殿
一
〉。
故
右
京
大
夫
藤
定
実
朝
臣
女
。〈
号
二
中

納
言
一
〉。」
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
朋
輩
の
女
房
中
納
言
と
と
も
に
出
家

を
遂
げ
て
い
る
。
待
賢
門
院
と
ど
こ
ま
で
も
運
命
を
と
も
に
す
る
と
い
う
思

い
を
示
す
行
動
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

当
該
歌
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
君
の
死
出
の
旅
路
に
同
道
が
か
な

わ
な
か
っ
た
痛
恨
の
思
い
を
歌
っ
た
一
首
で
あ
る
。
待
賢
門
院
の
崩
御
後
間

も
な
い
時
期
の
詠
で
あ
ろ
う
。

�

御
所
に
さ
し
い
で
て
も
い
づ
か
た
に
か
と
あ
は
れ
に
て

ふ
ね
な
が

な
み
だ

う
ら

一
二
三

こ
れ
や
さ
は
舟
流
し
た
る
あ
ま
な
ら
ん
涙
の
浦
に
よ
る
か
た
も
な

し

【
校
異
】
○
御
所
に
―
御
ま
へ
に
（
松
）、
御
前
に
（
群
）

○
こ
れ
や
さ
は

―
こ
れ
や
さ
へ
（
松
）

○
な
み
た
の
う
ら
に
―
な
み
た
の
う
み
に
（
松
）、

涙
の
海
に
（
群
）

【
現
代
語
訳
】
御
所
に
出
仕
し
て
も
、
女
院
さ
ま
は
ど
こ
に
も
い
ら
っ
し
ゃ

ら
な
い
と
も
の
悲
し
く
思
わ
れ
て

こ
の
私
こ
そ
が
そ
れ
で
は
、（
古
歌
に
詠
ま
れ
た
）
舟
を
流
し
て
し
ま
っ

た
海
人
な
の
だ
ろ
う
か
。
悲
し
み
の
涙
の
浦
に
漂
い
な
が
ら
、（
女
院
様
を

失
っ
て
）
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
も
な
い
。

【
語
釈
】
○
御
所

待
賢
門
院
の
御
所
、
三
条
高
倉
第
。

○
さ
し
い
で
て

も

出
仕
し
て
も
。
こ
の
表
現
か
ら
、
堀
河
が
待
賢
門
院
の
崩
御
後
に
ひ
と

た
び
里
下
が
り
を
し
て
お
り
、
し
ば
ら
く
後
に
再
出
仕
し
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。

○
い
づ
か
た
に
か

女
院
さ
ま
は
ど
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
、

い
や
、
ど
こ
に
も
お
ら
れ
な
い
。「
か
」
は
反
語
。

○
こ
れ
や
さ
は

こ

れ
こ
そ
が
そ
れ
で
は
。
知
識
を
実
感
と
し
て
理
解
し
た
心
境
を
表
す
。

○

舟
流
し
た
る
あ
ま

主
君
の
七
条
后
（
藤
原
温
子
）
を
失
っ
た
際
の
伊
勢
の

歌
「
…
年
経
て
住
み
し

伊
勢
の
あ
ま
も

舟
流
し
た
る

心
地
し
て

よ

ら
む
方
な
く

悲
し
き
に
…
」（
古
今
集
・
雑
体
・
一
〇
〇
六
）
を
踏
ま
え

る
。「
尼
」
と
「
海
人
」
と
を
掛
け
る
。

○
涙
の
浦

大
量
の
涙
を
入
江

に
た
と
え
た
表
現
。
同
時
代
の
用
例
に
「
わ
び
ぬ
れ
ば
涙
の
浦
に
身
を
な
げ

て
あ
ひ
見
ん
後
の
世
を
や
待
た
ま
し
」（
忠
盛
集
・
六
八
）
が
あ
る
。
諸
本

に
見
え
る
「
涙
の
海
」
に
も
早
く
「
人
恋
ふ
る
涙
の
海
に
し
づ
み
つ
つ
水
の

泡
と
ぞ
思
ひ
消
え
ぬ
る
」（
好
忠
集
・
四
四
一
）
の
例
が
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
底
本
の
本
文
を
と
る
。

○
よ
る
か
た
も
な
し

前
掲
の
伊
勢
の
歌
の

「
…
よ
ら
む
方
な
く

悲
し
き
に
…
」
を
踏
ま
え
る
。「（
心
が
）
拠
る
」
に

「（
舟
が
）
寄
る
」
を
掛
け
る
。「
舟
」「
あ
ま
」「
浦
」「
寄
る
」
は
縁
語
。
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【
補
説
】
亡
き
主
君
の
不
在
を
あ
ら
た
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
悲
し
み
の
中
、

伊
勢
の
著
名
歌
を
思
い
起
こ
し
、
自
身
の
境
遇
と
重
ね
合
わ
せ
て
詠
じ
た
一

首
。「
舟
流
し
た
る
あ
ま
」
と
い
う
語
句
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
「
女
」

の
歌
「
袖
の
う
ら
に
た
だ
我
が
や
く
と
し
ほ
た
れ
て
舟
流
し
た
る
あ
ま
と
こ

そ
な
れ
」
に
も
見
え
る
が
、
こ
れ
は
他
の
男
の
存
在
を
「
宮
」
に
疑
わ
れ
た

悲
し
み
を
歌
っ
た
も
の
で
、
当
該
歌
の
方
が
は
る
か
に
伊
勢
の
歌
の
詠
歌
事

情
に
近
い
状
況
の
も
と
で
詠
ま
れ
て
い
る
。

む
か

べ
た
う

ま
い

い

た

向
ひ
に
ゐ
ら
れ
た
る
別
当
の
、
行
幸
に
参
る
と
て
、
出
で
立

�

き

ゆ
き

ふ

ち
の
ひ
し
め
か
る
る
気
色
も
聞
こ
ゆ
る
に
、
雪
う
ち
降
り
て

を

し
づ
か
に
あ
は
れ
な
る
に
さ
し
置
か
す

た
れ

け

ふ

さ
そ

き

一
二
四
続
拾
誰
も
み
な
今
日
の
み
ゆ
き
に
誘
は
れ
て
消
え
に
し
あ
と
を
と
ふ

人
も
な
しら

る

【
校
異
】
○
ま
い
る
と
て
―
ま
い
ら
る
ゝ
と
て
（
群
）

○
と
ふ
人
も
な
し

ぞ
な
き
集

―
と
ふ
人
も
な
し
（
群
）

【
校
訂
注
記
】
○
き
え
に
し
あ
と
を
―
底
本
「
ゝ
」
を
ミ
セ
ケ
チ
し
て
「
え
」

と
改
む

【
現
代
語
訳
】
向
か
い
に
住
ん
で
お
ら
れ
た
別
当
が
、
行
幸
に
お
供
と
し
て

参
上
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
準
備
の
た
め
に
人
々
が
集
ま
っ
て
騒
ぎ
立

て
る
様
子
も
聞
こ
え
た
が
、
雪
が
降
っ
て
こ
ち
ら
は
静
か
に
し
ん
み
り
と
し

て
い
た
の
で
、（
別
当
の
も
と
に
）
置
か
せ
た
歌

誰
も
皆
、
今
日
の
雪
の
中
、
行
幸
に
誘
わ
れ
て
出
か
け
て
し
ま
い
、
お
隠

れ
に
な
っ
た
女
院
さ
ま
を
偲
ん
で
訪
れ
る
人
も
な
い
。

【
他
出
】

○
『
続
拾
遺
集
』
雑
下
・
一
三
〇
七

待
賢
門
院
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
け
る
御
い
み
の
ほ
ど
に
、
や
は
た
の
行

幸
と
き
こ
え
け
る
日
雪
の
ふ
り
け
る
に
、
さ
き
ざ
き
ま
ゐ
る
人
も
み

え
ざ
り
け
れ
ば
、
三
条
内
大
臣
左
衛
門
督
に
侍
り
け
る
時
、
だ
い
ば

ん
所
よ
り
と
て
か
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

堀
川

た
れ
も
み
な
け
ふ
の
み
ゆ
き
に
さ
そ
は
れ
て
き
え
に
し
跡
を
問
ふ
人
ぞ
な

き
○
『
後
葉
集
』
哀
傷
・
四
二
一

待
賢
門
院
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
又
の
と
し
十
二
月
、
や
は
た
の
行

幸
あ
り
け
る
日
、
雪
の
ふ
り
た
り
け
れ
ば
、
彼
だ
い
ば
ん
ど
こ
ろ
よ

り
、
行
幸
に
ま
か
り
け
る
人
に
申
し
つ
か
は
し
け
る

堀
河

誰
も
み
な
け
ふ
の
み
ゆ
き
に
さ
そ
は
れ
て
き
え
に
し
跡
を
問
ふ
人
も
な
し

○
『
続
詞
花
集
』
哀
傷
・
四
一
〇

待
賢
門
院
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
五
十
日
は
て
て
も
女
房
た
ち
は
ゆ

き
ち
ら
で
は
べ
る
に
、
や
は
た
の
行
幸
と
き
こ
ゆ
る
日
雪
の
ふ
れ
る

に
、
と
き
ど
き
ま
ゐ
る
人
も
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
三
条
の
内
の
大
ま

う
ち
君
の
別
当
と
い
ひ
け
る
時
、
院
の
大
盤
所
よ
り
と
て
、
こ
の
家

に
さ
し
お
か
せ
侍
り
け
る

堀
河

た
れ
も
み
な
け
ふ
の
み
ゆ
き
に
さ
そ
は
れ
て
き
え
に
し
跡
を
と
ふ
人
ぞ
な

き
○
『
中
古
六
歌
仙
』
異
本
歌
（
高
松
宮
家
蔵
『
清
輔
俊
恵
登
蓮
堀
河
集
』）

待
賢
門
院
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
の
ち
、
む
か
ひ
に
ゐ
た
り
け
る
人
の

行
幸
に
ま
ゐ
る
と
て
、
い
で
た
ち
の
の
し
る
け
し
き
き
こ
ゆ
る
に
、

雪
う
ち
ふ
り
て
し
づ
か
に
あ
は
れ
な
り
け
れ
ば
、
さ
し
お
か
せ
け
る

続
詞
花
た
れ
も
み
な
け
ふ
の
み
ゆ
き
に
さ
そ
は
れ
て
き
え
に
し
あ
と
を
と
ふ
人
も

な
し
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○
『
今
鏡
』
巻
二
・
す
べ
ら
ぎ
の
中
（
括
弧
内
は
稿
者
注
）

（
待
賢
門
院
は
）
今
の
一
院
の
御
母
に
お
は
し
ま
せ
ば
、
い
と
や
む
ご
と

な
く
お
は
し
ま
す
。
仁
和
寺
に
御
堂
つ
く
ら
せ
給
ふ
。
こ
が
ね
の
一
切
経
な

ど
書
か
せ
給
ひ
て
、
康
治
二
年
御
ぐ
し
お
ろ
さ
せ
給
ふ
。
御
名
は
真
如
法
と

つ
か
せ
給
ふ
と
ぞ
。
久
安
元
年
八
月
廿
二
日
か
く
れ
さ
せ
給
に
き
。
又
の
年

の
正
月
二
日
、
か
の
院
の
女
房
の
中
よ
り
高
倉
の
内
の
大
臣
の
御
も
と
へ
、

み
な
人
は
け
ふ
の
み
ゆ
き
と
い
そ
ぎ
つ
つ
消
え
に
し
あ
と
は
と
ふ
人
も

な
し

顕
仲
の
伯
の
む
す
め
、
堀
河
の
君
の
歌
と
ぞ
聞
こ
え
侍
り
し
。

○
『
宝
物
集
』
巻
三

待
賢
門
院
か
く
れ
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
、
ほ
か
へ
渡
し
参
ら
せ
け
る

夜
、
た
だ
ひ
と
り
本
所
に
と
ど
ま
り
て
、
よ
み
侍
り
け
る

堀
河

た
れ
も
皆
け
ふ
の
み
ゆ
き
に
さ
そ
は
れ
て
消
え
に
し
あ
と
を
と
ふ
人
ぞ
な

き
【
語
釈
】
○
別
当

藤
原
公
教
。
の
ち
の
三
条
内
大
臣
。
康
和
五
年
（
一
一

〇
三
）
〜
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）、
五
十
八
歳
。
藤
原
実
行
男
、
母
は
藤

原
顕
季
女
。
父
実
行
は
待
賢
門
院
の
異
母
兄
の
た
め
、
待
賢
門
院
の
甥
に
あ

た
る
。
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
当
時
、
権
中
納
言
に
し
て
左
衛
門
督
と
検

非
違
使
別
当
を
兼
ね
て
い
た
。

○
行
幸

近
衛
天
皇
の
石
清
水
八
幡
へ
の

行
幸
。
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
十
一
月
九
日
。
↓
【
補
説
】。

○
出
で

立
ち

出
立
の
準
備
。

○
ひ
し
め
か
る
る

「
ひ
し
め
く
」
は
人
々
が
集

ま
っ
て
騒
ぎ
立
て
る
意
。

○
さ
し
置
か
す

差
し
出
し
て
置
か
せ
る
。
こ

と
さ
ら
に
送
り
届
け
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
と
な
く
相
手
の
身
近
に
置
か

せ
る
。
○
今
日
の
み
ゆ
き

「
行
幸
」
に
折
か
ら
の
「
み
雪
」
を
掛
け
る
。

○
消
え
に
し
あ
と

崩
御
し
た
待
賢
門
院
の
残
し
た
思
い
出
。「
消
え
」「
跡
」

は
雪
の
縁
語
。

【
補
説
】『
今
鏡
』
は
当
該
歌
の
詠
歌
年
次
を
久
安
二
年
（
一
一
四
六
）
正
月

二
日
と
伝
え
る
が
、『
続
拾
遺
集
』
お
よ
び
『
続
詞
花
集
』
の
詞
書
に
従
い
、

待
賢
門
院
崩
御
後
間
も
な
い
時
期
の
近
衛
天
皇
の
石
清
水
行
幸
の
折
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
森
本
元
子
氏
「
院
政
期
の
女
流
歌
人
―
特
に
待

賢
門
院
堀
河
と
そ
の
家
集
―
」（
風
間
書
房
、『
講
座
平
安
文
学
論
究
』
第
三

巻
、
一
九
八
六
年
）
の
指
摘
の
通
り
、
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
十
一
月
九

日
の
こ
と
で
あ
る
。『
台
記
』
同
日
条
の
記
事
「
九
日
庚
辰
、
自
レ
夜
雪
降
、

今
朝
、
積
レ
地
八
許
寸
、
是
日
、
天
皇
、
幸
二
石
清
水
一
」、
ま
た
『
本
朝
世

紀
』
同
日
条
の
記
事
「
九
日
庚
辰
。
自
レ
夜
雪
散
。
晴
陰
不
レ
定
。
是
日
。

石
清
水
行
幸
也
。〈
代
始
〉。」
に
よ
れ
ば
こ
の
日
は
前
夜
か
ら
雪
が
降
っ
て

お
り
、
当
該
歌
の
詞
書
に
記
さ
れ
た
天
候
と
矛
盾
し
な
い
。

待
賢
門
院
亡
き
後
、
御
所
の
三
条
高
倉
第
が
賑
わ
い
を
取
り
戻
す
こ
と
は

な
い
。
い
っ
ぽ
う
同
年
の
閏
十
月
に
は
「
四
日
乙
巳
。
内
大
臣
被
レ
下
二
除

服
宣
旨
一。〈
権
大
納
言
実
行
卿
以
下
。
待
賢
門
院
御
服
〉。」（『
本
朝
世
紀
』

久
安
元
年
閏
十
月
四
日
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
待
賢
門
院
の
異
母
兄
藤
原
実

行
以
下
の
服
喪
は
宣
旨
に
よ
り
除
か
れ
た
。
そ
し
て
十
一
月
九
日
、
目
の
前

の
邸
宅
に
住
む
実
行
男
公
教
は
、
行
幸
の
供
奉
の
準
備
に
勤
し
ん
で
い
る
。

当
該
歌
は
、
近
親
者
で
あ
り
な
が
ら
故
人
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
な
振
る
舞
い

に
覚
え
た
悲
哀
を
、
折
か
ら
の
雪
に
寄
せ
て
公
教
に
伝
え
た
歌
で
あ
る
。

な
お
当
該
歌
の
第
二
句
、
第
三
句
、
第
五
句
は
、
同
じ
句
ま
た
は
ほ
ぼ
同

じ
句
が
「
鶯
の
鳴
き
つ
る
な
へ
に
春
日
野
の
今
日
の
み
ゆ
き
を
花
と
こ
そ
見

れ
」（
後
撰
集
・
雑
春
・
一
〇
四
四
・
藤
原
忠
房
）、「
鶯
の
鳴
き
つ
る
声
に

誘
は
れ
て
花
の
も
と
に
ぞ
我
は
来
に
け
る
」（
後
撰
集
・
春
上
・
三
五
・
読

人
不
知
）、「
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
山
里
の
夕
暮
は
風
よ
り
ほ
か
に
と
ふ
人
も
な
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し
」（
古
今
集
・
秋
上
・
二
〇
五
・
読
人
不
知
）
と
い
っ
た
古
歌
に
見
え
る
。

掛
詞
縁
語
仕
立
て
の
技
巧
と
も
相
俟
っ
て
、
い
か
に
も
和
歌
ら
し
い
措
辞
で

構
成
さ
れ
た
一
首
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

を
り

に

ぼ
そ

お
は
し
ま
し
し
折
に
も
似
ず
、
心
細
く
あ
は
れ
に
、
御
所
の
か

を
と

え

ち

た
に
も
人
の
音
も
せ
ず
、
ひ
き
か
へ
あ
ら
ぬ
世
の
心
地
し
て

う
ら

な
み
だ

さ
と

一
二
五

ち
か
の
浦
の
君
も
な
ぎ
さ
に
か
へ
り
き
て
涙
に
し
づ
む
里
の
あ
ま

人

【
校
異
】
○
お
は
し
ま
し
し
―
底
本
「
お
は
し
ま
し
て
」。「
お
は
し
ま
し
ゝ
」

（
松
・
群
）
に
よ
り
校
訂

【
現
代
語
訳
】
女
院
さ
ま
の
御
在
世
中
と
は
異
な
り
、
心
細
く
し
ん
み
り
と

し
て
、
御
所
の
方
に
も
人
の
訪
れ
も
な
く
、
打
っ
て
変
わ
っ
て
別
の
世
界
の

よ
う
な
思
い
が
し
て

か
つ
て
身
近
に
お
仕
え
し
た
女
院
さ
ま
も
今
は
お
ら
れ
な
い
こ
の
御
所
に

帰
っ
て
き
て
涙
に
沈
む
、
里
の
尼
の
わ
が
身
で
あ
る
よ
。

【
他
出
】

○
『
中
古
六
歌
仙
』
異
本
歌
（
高
松
宮
家
蔵
『
清
輔
俊
恵
登
蓮
堀
河
集
』）

御
前
の
か
た
に
人
お
と
も
せ
で
、
お
は
し
ま
し
け
る
を
り
に
も
に

（
マ
マ
）

み
あ
は
れ
な
り
け
れ
ば

（
マ
マ
）

ち
か
浦
の
き
み
も
な
ぎ
さ
に
か
へ
り
き
て
涙
に
し
づ
む
里
の
あ
ま
人

【
語
釈
】
○
御
所

待
賢
門
院
の
御
所
、
三
条
高
倉
第
。
↓
一
二
三
。

○

ひ
き
か
へ

打
っ
て
変
わ
っ
て
。

○
ち
か
の
浦

千
賀
の
浦
。
陸
奥
国
の

歌
枕
。
現
在
の
宮
城
県
塩
竃
市
、
塩
釜
湾
一
帯
を
い
う
。「
近
（
し
）」
を
掛

け
る
。「
陸
奥
の
ち
か
の
浦
に
て
見
ま
し
か
ば
い
か
に
躑
躅
の
を
か
し
か
ら

ま
し
」（
道
綱
母
集
・
六
）。
○
な
ぎ
さ

「
渚
」
に
「
無
き
」
を
掛
け
る
。

参
考
「
逢
ふ
こ
と
の
な
ぎ
さ
に
し
よ
る
浪
な
れ
ば
怨
み
て
の
み
ぞ
立
ち
か
へ

り
け
る
」（
古
今
集
・
恋
三
・
六
二
六
・
在
原
元
方
）。

○
里
の
あ
ま
人

人
家
の
集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
住
む
海
人
。「
里
の
あ
ま
」
の
例
は
「
浦

風
に
な
び
き
に
け
り
な
里
の
あ
ま
の
た
く
藻
の
け
ぶ
り
心
よ
わ
さ
は
」（
後

拾
遺
集
・
恋
二
・
七
〇
六
・
藤
原
実
方
）
に
見
え
る
。
当
該
歌
で
は
「
海
人
」

に
「
尼
」
を
掛
け
、
す
で
に
出
家
を
し
て
い
た
堀
河
自
身
を
さ
す
。

【
補
説
】
自
ら
を
「
あ
ま
人
」
に
た
と
え
、
主
を
失
っ
た
御
所
に
と
ど
ま
る

こ
と
の
悲
哀
を
「
浦
」「
渚
」「
沈
む
」
と
い
っ
た
「
海
人
」
の
縁
語
を
用
い

て
歌
っ
た
一
首
で
あ
る
。「
里
の
あ
ま
人
」「
か
へ
り
き
て
」
と
い
う
表
現
か

ら
は
、
作
者
が
待
賢
門
院
の
崩
御
後
、
ひ
と
た
び
里
下
が
り
を
し
て
い
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
↓
一
二
三
。
な
お
当
該
歌
の
第
三
句
、
第
四
句
は
、

作
者
の
父
源
顕
仲
の
『
堀
河
百
首
』
の
歌
や
、大
治
三
年
（
一
一
二
八
）『
住

吉
歌
合
』
に
お
け
る
歌
に
同
じ
句
の
例
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
哀
傷
歌
で
は
な

い
が
、
悲
嘆
の
極
み
に
あ
っ
た
作
者
の
脳
裏
に
は
、
父
の
作
品
の
歌
句
が
浮

か
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
へ
り
き
て
見
る
べ
き
身
と
も
頼
ま
ね
ば
今
日
の
わ
か
れ
の
哀
な
る
か

な

（
堀
河
百
首
・
別
・
一
四
七
八
）

い
か
に
せ
ん
真
野
の
入
江
に
潮
満
ち
て
涙
に
し
づ
む
し
の
の
を
す
す
き

（
住
吉
歌
合
・
薄
恋
・
一
四
）

に

わ

じ

い

に
は

み
ど
り

六
月
十
日
ご
ろ
仁
和
寺
に
出
で
た
る
に
、
庭
も
木
ず
ゑ
も
緑
ふ

し
げ

か
げ

す

か
く
茂
り
あ
ひ
て
、
か
す
か
に
人
影
も
せ
ず
、
こ
れ
に
据
ゑ
そ

�

ち

つ

め
給
ひ�

し
こ
ろ
の
事
、
た
だ
今
の
心
地
し
て
、
あ
は
れ
尽
き
せ

日

こ
ゑ
た

き

ぬ
ひ
ぐ
ら
し
の
声
絶
え
ず
聞
こ
え
け
れ
ば

な
げ

ざ
と

�

日

一
二
六

君
こ
ふ
る
嘆
き
の
し
げ
き
山
里
は
た
だ
ひ
ぐ
ら
し
ぞ
と
も
に
な
き
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け
る

【
校
異
】
○
集
付
―
玉
葉
（
群
）

○
六
月
十
日
―
六
月
の
十
日
（
松
）

○
に
は
も
木
す
ゑ
も
―
に
は
木
す
ゑ
も
（
松
）

○
す
ゑ
そ
め
給
し
こ
ろ
―

み
イ

す
ゑ
そ
め
恨
し
こ
ろ
（
松
）、
す
へ
そ
め
給
ひ
し
こ
ろ
（
群
）

○
日
く
ら

に
イ

し
の
こ
ゑ
―
日
く
ら
し
の
聲
（
群
）

○
た
ゝ
日
く
ら
し
そ
―
底
本
「
た
ゝ

日
く
ら
し
は
」。「
た
ゝ
日
く
ら
し
そ
」（
松
・
群
）
に
よ
り
校
訂

【
現
代
語
訳
】
六
月
十
日
頃
仁
和
寺
に
出
か
け
た
と
こ
ろ
、
庭
も
木
々
の
梢

も
緑
が
深
く
茂
り
合
っ
て
、
わ
ず
か
に
人
の
姿
も
見
え
ず
、
こ
こ
に
初
め
て

御
堂
を
お
建
て
に
な
っ
た
頃
の
こ
と
が
、
ま
さ
し
く
今
の
よ
う
な
思
い
が
し

て
、
情
趣
が
尽
き
な
い
ひ
ぐ
ら
し
の
声
が
絶
え
ず
聞
こ
え
た
の
で

木
々
が
茂
り
、
女
院
さ
ま
を
恋
し
く
思
う
嘆
き
の
絶
え
間
が
な
い
こ
こ
山

里
で
は
、
た
だ
一
日
中
、
ひ
ぐ
ら
し
が
私
と
と
も
に
泣
い
て
い
る
こ
と
だ
よ
。

【
他
出
】

○
『
玉
葉
集
』
雑
四
・
二
四
〇
九

待
賢
門
院
か
く
れ
さ
せ
給
て
後
、
六
月
十
日
法
金
剛
院
に
ま
ゐ
り
た

る
に
、
庭
も
梢
も
し
げ
り
あ
ひ
て
か
す
か
に
人
か
げ
も
せ
ざ
り
け
れ

ば
、
こ
れ
に
す
み
そ
め
さ
せ
給
ひ
し
事
な
ど
た
だ
い
ま
の
こ
こ
ち
し

て
あ
は
れ
つ
き
せ
ぬ
に
、
ひ
ぐ
ら
し
の
こ
ゑ
た
え
ず
き
こ
え
け
れ
ば

堀
川

君
こ
ふ
る
な
げ
き
の
し
げ
き
山
郷
は
た
だ
ひ
ぐ
ら
し
ぞ
と
も
に
な
き
け
る

【
語
釈
】
○
六
月
十
日
ご
ろ

待
賢
門
院
の
崩
御
後
は
じ
め
て
迎
え
る
六
月

か
。
と
す
れ
ば
久
安
二
年
（
一
一
四
六
）
の
晩
夏
で
あ
る
。

○
仁
和
寺

真
言
宗
御
室
派
の
総
本
山
、
仁
和
寺
。
こ
こ
で
は
仁
和
寺
の
寺
域
に
建
立
さ

れ
た
待
賢
門
院
の
御
願
寺
、
法
金
剛
院
を
さ
す
。
↓
一
一
八
。

○
こ
れ
に

据
ゑ
そ
め
給
ひ
し
こ
ろ

こ
の
地
に
法
金
剛
院
を
お
建
て
に
な
っ
た
頃
。
↓

【
補
説
】。
○
た
だ
今

他
な
ら
ぬ
今
。「
現
在
」
の
意
を
強
調
し
て
言
う
。

○
嘆
き
の
し
げ
き

「
嘆
き
」
に
「
木
」
を
掛
け
、「
嘆
き
」
が
多
い
意
に

「
木
」
の
枝
葉
が
茂
り
合
う
意
を
掛
け
る
。

○
ひ
ぐ
ら
し

蜩
。
セ
ミ
の

一
種
。「
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
山
里
の
夕
暮
れ
は
風
よ
り
ほ
か
に
と
ふ
人
も
な

し
」（
古
今
集
・
秋
上
・
二
〇
五
・
読
人
不
知
）
の
よ
う
に
秋
の
夕
暮
れ
時

に
鳴
き
、
そ
の
声
は
寂
し
さ
を
誘
う
も
の
と
さ
れ
た
。『
金
葉
集
』
以
降
の

勅
撰
集
で
は
夏
部
の
歌
に
も
見
ら
れ
る
。
当
該
歌
で
は
一
日
中
の
意
の
「
日

暮
ら
し
」
を
掛
け
る
。

【
補
説
】
待
賢
門
院
崩
御
後
の
六
月
、
堀
河
は
仁
和
寺
の
法
金
剛
院
に
出
向

い
た
。
庭
に
も
木
々
の
梢
に
も
緑
が
深
く
茂
り
合
い
、
深
い
嘆
き
を
誘
う
。

落
慶
供
養
の
日
の
荘
厳
が
そ
の
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
一
方
で
、
あ

た
り
に
往
時
の
賑
わ
い
は
な
く
、
蜩
の
声
が
響
く
ば
か
り
で
あ
る
。
当
該
歌

は
、
故
人
ゆ
か
り
の
地
の
絶
え
間
な
い
蜩
の
声
に
寄
せ
、
尽
き
せ
ぬ
悲
嘆
を

詠
じ
た
一
首
で
あ
る
。

な
お
法
金
剛
院
の
落
慶
供
養
が
盛
大
に
催
さ
れ
た
の
は
、
大
治
五
年
（
一

一
三
〇
）
十
月
二
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
角
田
文
衛
氏
『
椒
庭
秘
抄
―
待

賢
門
院
璋
子
の
生
涯
―
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
）、
な
ら
び
に
森
本

氏
前
掲
論
文
が
指
摘
す
る
通
り
、『
中
右
記
』
同
日
条
に
「
仁
和
寺
女
院
御

○
剛
カ

願
寺
供
養
〈
法
金
□
院
〉」、『
百
錬
抄
』
同
日
条
に
は
「
待
賢
門
院
供
二
養

法
金
剛
院
一。〈
播
磨
守
基
隆
造
二
進
之
一。
上
皇
臨
幸
。〉」
の
記
事
が
あ
る
。

を
ぎ

は
お
と

七
月
一
日
い
つ
し
か
荻
の
葉
音
す
る
に

く
さ

さ
と

ゐ

つ
ゆ

し

一
二
七

草
ふ
か
き
あ
ば
ら
の
里
の
す
ま
ひ
し
て
露
の
命
の
ほ
ど
を
知
る

哉かな

【
校
異
】
○
七
月
一
日
―
七
月
朔
日
（
群
）

○
は
お
と
―
を
と
（
群
）
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た
歟

○
あ
は
ら
の
さ
と
の
―
あ
は
ら
の
さ
と
の
（
松
）

【
現
代
語
訳
】
七
月
一
日
、
早
く
も
風
に
吹
か
れ
る
荻
の
葉
音
が
す
る
の
で

草
深
い
荒
れ
果
て
た
里
に
住
ん
で
、
そ
の
草
に
置
く
露
の
よ
う
に
は
か
な

い
命
の
ほ
ど
を
思
い
知
る
こ
と
だ
な
あ
。

【
語
釈
】
○
七
月
一
日

旧
暦
で
は
秋
の
初
め
の
日
。
待
賢
門
院
の
崩
御
後

は
じ
め
て
迎
え
る
七
月
一
日
と
す
れ
ば
久
安
二
年
（
一
一
四
六
）
の
こ
と
で

あ
る
。

○
い
つ
し
か

早
く
も
。
暦
の
上
で
秋
に
な
っ
た
途
端
。

○
荻

の
葉
音

荻
の
葉
が
風
に
そ
よ
ぐ
音
。
秋
の
訪
れ
を
知
ら
せ
る
も
の
と
さ
れ

た
。「
荻
の
葉
の
そ
よ
ぐ
音
こ
そ
秋
風
の
人
に
知
ら
る
る
始
め
な
り
け
れ
」

（
拾
遺
集
・
秋
・
一
三
九
・
紀
貫
之
）。

○
草
ふ
か
き

仁
明
天
皇
の
国

忌
の
日
に
詠
じ
た
文
屋
康
秀
の
歌
「
草
ふ
か
き
霞
の
谷
に
影
か
く
し
照
る
日

の
く
れ
し
今
日
に
や
は
あ
ら
ぬ
」（
古
今
集
・
哀
傷
・
八
四
六
）
の
初
句
を

念
頭
に
置
い
た
か
。

○
あ
ば
ら
の
里

荒
れ
果
て
た
里
。
堀
河
自
身
の
里

を
い
う
か
。

○
露
の
命

風
に
こ
ぼ
れ
て
す
ぐ
消
え
る
草
の
上
の
露
の
よ

う
な
、
人
間
の
は
か
な
い
命
。

【
補
説
】
待
賢
門
院
崩
御
後
の
秋
の
初
め
、
作
者
堀
河
は
再
び
里
下
が
り
を

し
て
い
た
も
の
か
。
草
深
い
住
ま
い
に
吹
く
荻
の
葉
音
に
よ
り
、
作
者
は
秋

の
到
来
を
知
り
、
草
葉
の
上
の
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
人
の
命
を
思
う
。
待

賢
門
院
の
命
の
は
か
な
さ
の
こ
と
も
、も
ち
ろ
ん
念
頭
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
『
山
家
集
』
七
七
九
番
歌
詞
書
「
待
賢
門
院
、
か
く
れ
さ
せ
お
は
し
ま

し
に
け
る
御
跡
に
、人
々
ま
た
の
年
の
御
果
て
ま
で
候
は
れ
け
る
に
、…
（
中

略
）
…
堀
川
の
局
の
も
と
へ
申
し
お
く
り
け
る
」
に
よ
れ
ば
、
堀
河
を
は
じ

め
主
だ
っ
た
女
房
た
ち
は
、
一
周
忌
ま
で
は
三
条
高
倉
第
に
出
仕
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
当
該
歌
を
詠
じ
た
際
に
堀
河
が
里
下
が
り
を
し
て

い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ご
く
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

一
二
二
番
歌
か
ら
当
該
歌
ま
で
の
七
首
は
、
待
賢
門
院
崩
御
直
後
の
惑
乱

か
ら
、
主
を
失
っ
た
寄
る
辺
の
な
い
思
い
、
人
の
心
の
移
ろ
い
へ
の
嘆
き
、

女
院
在
世
時
を
思
い
起
こ
し
て
の
喪
失
感
、
人
の
命
の
は
か
な
さ
の
認
識
に

至
る
ま
で
の
、
悲
嘆
に
揺
れ
動
く
作
者
の
心
を
伝
え
て
い
る
。

薬
草
喩
品

く
さ

を

�
�

あ
め

そ
そ

一
二
八

草
も
木
も
お
の
が
さ
ま
ざ
ま
お
い
に
け
り
ひ
と
つ
の
雨
の
注
く
し

づ
く
に

【
校
異
】
異
同
ナ
シ
（
松
・
群
）

【
校
訂
注
記
】
○
そ
そ
く
し
づ
く
に
―
底
本
「
て
」
を
ミ
セ
ケ
チ
し
て
「
そ

く
」
と
改
む

【
現
代
語
訳
】
薬
草
喩
品

草
も
木
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
生
長
し
た
こ
と
だ
。
ど
こ
に
で
も
分
け
隔
て
な

く
降
り
注
ぐ
一
味
の
雨
の
し
ず
く
を
受
け
て
―
ど
ん
な
人
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に

悟
り
に
導
か
れ
る
こ
と
だ
よ
。
誰
に
で
も
あ
ま
ね
く
降
り
注
ぐ
仏
の
教
え
を

受
け
て
。

【
語
釈
】
○
薬
草
喩
品

『
法
華
経
』（
巻
三
）
第
五
品
。
衆
生
は
素
質
や
能

力
に
差
が
あ
る
が
、
仏
の
教
化
を
受
け
れ
ば
い
ず
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
悟
り
を
得

る
こ
と
を
説
く
。

○
草
も
木
も

藤
原
俊
成
の
詠
じ
た
法
華
経
二
十
八
品

和
歌
の
「
薬
草
喩
品
」
の
歌
に
同
じ
歌
句
が
あ
る
。「
春
雨
は
こ
の
も
か
の

も
の
草
も
木
も
わ
か
ず
緑
に
染
む
る
な
り
け
り
」（
長
秋
詠
藻
・
四
〇
七
）。

○
ひ
と
つ
の
雨

さ
ま
ざ
ま
な
草
木
に
等
し
く
降
り
注
ぐ
雨
。
ど
ん
な
人
に

も
等
し
く
与
え
ら
れ
る
仏
の
教
え
を
た
と
え
て
言
う
。一
味
の
雨
。参
考
「
ひ

と
つ
雨
に
う
る
ふ
草
木
は
こ
と
な
れ
ど
終
に
は
も
と
に
か
へ
ら
ざ
ら
め
や
」

（
公
任
集
・
法
華
経
二
十
八
品
和
歌
・
薬
草
喩
品
・
二
六
三
）。「
ひ
と
つ
」
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は
「
お
の
が
さ
ま
ざ
ま
」
と
対
を
な
し
て
い
る
。

【
補
説
】『
法
華
経
』
薬
草
喩
品
を
歌
題
と
し
、
そ
の
偈
の
一
節
「
其
雲
所
レ

出
、
一
味
之
水
、
草
木
叢
林
、
随
レ
分
受
レ
潤
」
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ
た
歌

で
あ
る
。
同
趣
の
先
行
歌
に
「
大
空
の
雨
は
わ
き
て
も
そ
そ
が
ね
ど
う
る
ふ

草
木
は
お
の
が
し
な
じ
な
」（
千
載
集
・
釈
教
・
一
二
〇
五
・
源
信
）
が
あ

る
。同

時
代
の
法
華
経
二
十
八
品
和
歌
と
し
て
は
『
長
秋
詠
藻
』
所
収
の
藤
原

俊
成
の
作
、
そ
し
て
『
聞
書
集
』
所
収
の
西
行
の
作
が
著
名
で
あ
る
。
う
ち

俊
成
の
作
は
詞
書
に
「
康
治
の
比
ほ
ひ
、
待
賢
門
院
の
中
納
言
の
き
み
、
法

花
経
廿
八
品
歌
結
縁
の
た
め
人
々
に
よ
ま
す
と
て
、
題
を
送
り
て
侍
り
し
か

ば
、
よ
み
て
送
り
し
歌
」（
長
秋
詠
藻
・
四
〇
三
番
歌
詞
書
）
と
あ
る
通
り
、

待
賢
門
院
女
房
の
中
納
言
の
発
意
に
応
じ
た
も
の
で
、
康
治
元
年
（
一
一
四

二
）
二
月
二
十
六
日
の
待
賢
門
院
の
落
飾
を
契
機
と
し
て
の
作
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。
堀
河
の
詠
じ
た
当
該
歌
も
同
じ
折
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

待
賢
門
院
の
落
飾
後
間
も
な
い
時
期
の
康
治
元
年
（
一
一
四
二
）
三
月
十
五

日
に
は
「
西
行
法
師
来
云
、
依
レ
行
二
一
品
経
一、
両
院
以
下
、
貴
所
皆
下
給

也
、
不
レ
嫌
二
料
紙
美
悪
一、
只
可
レ
用
二
自
筆
一
」（『
台
記
』
同
日
条
）
と
、

西
行
が
一
品
経
和
歌
を
勧
進
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
同
時
の

可
能
性
が
あ
ろ
う
。

な
お
『
聞
書
集
』
所
収
の
西
行
の
二
十
八
品
和
歌
は
、
長
ら
く
『
長
秋
詠

藻
』
と
同
時
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
西
行
晩
年
の
作
と

す
る
説
が
あ
る
。（
宇
津
木
言
行
「
西
行
『
聞
書
集
』
の
成
立
」『
和
歌
文
学

研
究
』
八
七
号
、
二
〇
〇
三
年
十
二
月
）。

寿
量
品

わ
し

み
ね

一
二
九

月
か
げ
は
世
を
う
き
雲
に
か
く
る
れ
ど
鷲
の
峰
に
は
す
む
と
こ
そ

き聞
け

【
校
異
】
○
か
く
る
れ
と
―
底
本
な
ら
び
に
諸
本
「
か
く
れ
ね
と
」。
寿
量
品

の
趣
旨
に
よ
り
校
訂

【
現
代
語
訳
】
寿
量
品

月
の
光
は
、
つ
ら
い
こ
の
世
の
浮
雲
に
隠
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
霊
鷲
山
に

は
絶
え
ず
澄
ん
だ
光
を
放
っ
て
い
る
と
聞
く
こ
と
だ
―
仏
は
こ
の
世
が
憂
き

も
の
で
あ
る
の
で
そ
の
姿
を
隠
す
け
れ
ど
、
霊
鷲
山
に
は
常
に
い
て
、
永
遠

に
教
え
を
説
き
続
け
る
と
聞
く
こ
と
だ
。

【
語
釈
】
○
寿
量
品

如
来
寿
量
品
。『
法
華
経
』（
巻
六
）
第
十
六
品
。
仏

が
常
に
い
る
と
思
う
と
人
々
は
仏
を
敬
う
心
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た

衆
生
を
導
く
た
め
の
方
便
と
し
て
仏
は
入
滅
す
る
が
、
実
は
仏
の
寿
命
は
久

遠
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。

○
月
か
げ

月
の
光
。
仏
法
の
真
理
を
た
と
え

る
。

○
世
を
う
き
雲
に
か
く
る
れ
ど

人
々
の
心
が
迷
い
が
ち
な
こ
の
世

は
憂
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
仏
は
姿
を
隠
す
け
れ
ど
。「
世
を
憂
き
」
と
「
浮

雲
」
を
掛
け
る
。
参
考
「
鷲
の
山
ま
だ
有
明
の
月
も
見
ず
世
を
う
き
雲
に
そ

ら
が
く
れ
し
て
」（
久
安
百
首
・
釈
教
・
一
二
八
八
・
待
賢
門
院
安
芸
）、「
常

在
霊
鷲
山
の
こ
こ
ろ
を
よ
め
る
／
世
の
中
の
人
の
心
の
う
き
雲
に
そ
ら
が
く

れ
す
る
あ
り
あ
け
の
月
」（
詞
花
集
・
雑
下
・
四
一
五
・
登
蓮
法
師
）。

○

鷲
の
峰

鷲
の
山
、
霊
山
と
も
。
古
代
イ
ン
ド
の
マ
カ
ダ
国
、
王
舎
城
の
東

北
に
あ
る
霊
鷲
山
。
釈
迦
が
常
住
し
て
説
法
し
た
地
と
伝
え
ら
れ
る
。

○

す
む
と
こ
そ
聞
け

「（
月
が
）
澄
む
」
に
「（
仏
が
）
住
む
」
を
掛
け
る
。

【
補
説
】
前
歌
に
続
き
『
法
華
経
』
に
因
ん
だ
歌
で
あ
る
。
第
三
句
は
底
本
、

諸
本
と
も
に
「
か
く
れ
ね
と
」
と
あ
る
が
、「
寿
量
品
」
の
趣
旨
に
鑑
み
「
か

く
る
れ
と
」
と
校
訂
し
た
。
同
趣
の
先
行
歌
で
当
該
歌
と
類
似
の
下
句
を
持

― 62 ―



つ
歌
に
「
寿
量
品
の
こ
こ
ろ
を
／
こ
の
世
に
て
入
り
ぬ
と
見
え
し
月
な
れ
ど

鷲
の
山
に
は
す
む
と
こ
そ
聞
け
」（
風
雅
集
・
釈
教
・
二
〇
五
四
・
大
中
臣

輔
親
）
が
あ
る
。

く
も

�

み

雲
の
た
だ
よ
ひ
た
る
を
見
て

ゆ
ふ

く
も

た
れ

な
が

一
三
〇

そ
れ
と
な
き
夕
べ
の
雲
に
ま
じ
り
な
ば
あ
は
れ
誰
か
は
わ
き
て
眺

め
ん

【
校
異
】
○
み
て
―
ナ
シ
（
群
）

○
集
付
―
風
雅
（
群
）

【
現
代
語
訳
】
雲
が
漂
っ
て
い
る
の
を
見
て

そ
れ
と
区
別
が
つ
か
な
い
夕
方
の
雲
に
、
私
の
火
葬
の
煙
が
混
じ
っ
た
な

ら
ば
、
あ
あ
、
誰
が
そ
れ
を
私
の
だ
と
見
分
け
て
眺
め
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。

【
他
出
】

○
『
風
雅
集
』
雑
下
・
一
九
五
五

夕
暮
に
雲
の
た
だ
よ
ふ
を
み
て
よ
め
る

待
賢
門
院
堀
川

そ
れ
と
な
き
夕
の
雲
に
ま
じ
り
な
ば
あ
は
れ
た
れ
か
は
わ
き
て
な
が
め
ん

【
語
釈
】
○
そ
れ
と
な
き

は
っ
き
り
そ
れ
と
定
め
ら
れ
な
い
。

○
夕
べ

の
雲

夕
方
の
空
に
浮
か
ぶ
雲
。
火
葬
の
煙
を
連
想
さ
せ
る
。「
か
く
し
つ

つ
夕
べ
の
雲
と
な
り
も
せ
ば
あ
は
れ
か
け
て
も
誰
か
し
の
ば
ん
」（
周
防
内

侍
集
・
五
三
／
新
古
今
集
・
雑
下
・
一
七
四
六
）。

○
わ
き
て
眺
め
ん

は
っ
き
り
区
別
し
て
眺
め
る
だ
ろ
う
か
。「
雨
と
な
り
し
ぐ
る
る
空
の
浮
雲

を
い
づ
れ
の
方
と
わ
き
て
眺
め
ん
」（
源
氏
物
語
・
葵
／
葵
上
死
去
後
の
兄

三
位
中
将
の
歌
）。
↓
【
補
説
】。

【
補
説
】
当
該
歌
は
【
語
釈
】
に
引
い
た
周
防
内
侍
詠
に
近
似
す
る
。
周
防

内
侍
詠
は
詞
書
に
よ
れ
ば
、
体
調
を
崩
し
て
太
秦
に
籠
も
り
、
心
細
く
思
っ

た
折
の
歌
と
い
う
。
な
お
待
賢
門
院
埋
葬
後
の
堀
河
自
身
の
歌
に
、
当
該
歌

の
結
句
と
同
じ
「
わ
き
て
眺
め
ん
」
と
い
う
句
を
用
い
た
次
の
歌
が
あ
り
、

参
考
に
な
る
。

待
賢
門
院
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
に
け
る
を
、
香
隆
寺
に
を
さ
め
た
て
ま

つ
り
け
れ
ば
よ
み
侍
り
け
る

堀
河

夕
さ
れ
ば
わ
き
て
眺
め
ん
か
た
も
な
し
煙
と
だ
に
も
な
ら
ぬ
わ
か
れ
は

（
続
古
今
集
・
哀
傷
・
一
四
一
七
）

一
首
の
意
は
、
夕
方
と
な
っ
て
も
あ
れ
が
女
院
さ
ま
の
煙
と
見
分
け
て
眺

め
る
す
べ
も
な
い
、
煙
と
さ
え
も
な
ら
な
か
っ
た
お
別
れ
は
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。『
台
記
』
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
八
月
二
十
三
日
条
に
は
「
待

賢
門
院
先
入
棺
、
次
幸
二
仁
和
寺
三
昧
堂
一、
其
儀
如
二
生
存
一、
但
群
臣
歩
行
、

即
安
二
置
石
穴
一
云
々
、
…
（
中
略
）
…
然
而
依
二
御
遺
言
一
」
と
あ
る
。
崩

御
の
翌
日
、
待
賢
門
院
は
遺
言
に
よ
り
火
葬
で
は
な
く
土
葬
と
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

か

を
と
こ

く
わ
ん

つ
く

ま
つ

つ
る

心
変
は
り
た
る
男
の
、
灌
仏
の
作
り
物
に
、
松
に
鶴
の
ゐ
た
り

を

け
る
お
こ
せ
て

ち
と
せ

ふ
か

中

ま
つ

つ
る

一
三
一

千
歳
ま
で
契
り
し
深
き
仲
な
れ
ば
松
の
木
ず
ゑ
に
鶴
ぞ
ゐ
に
け
る

【
校
異
】
○
を
こ
せ
て
―
を
ゝ
こ
せ
て
（
群
）

○
集
付
―
新
拾
（
群
）

【
現
代
語
訳
】
心
変
わ
り
を
し
た
男
が
、
灌
仏
会
の
飾
り
物
と
し
て
、
松
に

鶴
が
と
ま
っ
て
い
る
も
の
を
贈
っ
て
寄
こ
し
て
き
て

あ
な
た
と
私
は
、
千
年
後
ま
で
も
添
い
遂
げ
よ
う
と
契
り
を
か
わ
し
た
深

い
仲
な
の
で
、
こ
の
飾
り
物
に
も
こ
の
よ
う
に
、
松
の
梢
に
鶴
が
と
ま
っ
て

い
る
の
で
す
よ
。

【
他
出
】
↓
一
三
二
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【
語
釈
】
○
心
変
は
り
た
る
男

堀
河
と
以
前
深
い
仲
に
あ
っ
た
が
、
そ
の

後
心
変
わ
り
を
し
た
男
性
。

○
灌
仏
の
作
り
物

「
灌
仏
」
と
は
仏
像
に

香
水
な
ど
を
そ
そ
ぎ
か
け
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
灌
仏
会
、
す
な
わ
ち
旧
暦
四

月
八
日
に
釈
迦
の
誕
生
を
祝
い
、
釈
迦
像
に
香
水
を
注
い
で
行
う
法
会
を
い

う
。
そ
の
灌
仏
会
に
供
え
る
飾
り
物
。

○
松
に
鶴
の
ゐ
た
り
け
る

松
の

枝
に
鶴
が
と
ま
っ
て
い
る
意
匠
の
飾
り
物
。
松
と
鶴
は
と
も
に
千
年
の
寿
命

を
持
つ
と
さ
れ
た
た
め
、
祝
意
を
表
す
。
仏
事
の
飾
り
物
に
は
そ
ぐ
わ
な
い

か
。

○
千
歳
ま
で
契
り
し
深
き
仲

千
年
後
ま
で
も
添
い
遂
げ
よ
う
と
約

束
を
し
た
深
い
仲
。

○
松
の
木
ず
ゑ
に
鶴
ぞ
ゐ
に
け
る

贈
り
届
け
た
飾

り
物
の
意
匠
に
ち
な
ん
だ
表
現
。

【
補
説
】
か
つ
て
深
い
仲
に
あ
っ
た
男
が
、
飾
り
物
に
添
え
て
送
っ
て
き
た

歌
で
あ
る
。
男
は
灌
仏
会
の
た
め
の
届
け
物
に
か
こ
つ
け
て
、
今
さ
ら
の
よ

う
に
堀
河
に
私
的
な
内
容
の
歌
を
寄
こ
し
た
。
堀
河
の
反
応
を
見
て
、
場
合

に
よ
っ
て
は
復
縁
を
試
み
よ
う
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

↓
一
三
二
。

か
へ

と
い
ひ
て
返
し
こ
ひ
し
か
ば

つ
る

い

ま
つ

な
に

い
ま

な
み

こ

一
三
二

鶴
の
ゐ
る
松
と
て
何
か
た
の
む
べ
き
今
は
木
ず
ゑ
に
波
も
越
え
な

ん

【
校
異
】
○
集
付
―
同
（
群
）

【
現
代
語
訳
】
と
言
っ
て
返
歌
を
求
め
た
の
で

鶴
の
と
ま
っ
て
い
る
松
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
ど
う
し
て
頼
り
に
で
き
る
で

し
ょ
う
か
。
今
は
も
う
あ
な
た
は
訪
れ
て
は
来
ず
、（
あ
の
古
歌
の
末
の
松

山
の
よ
う
に
）
そ
の
松
の
梢
を
波
が
越
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
―
ど
ん
な
に

誓
っ
て
も
ま
た
す
ぐ
に
心
変
わ
り
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

【
他
出
】

○
『
新
拾
遺
集
』
恋
四
・
一
二
五
一

心
か
は
り
た
る
を
と
こ
の
灌
仏
の
つ
く
り
物
に
松
に
鶴
の
ゐ
た
り
け

る
を
お
こ
せ
て
、
千
と
せ
ま
で
ち
ぎ
り
し
ふ
か
き
中
な
れ
ば
松
の
梢

に
鶴
ぞ
ゐ
に
け
る
、
と
い
ひ
て
返
し
を
こ
ひ
け
る
に

待
賢
門
院
堀
川

鶴
の
ゐ
る
松
と
て
何
か
た
の
む
べ
き
今
は
梢
に
浪
も
こ
え
な
ん

【
語
釈
】
○
返
し
こ
ひ
し
か
ば

一
三
一
の
作
者
で
あ
る
男
が
返
歌
を
求
め

た
の
で
。

○
鶴
の
ゐ
る
松

鶴
の
と
ま
っ
て
い
る
松
の
枝
。
飾
り
物
の
意

匠
に
ち
な
み
、
二
人
は
千
年
後
ま
で
添
い
遂
げ
よ
う
と
約
束
し
た
仲
だ
と
言

い
送
っ
て
き
た
男
の
心
を
さ
す
。

○
今
は
木
ず
ゑ
に

「
木
ず
ゑ
」
に

「
来
ず
」
を
掛
け
る
。
参
考
「
今
は
と
て
こ
ず
ゑ
に
か
か
る
空
蝉
の
か
ら
を

見
む
と
は
思
は
ざ
り
し
を
」（
後
撰
集
・
恋
四
・
八
〇
三
・
平
中
興
女
／
冷

淡
に
な
っ
た
男
に
装
束
を
返
す
折
の
歌
）。

○
波
も
越
え
な
ん

「
波
越

ゆ
」
と
は
、
他
の
人
に
心
が
移
る
な
ど
、
心
変
わ
り
を
す
る
の
意
。「
君
を

お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
持
た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な
ん
」（
古
今
集
・

陸
奥
歌
・
一
〇
九
三
・
読
人
不
知
）
に
基
づ
く
。

【
補
説
】
男
は
返
歌
を
求
め
て
き
た
。
現
代
人
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
身
勝
手

で
は
あ
る
が
、
堀
河
の
歌
才
を
知
れ
ば
こ
そ
の
要
求
で
も
あ
ろ
う
。「
松
」

に
ち
な
ん
だ
著
名
歌
を
ふ
ま
え
て
「
あ
て
に
な
り
ま
せ
ん
わ
」
と
切
り
返
し

た
堀
河
の
手
腕
は
さ
す
が
で
あ
る
。

わ
か

を
と
こ

わ
か

人
の
と
し
若
き
男
の
物
い
ふ
女
、
い
た
く
若
し
、
な
ど
い
ひ
け

わ
か

を
と
こ

き

�

を
と
こ

る
が
、
ま
さ
り
て
若
き
男
に
あ
ひ
に
け
る
と
聞
き
て
、
男
の
よ

ま
す
る
、
と
て
こ
ひ
し
に
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ゐ

む
す

わ
か

の

べ

一
三
三

さ
い
た
づ
ま
結
ぶ
を
だ
に
も
若
し
と
て
つ
の
ぐ
む
野
辺
に
ね
や
は

み
る
べ
き

葉

葉
イ

【
校
異
】
○
わ
か
し
と
て
―
底
本
「
わ
か
し
と
て
」。「
わ
か
し
と
て
」（
松
）、

「
わ
か
す
と
て
」（
群
）

○
ね
や
は
み
る
へ
き
―
閨
は
み
る
へ
き
（
群
）

【
現
代
語
訳
】
あ
る
人
の
歳
の
若
い
夫
が
深
い
仲
と
な
っ
た
女
が
、
あ
な
た

は
若
す
ぎ
る
、
な
ど
と
言
っ
て
い
た
の
に
、
さ
ら
に
若
い
男
と
契
り
を
か
わ

し
た
と
聞
い
て
、
夫
が
自
分
に
歌
を
詠
ま
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
私
に
歌
を

所
望
し
た
の
で

結
ぶ
ほ
ど
に
生
長
し
た
春
の
若
草
で
さ
え
も
若
い
と
言
っ
て
お
い
て
、
草

が
芽
吹
い
た
ば
か
り
の
野
辺
に
寝
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
―
妻
の
い
る
私

で
さ
え
も
若
い
と
言
っ
て
お
い
て
、さ
ら
に
若
い
男
と
契
り
を
か
わ
す
と
は
、

あ
き
れ
た
こ
と
で
す
。

【
語
釈
】
○
人
の
と
し
若
き
男

堀
河
の
知
人
（
女
性
）
の
、
年
若
い
夫
。

○
物
い
ふ

契
り
を
か
わ
す
。
深
い
仲
と
な
る
。

○
ま
さ
り
て
若
き
男
に

あ
ひ
に
け
る

主
語
は
「
人
の
と
し
若
き
男
の
物
い
ふ
女
」。

○
男
の
よ

ま
す
る

「
人
の
と
し
若
き
男
」
が
、
妻
（
堀
河
の
知
人
の
女
性
）
に
歌
を

求
め
た
。

○
こ
ひ
し
に

主
語
は
詞
書
冒
頭
の
「
人
」。
す
な
わ
ち
堀
河

の
知
人
の
女
性
。

○
さ
い
た
づ
ま

イ
タ
ド
リ
の
古
名
。
ま
た
、
春
の
若

草
と
も
。「
妻
」
を
掛
け
る
。「
野
辺
み
れ
ば
や
よ
ひ
の
月
の
は
つ
か
ま
で
ま

だ
う
ら
若
き
さ
い
た
づ
ま
か
な
」（
後
拾
遺
集
・
春
下
・
一
四
九
・
藤
原
義

孝
）。

○
結
ぶ

旅
寝
の
枕
に
す
る
た
め
な
ど
に
草
を
「
結
ぶ
」
意
と
、

男
女
が
契
り
を
か
わ
す
意
の
「
結
ぶ
」
を
掛
け
る
。

○
つ
の
ぐ
む

新
芽

が
角
の
よ
う
に
出
始
め
る
。「
三
島
江
に
つ
の
ぐ
み
わ
た
る
葦
の
根
の
ひ
と

よ
の
ほ
ど
に
春
め
き
に
け
り
」（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
四
二
・
曾
祢
好
忠
）

が
早
い
例
。
春
、「
葦
」「
薄
」「
真
菰
」「
荻
」
な
ど
の
植
物
が
わ
ず
か
に
芽

吹
く
意
を
い
う
例
が
多
い
。
結
ぶ
ほ
ど
に
生
長
し
た
若
草
（
知
人
の
夫
）
よ

り
も
さ
ら
に
若
い
男
の
比
喩
に
な
っ
て
い
る
。

○
ね
や
は
み
る
べ
き

野

辺
に
「
寝
」
る
意
と
、
男
女
が
契
り
を
か
わ
す
意
の
「
寝
」
る
を
掛
け
る
。

【
補
説
】
堀
河
の
知
人
の
女
性
に
は
、
若
い
夫
が
い
た
。
若
い
夫
は
あ
る
女

と
ね
ん
ご
ろ
に
な
っ
た
が
、
女
か
ら
「
あ
な
た
は
若
す
ぎ
る
わ
ね
」
な
ど
と

言
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
女
が
さ
ら
に
若
い
男
と
契
り
を
か
わ
し
た
こ

と
が
、
若
い
夫
の
耳
に
入
る
。
若
い
夫
は
「
あ
の
女
に
一
言
い
い
た
い
の
で
、

歌
を
詠
ん
で
く
れ
」
と
妻
に
頼
ん
だ
。
こ
の
図
々
し
い
要
求
を
受
け
、
妻
は

堀
河
に
歌
を
依
頼
し
た
。
夫
の
浮
気
の
顚
末
に
あ
き
れ
な
が
ら
も
、
夫
の
頼

み
を
無
下
に
断
る
こ
と
は
せ
ず
、
和
歌
の
名
手
の
知
人
を
頼
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
依
頼
を
受
け
た
堀
河
が
、
若
い
夫
の
立
場
か
ら
、
浮
気
相
手
の
女
に

一
言
嫌
味
を
言
っ
た
の
が
当
該
歌
で
あ
る
。
春
の
時
節
の
出
来
事
で
あ
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。う

み海
う
み

み

�
�

一
三
四

わ
た
つ
海
は
そ
ら
も
ひ
と
つ
に
見
ゆ
れ
ば
や
風
の
ま
に
ま
に
波
も

立
つ�

ら
ん

【
校
異
】
○
そ
ら
も
ひ
と
つ
に
―
底
本
「
そ
こ
も
ひ
と
つ
に
」。「
そ
こ
も
ひ

と
つ
に
」（
松
）、「
底
も
ひ
と
つ
に
」（
群
）。
歌
意
に
よ
り
校
訂

【
現
代
語
訳
】
海

海
は
、
空
も
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
風
が
吹
く
に
つ
れ
て

波
も
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。

【
語
釈
】
○
わ
た
つ
海

海
。

○
そ
ら
も
ひ
と
つ
に

底
本
な
ら
び
に
諸

本
は
「
そ
こ
も
ひ
と
つ
に
」
の
形
の
本
文
で
あ
る
が
、
他
に
例
の
な
い
歌
句

で
あ
り
歌
意
も
通
じ
な
い
た
め
校
訂
し
た
。「
空
も
ひ
と
つ
に
」
で
あ
れ
ば
、
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近
い
時
代
の
「
思
ひ
出
で
よ
神
代
も
見
き
や
あ
ま
の
原
空
も
ひ
と
つ
に
す
み

の
江
の
月
」（
長
秋
詠
藻
・
二
四
七
／
続
千
載
集
・
神
祇
歌
・
八
六
六
・
藤

原
俊
成
）
な
ど
、他
に
用
例
が
あ
る
。
○
風
の
ま
に
ま
に

風
に
し
た
が
っ

て
。

【
補
説
】
第
二
句
を
校
訂
し
、
海
を
は
る
か
に
見
わ
た
す
と
空
と
ひ
と
つ
で

あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
空
に
風
が
吹
く
に
つ
れ
て
海
に
波
が
立
つ
の
だ

ろ
う
か
、
の
意
と
解
し
た
。
一
首
は
や
や
理
に
落
ち
て
い
る
感
が
あ
る
が
、

上
句
に
表
現
さ
れ
て
い
る
景
は
著
名
歌
「
わ
た
の
原
漕
ぎ
出
で
て
み
れ
ば
ひ

さ
か
た
の
雲
居
に
ま
が
ふ
沖
つ
白
波
」（
詞
花
集
・
雑
下
・
三
八
二
・
藤
原

忠
通
）
や
、
や
は
り
同
時
代
の
「
わ
た
の
原
潮
路
は
る
か
に
見
わ
た
せ
ば
雲

と
波
と
は
ひ
と
つ
な
り
け
り
」（
千
載
集
・
羈
旅
・
五
三
〇
・
藤
原
頼
輔
）

の
趣
で
あ
ろ
う
。

ま
く
ら枕

お
も

�

ね

ざ

つ
ゆ

を

一
三
五

夢
の
世
の
思
ひ
し
ら
る
る
寝
覚
め
に
は
枕
の
露
ぞ
と
も
に
お
き
け

る

【
校
異
】
異
同
ナ
シ
（
松
・
群
）

【
現
代
語
訳
】
枕

夢
の
よ
う
に
は
か
な
い
世
の
中
が
思
い
知
ら
れ
る
夜
半
の
寝
覚
め
に
は
、

枕
を
濡
ら
し
た
涙
の
露
が
私
と
と
も
に
起
き
て
（
置
い
て
）
い
る
こ
と
だ

よ
。

【
語
釈
】
○
枕

『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
項
目
に
「
枕
」
が
あ
る
。
ま
た
本

集
九
三
番
歌
は
「
枕
の
下
の
き
り
ぎ
り
す
」
題
の
歌
で
あ
る
。

○
夢
の
世

夢
の
よ
う
に
は
か
な
い
現
世
。
作
者
堀
河
の
『
久
安
百
首
』
詠
進
歌
「
夢
の

世
を
お
ど
ろ
き
な
が
ら
見
る
程
は
た
だ
ま
ぼ
ろ
し
の
心
地
こ
そ
す
れ
」
に
も

用
い
ら
れ
て
い
る
語
句
で
あ
る
。
↓
八
三
。
短
く
は
か
な
い
夢
か
ら
目
覚
め

た
こ
と
を
暗
示
す
る
。

○
思
ひ
し
ら
る
る

「
思
ひ
知
る
」
は
身
に
し
み

て
理
解
す
る
の
意
。
や
は
り
堀
河
の
『
久
安
百
首
』
詠
進
歌
「
は
れ
く
も
り

時
雨
の
空
を
な
が
め
て
も
さ
だ
め
な
き
世
ぞ
思
ひ
知
ら
る
る
」
に
見
え
る
歌

句
。
↓
六
六
。

○
寝
覚
め

眠
っ
て
い
る
は
ず
の
時
間
帯
に
眠
れ
ず
に
い

る
こ
と
。
↓
【
補
説
】。

○
枕
の
露

夜
、
眠
れ
ず
に
枕
を
濡
ら
す
涙
を

い
う
。
同
時
代
ま
で
の
和
歌
に
お
け
る
用
例
は
未
見
で
あ
る
が
、『
秋
篠
月

清
集
』（
六
四
六
・
一
四
二
七
）、『
俊
成
卿
女
集
』（
二
四
）
な
ど
、
新
古
今

歌
人
の
家
集
に
用
例
が
あ
る
。
○
と
も
に
お
き
け
る

「
起
き
」
に
「（
露

が
）
置
き
」
を
掛
け
る
。「
け
る
」
は
詠
嘆
の
意
。
知
ら
な
い
う
ち
に
枕
が

涙
で
濡
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

【
補
説
】
は
か
な
い
夢
か
ら
目
覚
め
、
こ
の
世
も
ま
た
夢
の
よ
う
に
は
か
な

い
こ
と
を
実
感
し
て
、無
常
の
思
い
に
眠
れ
ず
に
い
る
夜
に
は
、自
身
が
「
起

き
」
て
い
る
の
と
と
も
に
露
が
「
置
い
」
て
い
た
こ
と
だ
、と
詠
じ
た
一
首
。

恋
歌
で
は
あ
る
が
「
寝
覚
め
」
を
す
る
人
の
「
手
枕
」
の
「
し
づ
く
」、
す

な
わ
ち
涙
を
「
露
」
に
た
と
え
た
古
歌
に
「
秋
な
ら
で
お
く
白
露
は
寝
覚
め

す
る
わ
が
手
枕
の
し
づ
く
な
り
け
り
」（
古
今
集
・
恋
五
・
七
五
七
・
読
人

不
知
）
が
あ
る
。
当
該
歌
は
こ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
い
よ
う
か
。
ま
た
【
語

釈
】
に
記
し
た
通
り
、
堀
河
自
身
の
『
久
安
百
首
』
詠
進
歌
と
共
通
の
語
句

を
持
つ
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

む
し
ろ

あ
し

し
の
や

世

一
三
六

秋
ふ
か
み
風
の
さ
む
し
ろ
袖
し
き
て
葦
の
篠
屋
に
い
く
夜
へ
ぬ
ら

ん

【
校
異
】
○
秋
ふ
か
み
―
あ
き
ふ
か
き
（
松
）

○
風
の
さ
む
し
ろ
―
底
本
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の
落
歟

「
風
さ
む
し
ろ
」。
傍
書
に
よ
り
校
訂
。「
嵐
さ
む
し
ろ
」（
松
）、「
風
さ
む

夜
ね
歟

し
ろ
に
」（
群
）

○
い
く
夜
へ
ぬ
ら
ん
―
底
本
「
い
く
世
へ
ぬ
ら
ん
」。
歌

意
に
よ
り
校
訂
。「
い
く
夜
へ
ね
覧
」（
群
）

【
現
代
語
訳
】
む
し
ろ

秋
が
深
い
の
で
風
が
寒
い
、
そ
の
狭
筵
に
衣
の
袖
を
敷
い
て
、
葦
の
篠
屋

で
幾
夜
過
ご
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

【
他
出
】

○
『
中
古
六
歌
仙
』
堀
河
局
・
二
六
〇

莚

あ
き
ふ
か
み
そ
で
さ
む
し
ろ
に
そ
で
し
き
て
あ
し
の
し
ほ
や
に
い
く
よ
ね

ぬ
ら
む

【
語
釈
】
○
む
し
ろ

藺
草
や
藁
、
竹
な
ど
で
編
ん
だ
敷
物
。『
古
今
和
歌
六

帖
』
の
項
目
に
「
む
し
ろ
」
が
あ
る
。

○
風
の
さ
む
し
ろ

「
風
の
寒

（
き
）」
と
「
狭
筵
」
を
掛
け
る
。「
狭
筵
」
は
幅
の
狭
い
筵
、
ま
た
は
短
い

筵
。

○
袖
し
き
て

自
分
の
衣
の
袖
を
敷
い
て
。

○
葦
の
篠
屋

葦
や

篠
で
葺
い
た
粗
末
な
家
。「
ほ
と
と
ぎ
す
語
ら
ふ
声
を
聞
き
し
よ
り
葦
の
篠

屋
に
い
こ
そ
寝
ら
れ
ね
」（
能
因
法
師
集
・
三
五
／
摂
津
国
か
ら
京
の
友
人

に
送
っ
た
歌
）、「
わ
が
恋
は
い
は
ぬ
ば
か
り
ぞ
難
波
な
る
葦
の
篠
屋
の
下
に

こ
そ
た
け
」（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
六
三
・
小
弁
）
が
早
い
用
例
。
葦

の
名
所
で
あ
る
摂
津
国
の
難
波
に
あ
る
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
る
。

○
い
く
夜
へ
ぬ
ら
ん

わ
び
し
い
夜
を
幾
夜
過
ご
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。「
夜
」

に
葦
の
縁
語
「
節
（
よ
）」
を
響
か
せ
る
。
参
考
「
か
り
て
ほ
す
山
田
の
稲

を
ほ
し
わ
び
て
守
る
か
り
い
ほ
に
い
く
夜
へ
ぬ
ら
ん
」（
拾
遺
集
・
雑
秋
・

一
一
二
五
・
凡
河
内
躬
恒
）。

【
補
説
】「
む
し
ろ
」
を
題
に
、
風
の
冷
た
い
晩
秋
の
夜
、
粗
末
な
小
屋
の
筵

の
上
に
た
だ
一
人
衣
の
袖
を
敷
い
て
眠
る
わ
び
し
さ
を
詠
じ
た
一
首
。第
二
・

三
句
は
「
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や
我
を
待
つ
ら
む
宇
治
の
橋

姫
」（
古
今
集
・
恋
四
・
六
八
九
・
読
人
不
知
）
を
念
頭
に
置
い
て
い
よ
う
。

「
葦
の
篠
屋
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
難
波
あ
た
り
の
旅
寝
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

い
よ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
晩
秋
の
孤
独
な
夜
の
情
景
で
あ
る
。

し
が
の
う
ら

を
し
か

一
三
七

よ
も
す
が
ら
つ
ま
恋
ひ�

か
ね
て
さ
牡
鹿
の
う
ら
め
し
げ
な
る
あ
か

月

こ
ゑ

つ
き
の
声

【
校
異
】
○
し
か
の
う
ら
―
し
か
の
こ
ゑ
（
群
）

【
現
代
語
訳
】
し
が
の
浦

一
晩
中
妻
を
恋
い
続
け
る
の
に
耐
え
ら
れ
ず
、
さ
牡
鹿
の
恨
め
し
そ
う
な

暁
方
の
声
が
聞
こ
え
る
こ
と
だ
。

【
語
釈
】
○
し
が
の
う
ら

近
江
国
の
歌
枕
、
志
賀
の
浦
で
あ
ろ
う
。『
万
葉

し

か

集
』
に
見
え
る
「
志
珂
の
浦
」
で
あ
れ
ば
筑
前
国
だ
が
、
平
安
和
歌
に
お
け

る
用
例
は
近
江
国
の
「
志
賀
の
浦
」
の
方
が
多
く
、
隠
題
の
歌
枕
と
し
て
選

ば
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
は
「
志
賀
の
浦
」
と
見
る
。

○
よ
も
す
が
ら

一
晩
中
。
夜
通
し
。

○
つ
ま
恋
ひ
か
ね
て

妻
を
慕
い
続
け
る
こ
と
に
堪

え
ら
れ
ず
に
。「
高
砂
に
つ
ま
恋
ひ
か
ね
て
鳴
く
鹿
は
逢
坂
山
に
ゆ
き
て
住

め
か
し
」（
永
承
五
年
祐
子
内
親
王
家
歌
合
・
鹿
・
二
八
・
藤
原
兼
房
）
が

早
い
例
。
祐
子
内
親
王
家
に
仕
え
た
紀
伊
の
作
に
も
用
例
が
あ
る
。
↓
【
補

説
】。

○
さ
牡
鹿

牡
鹿
。
秋
、
妻
を
慕
っ
て
鳴
く
と
さ
れ
た
。
↓
二
六
。

○
う
ら
め
し
げ
な
る

恨
め
し
そ
う
な
。
参
考
「
頼
め
お
き
し
ほ
ど
ふ
る
ま

ま
に
さ
夜
衣
う
ら
め
し
げ
な
る
槌
の
音
か
な
」（
堀
河
百
首
・
擣
衣
・
八
一

五
・
紀
伊
）。

○
あ
か
つ
き
の
声

暁
の
鳴
き
声
。「
暁
」
は
夜
明
け
前
の
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ま
だ
暗
い
時
間
帯
。
堀
河
の
父
源
顕
仲
が
主
催
し
た
『
南
宮
歌
合
』
に
お
け

る
「
伯
女
（
堀
河
と
は
別
人
と
さ
れ
る
）」
の
作
に
、
類
似
歌
「
衣
手
の
山

の
裾
野
に
立
つ
鹿
の
う
ら
淋
し
き
は
あ
か
つ
き
の
声
」（
鹿
暁
・
一
一
）
が

あ
る
。
↓
【
補
説
】。

【
補
説
】
歌
枕
「
志
賀
の
浦
」
を
隠
題
と
し
て
詠
み
込
ん
だ
歌
で
あ
る
。
一

首
の
意
は
、
夜
通
し
妻
を
恋
い
続
け
た
の
に
逢
え
な
い
ま
ま
暁
を
迎
え
た
さ

牡
鹿
の
、
恨
め
し
そ
う
な
声
が
聞
こ
え
る
、
と
い
う
も
の
。
類
似
の
句
を
持

つ
同
時
代
の
歌
と
し
て
、【
語
釈
】
に
あ
げ
た
以
外
に
次
の
歌
が
あ
る
。

た
ぐ
ひ
な
く
あ
は
れ
と
ぞ
聞
く
さ
牡
鹿
の
つ
ま
恋
ひ
か
ね
て
夜
半
に
鳴

く
音
を

（
堀
河
百
首
・
鹿
・
七
一
九
・
紀
伊
）

よ
も
す
が
ら
つ
ま
恋
ひ
か
ね
て
鳴
く
鹿
の
涙
や
野
辺
の
露
と
な
る
ら
ん

（
山
家
集
・
四
三
一
）

な
お
「
あ
か
つ
き
の
声
」
と
い
う
歌
句
は
八
代
集
に
三
例
（『
古
今
集
』

六
四
一
、『
新
古
今
集
』
六
三
一
・
一
九
六
八
）
あ
る
が
、
鹿
の
鳴
き
声
に

つ
い
て
言
っ
た
例
は
な
い
。
い
っ
ぽ
う
同
時
代
の
諸
歌
集
に
は
「
暁
聞
鹿
」

題
（『
金
葉
集
』
二
二
三
（
皇
后
宮
右
衛
門
佐
）、『
雅
兼
集
』
三
一
）
や
「
暁

鹿
」
題
（『
山
家
集
』
四
三
七
、『
重
家
集
』
五
五
九
、『
田
多
民
治
集
』
六

九
、『
頼
政
集
』
二
二
九
な
ど
）
と
い
っ
た
歌
題
が
見
ら
れ
、
源
顕
仲
が
大

治
三
年
（
一
一
二
八
）
に
主
催
し
た
『
西
宮
歌
合
』『
南
宮
歌
合
』『
住
吉
歌

合
』
に
も
、「
鹿
寄
暁
」
題
ま
た
は
「
鹿
暁
」
題
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
当
該

歌
に
お
い
て
「
さ
牡
鹿
」
の
「
あ
か
つ
き
の
声
」
が
歌
わ
れ
た
こ
と
は
時
代

の
好
尚
に
即
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
か
と
う
む
つ
み

本
学
教
授
）

（
ま
つ
も
と
ま
な
み

尚
絅
学
院
大
学
教
授
）
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