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Abstract
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一
、
は
じ
め
に

『
花
鳥
余
情
』
は
、
一
条
兼
良
（
一
四
〇
二
～
一
四
八
一
）
に
よ
っ
て
、
文
明
四
年

（
一
四
七
二
）（
注
１
）

に
成
立
し
た
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
で
あ
る
。
そ
の
注
釈
方
法
の

特
徴
に
つ
い
て
は
、
伊
井
春
樹
氏
（
注
２
）
、
稲
賀
敬
二
氏
（
注
３
）
、
武
井
和
人
氏
（
注
４
）

ら

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
、
松
本
大
氏
（
注
５
）

に
よ
っ
て
『
河
海

抄
』
利
用
の
実
相
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と

お
り
、
『
花
鳥
余
情
』
は
そ
の
序
文
（
注
６
）

に
、
四
辻
善
成
（
一
三
二
六
～
一
四
〇
二
）

に
よ
る
『
河
海
抄
』
の
書
名
を
挙
げ
、『
河
海
抄
』
の
「
の
こ
れ
る
を
ひ
ろ
ひ
あ
や
ま

り
を
あ
ら
た
む
る
」
注
釈
姿
勢
、
す
な
わ
ち
、『
河
海
抄
』
の
不
備
を
補
い
、
誤
っ
た

記
述
を
修
正
す
る
よ
う
な
注
釈
姿
勢
を
と
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
た
だ
、『
花
鳥

余
情
』
の
注
釈
方
法
は
、『
河
海
抄
』
が
、
徹
底
し
た
出
典
考
証
を
行
い
、
詳
細
な
故

事
や
和
歌
を
指
摘
す
る
ほ
か
、
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
背
景
と
な
る
歴
史
事
実
に
よ
っ

て
作
品
を
読
み
解
く
準
拠
論
を
主
張
す
る
方
法
と
は
異
な
っ
て
い
る
。『
花
鳥
余
情
』

は
、
詳
細
な
出
典
考
証
よ
り
も
、
本
文
の
文
意
や
文
脈
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
態

度
を
示
し
て
お
り
、
一
条
兼
良
が
独
自
に
確
立
し
た
源
氏
学
の
解
釈
が
反
映
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、『
花
鳥
余
情
』
に
は
文
体
論
に
関
す
る
考
察
も
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
、
連

歌
師
・
宗
祇
（
一
四
二
一
～
一
五
〇
二
）
、
肖
柏
（
一
四
四
三
～
一
五
二
七
）
か
ら
、

三
条
西
実
隆
（
一
四
五
五
～
一
五
三
七
）
『
細
流
抄
』
へ
と
続
く
三
条
西
家
の
源
氏
学

へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
。

さ
て
、『
花
鳥
余
情
』
に
み
ら
れ
る
一
条
兼
良
の
源
氏
学
は
、
そ
れ
以
前
に
成
立
し

た
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
（
た
だ
し
、
現
存
し
、
本
文
内
容
を
確
認
で
き
る
も
の
）
が

踏
襲
し
て
き
た
注
釈
内
容
と
は
異
な
る
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
部
分
や
、『
花
鳥
余
情
』

以
前
に
成
立
し
た
注
釈
書
が
立
項
し
て
い
な
い
本
文
を
取
り
上
げ
、
注
を
施
し
て
い
る

内
容
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

例
え
ば
、『
花
鳥
余
情
』
は
、『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
に
み
え
る
「
彦
星
の
光
」
と

い
う
表
現
に
つ
い
て
、『
万
葉
集
』・『
伊
勢
物
語
』
の
古
歌
を
挙
げ
る
（
総
角
巻
）
、
彦

星
の
光
に
喩
え
ら
れ
た
男
性
に
つ
い
て
の
解
釈
を
示
す
（
東
屋
巻
）
な
ど
し
て
、
注
釈

を
施
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
注
釈
は
『
花
鳥
余
情
』
以
前
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
例
は

き
わ
め
て
少
な
い
。
ま
た
、
『
花
鳥
余
情
』
の
注
釈
内
容
が
『
花
鳥
余
情
』
以
後
に
引

き
継
が
れ
る
こ
と
は
な
く
、
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
の
中
で
も
特
異
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
「
彦
星
の
光
」
へ
の
注
釈
内
容
を
て
が
か
り
と
し
て
、

『
花
鳥
余
情
』
が
宇
治
十
帖
、
特
に
、「
彦
星
」
、「
彦
星
の
光
」
と
い
う
表
現
を
用
い

て
語
ら
れ
る
「
浮
舟
を
め
ぐ
る
物
語
」
を
い
か
に
と
ら
え
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

二
、
『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
へ
の
注
釈

ま
ず
、『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
の
注
釈
を
取
り
上
げ
る
。『
源
氏
物
語
』
本
文
の
う
ち
、

該
当
箇
所
を
引
用
す
る
（
傍
線
部
は
私
に
付
す
。
以
下
同
じ
）（
注
７
）
。

『『
源源
氏氏
物物
語語
』』
総総
角角
巻巻
［［
新新
編編
全全
集集
⑤⑤
・・
二二
九九
三三
頁頁
］］

①
十
月
一
日
ご
ろ
、
網
代
も
を
か
し
き
ほ
ど
な
ら
む
と
そ
そ
の
か
し
き
こ
え
た

ま
ひ
て
、
紅
葉
御
覧
ず
べ
く
申
し
さ
だ
め
た
ま
ふ
。
親
し
き
宮
人
ど
も
、
殿
上
人

の
睦
ま
し
く
思
す
か
ぎ
り
、
い
と
忍
び
て
と
思
せ
ど
、
と
こ
ろ
せ
き
御
勢
ひ
な
れ

ば
、
お
の
づ
か
ら
事
ひ
ろ
ご
り
て
、
左
の
大
殿
の
宰
相
中
将
参
り
た
ま
ふ
。
さ
て

は
こ
の
中
納
言
ば
か
り
ぞ
、
上
達
部
は
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
た
だ
人
は
多
か

り
。

（
略
）

②
舟
に
て
上
り
下
り
、
お
も
し
ろ
く
遊
び
た
ま
ふ
も
聞
こ
ゆ
。
ほ
の
ぼ
の
あ
り
さ

『
花
鳥
余
情
』
に
お
け
る
「
彦
星
の
光
」
注
を
め
ぐ
っ
て

情
報
科
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部
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）

横山　恵理

−101−



ま
見
ゆ
る
を
、
そ
な
た
に
立
ち
出
で
て
、
若
き
人
々
見
た
て
ま
つ
る
。
正
身
の
御

あ
り
さ
ま
は
そ
れ
と
見
わ
か
ね
ど
も
、
紅
葉
を
葺
き
た
る
舟
の
飾
り
の
錦
と
見

ゆ
る
に
、
声
々
吹
き
出
づ
る
物
の
音
ど
も
、
風
に
つ
き
て
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
ま

で
お
ぼ
ゆ
。
③
世
人
の
な
び
き
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
る
さ
ま
、
か
く
忍
び
た
ま
へ

る
道
に
も
、
い
と
こ
と
に
い
つ
く
し
き
を
見
た
ま
ふ
に
も
、
げ
に
④
七
夕
ば
か
り

に
て
も
、
か
か
る
彦
星
の
光
を
こ
そ
待
ち
出
で
め
と
お
ぼ
え
た
り
。

［
校
異
］「
た
な
ば
た
ば
か
り
に
て
も
」―

「
と
し
に
一
夜
の
契
に
て
も
（
陽
明
家
本
：

別
本
系
統
）」―

「
と
し
に
一
夜
の
ち
き
り
な
り
と
も
（
保
坂
本
：
別
本
系
統
）」―

「
ひ

と
よ
の
ち
き
り
に
て
も
（
平
瀬
本
：
河
内
本
系
統
）
」、「
か
か
る
」―

「
か
ゝ
ら
ん
（
別
）
」、

「
こ
そ
」―

「
こ
そ
は
（
横
山
本
：
青
表
紙
本
系
統
、
平
瀬
本
：
別
本
系
統
）
」
、「
ま

ち
い
て
め
」―

「
ま
ち
み
め
」（
陽
明
家
本
：
別
本
系
統
）―

「
ま
ち
い
て
ゝ
み
め
（
保

坂
本
：
別
本
系
統
）」―

「
ま
ち
い
て
ゝ
も
み
め
（
平
瀬
本
：
別
本
系
統
）」 

十
月
一
日
頃
、
匂
宮
は
紅
葉
狩
り
を
口
実
に
し
て
宇
治
訪
問
を
計
画
し
た
（
傍
線
部

①
）
。
傍
線
部
②
「
舟
に
て
上
り
下
り
」
以
下
は
、
対
岸
に
来
た
匂
宮
一
行
を
望
む
宇

治
の
大
君
や
女
房
た
ち
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
。
宇
治
の
姫
君
た
ち
か
ら
は
、「
世
間

の
人
々
が
な
び
き
従
っ
て
大
切
に
お
仕
え
申
し
て
い
る
有
様
が
、
こ
う
し
た
お
忍
び
の

行
楽
の
際
で
も
、
本
当
に
格
別
に
豪
勢
で
あ
る
」
（
傍
線
部
③
）
よ
う
に
目
に
映
り
、

傍
線
部
④
「
七
夕
ば
か
り
に
て
も
、
か
か
る
彦
星
の
光
を
こ
そ
待
ち
出
で
め
と
お
ぼ
え

た
り
」
、
す
な
わ
ち
、「
七
夕
の
よ
う
に
年
に
一
度
の
逢
瀬
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な

彦
星
の
光
を
こ
そ
お
待
ち
し
て
い
た
い
も
の
」
と
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
。

こ
こ
で
「
彦
星
の
光
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
の
は
匂
宮
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
大

君
は
、
妹
の
中
君
を
匂
宮
に
縁
づ
け
た
い
と
い
う
希
望
を
抱
い
て
い
た
が
、
宇
治
に
お

か
れ
た
自
分
た
ち
姉
妹
の
境
遇
と
、
対
岸
に
い
る
豪
勢
な
匂
宮
一
行
の
様
子
と
を
比
較

し
て
逡
巡
し
て
い
る
様
子
も
窺
え
る
。
ま
た
、
匂
宮
一
行
は
、
大
君
ら
が
見
え
る
対
岸

ま
で
来
て
お
き
な
が
ら
、
都
か
ら
の
迎
え
が
来
た
こ
と
も
あ
り
、
宇
治
の
姫
君
ら
が
暮

ら
す
八
の
宮
邸
を
訪
問
せ
ず
に
帰
京
し
て
し
ま
う
。
匂
宮
は
、
立
場
上
、
都
と
宇
治
を

容
易
に
行
き
来
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
彦
星
の
光
」

に
喩
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
対
岸
の
匂
宮
が
「
彦
星
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
匂

宮
と
宇
治
の
姫
君
た
ち
を
隔
て
る
宇
治
川
は
「
天
の
川
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

『
花
鳥
余
情
』
は
、
当
該
箇
所
（
傍
線
部
④
）
に
つ
い
て
、
以
下
の
注
釈
を
加
え
る
。 

一一
条条
兼兼
良良
『『
花花
鳥鳥
余余
情情
』』（
注
８
）

け
に
と
し
に
一
よ
の
契
な
り
と
も
か
ゝ
る
ひ
こ
星
の
光
を
こ
そ

万と
し
に
あ
り
て
一
夜
い
も
に
あ
ふ
ひ
こ
星
と
我
に
ま
さ
り
て
思
ら
ん
や
そ

伊
勢
物
語

ひ
こ
ほ
し
に
恋
は
ま
さ
り
ぬ
天
川
へ
た
つ
る
せ
き
を
い
ま
は

や
め
て
よ

『
花
鳥
余
情
』
は
、
当
該
本
文
に
対
し
、『
万
葉
集
』
の
和
歌
と
、『
伊
勢
物
語
』
の
和

歌
を
そ
れ
ぞ
れ
引
歌
と
し
て
挙
げ
る
。
当
該
本
文
が
、
こ
れ
ら
の
和
歌
の
内
容
を
踏
ま

え
て
解
釈
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
『
花
鳥
余
情
』
以

前
に
成
立
し
た
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
（
注
９
）

で
は
、
当
該
本
文
は
注
を
加
え
ら
れ
て

お
ら
ず
、
現
存
す
る
注
釈
書
の
中
で
当
該
本
文
に
注
釈
を
行
っ
た
の
は
『
花
鳥
余
情
』

が
初
め
て
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、『
花
鳥
余
情
』
は
、
こ
れ
ら
引
歌
二
首
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど

の
よ
う
に
当
該
本
文
を
読
み
解
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
引
歌
そ
れ
ぞ
れ
の
出
典

を
確
認
す
る
。
ま
ず
は
、『
万
葉
集
』
を
引
用
す
る
。

『『
万万
葉葉
集集
』』
巻巻
第第
十十
五五
・・
三三
六六
五五
六六
～～
三三
六六
五五
八八
番番
歌歌
（
注

）

七
夕
に
天
漢
を
仰
ぎ
観
て
、
各
所
思
を
述
べ
て
作
る
歌
三
首

秋
萩
に

に
ほ
へ
る
我
が
裳

濡
れ
ぬ
と
も

君
が
み
舟
の

綱
し
取
り
て
ば

右
の
一
首
、
大
使

年
に
あ
り
て

一
夜
妹
に
逢
ふ

彦
星
も

我
に
ま
さ
り
て

思
ふ
ら
め
や
も

夕
月
夜

影
立
ち
寄
り
合
ひ

天
の
川

漕
ぐ
舟
人
を

見
る
が
と
も
し
さ

『
花
鳥
余
情
』
が
引
歌
と
し
て
挙
げ
る
、
傍
線
部
・
三
六
五
七
番
歌
の
歌
意
は
「
一
年

に
一
夜
だ
け
妻
に
逢
う
彦
星
も
わ
た
し
ほ
ど
に
物
思
い
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
一
年
間
離
れ
離
れ
で
い
て
、
七
夕
の
夜
に
よ
う
や
く
逢
瀬
が
か
な
う

彦
星
の
気
持
ち
を
、
総
角
巻
本
文
に
重
ね
合
わ
せ
る
読
み
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
、
「
げ
に
七
夕
ば
か
り
に
て
も
、
か
か
る
彦
星
の
光
を
こ
そ
待
ち
出
で
め
」
と
思
っ

て
い
る
の
は
宇
治
の
大
君
と
女
房
た
ち
で
あ
る
。
引
歌
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
『
万
葉
集
』
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歌
や
、『
万
葉
集
』
所
収
七
夕
歌
の
も
と
と
な
っ
た
中
国
の
七
夕
伝
説
は
、
織
女
が
牽

牛
の
も
と
を
訪
れ
る
（
父
系
家
族
制
）
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
一
方
、
日
本
で
は

牽
牛
が
織
女
の
も
と
に
通
う
（
妻
問
婚
）
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
り
、
大
陸
文
化
の
国

風
化
が
み
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
で
も
、
男
性
が
女
性
の
も
と
に
通
う
日
本

の
風
習
を
ふ
ま
え
て
、
織
女
に
あ
た
る
宇
治
の
姫
君
た
ち
が
、
牽
牛
に
あ
た
る
匂
宮
の

訪
れ
を
待
ち
わ
び
る
心
情
が
語
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、『
花
鳥
余
情
』
が
引
歌
と
し
て
挙
げ
る
『
伊
勢
物
語
』
本
文
を
示
す
。

『『
伊伊
勢勢
物物
語語
』』
第第
九九
十十
五五
段段
「「
彦彦
星星
」」（
注

）

む
か
し
、
二
条
の
后
に
仕
う
ま
つ
る
男
あ
り
け
り
。
女
の
仕
う
ま
つ
る
を
、
つ
ね

に
見
か
は
し
て
、
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
り
。「
い
か
で
も
の
ご
し
に
対
面
し
て
、
お

ぼ
つ
か
な
く
思
ひ
つ
め
た
る
こ
と
、
す
こ
し
は
る
か
さ
む
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
女
、

い
と
忍
び
て
、
も
の
ご
し
に
あ
ひ
に
け
り
。
物
語
な
ど
し
て
、
男
、

ひ
こ
星
に

恋
は
ま
さ
り
ぬ

天
の
河

へ
だ
つ
る
関
を

い
ま
は
や
め
て
よ

こ
の
歌
に
め
で
て
あ
ひ
に
け
り
。

二
条
の
后
が
、
自
身
に
仕
え
て
い
た
男
か
ら
の
求
愛
に
対
し
て
、
た
い
そ
う
こ
っ
そ
り

と
物
隔
て
に
逢
っ
た
際
、
男
が
和
歌
を
詠
ん
だ
。
「
私
は
彦
星
よ
り
も
も
っ
と
激
し
い

恋
心
を
抱
き
ま
し
た
。
天
の
河
で
隔
て
て
い
る
恋
路
の
関
、
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る

隔
て
の
物
な
ど
、
い
ま
は
や
め
て
し
ま
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
和
歌
に
心
惹
か
れ
て
、

女
は
親
し
く
逢
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
歌
徳
が
語
ら
れ
て
い
る
。

『
伊
勢
物
語
』
で
は
「
男
」
が
詠
ん
だ
和
歌
に
込
め
た
心
情
を
、
総
角
巻
で
は
宇
治

の
姫
君
た
ち
の
心
情
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
引
歌
を
ふ
ま
え
て
総
角
巻
本
文
を
読
む

と
き
、「
天
の
河
へ
だ
つ
る
関
」
に
あ
た
る
の
は
「
宇
治
川
」
で
あ
り
、
こ
の
宇
治
川

を
越
え
て
、
私
た
ち
に
逢
い
に
来
て
ほ
し
い
と
い
う
、
宇
治
の
姫
君
た
ち
の
強
い
願
い

が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
引
歌
だ
け
で
は
な
く
『
伊
勢
物
語
』
彦
星
段
の
内
容

も
ふ
ま
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
ひ
こ
星
に
」
歌
が
相
手
の
心
を
動
か
し
て
、
男
女
が
親

し
く
逢
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
宇
治
の
姫
君
た
ち
が
、
な
か
で
も
宇
治
大
君
が
、

妹
・
中
君
と
匂
宮
と
の
縁
談
が
う
ま
く
運
ぶ
よ
う
に
祈
る
気
持
ち
に
も
重
ね
ら
れ
て
い

よ
う
。

『
花
鳥
余
情
』
が
、
『
万
葉
集
』
歌
と
『
伊
勢
物
語
』
彦
星
段
を
引
歌
と
し
て
挙
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
角
巻
の
当
該
本
文
は
、「
彦
星
の
光
」
に
喩
え
ら
れ
た
匂
宮
に

対
し
、
天
の
川
の
よ
う
な
隔
て
と
な
っ
て
い
る
宇
治
川
や
身
分
差
と
い
っ
た
障
害
を
越

え
て
逢
い
に
来
て
ほ
し
い
と
い
う
、
宇
治
の
姫
君
た
ち
の
切
実
な
願
い
を
重
ね
合
わ
せ

て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
『
花
鳥
余
情
』
以
降
に
成
立
し
た
注
釈
書
の
う
ち
、
当
該
本
文
を
取
り
上
げ

る
作
品
は
、
三
条
西
実
隆
『
細
流
抄
』、
九
条
稙
通
『
孟
津
抄
』
、
中
院
通
勝
『
岷
江
入

楚
』、
北
村
季
吟
『
湖
月
抄
』
で
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
引
用
す
る
。

三三
条条
西西
実実
隆隆
『『
細細
流流
抄抄
』』（（
一一
五五
一一
〇〇
～～
一一
五五
一一
三三
年年
成成
立立
））（
注

）

た
な
は
た
は
か
り
に
て

と
し
の
一
夜
の
ち
ぎ
り
也
と
も
と
也
紅
葉
ふ
き
た
る

ふ
ね
と
か
き
て
か
く
い
へ
る
紅
葉
を
ふ
ね
の
心
尤
優
也

九九
条条
稙稙
通通
『『
孟孟
津津
抄抄
』』（（
一一
五五
七七
五五
年年
成成
立立
））（
注

）

か
や
う
に
ま
れ
〳
〵
に
わ
た
り
玉
ふ
に
つ
き
て
七
夕
と
書
た
り
か
ゝ
る
御
躰
見

た
て
ま
つ
れ
は
ま
れ
に
て
も
と
思
ふ
な
り
ひ
こ
ほ
し
の
ひ
か
り
に
匂
を
さ
し
て

面
白
き
書
や
う
也

中中
院院
通通
勝勝
『『
岷岷
江江
入入
楚楚
』』（（
一一
五五
九九
八八
年年
成成
立立
））（
注

）

け
に
た
な
は
た
は
か
り
に
て
も
か
ゝ
る
ひ
こ
ほ
し
の
ひ
か
り
を
・
（
こ
）
そ

花

詞
云
け
に
と
し
に
一
夜
の
ち
き
り
な
り
と
も

か
ゝ
る
ひ
こ
ほ
し
の

ひ
か
り
を
こ
そ
と
あ
り

万

と
し
に
あ
り
て
一
夜
い
も
に
あ
ふ
彦
星
も
わ
れ
に
ま
さ
り
て
思
ふ
ら
ん

や
そ

伊
勢
物
か
た
り

ひ
こ
ほ
し
は
恋
は
ま
さ
り
ぬ

銀
（
天
）
川
へ
た
つ
る
せ
き
を
今
は
や
め
て
よ

秘

年
の
一
夜
の
契
り
な
り
と
も
と
也
。
紅
葉
を
ふ
き
た
る
舟
と
か
き
て
か
く
い

へ
る
。
紅
葉
を
舟
の
心
尤
面
白
し
。

北北
村村
季季
吟吟
『『
湖湖
月月
抄抄
』』（（
一一
六六
七七
六六
年年
成成
立立
））（
注

）

（
細
流
抄
）「
年
の
一
夜
の
契
な
り
と
も
と
也
。
紅
葉
を
ふ
き
た
る
と
書
き
て
か

く
云
へ
る
、
紅
葉
を
舟
の
心
、
尤
面
白
し
」（
孟
津
抄
）「
か
か
る
御
躰
を
見
奉
れ

ば
、
ま
れ
に
て
も
と
思
ふ
也
」

『
花
鳥
余
情
』
以
後
に
成
立
し
た
注
釈
書
の
う
ち
、『
花
鳥
余
情
』
の
名
を
明
記
し
て
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引
用
す
る
の
は
、
中
院
通
勝
『
岷
江
入
楚
』
の
み
で
あ
る
。
『
岷
江
入
楚
』
は
、
そ
れ

ま
で
に
成
立
し
た
注
釈
書
（
『
河
海
抄
』、『
花
鳥
余
情
』
、『
弄
花
抄
』
、
三
条
西
家
の
秘

抄
、
三
条
西
実
枝
『
山
下
水
』
）
等
か
ら
主
要
な
注
釈
を
集
め
、
中
院
通
勝
自
身
の
注

釈
も
加
え
た
う
え
で
集
大
成
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
批
判
を
加
え
る
こ
と

な
く
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
花
鳥
余
情
』
の
解
釈
に
賛
同
す
る
立
場
で
あ
る
と

推
測
さ
れ
る
。
一
方
、
『
細
流
抄
』
は
『
花
鳥
余
情
』
の
注
釈
に
は
一
切
触
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、『
湖
月
抄
』
も
同
様
に
、『
花
鳥
余
情
』
お
よ
び
『
花
鳥
余
情
』
を
引
用
し

た
『
岷
江
入
楚
』
は
引
用
せ
ず
、『
細
流
抄
』
と
『
孟
津
抄
』
の
み
を
引
用
す
る
。
そ

も
そ
も
『
湖
月
抄
』
の
注
釈
態
度
は
、『
細
流
抄
』
と
『
孟
津
抄
』
を
尊
重
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注

）

が
、
『
湖
月
抄
』
が
当
該
本
文
に
『
花
鳥
余

情
』
の
一
部
で
も
引
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
の
注
釈
を
要
約
整
理
し
て

掲
載
す
る
中
で
『
花
鳥
余
情
』
の
注
釈
内
容
は
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し

よ
う
。
総
角
巻
当
該
本
文
に
対
す
る
注
釈
史
の
中
で
、
『
花
鳥
余
情
』
の
注
釈
内
容
だ

け
が
特
異
な
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

三
、
『
源
氏
物
語
』
東
屋
巻
へ
の
注
釈
（
一
）

『
源
氏
物
語
』
東
屋
巻
に
は
、
「
七
夕
」
、「
天
の
川
」
、
「
彦
星
」
と
い
う
表
現
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
「
七
夕
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
本
文
を
確
認
す

る
。『『

源源
氏氏
物物
語語
』』
東東
屋屋
巻巻
［［
新新
編編
全全
集集
⑥⑥
・・
四四
二二
～～
四四
三三
頁頁
］］

宮
渡
り
た
ま
ふ
。
ゆ
か
し
く
て
物
の
は
さ
ま
よ
り
見
れ
ば
、
い
と
き
よ
ら
に
、
桜

を
折
り
た
る
さ
ま
し
た
ま
ひ
て
、（
略
）
こ
の
御
あ
り
さ
ま
容
貌
を
見
れ
ば
、
七

夕
ば
か
り
に
て
も
、
か
や
う
に
見
た
て
ま
つ
り
通
は
む
は
、
い
と
い
み
じ
か
る
べ

き
わ
ざ
か
な
、
と
思
ふ
に
、
若
君
抱
き
て
う
つ
く
し
み
お
は
す
。

［
校
異
］
「
七
夕
ば
か
り
」―

「
た
な
は
た
の
ち
き
り
（
御
物
本
：
別
本
系
統
、
保

坂
本
：
別
本
系
統
、
池
田
本
：
別
本
系
統
）
」、「
か
や
う
に
」―

「
か
や
う
に
て
（
宮

家
本
：
別
本
系
統
、
陽
明
文
庫
本
：
別
本
系
統
、
宮
内
庁
図
書
寮
本
：
別
本
系
統
、

池
田
本
：
別
本
系
統
、
國
冬
本
：
別
本
系
統
」
、「
通
は
む
は
」―

「
か
よ
は
ん
（
宮

家
本
：
別
本
系
統
、
國
冬
本
：
別
本
系
統
」―

「
か
よ
は
ゝ
（
池
田
本
：
別
本
系
統
）」
、

「
い
と
」―

「
ナ
シ
（
別
本
：
別
本
系
統
）」

こ
こ
に
は
、
浮
舟
の
母
君
が
、
「
宮
」
こ
と
匂
宮
の
姿
を
初
め
て
見
た
と
き
の
様
子

が
描
か
れ
て
い
る
。「
大
変
気
品
高
い
美
し
さ
で
、
ま
る
で
桜
の
花
を
手
折
っ
た
よ
う

な
風
情
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
、
匂
宮
の
美
し
さ
が
、
浮
舟
の
母
君
の
視
点
か
ら
描
写

さ
れ
た
後
、「
年
に
一
度
の
七
夕
く
ら
い
の
逢
瀬
で
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
て
お
目
に
か

か
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
当
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
ろ
う
」
（
傍
線
部
）
と
、
母
君
の

心
情
が
語
ら
れ
て
い
る
。
匂
宮
と
の
逢
瀬
が
「
七
夕
ば
か
り
に
て
も
」
と
い
う
表
現
を

用
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
東
屋
巻
で
も
、
匂
宮
を
彦
星
に
喩
え
る
総
角
巻
の
表
現

が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
に
お
け
る
、
当
該
本
文
へ
の
注
釈
内
容
を
確
認
す
る
。『
花

鳥
余
情
』
は
、
当
該
本
文
の
一
部
を
立
項
し
て
注
を
加
え
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
た

だ
、
第
四
節
で
述
べ
る
が
、
他
の
本
文
に
対
す
る
注
釈
の
中
で
、
当
該
本
文
に
つ
い
て

も
言
及
し
て
い
る
。

『
花
鳥
余
情
』
以
前
に
成
立
し
た
注
釈
書
で
は
、『
河
海
抄
』（
桃
園
文
庫
本
・
真
如

蔵
本
）
が
、
以
下
の
よ
う
な
注
を
加
え
て
い
る
。

四四
辻辻
善善
成成
『『
河河
海海
抄抄
』』（（
桃桃
園園
文文
庫庫
本本
））（
注

）

た
な
は
た
は
か
り
に
て
も

古ち
き
り
け
ん
心
そ
つ
ら
き
七
夕
の

四四
辻辻
善善
成成
『『
河河
海海
抄抄
』』（（
真真
如如
蔵蔵
本本
））（
注

）

た
な
は
た
は
か
り
に
て
も

古ち
き
り
け
ん
心
そ
つ
ら
き
七
夕
の
と
し
に
一
た
ひ
あ
ふ
は
あ
ふ
か
は

『
河
海
抄
』
が
引
歌
と
し
て
挙
げ
る
和
歌
は
、『
古
今
和
歌
集
』
所
収
「
ち
ぎ
り
け
む

心
ぞ
つ
ら
き
た
な
ば
た
の
年
に
ひ
と
度
あ
ふ
は
あ
ふ
か
は
」（
『
古
今
和
歌
集
』
巻
四
・

秋
歌
上
・
一
七
八
・「
同
じ
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
歌
」・
藤
原
興
風
）（
注

）

で
あ

る
。
歌
意
は
「
一
年
に
一
度
だ
け
逢
い
ま
し
ょ
う
と
約
束
し
た
と
い
う
織
女
の
心
は
本

当
に
つ
れ
な
い
よ
。
一
年
に
一
度
だ
け
逢
う
な
ど
と
い
う
の
は
、
逢
う
う
ち
に
入
る
だ
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ろ
う
か
」
と
い
う
も
の
で
、
一
年
に
一
度
の
逢
瀬
し
か
で
き
な
い
境
遇
を
嘆
く
男
の
心

情
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
『
河
海
抄
』
は
、
東
屋
巻
の
浮
舟
の
母
君
の
心
情
と
し
て

こ
の
和
歌
を
挙
げ
て
い
る
が
、
『
花
鳥
余
情
』
が
当
該
和
歌
を
挙
げ
な
か
っ
た
の
は
、

『
古
今
和
歌
集
』
所
収
歌
が
男
性
の
心
情
を
詠
む
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
東
屋
巻
に
お

け
る
母
君
の
心
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
判
断
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

『
花
鳥
余
情
』
以
後
に
成
立
し
た
注
釈
書
に
目
を
向
け
る
と
、『
孟
津
抄
』
が
独
自

の
注
を
、
『
岷
江
入
楚
』
と
『
湖
月
抄
』
が
『
河
海
抄
』
の
注
釈
を
引
用
す
る
形
で
、

そ
れ
ぞ
れ
注
を
付
け
て
い
る
。
以
下
に
『
孟
津
抄
』
と
『
岷
江
入
楚
』
を
引
用
す
る
。

九九
条条
稙稙
通通
『『
孟孟
津津
抄抄
』』

か
や
う
に
ま
れ
〳
〵
に
わ
た
り
玉
ふ
に
つ
き
て
七
夕
と
書
た
り
か
ゝ
る
御
躰
見

た
て
ま
つ
れ
は
ま
れ
に
て
も
と
思
ふ
な
り
ひ
こ
ほ
し
の
ひ
か
り
に
匂
を
さ
し
て

面
白
き
書
や
う
也

中中
院院
通通
勝勝
『『
岷岷
江江
入入
楚楚
』』

た
な
は
た
は
か
り
に
て
も

河

古

契
り
け
ん
心
そ
つ
ら
き
七
夕
の
と
し
に
一
た
ひ
あ
ふ
は
あ
ふ
か
は

箋

か
ね
て
思
ひ
し
は
め
て
た
き
人
も
と
た
え
か
ち
な
ら
は
う
ら
め
し
か
る
へ

し
と
こ
そ
思
ひ
し
に
今
思
へ
は
年
に
一
た
ひ
は
か
り
に
て
も
か
や
う
の
事
は
な

く
さ
み
な
ん
と
北
方
の
思
ふ
也

『
孟
津
抄
』
は
、「
七
夕
」
と
表
現
さ
れ
る
由
来
と
、「
彦
星
の
光
」
が
「
匂
宮
」
の
こ

と
を
指
す
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。『
岷
江
入
楚
』
は
、「
箋
」
と
し
て
三
条
西
実

枝
の
注
も
加
え
て
い
る
。「
箋
」
以
下
の
内
容
は
、「
北
方
」
つ
ま
り
浮
舟
の
母
君
が
、

一
年
に
一
度
の
逢
瀬
で
あ
っ
て
も
匂
宮
の
来
訪
を
期
待
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
、
総

角
巻
に
お
い
て
大
君
が
願
っ
て
い
た
内
容
と
も
通
じ
て
い
る
。

四
、
『
源
氏
物
語
』
東
屋
巻
へ
の
注
釈
（
二
）―

『
花
鳥
余
情
』
の
特
徴―

続
い
て
、
東
屋
巻
の
う
ち
、
『
花
鳥
余
情
』
が
注
釈
を
加
え
て
い
る
本
文
を
確
認
す

る
。

『『
源源
氏氏
物物
語語
』』
東東
屋屋
巻巻
［［
新新
編編
全全
集集
⑥⑥
・・
五五
四四
頁頁
］］

こ
の
母
君
、「
い
と
め
で
た
く
、
思
ふ
や
う
な
る
御
さ
ま
か
な
」
と
め
で
て
、
乳

母
ゆ
く
り
か
に
思
ひ
よ
り
て
、
た
び
た
び
言
ひ
し
こ
と
を
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に

言
ひ
し
か
ど
、
こ
の
御
あ
り
さ
ま
を
見
る
に
は
、
天
の
川
を
渡
り
て
も
、
か
か
る

彦
星
の
光
を
こ
そ
待
ち
つ
け
さ
せ
め
、
わ
が
む
す
め
は
、
な
の
め
な
ら
ん
人
に
見

せ
ん
は
惜
し
げ
な
る
さ
ま
を
、
夷
め
き
た
る
人
を
の
み
見
な
ら
ひ
て
、
少
将
を
か

し
こ
き
も
の
に
思
ひ
け
る
を
、
悔
し
き
ま
で
思
ひ
な
り
に
け
り
。

［
校
異
］「
あ
ま
の
か
は
」―

「
あ
ま
の
か
は
せ
」（
陽
明
家
本
：
別
本
系
統
、
池
田
本
：

青
表
紙
本
系
統
）、「
わ
た
り
て
も
か
ゝ
る
」―

「
へ
た
て
ゝ
も
か
ゝ
ら
ん
」（
御
物
本
：

河
内
本
系
統
、
保
坂
本
：
別
本
系
統
、
池
田
本
：
青
表
紙
本
系
統
）
、「
ひ
こ
ほ
し
の
」

―

「
ひ
こ
ほ
し
」（
御
物
本
：
河
内
本
系
統
）

こ
こ
で
「
彦
星
の
光
」
に
喩
え
ら
れ
る
の
は
、
匂
宮
で
は
な
く
薫
で
あ
る
。
浮
舟
の
母

君
は
、
薫
の
容
貌
や
立
ち
居
振
る
舞
い
に
つ
い
て
「
本
当
に
ご
立
派
で
申
し
分
の
な
い

ご
様
子
」
で
あ
る
と
賞
賛
し
た
う
え
で
、
傍
線
部
「
天
の
川
を
渡
っ
て
年
に
一
度
の
訪

れ
で
も
、
こ
う
し
た
彦
星
の
光
を
待
ち
迎
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
や
り
た
い
も
の
よ
」

と
い
う
思
い
を
抱
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
母
親
と
し
て
、
浮
舟
と
薫
と
の
縁
談

を
強
く
望
む
内
容
で
あ
る
。

『
花
鳥
余
情
』
は
当
該
本
文
に
対
し
、
以
下
の
よ
う
な
注
釈
を
施
し
て
い
る
。

一一
条条
兼兼
良良
『『
花花
鳥鳥
余余
情情
』』（
注

）

あ
け
ま
き
の
巻
に
は
匂
宮
の
事
を
彦
星
に
た
と
へ
て
い
へ
り
。
こ
ゝ
に
は
か
ほ

る
大
将
の
事
を
ひ
こ
ほ
し
の
光
と
い
へ
り
。
上
の
詞
に
は
い
と
い
み
じ
か
る
べ

き
と
中
将
の
君
の
事
を
申
侍
り
。
男
を
ば
ひ
こ
ほ
し
と
い
ひ
女
を
七
夕
と
い
へ

る
な
り
。

「
総
角
巻
で
は
匂
宮
の
こ
と
を
彦
星
に
喩
え
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
彦
星
」
と
い
う
表
現
で
示
さ
れ
る
男
性
が
、
匂
宮
か
ら
薫
に
移
り
変

わ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
、
注
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、

「
上
の
詞
に
は
い
と
い
み
じ
か
る
べ
き
と
中
将
の
君
の
事
を
申
侍
り
」
と
、
第
三
節
に

引
用
し
た
東
屋
巻
で
「
七
夕
ば
か
り
に
て
も
、
か
や
う
に
見
た
て
ま
つ
り
通
は
む
は
、

横山　恵理

−97−



い
と
い
み
じ
か
る
べ
き
わ
ざ
か
な
」
と
語
ら
れ
て
い
た
浮
舟
の
母
君
の
心
情
に
つ
い
て

も
、
『
源
氏
物
語
』
本
文
を
遡
っ
て
触
れ
て
い
る
。
こ
の
注
釈
内
容
か
ら
は
、
浮
舟
の

母
君
が
、
浮
舟
を
、
匂
宮
や
薫
と
い
っ
た
貴
人
と
と
に
か
く
結
ば
せ
た
い
と
い
う
野
心

を
抱
い
て
い
る
人
物
と
し
て
の
側
面
も
強
調
さ
れ
よ
う
。

『
花
鳥
余
情
』
の
当
該
注
釈
の
よ
う
に
、
一
つ
の
項
目
内
で
二
場
面
が
結
び
つ
け
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
享
受
者
が
、
物
語
の
展
開
や
人
物
造
型
を
確
認
し
な
が
ら

解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
第
三
節
で
引
用
し
た
東
屋
巻
の
場
面
に
は
「
わ
が
頼

も
し
き
人
に
思
ひ
て
、
恨
め
し
け
れ
ど
心
に
は
違
は
じ
と
思
ふ
常
陸
守
よ
り
、
さ
ま
容

貌
も
人
の
ほ
ど
も
こ
よ
な
く
見
ゆ
る
五
位
、
四
位
ど
も
」（
東
屋
巻
・
新
編
全
集
⑥
四

二
頁
）
と
あ
り
、
情
け
な
い
、
恨
め
し
い
と
思
い
な
が
ら
も
夫
と
し
て
頼
り
に
し
て
き

た
常
陸
介
と
比
べ
て
、
五
位
、
四
位
の
男
性
た
ち
は
は
る
か
に
立
派
に
見
え
る
と
、
浮

舟
の
母
君
が
感
じ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
四
節
で
引
用
し
た
東
屋
巻
の
場

面
で
も
、
「
わ
が
む
す
め
は
、
な
の
め
な
ら
ん
人
に
見
せ
ん
は
惜
し
げ
な
る
さ
ま
を
、

夷
め
き
た
る
人
を
の
み
見
な
ら
ひ
て
、
少
将
を
か
し
こ
き
も
の
に
思
ひ
け
る
を
、
悔
し

き
ま
で
思
ひ
な
り
に
け
り
」
（
東
屋
巻
・
新
編
全
集
⑥
五
四
頁
）
と
記
さ
れ
、
浮
舟
の

母
君
が
、
一
貫
し
て
東
国
暮
ら
し
の
男
性
を
蔑
視
し
て
い
る
表
現
が
確
認
で
き
る
の
で

あ
る
。
同
時
に
、
浮
舟
の
母
君
が
、
浮
舟
と
と
も
に
都
に
来
る
ま
で
に
、
母
娘
が
置
か

れ
て
い
た
境
遇
を
悔
し
く
感
じ
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
人
物
造

型
は
、
注
釈
書
内
で
別
々
に
立
項
さ
れ
て
い
て
は
、
享
受
者
自
身
が
注
釈
内
容
の
関
連

性
に
気
付
く
か
ど
う
か
と
い
う
力
に
任
せ
ら
れ
て
し
ま
い
、
注
釈
者
の
意
図
に
気
付
か

な
い
恐
れ
も
あ
る
。
し
か
し
、
『
花
鳥
余
情
』
の
当
該
注
釈
の
よ
う
に
、
一
つ
の
立
項

に
お
い
て
二
場
面
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
の
享
受
者
も
注
釈
内

容
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
の
中
で
も
『
花
鳥
余
情
』

は
、
物
語
本
文
の
文
意
や
文
脈
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
は
第
一
節
で
言
及
し
た
が
、
そ
の
特
徴
を
当
該
注
釈
方
法
か
ら
も
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

五
、
『
源
氏
物
語
』
東
屋
巻
へ
の
注
釈
（
二
）

―

『
花
鳥
余
情
』
以
外
の
注
釈
例―

本
節
で
は
、
第
四
節
に
引
用
し
た
東
屋
巻
本
文
に
対
し
て
、
『
花
鳥
余
情
』
以
外
の

注
釈
書
が
い
か
な
る
注
を
施
し
た
か
を
確
認
す
る
。

『
花
鳥
余
情
』
以
前
に
成
立
し
た
注
釈
書
で
は
、『
紫
明
抄
』
と
『
河
海
抄
』
が
引

歌
を
挙
げ
る
。

素素
寂寂
『『
紫紫
明明
抄抄
』』（
注

）

あ
ま
の
か
は
を
へ
た
て
ゝ
も
か
ゝ
る
ひ
こ
ほ
し
の
ひ
か
り
を
こ
そ
ま
ち
つ
け
さ

せ
め

ひ
こ
ほ
し
に
こ
ひ
は
ま
さ
り
ぬ
あ
ま
の
か
は
へ
た
つ
る
せ
き
を
い
ま
は
や
め
て

よ
伊
勢
語

四四
辻辻
善善
成成
『『
河河
海海
抄抄
』』

天
川
を
へ
た
て
ゝ
も

彦
星
に
恋
は
ま
さ
り
ぬ
天
河

へ
た
つ
る
関
を
今
は
や
め
て
よ

い
ず
れ
も
『
伊
勢
物
語
』
彦
星
段
に
詠
ま
れ
た
和
歌
を
引
歌
と
し
て
挙
げ
る
。『
花
鳥

余
情
』
が
総
角
巻
で
引
歌
と
し
て
挙
げ
て
い
た
歌
で
あ
る
。

『
花
鳥
余
情
』
以
後
に
成
立
し
た
注
釈
書
で
は
、『
孟
津
抄
』
、『
細
流
抄
』
、『
岷
江

入
楚
』
、『
湖
月
抄
』
が
、
そ
れ
ぞ
れ
注
釈
を
加
え
て
い
る
。

九九
条条
稙稙
通通
『『
孟孟
津津
抄抄
』』

あ
ま
の
川
を
わ
た
り
て
も
か
ゝ
る
ひ
こ
ほ
し
の
ひ
か
り
を
こ
そ
は
待
つ
け
さ
せ

め私

薫
の
躰
に
め
て
ゝ
ま
れ
に
あ
ひ
玉
ふ
と
も
と
北
方
心
也
上
の
詞
に
七
夕
は

か
り
に
て
も
と
い
ふ
詞
あ
は
せ
て
あ
ま
の
河
を
へ
た
て
ゝ
も
か
ゝ
る
ひ
こ
ほ
し

の
光
を
と
か
け
る
な
る
へ
し

花
鳥
説
略
之

た
ゝ
め
の
と
の
詞
也

ひ
こ
ほ
し
に
恋
は
ま
さ
り
ぬ
あ
ま
の
河
へ
た
つ
る
せ
き
を
今
は
や
め
て
よ

三三
条条
西西
実実
隆隆
『『
細細
流流
抄抄
』』

あ
ま
の
河
を
わ
た
り
て
も

此
詞
あ
ま
た
と
こ
ろ
に
あ
り
つ
き
つ
き
め
の
と
の

薫
の
事
を
い
ま
思
ひ
い
て
ゝ
母
君
も
け
に
も
と
お
も
へ
る
也
。
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中中
院院
通通
勝勝
『『
岷岷
江江
入入
楚楚
』』

あ
ま
の
河
を
わ
た
り
て
も

か
ゝ
る
ひ
こ
ほ
し
の
光
を
こ
そ
は

河

七
夕
に
恋
い
は
ま
さ
り
ぬ
天
河
へ
た
つ
る
せ
き
を
今
は
や
め
て
よ

花

あ
ま
の
河
を
へ
た
て
ゝ
も
ト
ア
リ

あ
け
巻
の
巻
に
は
匂
宮
の
事
を
彦
星
に
た
と
へ
て
い
へ
り
。
こ
ゝ
に
は
薫
大
将
の

こ
と
を
ひ
こ
ほ
し
の
光
と
い
へ
り
。
上
の
詞
に
は
七
夕
ば
か
り
に
て
も
か
や
う

に
て
み
た
て
ま
つ
り
か
よ
は
ん
は
、
い
と
い
み
じ
か
る
べ
き
と
中
将
君
の
中
君

の
事
を
申
侍
る
。
男
を
ば
彦
星
と
い
ひ
女
を
ば
た
な
ば
た
と
い
へ
る
也
。

秘

此
詞
あ
ま
た
所
に
あ
り
。

さ
き
さ
き
め
の
と
の
薫
の
事
を
い
ひ
し
事
を
今

思
ひ
出
て
母
君
も
け
に
も
と
思
へ
る
也
。

箋

あ
ま
た
所
に
あ
り
。
さ
れ
ど
も
面
白
く
か
へ
て
か
け
り
。

北北
村村
季季
吟吟
『『
湖湖
月月
抄抄
』』

あ
ま
の
川
を
わ
た
り
て
も

細

此
詞
あ
ま
た
所
に
あ
り
。
さ
き
ざ
き
め
の
と
の
薫
の
事
を
い
ひ
し
こ
と
を
、

今
思
ひ
出
で
て
、
母
君
も
げ
に
と
思
へ
る
也
。

孟

薫
の
躰
に
め
で
て
、
ま
れ
に
あ
ひ
給
ふ
と
も
と
北
方
の
心
也
。
上
の
詞
に
、

七
夕
ば
か
り
に
て
も
と
云
ふ
詞
を
あ
は
せ
て
、
あ
ま
の
川
を
わ
た
り
て
も
と
か
け

る
な
る
べ
し
。

『
孟
津
抄
』
の
注
釈
内
容
は
『
花
鳥
余
情
』
の
説
を
踏
襲
し
て
い
る
。『
細
流
抄
』

は
、
「
あ
ま
の
河
を
わ
た
り
て
も
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
「
此
詞
あ
ま
た
と
こ
ろ
に

あ
り
」
と
記
し
、
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
特
徴
へ
に
言
及
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
見
受

け
ら
れ
る
も
の
の
、
人
物
造
型
の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
注
釈
内
容
と
い
う
点
で

は
『
花
鳥
余
情
』
の
方
が
成
功
し
て
い
る
。『
岷
江
入
楚
』
は
、『
河
海
抄
』
と
『
花
鳥

余
情
』
と
を
引
用
し
た
う
え
で
、「
秘
」
と
し
て
三
条
西
実
枝
に
よ
る
注
釈
を
、
「
箋
」

と
し
て
三
条
西
公
条
に
よ
る
注
釈
を
加
え
る
。「
秘
」
と
「
箋
」
の
注
釈
内
容
を
検
討

し
て
も
、
『
花
鳥
余
情
』
ほ
ど
物
語
全
体
を
ふ
ま
え
た
注
が
施
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い

難
い
。『
湖
月
抄
』
に
は
、
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
細
流
抄
』
と
『
孟
津
抄
』
を

尊
重
す
る
注
釈
態
度
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

以
上
、
東
屋
巻
本
文
に
対
す
る
注
釈
史
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
花
鳥
余
情
』

の
注
釈
態
度
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
「
彦
星
の
光
」
に
対
す
る
注
釈
方
法
か
ら
明

ら
か
に
な
っ
た
『
花
鳥
余
情
』
の
『
源
氏
物
語
』
享
受
の
特
徴
を
次
節
に
ま
と
め
る
。

六
、
お
わ
り
に

『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
に
お
け
る
「
彦
星
の
光
」
に
対
す
る
注
釈
を
て
が
か
り
と

し
て
、『
花
鳥
余
情
』
の
特
徴
を
検
討
し
た
。
第
二
節
か
ら
第
五
節
に
か
け
て
、『
花
鳥

余
情
』
が
物
語
本
文
の
全
体
を
踏
ま
え
た
注
を
施
し
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
結
果
と
し

て
、
物
語
享
受
者
が
人
物
造
型
の
特
徴
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
こ
の
注
釈
内
容
が
『
源
氏
物
語
』
の
深
い
読
み
と
も
連
関

す
る
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
に
は
、「
彦
星
の
光
」
や
「
七
夕
」
、
「
天
の
川
」
と
い
う

表
現
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
総
角
巻
に
お
け
る
「
彦
星
」
は
、
宇
治
大
君
か
ら
み

た
匂
宮
を
指
す
表
現
で
あ
っ
た
。
大
君
は
、
妹
・
中
君
を
匂
宮
に
縁
づ
け
た
い
と
思
っ

て
お
り
、
そ
の
隔
て
と
な
る
宇
治
川
を
「
天
の
川
」
に
喩
え
て
も
い
た
。
東
屋
巻
に
お

い
て
、「
七
夕
」
の
牽
牛
・
織
女
の
よ
う
に
一
年
に
一
度
の
逢
瀬
で
も
よ
い
か
ら
結
ば

せ
た
い
と
記
さ
れ
た
の
も
、
匂
宮
で
あ
る
。
東
屋
巻
の
前
半
は
、
浮
舟
の
母
君
が
、
浮

舟
と
匂
宮
と
の
縁
談
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
東
屋
巻
後
半
で
「
彦
星
」

に
喩
え
ら
れ
た
の
は
薫
で
あ
る
。
浮
舟
の
母
君
が
、
浮
舟
と
薫
と
の
縁
談
を
期
待
す
る

場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。

『
花
鳥
余
情
』
は
、
そ
れ
ま
で
の
注
釈
書
が
注
を
加
え
な
か
っ
た
総
角
巻
か
ら
、
引

歌
二
首
を
挙
げ
て
、「
彦
星
」
と
宇
治
の
姫
君
の
逢
瀬
の
有
難
さ
に
触
れ
て
い
る
。
東

屋
巻
本
文
へ
の
注
釈
で
は
「
総
角
の
巻
に
は
匂
宮
の
事
を
彦
星
に
た
と
へ
て
い
へ
り
。

こ
ゝ
に
は
か
ほ
る
大
将
の
事
を
ひ
こ
ほ
し
の
光
と
い
へ
り
」
と
明
記
し
、
総
角
巻
か
ら

展
開
さ
れ
て
き
た
物
語
の
読
解
へ
と
享
受
者
を
導
く
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
。
『
花

鳥
余
情
』
以
外
の
注
釈
書
は
「
あ
ま
た
あ
り
」
の
よ
う
な
注
に
止
ま
っ
て
お
り
、
「
彦

星
」
と
い
う
表
現
の
重
な
り
や
、
そ
れ
が
誰
を
指
す
の
か
と
い
っ
た
内
容
は
曖
昧
な
ま

ま
に
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
宇
治
十
帖
に
お
い
て
は
、
作
中
人
物
の
誰
が
、
誰
を
「
彦
星
」
に
喩
え
て

い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
宇
治
十
帖
は
、
宇
治
大
君―

中
君―

浮
舟
と
つ
な
が
る
「
形
代
」
の
物
語
で
あ
る
が
、『
花
鳥
余
情
』
の
「
彦
星
の

光
」
へ
の
注
釈
を
重
ね
て
物
語
本
文
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
形
代
」
物
語
の

特
徴
が
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
宇
治
大
君
の
形
代
と
し
て
浮
舟
が
登
場
し
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た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、『
花
鳥
余
情
』
の
注
釈
内
容
で
あ
る
「
誰
が
、
誰
を
、

彦
星
に
喩
え
た
の
か
」
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
形
代
」
の
物
語
と
い
う
特
徴

が
よ
り
強
固
な
も
の
と
な
る
。
総
角
巻
で
、
自
分
の
身
内
（
こ
こ
で
は
妹
・
中
君
）
を

「
彦
星
」
に
縁
づ
か
せ
た
い
と
願
う
の
は
宇
治
大
君
で
あ
っ
た
。
東
屋
巻
で
、
自
分
の

身
内
（
こ
こ
で
は
娘
・
浮
舟
）
を
「
彦
星
」
に
縁
づ
か
せ
た
い
と
願
う
の
は
浮
舟
の
母

君
で
あ
っ
た
。『
花
鳥
余
情
』
の
「
彦
星
の
光
」
へ
の
注
釈
内
容
は
、
庇
護
者
と
し
て

の
宇
治
大
君
と
浮
舟
母
君
と
の
重
な
り
を
も
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
浮
舟
物
語
が
、

大
君
・
中
君
物
語
の
全
体
を
経
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
読
み
を
、
注
釈
史
上

初
め
て
提
示
し
た
の
が
『
花
鳥
余
情
』
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

謝
辞

本
稿
は
、
第
二
十
三
回
天
文
文
化
研
究
会
（
二
〇
二
二
年
六
月
十
九
日
、
於
・
大
阪
工

業
大
学
梅
田
キ
ャ
ン
パ
ス
）
に
お
け
る
研
究
報
告
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会

に
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
研
究
は
、
科
学
研

究
費
助
成
事
業
・
挑
戦
的
研
究

（
萌
芽
）『
天
文
文
化
学
の
創
設
：
天
文
と
文
化
遺
産

を
結
ぶ

文
理
融
合
研
究
の
加
速
』（
課
題
番
号19K

21621

、
研
究
代
表
・
真
貝
寿
明
）

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
に
成
立
し
た
初
稿
（
度
）
本
と
、
そ
の
後
大
内
政
弘

の
求
め
に
よ
っ
て
送
付
し
た
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
の
再
稿
本
と
の
系
統
が

あ
る
。
さ
ら
に
、
文
明
十
年
（
一
四
七
八
）
に
禁
裏
に
奏
上
し
た
献
上
本
の
系

統
も
存
す
る
。

（
２
）
伊
井
春
樹
氏
『
源
氏
物
語
古
注
釈
集
成

第
一
巻

松
永
本
花
鳥
余
情
』
桜
楓

社
、
一
九
七
八
年
。
同
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究

室
町
前
期
』
桜
楓
社
、

一
九
八
〇
年
。
伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語
注
釈
書
享
受
史
事
典
』
東
京
堂
出
版
、

二
〇
〇
一
年
等
。

（
３
）
稲
賀
敬
二
氏
『
源
氏
物
語
研
究
叢
書
４

源
氏
物
語
注
釈
史
と
享
受
史
の
世
界
』 

新
典
社
、
二
〇
〇
二
年
等
。

（
４
）
武
井
和
人
氏
『
一
条
兼
良
の
書
誌
的
研
究

増
補
版
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇

年
。

（
５
）
松
本
大
氏
「『
花
鳥
余
情
』
に
お
け
る
『
河
海
抄
』
利
用
の
実
相
」、
『
中
古
文

学
』
第
一
〇
四
号
、
二
〇
一
九
年
十
一
月
。

（
６
）『
花
鳥
余
情
』
序
文
を
以
下
に
示
す
。
な
お
、『
花
鳥
余
情
』
本
文
は
、
献
上
本

系
統
で
あ
る
龍
門
文
庫
蔵
本
を
引
用
す
る
。
龍
門
文
庫
本
『
花
鳥
余
情
』
本
文

は
、
奈
良
女
子
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
・
画
像
電
子
集
・
奈
良
地
域
関
連
資

料
・
阪
本
龍
門
文
庫
画
像
集
で
公
開
さ
れ
て
い
る
写
真
版
を
、
私
に
翻
刻
し
た
。

注
（
８
）・
注
（
20
）
も
同
じ
。
ま
た
、
次
の
引
用
の
う
ち
『
河
海
抄
』
に
関

連
す
る
本
文
に
傍
線
部
を
付
し
た
。

http://w
w

w.nara-
w

u.ac.jp/aic/gdb/m
ahoroba/y05/y052/htm

l/s/n01/p006.htm
l

（
閲
覧
日
：

二
〇
二
二
年
九
月
三
十
日
）

あ
つ
ま
を
も
ろ
〳
〵
の
う
つ
は
物
の
う
へ
に
を
き
紫
を
よ
ろ
つ
の
色
の
中
に

た
と
ふ
る
か
こ
と
し
み
な
も
と
ふ
か
き
水
は
く
め
と
も
さ
ら
に
つ
く
る
事
な

く
く
ら
く
な
き
玉
は
み
か
け
は
い
よ
〳
〵
光
を
ま
す
我
国
の
至
宝
は
源
氏
の

物
語
に
す
き
た
る
は
な
か
る
へ
し
こ
れ
に
よ
り
て
世
々
の
も
て
あ
そ
ひ
物
と

成
て
花
鳥
の
な
さ
け
を
あ
ら
は
し
家
々
の
注
釈
ま
ち
〳
〵
に
し
て
雪
蛍
の
功

を
つ
む
と
い
へ
と
も
な
に
か
し
の
お
と
ゝ
の
河
海
抄
は
い
に
し
へ
い
ま
を
か

ん
か
へ
て
ふ
か
き
あ
さ
き
を
わ
か
て
り
も
と
も
折
中
の
む
ね
に
か
な
ひ
て
指

南
の
道
を
え
た
り
し
か
は
あ
れ
と
筆
の
海
に
す
な
と
り
て
あ
み
を
も
れ
た
る

魚
を
し
り
詞
の
林
に
ま
ふ
し
ゝ
て
く
い
せ
を
ま
も
る
兎
に
あ
へ
り
の
こ
れ
る

を
ひ
ろ
ひ
あ
や
ま
り
を
あ
ら
た
む
る
は
先
達
の
し
わ
さ
に
そ
む
か
さ
れ
は
後

生
の
と
も
か
ら
な
ん
そ
し
た
か
は
さ
ら
ん
や
つ
ゐ
に
愚
眼
の
を
よ
ふ
所
を
筆

舌
に
の
へ
て
花
鳥
余
情
と
名
つ
く
る
と
こ
ろ
し
か
な
り

（
７
）
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

源
氏
物
語
』（
小
学
館
、

一
九
九
四
～
一
九
九
六
年
）
に
依
る
。
総
角
巻
の
底
本
は
大
島
本
で
あ
る
。
た

だ
し
、『
源
氏
物
語
大
成
』、
『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』
、
『
河
内
本
源
氏
物
語
校

異
集
成
』
を
用
い
て
校
異
を
確
認
し
て
い
る
。

（
８
）
『
花
鳥
余
情
』
本
文
は
、
龍
門
文
庫
本
『
花
鳥
余
情
』
に
依
る
。
奈
良
女
子
大

学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
・
画
像
電
子
集
・
奈
良
地
域
関
連
資
料
・
阪
本
龍
門

文

庫
画
像
集
。

http://w
w

w.nara-
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w
u.ac.jp/aic/gdb/m

ahoroba/y05/y052/htm
l/s/n13/p026.htm

l

（
閲

覧
日
：
二
〇
二
二
年
九
月
三
十
日
）

（
９
）
世
尊
寺
伊
行
『
源
氏
釈
』（
一
一
七
五
年
以
前
成
立
）、
藤
原
定
家
『
奥
入
』（
一

二
三
三
年
以
降
成
立
）
、
素
寂
『
紫
明
抄
』（
一
二
五
二
～
一
二
六
七
年
頃
成
立
）
、

四
辻
善
成
『
河
海
抄
』
（
一
三
六
二
～
一
三
九
四
年
頃
成
立
）
に
は
立
項
さ
れ

て
い
な
い
。

（
10
）『
万
葉
集
』
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

万
葉
集
』（
小
学
館
、
一
九

九
四
～
一
九
九
六
年
）
に
依
る
。

（
11
）『
伊
勢
物
語
』
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・

大
和
物
語
・
平
中
物
語
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
に
依
る
。

（
12
）『
細
流
抄
』
本
文
は
、
伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
七
巻

内
閣
文

庫
本
・
細
流
抄
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
五
年
）
に
依
る
。

（
13
）『
孟
津
抄
』
本
文
は
、
野
村
精
一
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
四
～
六
巻

孟

津
抄
』
（
桜
楓
社
、
一
九
八
七
年
）
に
依
る
。

（
14
）
『
岷
江
入
楚
』
本
文
は
、
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
十
一
～
十
五
巻

岷
江
入

楚
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
～
一
九
八
四
年
）
に
依
る
。

（
15
）『
湖
月
抄
』
本
文
は
、『
源
氏
物
語
湖
月
抄
（
上
）
～
（
下
）
増
注
』（
講
談
社
、

一
九
八
二
年
）
に
依
る
。

（
16
）
稲
賀
敬
二
氏
『
源
氏
物
語
研
究
叢
書
４

源
氏
物
語
注
釈
史
と
享
受
史
の
世

界
』
新
典
社
、
二
〇
〇
二
年
等
。

（
17
）『
河
海
抄
』
本
文
は
、
玉
上
琢
彌
編
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』（
角
川
書
店
、
一
九

六
八
年
）
に
依
る
。

（
18
）
注
（
17
）
に
同
じ
。

（
19
）
和
歌
の
引
用
は
、
新
編
『
国
歌
大
観
』
編
集
委
員
会
『
新
編
国
歌
大
観D

VD
-

RO
M

』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
に
依
る
。

（
20
）『
花
鳥
余
情
』
本
文
は
、
龍
門
文
庫
本
『
花
鳥
余
情
』
に
依
る
。
奈
良
女
子

大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
・
画
像
電
子
集
・
奈
良
地
域
関
連
資
料
・
阪
本
龍

門
文

庫
画
像
集
。

http://w
w

w.nara-
w

u.ac.jp/aic/gdb/m
ahoroba/y05/y052/htm

l/s/n14/p028.htm
l

（
閲

覧
日
：
二
〇
二
二
年
九
月
三
十
日
）

（
21
）『
紫
明
抄
』
本
文
は
、
龍
門
文
庫
本
『
紫
明
抄
』
に
依
る
。
本
文
は
、
奈
良
女

子
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
・
画
像
電
子
集
・
奈
良
地
域
関
連
資
料
・
阪
本
龍

門
文
庫
画
像
集
で
公
開
さ
れ
て
い
る
写
真
版
を
、
私
に
翻
刻
し
た
。

http://w
w

w.nara-w
u.ac.jp/aic/gdb/m

ahoroba/y05/htm
l/069/s/p256.htm

l 

（
閲
覧
日
：
二
〇
二
二
年
九
月
三
十
日
）
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