
一

序

「
正
治
二
年
院
初
度
百
首
歌
」
冬
十
五
首
の
う
ち
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
。

駒
と
め
て
袖
う
ち
払
ふ
か
げ
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
ぐ
れ

は
、
云
う
ま
で
も
な
く
『
新
古
今
集
』
中
の
代
表
歌
で
あ
り
、
本
歌
は
長
忌

寸
奥
暦
の

苦
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
三
輪
が
崎
佐
野
の
渡
り
に
家
も
あ
ら
な
く
に

へ
万
葉
集
新
勅
撰
集
一

戸
巻
二
蒋
旅
歌
｝

で
あ
る
。
奥
麿
は
即
興
的
な
歌
人
で
、
万
葉
リ
ア
リ
ズ
ム
の
先
駆
的
役
割
を

荷
っ
て
、
こ
の
歌
も
当
面
の
実
景
と
実
感
が
如
実
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
定

家
の
一
首
も
、
そ
の
や
や
強
い
調
雲
へ
か
ら
直
観
的
に
対
象
を
把
握
し
得
る
し
、

そ
の
緊
迫
感
も
本
歌
同
様
、
一
般
に
生
活
体
験
的
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、

そ
の
共
感
に
は
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
．
古
来
、
歌
界
に
、
そ
の
比
較
優
劣

を
論
じ
ら
れ
て
来
た
の
も
右
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
美
濃
の
家
づ
と
』
は
、
優
劣
論
に
お
い
て
こ
の
歌
句
守
躬
銅
埜
撤
す
）
を

、

を
．
。
Ｏ
寺
畠
騒

新
古
今
的
発
想
の
一
類
型

ｌ
藤
原
定
家
の
歌
一
首
に
つ
い
て
Ｉ

弁
護
し
つ
つ
「
袖
う
ち
は
ら
ふ
蔭
も
な
し
と
い
へ
る
に
、
く
る
し
き
心
も
あ

く
ま
で
そ
な
は
り
て
、
い
と
，
／
、
哀
な
る
物
を
や
」
と
述
べ
、
ま
た
夕
暮
と

あ
る
か
ら
宿
を
求
め
て
い
る
の
だ
と
し
た
。

「
尾
張
の
家
苞
』
は
こ
れ
に
対
し
て
、
「
嘉
旅
の
歌
に
あ
ら
ぬ
故
」
、
か
げ

Ｉ
家
、
夕
暮
ｌ
宿
の
連
想
は
よ
ろ
し
く
な
い
と
し
、
「
晴
れ
た
る
日
か
り
そ

め
に
物
へ
行
て
か
へ
る
さ
に
俄
に
雪
に
あ
ひ
し
也
、
雨
衣
な
ど
の
心
し
ら
ひ

ざ

も
な
き
に
袖
は
ら
ふ
と
て
立
よ
る
へ
き
蔭
も
な
く
な
ど
し
て
わ
び
し
き
状
を

尽
し
た
る
也
」
と
批
判
し
て
い
る
。
「
詳
解
」
が
本
歌
取
の
歌
と
は
見
ず
に

優
劣
論
に
終
始
し
て
い
る
の
に
比
べ
、
「
評
釈
」
は
さ
す
が
に
こ
れ
を
同
心

の
問
題
と
し
て
把
え
て
い
る
。
「
美
濃
」
の
説
に
従
え
ば
、
「
本
歌
取
と
い

う
こ
と
は
、
単
に
本
歌
を
詠
み
か
え
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
」
と
し
、

ま
た
、
「
尾
張
」
の
説
に
は
、
嘉
旅
の
歌
で
な
く
冬
の
歌
で
あ
る
と
す
る
の

に
は
誤
り
は
な
い
が
、
作
意
は
駕
旅
を
通
し
て
（
美
し
く
清
ら
か
な
墨
酎
獄

確
却
五
朴
森
と
〕
）
雪
の
感
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
い
う
、
へ
き
で
、
「
本
歌
と
心

を
変
え
よ
う
と
す
る
点
か
ら
の
強
い
た
解
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
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応
卓
見
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

し
か
し
、
主
想
は
雪
に
あ
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
、
そ
の
発
想
の
原
点
、

す
な
わ
ち
雪
に
対
す
る
定
家
の
内
部
形
象
に
視
点
を
向
け
て
み
る
必
要
が
あ

り
は
し
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
は
た
し
て
在
来
の
よ
う
な
美
的
理
念

だ
け
で
処
理
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
上
、
一
首
の
趣
向
は
自
然
現
象
に

難
渋
す
る
一
個
の
人
物
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
そ
の
人
物
の
心
象
に
容
易
に
感
情
を
移
入
さ
せ
得
る
し
、
追
体
験
す
る

こ
と
も
た
や
す
い
。
そ
こ
で
い
ま
仮
に
、
定
家
的
な
立
場
に
立
っ
て
の
奥
麿

の
本
歌
を
舞
台
上
に
演
じ
、
続
け
て
二
幕
目
に
こ
の
歌
を
演
じ
た
と
し
た
ら

ど
う
で
あ
ろ
う
。
季
節
は
背
景
の
展
開
に
よ
っ
て
印
象
さ
れ
る
が
、
演
出
に

実
感
が
こ
も
る
ほ
ど
、
繰
返
し
、
焼
直
し
の
感
を
深
く
す
る
で
あ
ろ
う
。
事

注
１

実
「
佐
野
の
わ
た
り
」
と
い
う
名
所
歌
枕
的
な
こ
と
ば
に
よ
っ
て
の
み
本
歌

を
決
定
し
て
い
る
の
も
、
多
分
に
こ
の
同
心
性
へ
の
共
感
に
負
う
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
と
こ
ろ
が
定
家
歌
論
は
、
ゞ
「
同
心
殊
禁
制
候
」
と
厳
し
く
こ
れ
を

戒
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
。
へ
き
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
、
『
新
古
今
私
抄
」
は
、
「
此
歌
粉
骨
の
本
歌
の
と
り
ゃ
う
也
袖

う
ち
は
ら
ふ
か
げ
も
な
し
と
は
そ
と
し
た
る
影
も
な
し
と
い
へ
り
家
も
あ
ら

な
く
に
と
云
を
あ
た
ら
し
く
い
ひ
出
た
る
心
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
新
風
の

確
立
、
六
条
家
の
妨
害
、
定
家
は
こ
の
百
首
に
歌
人
と
し
て
の
命
運
を
賭
け

て
い
た
。
百
首
中
実
に
三
十
六
首
以
上
が
本
歌
取
で
あ
り
、
中
で
も
こ
の
歌

は
定
数
歌
と
し
て
粉
骨
の
上
の
珠
玉
で
あ
る
。
『
私
抄
』
‐
の
い
う
あ
た
ら
し

い
発
想
源
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
総
じ
て
こ
れ
ら
の
点
を
検
討
し
若
干
の
試
論
を
展
開
し
た
い
。

新
古
今
的
発
想
の
一
類
型

1

K

頓
阿
は
「
井
蛙
抄
」
に
お
い
て
本
歌
取
の
分
類
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば

名
取
川
春
の
日
数
は
あ
ら
は
れ
て
共
に
ぞ
し
っ
む
せ
上
の
理
木
華
報

内
裏
詩
歌
合
〆

河
上
花
定
家
』

の
本
歌
は
、

名
取
山
瀬
々
の
埋
木
あ
ら
は
れ
は
い
か
に
せ
ん
と
か
逢
見
そ
め
け
ん

、
古
今
よ
み
人
し
ら
ず
一

一
古
今
六
帖
賞
之
〕

で
、
こ
れ
は
「
本
歌
の
詞
を
う
つ
し
て
上
下
に
を
き
て
あ
ら
ぬ
事
を
よ
め
る
」

も
の
。
と
こ
ろ
が
定
家
は
こ
の
歌
を
本
歌
と
し
て
さ
ら
に
、

名
取
川
い
か
に
せ
ん
と
も
ま
た
し
ら
ず
思
へ
ば
人
を
う
ら
み
つ
る
哉

『
文
治
二
年
春
百
首
。
一

一
不
逢
恋
、
新
古
今
、
定
家
』

と
い
う
の
を
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
「
本
歌
の
心
に
成
か
へ
り
て
、

し
か
も
そ
れ
に
ま
つ
は
れ
ず
し
て
妙
な
る
心
を
よ
め
る
」
も
の
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
前
者
は
単
に
詞
を
と
り
、
恋
を
季
に
変
え
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
が
、
後
者
の
は
、
一
応
本
歌
の
人
知
れ
ぬ
忍
恋
の
心
境
亀
輌
麺
癖
齢
浄

稚
準
考
）
に
成
か
へ
り
、
し
か
も
そ
れ
に
ま
つ
は
れ
ず
し
て
、
不
逢
恋
に
転
回

す
る
。
そ
の
際
、
「
思
は
ず
ぱ
っ
れ
な
な
き
事
も
つ
ら
か
ら
じ
頼
め
ば
人
を

恨
み
つ
る
哉
」
癖
鎚
集
）
と
い
っ
た
古
歌
が
、
妙
な
る
余
情
を
ひ
び
か
せ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
う
し
た
類
の
も
の
は
、
「
拾
遺
愚
草
中
に
常

に
見
ゆ
る
」
最
も
定
家
的
な
特
色
を
も
っ
た
も
の
だ
と
し
て
へ
例
歌
十
一
首

中
九
首
ま
で
を
と
っ
て
い
る
。
右
の
ほ
か
主
な
例
を
あ
げ
る
と
、

④
大
空
は
梅
の
に
ほ
ひ
に
霞
っ
與
曇
も
果
狙
春
の
よ
の
月

九
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h

照
も
せ
す
く
も
り
も
は
て
ね
春
の
よ
の
朧
月
夜
に
し
く
物
そ
な
き

＠
白
妙
の
袖
の
別
に
露
お
ち
て
身
に
し
む
色
の
あ
き
風
そ
ふ
く

マ
マ

白
妙
の
袖
わ
か
る
へ
き
日
を
近
み
心
に
む
せ
ふ
な
き
に
し
も
あ
ら
す

④
「
駒
と
め
て
」
の
歌

本
歌
略

な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
「
本
歌
に
か
ひ
そ
ひ
て
よ
め
る
」

あ
る
い
は
「
本
歌
の
心
に
す
が
り
て
風
情
を
建
立
し
た
る
」
も
の
で
も
な
く
、

ま
た
「
本
歌
の
只
一
ふ
し
を
と
れ
る
」
類
の
も
の
で
も
な
い
。
右
の
三
首
は

そ
れ
ぞ
れ
、

④
歌
境
は
本
歌
と
同
じ
く
春
の
朧
月
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
自
然
の
艶
な

景
趣
を
、
自
己
の
気
分
を
通
じ
て
客
観
的
に
具
象
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
場
合
、
古
詞
大
空
は
物
思
の
対
象
、
梅
の
匂
い
は
物
思
を
増
幅
さ
す
も

の
と
な
り
、
ま
た
朧
月
夜
の
君
の
物
語
を
連
想
さ
せ
よ
う
。
自
然
を
艶
と
感

得
す
る
の
は
主
体
的
な
人
間
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

＠
歌
境
は
本
歌
と
同
じ
く
後
朝
に
相
手
の
移
り
気
を
思
い
泣
く
心
。
定
家

の
は
そ
の
け
は
い
を
客
観
的
に
具
象
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
「
吹

き
く
れ
ば
身
に
も
し
み
け
る
秋
風
を
色
な
き
物
と
思
ひ
け
る
か
な
」
と
い
う

古
歌
が
暗
示
と
な
り
心
証
を
つ
よ
め
る
。
（
た
だ
本
歌
を
「
白
妙
の
袖
の
別

れ
は
惜
し
け
ど
も
思
ひ
乱
れ
て
許
し
つ
る
か
も
」
と
す
る
と
、
↑
暁
恋
と
な
っ

て
し
ま
垂
フ
。
鈩
鍛
咋
痙
吋
韮
本
）
）

④
歌
境
は
本
歌
と
同
じ
く
進
退
に
行
き
な
や
む
状
。
そ
こ
か
ら
自
己
の
気

分
（
苦
し
み
）
を
通
じ
て
そ
れ
を
客
観
的
に
具
象
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
場
合
、
「
駒
と
め
て
袖
う
ち
払
ふ
か
げ
も
な
し
」
の
各
々
の
詞
は
い
ろ

？
§

一
○

い
る
の
幻
想
を
よ
び
こ
む
。

さ
て
次
に
「
妙
な
る
心
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
は

勿
論
鑑
賞
者
と
の
共
感
を
前
提
と
す
る
微
妙
な
心
的
作
用
で
あ
る
。
詞
は
心

の
す
今
へ
て
を
表
わ
し
得
な
い
し
、
空
間
に
時
間
を
も
り
こ
も
う
と
す
る
と
き

は
象
徴
的
手
法
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
的
幻
想
の
境

に
至
り
得
る
が
、
そ
れ
も
人
格
主
体
が
形
成
す
る
哀
艶
、
閑
寂
、
崇
高
な
ど

が
そ
の
深
さ
を
規
定
す
る
。
「
続
歌
仙
落
書
』
に
定
家
を
評
し
て
、
．
「
造
り

あ
る
家
の
庭
の
面
に
玉
を
磨
け
る
心
ち
す
る
に
、
楽
屋
の
内
よ
り
陵
王
の
舞

ひ
出
で
た
ら
む
と
や
い
ふ
べ
か
ら
む
」
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
定
家
的

な
表
現
方
法
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
「
駒
と
め
て
」
の
歌

が
、
「
か
へ
る
さ
の
物
と
や
人
の
な
が
む
ら
ん
待
つ
よ
な
が
ら
の
有
明
の
月
」

金
需
叶
唾
な
ど
と
共
に
例
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

列
挙
す
る
と
、
、
意
深
く
主
観
と
客
観
の
重
居
性
が
み
ら
れ
る
。
⑤
表
現
技

巧
が
不
思
議
で
あ
る
。
＠
感
覚
的
に
具
象
化
さ
れ
て
い
る
。
な
ど
結
局
余
情

を
呼
び
こ
む
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
真
観
が
、
「
こ
ぬ
人

性
２

を
ま
つ
ほ
の
浦
の
」
と
並
べ
、
こ
の
歌
を
あ
げ
て
、
「
詞
は
古
き
に
よ
り
、

姿
は
高
き
に
い
た
り
、
所
の
名
を
ぱ
よ
み
ふ
る
さ
る
、
を
求
め
、
心
は
新
し

き
を
も
ち
ゐ
て
す
ぐ
れ
た
る
歌
を
ば
つ
く
れ
り
け
る
と
ぞ
」
と
一
応
定
家
歌

論
に
同
調
し
っ
典
も
へ
そ
の
め
ず
ら
し
い
歌
様
や
、
花
・
月
に
対
す
る
新
し

い
見
方
に
嘆
声
を
発
し
て
い
る
の
は
注
目
に
価
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
雪
」

と
い
う
白
一
色
に
磨
き
あ
げ
ら
れ
た
清
浄
崇
高
な
美
的
領
域
に
、
そ
れ
と
は

必
然
的
に
結
び
付
か
な
い
方
法
で
、
貴
公
子
が
踊
り
出
た
感
じ
で
あ
り
、
し

か
も
そ
の
人
物
は
、
雪
に
対
す
る
美
意
識
に
お
い
て
新
し
い
見
方
を
し
よ
う

Ｔ
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一
一
ｂ
●

定
家
が
古
詞
の
効
果
を
説
い
た
の
は
、
そ
れ
が
共
感
と
連
想
に
よ
っ
て
、

伝
承
性
を
定
着
さ
せ
つ
つ
も
絶
え
ず
新
し
さ
を
求
め
て
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
こ
の
歌
の
詞
と
詞
つ
づ
き
が
、
ど
の
よ
う
な
系
譜
を
有
す
る
か
を

分
析
し
吟
味
し
て
み
よ
う
。

①
「
駒
と
め
て
…
（
か
げ
）
」

注
３

馬
の
実
写
は
当
時
は
殆
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
が
、
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る

場
合
も
比
較
的
少
い
。
「
駒
と
め
て
」
‐
か
ら
受
け
る
連
想
も
、
従
っ
て
、
幾

分
定
着
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
‐
こ
の
詞
を
検
索
す
る
と
大
体
次
の
二
つ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｊ‐
「
さ
さ
の
く
ま
檜
の
く
ま
川
に
駒
と
め
て
し
ば
し
水
か
へ
影
を
だ
に
見

く
む
」
尭
誇
準
轄
詫
十
）
に
関
連
す
る
も
の
。

７
Ｊ

》
Ⅱ
．
ｌ
で
な
い
も
の
。

く
く

「
ひ
る
め
の
歌
」
は
古
風
素
朴
な
風
俗
で
、
本
来
、
「
神
遊
び
の
歌
」
で
あ

サ
ヒ
ノ
ク
マ
ヒ
ノ
ク
マ
ガ
ハ
ニ
ウ
マ
ト
メ
テ
ウ
マ
ー
ー
ミ
ヅ
カ
ヘ
ワ
レ
ヨ
ソ
ニ
。
、
、
ム

っ
た
。
万
葉
集
に
は
、
「
佐
檜
隈
檜
隈
川
爾
駐
馬
馬
爾
水
令
飲
吾
外
将
見
」

と
い
う
か
た
ち
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
意
味
は
、
『
古
今
集
註
」
は
「
モ
ノ

ヲ
マ
ッ
心
」
。
『
余
材
抄
』
「
名
残
を
し
た
っ
て
神
の
影
向
し
給
へ
る
を
と
奥

め
た
て
ま
つ
る
心
」
。
『
古
今
集
評
釈
垂
管
「
去
り
行
く
人
の
影
に
向
っ
て
駒

を
と
め
て
姿
を
見
し
め
給
へ
と
い
う
恋
の
心
」
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た

ｊ

ｊ

神
楽
歌
で
は
こ
れ
が
、
本
「
日
霊
女
の
神
を
暫
し
留
め
む
」
、
末
「
い
づ
こ

く

く

に
か
駒
を
蕊
が
む
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
歌
謡
が
後
代
の
作
品
に
与

新
古
今
的
発
想
の
一
類
型

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

1

！
■
一

注
４
Ｉ

え
た
影
響
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
。
，
「
誓
は
れ
し
加
茂
の
河
原
に
駒
と
め
て

暫
し
水
か
へ
影
を
だ
に
見
む
霊
撰
）
」
を
は
じ
め
、
当
時
の
も
の
と
し
て
は
、

俊
成
『
正
治
百
首
」
、
『
千
五
百
番
歌
合
」
に
数
首
。
と
く
に
定
家
は
、
「
駒

と
め
て
ひ
の
熊
川
の
水
清
み
夜
渡
月
の
影
の
み
ぞ
み
る
」
と
詠
ん
で
い
る
。

家
隆
も
連
歌
で
、
「
夜
半
の
寝
覚
ぞ
い
と
ど
か
な
し
き
」
と
い
う
恋
の
句
を

憲
旅
に
か
え
、
‐
「
駒
こ
ゆ
る
檜
の
隈
川
の
旅
枕
」
と
付
け
て
い
る
。
こ
れ
は

「
夜
半
の
寝
覚
」
の
宿
世
と
も
い
う
ぺ
き
悲
し
い
恋
と
い
う
の
で
、
「
駒
と

め
て
」
の
逆
を
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
で
も
、
「
駒
と
め
て
」
に
纒

綿
し
定
着
し
て
い
る
意
味
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
の
分
布
は
「
宴
曲
抄
』

そ
の
他
に
も
数
多
く
み
ら
れ
る
が
、
最
も
看
過
で
き
な
い
の
は
、
「
源
氏
物

語
ゞ
一
葵
巻
車
争
い
の
次
の
場
面
で
あ
ろ
う
。
「
笹
の
隈
に
だ
に
あ
ら
れ
ぱ
に

や
つ
れ
な
く
過
ぎ
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
な
か
な
か
に
御
心
づ
く
し
な
り
」
と

あ
っ
て
、
馬
を
と
め
ず
に
行
く
源
氏
に
対
し
て
六
条
御
息
所
は
、

、
、

か
げ
を
の
み
た
ら
し
川
の
つ
れ
な
き
に
身
の
う
き
ほ
ど
ぞ
い
と
ど
知
ら

る
貝

と
歌
う
。
こ
の
笹
の
隈
ｌ
か
げ
の
連
想
は
、
「
奥
入
』
『
河
海
抄
』
『
花
鳥
余

情
」
な
ど
に
す
で
に
注
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
「
か
げ
」
は
ま
ば
ゆ

い
ば
か
り
の
貴
公
子
の
姿
で
あ
る
。

②
「
袖
う
ち
払
ふ
か
げ
」

『
源
氏
」
東
屋
巻

、
、
、
、
、
、

さ
の
生
わ
た
り
に
い
ゑ
も
あ
ら
な
く
に
な
と
く
ち
す
さ
ひ
て
さ
と
ひ
た

、
、

る
す
の
こ
の
は
し
つ
か
た
に
ゐ
給
へ
り
さ
し
と
む
る
む
く
ら
や
し
け

、
、
、
、
、

き
あ
つ
ま
や
の
あ
ま
り
ほ
と
ふ
る
雨
そ
及
き
か
な
と
う
ち
は
ら
ひ
給
へ

一
一

１
１



る
を
ひ
風
い
と
か
た
は
な
る
ま
て
あ
つ
ま
の
さ
と
人
も
お
と
ろ
き
ぬ
ヘ

ノ
ヘ
青
表
紙
本
系
・
別
本
系
御
物
本
・
高
松
宮
家
本
・
池
田
本
一

Ｉ
一
「
う
ち
は
ら
ひ
」
河
内
本
系
前
田
本
「
う
ち
わ
ら
ひ
」
と

「
佐
野
の
渡
」
も
袖
「
う
ち
払
う
」
の
も
女
（
浮
舟
）
め
あ
て
に
今
宵
の
宿
を

と
願
う
貴
公
子
の
性
格
描
写
上
の
仕
草
。
雨
は
む
し
ろ
焼
倖
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

「
隆
能
源
氏
絵
巻
」
詞
書

さ
の
氏
わ
た
り
こ
い
へ
も
あ
ら
ん

』
う
ち
は
ら
ひ
た
ま
へ
る

絵
の
方
は
集
約
的
で
具
象
性
が
あ
る
。
新
古
今
時
代
も
宮
廷
歌
壇
で
は
共
感

を
喚
び
、
源
氏
絵
を
一
首
に
集
約
し
て
表
現
し
た
例
が
少
く
な
い
。
た
と
え

ば
、
「
蓬
生
」
に
よ
っ
て
、
藤
原
雅
経
は
、

、
、
、
、
、

宿
は
あ
れ
ぬ
庭
は
蓬
に
う
つ
も
れ
ぬ
露
う
ち
は
ら
ひ
と
ふ
人
は
な
し

一
老
若
五
一

一
十
乗
』

と
詠
ん
で
い
る
が
、
絵
と
詞
害
を
対
比
す
る
と

絵
詞
害

、
荒
れ
た
宿
む
か
し
の
あ
と
も
み
え
ぬ

蓬
に
埋
れ
た
庭
よ
も
ぎ
の
し
け
さ
か
な

、
、
、
、
、

露
う
ち
は
ら
ひ
露
を
む
ま
の
ふ
ち
し
て
う
ち
は
ら
ひ

訪
ふ
（
源
氏
と
従
者
）
い
ま
っ
て
と
は
さ
り
け
り

第
五
句
の
あ
と
に
は
余
情
が
残
る
。
絵
は
具
体
的
に
場
面
を
規
定
し
、
類
型

的
な
発
想
様
式
を
生
む
が
、
反
対
に
そ
の
集
約
性
を
拡
散
し
て
、
種
灸
の
物

語
的
な
空
想
を
誘
う
。
「
東
屋
」
の
絵
も
、
た
と
え
笹
子
の
端
ゐ
で
も
、
蕪

に
は
、
袖
を
う
ち
払
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
求
め
て
い
る
の

,

I

は
浮
舟
の
か
げ
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
宿
で
あ
っ
た
。
そ
の
不
安
な
気
持
は
雪

の
夕
暮
（
旅
中
の
）
に
比
較
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
定
家
の
場

合
、
自
分
に
は
袖
を
う
ち
払
う
か
げ
さ
へ
も
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
見
事
な

否
定
の
論
理
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
執
念
だ
け
が
ｌ
雨
（
雪
）
に

う
た
れ
な
が
ら
も
ｌ
残
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
そ
の
執
念
は
こ
の
歌
の
場

合
、
や
は
り
、
雪
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

③
「
雪
の
夕
暮
」

「
菟
玖
波
集
』
連
歌
に

立
ち
居
に
つ
け
て
苦
し
か
り
け

雪
ふ
れ
ば
袖
う
ち
は
ら
ふ
旅
衣
燕
酷
謬

と
こ
の
歌
を
本
歌
と
し
た
の
が
あ
る
が
、
雪
の
夕
暮
に
つ
い
て
『
私
抄
』
は

雨
さ
え
苦
し
と
い
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
ま
し
て
雪
の
夕
暮
は
と
「
い
ひ
さ
し

た
る
也
」
と
、
難
渋
の
度
合
に
よ
る
誇
張
が
あ
る
と
み
て
い
る
。
右
の
付
句

に
変
わ
ら
な
い
解
釈
で
あ
ろ
う
。
万
葉
歌
に
「
大
口
の
真
神
の
原
に
ふ
る
雪

は
い
た
く
な
ふ
り
そ
家
も
あ
ら
な
く
に
」
畢
弘
誰
女
）
と
い
う
の
が
あ
る
。
厳

し
い
実
感
が
祈
る
よ
う
な
調
零
へ
と
な
っ
て
い
る
。
身
を
き
る
寒
さ
が
前
提
と

な
る
。
芸
術
派
定
家
は
雪
に
よ
っ
て
寒
さ
Ｉ
苦
痛
ｌ
の
実
感
を
出
し
、
そ
の

客
体
化
に
美
感
を
随
伴
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
は
ひ
き
し
ま
っ
た

長
高
き
調
。
ヘ
を
も
ち
、
詠
吟
す
れ
ば
そ
の
音
楽
的
な
杼
情
に
一
入
寒
さ
を
感

じ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
謡
曲
『
鉢
木
」
の
構
成
を
考

え
て
み
る
と
、

猟
は
し
や
も
と
ふ
る
雪
に
道
を
忘
れ
、
今
ふ
る
雪
に
前
後
を
亡
じ
て
、

袖
な
る
雪
を
う
ち
払
ひ
，
Ｊ
、
た
た
ず
み
給
ふ
を
み
て
古
歌
の
心
に
似
た

』
二
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Ｆ
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ｒ
階
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、

い
づ
く
に
か
今
夜
は
宿
を
か
り
衣
ひ
も
ゆ
ふ
暮
の
陶
詞
矧
剛
に
念
誇
今
）

を
あ
げ
て
い
る
。
複
雑
な
技
巧
に
よ
っ
て
、
嘉
中
晩
嵐
の
わ
び
し
さ
を
重
層

的
に
表
現
し
て
い
る
が
、
も
し
も
宿
が
な
け
れ
ば
と
、
晩
嵐
に
身
構
え
て
い

る
姿
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
歌
か
ら
導
か
れ
る
幻
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て

「
か
げ
」
を
重
層
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
幻
想
は
ど
の
よ
う

に
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

（
女
）

「
狭
衣
物
語
』
（
巻
一
）
に

、

と
ま
れ
と
も
え
こ
そ
言
は
れ
ぬ
飛
鳥
井
に
宿
り
は
っ
、
へ
き
蔭
し
な
け
れ

イ
蔭
し
み
え
ね
ば

ぱ る
ぞ
や
。
へ
駒
と
め
て
、
袖
う
ち
払
ふ
か
げ
も
な
し

「
シ
テ
」
が
一
首
の
上
句
を
強
く
歌
い
出
す
に
つ
れ
て
、
観
衆
に
は
冷
え
寂

び
た
気
分
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
劇
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
。
宿

を
求
め
る
「
ワ
キ
」
の
身
に
、
ま
た
観
衆
に
寒
さ
が
感
得
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る

ほ
ど
、
人
間
的
な
情
宜
に
価
値
が
増
す
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
能
の
構

成
に
定
家
の
歌
の
余
情
を
聞
く
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
雪

の
実
体
に
じ
か
に
接
し
た
体
験
を
も
と
に
し
た
共
感
で
あ
り
、
王
朝
的
美
意

識
の
否
定
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
一
切
の
遮
蔽
物
か
ら
自
己
を
放
出
さ
す

の
が
よ
い
。
そ
の
場
合
人
間
に
と
っ
て
降
雪
と
は
何
で
あ
る
か
。
冷
酷
で
あ

り
、
苦
闘
で
あ
る
。
夕
暮
は
さ
ら
に
そ
れ
を
増
幅
さ
せ
る
。
『
連
珠
合
壁
集
」

に
は
、
夕
暮
ト
ア
ラ
バ
と
し
て

新
古
今
的
発
想
の
一
類
型

1

､

と
い
ふ
さ
ま
な
を
さ
る
べ
き
に
や
「
か
よ
う
の
う
ち
つ
け
ご
と
に
泊
る

（
女
の
）
、

ゞ
へ
き
心
は
な
き
も
の
を
、
こ
の
よ
き
影
は
見
で
や
ま
む
」
口
惜
し
く
お

ぽ
さ
れ
て

（
狭
）
、

飛
鳥
井
に
影
見
ま
ほ
し
き
宿
り
し
て
み
ま
草
が
く
れ
人
や
答
め
ん
。

こ
の
贈
答
は
催
馬
楽
「
飛
鳥
井
」
に
拠
っ
て
い
る
。
（
飛
鳥
井
に
宿
り
は
す
べ

し
、
や
お
け
、
蔭
も
よ
し
、
御
甕
も
寒
し
、
御
秣
も
よ
し
。
）

こ
の
三
つ
の
「
か
げ
」
は
す
べ
て
両
意
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
最
初
の
蔭

に
は
や
や
控
目
な
陰
影
が
み
ら
れ
る
。
定
家
は
こ
れ
に
よ
っ
て

契
あ
り
て
や
立
と
ま
る
ら
ん
と
い
う
句
に

そ
れ
と
見
て
打
ち
過
ぎ
噂
へ
き
飛
鳥
井
に
霊
糖
罐
集
）

と
付
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
恋
の
句
を
覇
旅
に
変
え
た
も
の
。
付
合
は
右
に

み
た
「
か
げ
」
が
余
情
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
単
な
る
掛
詞
的
な
も

の
で
は
な
く
そ
こ
に
は
必
然
性
の
な
い
両
句
を
妙
な
る
心
で
結
び
つ
け
る
深

意
が
あ
る
。
そ
し
て
多
面
的
で
自
由
な
幻
想
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の

歌
の
「
か
げ
」
を
次
の
よ
う
に
便
宜
上
分
け
て
か
か
げ
て
み
た
。

①
か
げ
Ｉ
姿
（
上
句
）
（
下
句
）

④
駒
を
と
め
て
袖
う
ち
払
ふ
姿
だ
に
な
い
弘
銅
坏
睦
獅
宮
一

・
か
し
冷
い
仕
打
を
さ
れ
、
結
局
自
分
に
（
象
徴
的
に
）
苦
一
交
錯

⑤
せ
め
て
お
姿
だ
け
で
も
と
思
う
心
。
し

と
っ
て
は
、
同
然
の
気
持
。
（
駒
と
影
し
い
、
冷
酷
だ
。
｜
堯
訓
）

｜
ノ

は
縁
語
）
」
一
交
錯

②
か
げ
Ｉ
物
蔭

＠
駒
を
と
め
て
袖
う
ち
払
う
物
蔭
さ
へ
な
白
魔
と
の
闘
い
・
一

１
１
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い
。
の
場
。

⑥
貴
公
子
（
繧
紗
と
あ
ら
わ
れ
る
）
に
は

た
。
と
こ
ろ
が
自
分
に
は
（
以
下
、
と
同
優
艶
さ
と
そ
祁
一
交
錯

袖
う
ち
払
う
物
蔭
が
な
い
で
は
な
か
つ

じ
）
ほ
ん
の
わ
ず
か
ば
か
り
の
蔭
す
ら
へ
の
批
判
。

も
な
い
。
か
ま
わ
な
い
。
自
分
は
そ
れ

で
も
進
む
。
、

⑥
か
げ
Ｉ
光
か
げ
（
光
）
も
う
す
れ
つ
ふ
な
く
な
っ
て
ゆ
く

雪
の
夕
暮
（
大
日
如
来
Ｉ
釈
迦
天
台
教
学
）

か
げ
Ｉ
庇
護

、
⑤
を
ふ
ま
え
て
の
愁
訴
。
（
古
今
集
沙
遠
く
離
れ
て
い

（
賀
歌
の
御
蔭
と
は
別
）
被
詠
進
者
の
心
る
自
分
。
世
間

の
領
域
に
過
ぎ
な
い
。
付
度
に
限
界
が
の
冷
た
さ
。

圭
柄
）
づ
（
》
。

「
佐
野
の
渡
」
は
遠
隔
の
地
を
暗
示
。
け
ど
お
さ
の
理
念
を
表
わ
す
が
、
真

観
の
い
う
「
人
の
知
ら
ぬ
海
山
」
の
部
類
か
も
知
れ
な
い
。

同
じ
定
家
の
正
治
百
首
春
の
一
首
の
・

梅
の
花
匂
を
う
つ
す
袖
の
う
へ
に
軒
も
る
月
の
か
げ
ぞ
あ
ら
そ
ふ

も
新
古
今
を
代
表
す
る
歌
で
、
『
増
抄
」
以
来
、
叙
景
歌
と
さ
れ
て
き
た
が
、

や
は
り
物
語
的
趣
向
を
象
徴
的
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
業
平
歌
が
本
歌
。

た
だ
結
句
に
つ
い
て
、
こ
な
れ
ざ
る
表
現
と
か
、
放
胆
の
手
法
と
か
問
題
が

あ
っ
た
。
梅
香
と
春
月
を
あ
い
戦
わ
せ
る
こ
と
露
肇
蔀
汚
面
）
は
、
従
来
の
価

値
意
識
に
対
す
る
批
判
で
は
な
い
か
．
新
し
い
見
方
を
し
よ
う
と
し
て
い
る

Ｉ

Ｆ
い
時

●

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
で
も
「
か
げ
」
の
重
層
性
が
問
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
。雪

と
駒
と
の
相
克
、
花
と
月
と
の
葛
藤
、
な
ど
そ
の
組
合
せ
に
必
然
性
が

乏
し
い
の
は
、
否
定
を
媒
介
と
し
て
い
る
か
ら
で
、
そ
こ
に
こ
の
歌
の
特
色

も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

要
す
る
に
、
＠
と
＠
は
一
応
現
実
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
が
、
⑥
と
⑥

は
象
徴
的
表
現
と
し
て
の
幻
想
な
の
で
あ
る
。
細
論
す
れ
ば
、

Ｊ１
〔
現
実
〕
。
「
駒
と
め
て
袖
打
払
ふ
」
姿
は
現
実
に
あ
り
得
る
風
景
だ
と

く
す
る
と
、
い
ま
は
そ
の
姿
も
な
く
、
あ
と
に
は
雪
だ
け
の
世
界
が
残
る
。

〔
幻
想
〕
。
六
条
御
息
所
は
か
つ
て
は
た
と
え
わ
ず
か
で
も
、
つ
れ
な
い
人
（
も

は
や
、
袖
交
う
人
で
は
な
く
袖
払
う
人
）
の
か
げ
（
姿
）
を
見
る
こ
と
が
で

き
た
。
が
今
は
そ
れ
す
ら
不
可
能
。
同
時
的
心
象
と
し
て
冷
え
寂
び
た
雪
。

ｊⅡ
〔
幻
想
と
現
実
〕
ゞ
①
か
っ
て
恋
に
惑
い
匂
や
か
な
袖
を
払
っ
た
貴
公
子

く
の
姿
も
今
は
な
い
。
②
薫
に
は
わ
ず
か
で
も
殿
舎
が
あ
っ
た
が
、
い
ま
の
自

分
に
は
木
蔭
さ
え
な
く
、
苦
し
く
も
、
雪
の
夕
暮
を
行
く
。
①
貴
公
子
も
こ

の
よ
う
に
通
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ｊ
ｊ

ま
た
、
Ｉ
と
Ⅱ
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
諸
点
が
考
え
ら
れ
る
。

ｊ
ｊく
く

④
、
Ｉ
と
Ⅱ
の
現
実
面
か
ら
、
無
垢
の
世
界
と
苦
患
の
世
界
を
神
秘
的
に

く
く

把
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
比
職
的
に
い
え
ば
、
磨
か
れ
た
雪
面
へ
、
檸

猛
な
面
を
付
け
た
陵
王
が
あ
ら
わ
れ
苦
闘
す
る
が
、
そ
こ
に
人
間
の
業

を
み
る
。

ｊ
ｊ

＠
、
劇
的
虚
構
の
展
開
。
Ｉ
Ⅱ
の
幻
想
面
を
、
自
分
の
心
象
内
で
間
接
叙

く
く

法
的
に
客
体
化
す
る
。
た
と
え
ば
、
い
ま
仮
に
こ
の
歌
鬘
源
氏
物
語
」

Ｉ
ｒ

四

I
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｜

一
第
三
幕
。
「
擁
嶬
姉
と
た
づ
ぬ
る
道
を
し
る
ぺ
に
て
思
は
い
山
に
踏
み
惑

静
一
》
》
毒
莎
畦
誕
窄
識
梍
蓉
蓉
鍵
丸
砂
州
密
蝿
沌
鐵
『
本
部
齢
癖

新
古
今
的
発
想
の
一
類
型

動 、
』
に
よ
っ
て
脚
色
す
れ
ば
、
凡
そ
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

静
｛
第
一
課
》
蛎
枇
光
壁
莞
し
く
照
り
映
え
る
清
浄
な
雪
景
色
。

／ ー
ノー

二
場
．
日
影
（
光
。
ま
た
源
氏
の
愛
情
）
も
残
照
と
な
り
、
御
息
所
も

煩
悩
の
色
（
暗
黒
）
を
濃
く
す
る
。
車
争
い
の
場
面
な
ど
が
演

じ
ら
れ
る
。

第
二
幕
。
宇
治
十
帖

、
、

一
場
。
雪
山
童
子
の
仮
面
を
付
け
た
貴
公
子
が
馬
に
乗
り
、
荒
灸
し

く
雪
を
蹴
ち
ら
し
て
登
場
。
夕
暮
で
あ
る
。
（
総
角
の
場
面
弓

二
場
。
中
君
を
死
ね
ほ
ど
恋
し
た
薫
が
、
今
や
宿
世
の
浮
舟
を
求
め
、

袖
を
打
払
っ
て
い
る
。
匂
宮
と
恋
（
煩
悩
）
の
葛
藤
が
く
り
ひ

ろ
げ
ら
れ
る
。
雪
中
馬
で
女
を
尋
ね
る
駆
引
き
が
あ
る
。
東
屋
、

浮
舟
な
ど
の
場
面
。

三
場
。
〔
劇
中
劇
〕
「
苦
し
く
も
」
の
歌
。
救
い
（
家
）
を
求
め
、

惑
い
あ
が
く
人
交
・
薫
や
匂
宮
ら
し
き
の
も
見
え
る
。
彼
等
は

宿
（
女
）
を
め
ざ
す
「
心
ぎ
た
な
き
」
求
道
で
、
互
い
に
相
手

を
苦
し
め
つ
つ
、
苦
脳
し
て
い
る
が
、
求
法
の
心
は
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
目
前
に
あ
る
衆
生
済
度
の
‐
「
渡
し
」
場
も
、
は
る

か
な
思
い
で
あ
る
。

国

｛

一
ゞ
さ
れ
た
雪
も
、
ま
だ
降
り
続
く
雪
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
。
人
影
も
去
り
、
夜
と
な
る
。

余
情
。
求
法
な
ら
ぬ
有
為
の
奥
山
を
越
え
よ
う
と
す
る
人
、
し
か
し
、

次
々
に
降
り
か
か
る
雪
は
実
は
女
の
業
で
あ
り
、
そ
の
色
に
惑

↓
う
人
に
と
っ
て
は
打
払
う
す
べ
も
な
い
力
で
迫
っ
て
く
る
。
本

来
優
美
で
あ
る
筈
の
も
の
が
。
そ
れ
を
浅
き
夢
浮
橋
で
あ
っ
た

と
思
う
女
。
諸
行
無
常
・
是
生
滅
法
の
劇
は
終
っ
た
。
あ
と
の

半
偶
は
？
果
し
て
は
る
か
な
る
彼
の
岸
へ
「
渡
り
」
得
る
の

で
あ
ろ
う
か
？
。
無
明
の
闇
。
い
ま
や
「
か
げ
（
光
）
も
そ
の

姿
を
没
し
て
い
る
。
．

④
被
鑑
賞
体
と
し
て
の
雪
（
主
と
し
て
視
覚
に
よ
る
も
の
で
、
王
朝
的
美

意
識
に
よ
っ
て
結
晶
さ
れ
た
理
想
と
考
え
ら
れ
る
。
、
清
楚
で
優
美
な
女

性
を
連
想
さ
す
。
）
と
、
現
実
の
雪
（
主
と
し
て
触
覚
に
よ
る
。
耐
え

難
い
冷
た
さ
。
未
踏
の
場
合
は
美
し
い
が
、
人
馬
通
行
の
あ
と
や
、
雪

折
雪
解
は
一
変
し
て
醜
悪
な
面
を
露
呈
す
る
。
殊
に
吹
雪
と
も
な
る
と

聴
覚
も
加
わ
り
、
恐
ろ
し
い
内
面
女
夜
叉
ｌ
前
記
六
条
御
息
所
の
よ
う

に
Ｉ
の
形
相
を
示
す
。
そ
の
劇
的
構
成
は
、
雪
の
い
ろ
は
歌
に
よ
る
展

開
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
無
常
の
相
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
雪
崩

は
な
お
恐
し
い
。
人
は
こ
れ
ら
を
避
け
よ
う
と
す
る
が
避
け
得
な
い
の

が
現
実
で
あ
る
。
従
っ
て
難
を
逃
れ
る
遮
蔽
物
を
欲
す
る
の
は
当
然
の

情
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
の
創
作
体
験
の
場
に
お
け
る
現
実
的
な
発
想
の

原
点
は
こ
こ
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
現
実
面
が
、
被
鑑
賞
体
と
し

て
の
雪
の
実
体
を
否
定
す
る
立
場
に
あ
る
。
従
っ
て
王
朝
的
美
意
識
と

一
五

』

1
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ｊ
ｊ

競
合
矛
盾
す
る
関
係
に
あ
る
。
）
と
の
相
克
を
交
錯
（
前
述
の
Ｉ
と
Ｉ
の

く
く

そ
れ
ぞ
れ
を
）
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弁
証
法
的
な
新
し
い
感
覚
的

把
握
を
行
な
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
歌
は
「
古
今
」
の
視
覚
性

（
雪
に
対
す
る
）
を
、
万
葉
が
雨
を
触
覚
的
に
描
写
し
た
手
法
に
よ
っ

て
、
新
し
く
視
覚
・
触
覚
・
聴
覚
を
統
一
的
に
把
え
、
芳
醇
な
「
新
古

今
的
」
発
想
様
式
を
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
右
の
よ
う
な
関
係
も
、
修
辞
的
に
は
、
「
か
げ
の
」
多
義
的
な
寓
意

性
が
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
重
層

性
に
よ
っ
て
劇
的
な
感
情
の
再
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ど
こ
ま
で
も
拡
散
し
よ
う
と
す
る
連
想
、
そ
れ
を
天
台
止
観
に
よ
っ
て
万
法

を
観
照
す
る
よ
う
に
、
複
雑
な
象
徴
的
気
分
に
至
る
ま
で
、
緊
密
な
一
つ
の

体
系
の
も
と
に
交
響
せ
し
め
て
い
る
の
は
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
手
腕
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
内
容
的
に
も
、
た
と
え
ば
御
息
所
も
貴
公
子
た
ち
や
浮

舟
も
、
あ
ま
り
に
散
乱
す
る
妄
念
に
酔
い
し
れ
た
（
動
）
。
だ
が
、
そ
れ
を

止
め
（
静
）
妄
念
を
打
払
う
「
か
げ
」
（
姿
）
も
な
い
。
何
故
に
静
な
る
境

地
に
お
い
て
真
如
の
実
相
を
仰
が
な
い
の
か
と
い
う
意
味
も
こ
め
ら
れ
て
い

る
と
思
う
。
汚
濁
世
界
を
、
迷
路
・
煩
悩
を
、
打
払
う
と
い
う
宗
教
体
験
に

有
心
の
一
つ
の
条
件
を
見
出
す
な
ら
ば
、
余
情
に
お
い
て
半
偶
を
予
定
せ
し

め
る
た
め
の
、
否
定
的
自
己
演
出
と
し
て
、
当
然
こ
の
歌
は
「
心
」
有
る
歌

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
井
蛙
抄
」
に
「
風
雲
草
木
の
感
に
つ
け
て
も
、

又
世
間
盛
衰
な
ど
に
つ
け
て
も
思
い
い
れ
た
る
を
心
あ
る
と
は
申
す
な
り
』

と
あ
る
の
も
、
『
御
句
伝
』
に
「
艶
に
心
も
深
く
あ
は
れ
な
る
」
と
い
う
の

を
や
や
具
体
的
に
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
歌
は
単
に
興
あ

Ｐ
Ｉ

ｋ
Ｆ
Ｉ

結
び

当
時
歌
学
書
に
お
い
て
万
葉
が
論
説
さ
れ
、
又
歌
合
の
証
歌
と
さ
れ
た
こ

と
は
事
実
で
あ
る
。
新
古
今
の
結
実
は
万
葉
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
万

葉
の
才
学
、
‐
古
今
の
歌
様
、
源
氏
の
詞
は
必
須
で
あ
っ
た
。
定
家
は
そ
れ
ら

を
巧
に
駆
使
し
つ
つ
、
新
し
く
再
構
成
を
意
図
し
た
。
仙
女
の
よ
う
な
あ
る

い
は
夢
幻
能
の
よ
う
な
、
叙
事
的
趣
向
に
よ
っ
て
、
万
葉
の
直
叙
も
再
構
成

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
客
体
に
対
す
る
主
観
を
、
窓
意
的
な
様
式

に
お
い
て
視
覚
的
に
具
象
化
し
た
。
ま
た
既
成
概
念
に
対
す
る
批
判
も
い
ま

一
度
見
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
詞
の
も
つ
意
味
内
容
、
「
詞
つ
づ
き
」
に
よ

る
交
響
は
す
で
に
述
令
へ
た
通
り
で
あ
る
が
現
実
の
雪
を
媒
介
と
し
つ
つ
「
か

る
風
情
の
歌
で
は
な
い
。
自
然
（
雪
）
を
体
験
的
に
ふ
か
く
情
感
し
て
お
り
、

ま
た
人
生
体
験
の
無
常
に
哀
艶
の
情
を
詠
み
こ
み
、
人
間
的
な
深
み
に
関
係

さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
神
秘
的
体
験
に
よ
っ
て
高
度
の
美
的
価
値

を
生
ぜ
し
め
て
い
る
。
緤
紗
と
し
た
幽
玄
の
中
に
も
整
然
と
し
た
『
義
理
」

毒
諦
仙
）
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
が
「
理
世
撫
民
」
窪
奉
五
記
）
を
導
く
心
の
叫
び

と
も
な
る
。
こ
こ
に
こ
の
歌
の
「
有
心
」
を
み
る
の
で
あ
る
。
ま
た
前
述
の

④
は
こ
う
し
た
点
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
一
首
の
歌
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
も
微
に
入
り
す
ぎ
た
憾
が
な
い

で
も
な
い
が
、
た
だ
定
家
の
義
理
が
晦
渋
で
あ
り
、
ま
た
、
発
想
の
原
点
を

一
つ
の
類
型
の
も
と
に
現
解
す
る
た
め
に
は
そ
れ
も
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
定
家
の
「
粉
骨
」
が
単
な
る
翻
案
（
同
心
）
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
て

注
５

「
新
古
今
的
特
色
」
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

１
１

二
／、



げ
」
と
い
う
一
語
の
も
つ
多
義
性
（
姿
・
物
蔭
・
光
）
を
理
解
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
｜
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
重
層
性
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
そ
の
場
合
は
あ
る
い
は
一
心
三
観
の
教
理
や
あ
る
い
は
日
吉
信
仰
と

の
関
連
を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
時
に
本
歌
の

劇
中
劇
（
宗
教
劇
）
的
な
構
想
は
最
も
注
目
す
べ
き
手
法
で
あ
ろ
う
。
い
づ

れ
に
し
て
も
そ
こ
に
新
古
今
的
発
想
の
一
類
型
を
見
る
お
も
い
が
す
る
の
で

あ
る
。

注
１
『
井
蛙
抄
』
同
名
之
名
所
の
く
だ
り
に
は
「
大
和
也
」
と
あ
り
、
謡
曲
「
鉢
木
」

も
大
和
と
し
て
い
る
。
連
歌
師
宗
磧
の
『
佐
野
の
わ
た
り
』
は
、
大
和
の
同
名

新
古
今
的
発
想
の
一
類
型

｡

佐
乃
糞
和
太
利

の
地
を
「
苦
し
く
も
」
の
歌
を
歌
い
な
が
ら
行
過
ぎ
た
と
記
し
て
い
る
、
な
お

現
在
の
歌
枕
一
覧
な
ど
は
紀
伊
と
し
て
い
る
が
、
小
島
博
士
が
単
に
遠
隔
の
地

、
、

を
意
味
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
に
従
う
。
な
お
「
歌
枕
秋
の
寝
覚
」
で
も
大
和

の
渡
し
と
す
る
。

注
２
『
秋
風
抄
序
』

注
３
福
井
久
蔵
『
和
歌
連
歌
叢
考
』

注
４
山
田
孝
雄
『
万
葉
集
と
日
本
文
芸
』

注
５
小
島
吉
雄
『
新
古
今
集
』
解
説

（
お
く
だ
・
ひ
さ
て
る
大
阪
成
践
女
子
高
校
教
諭
）

ユ
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