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『
古
今
犬
著
聞
集
』（
以
下
、
本
論
で
は
『
犬
著
聞
集
』
と
略
記
す
る
）
は
、
貞
門
の
俳
諧
作
者
で
あ
る
椋
梨
一
雪
の
天
和
四
年
（
一

六
八
四
）
の
序
を
も
つ
全
十
二
巻
の
一
大
説
話
集
的
作
品
で
あ
る
。
本
作
品
は
日
本
諸
国
の
奇
談
・
怪
異
譚
か
ら
教
訓
・
敵
討
・
事
件

話
等
に
至
る
様
々
な
内
容
の
、
総
題
数
三
百
九
十
一
に
わ
た
る
所
収
話
を
も
つ
。
作
者
の
一
雪
は
晩
年
、
こ
れ
ら
の
所
収
話
に
説
話
を

追
加
し
た
『
続
著
聞
集
』（
宝
永
元
年
序
）
を
再
編
集
し
、『
犬
著
聞
集
』『
続
著
聞
集
』
は
と
も
に
写
本
が
現
存
す
る
（
1
（

。『
続
著
聞
集
』

の
所
収
話
が
後
代
、『
新
著
聞
集
』（
寛
延
二
年
刊
）
と
し
て
改
題
刊
行
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
膨
大
な
所
収
話
群
は
著
名
な

近
世
説
話
集
の
一
系
統
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
先
の
論
考
（
（
（

に
お
い
て
は
、
こ
の
『
犬
著
聞
集
』
の
和
歌
説
話
の
背
景
を
踏

ま
え
、
仏
教
説
話
と
事
件
説
話
の
題
材
の
選
択
、
評
語
的
記
述
等
の
諸
所
に
、
作
品
成
立
時
の
作
者
の
「
当
代
」
的
な
興
味
と
意
識
が

色
濃
く
窺
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
論
で
は
、『
続
著
聞
集
』
序
文
と
比
較
し
た
『
犬
著
聞
集
』
の
「
天
和
四
年
序
」
と
、
所
収
話

の
記
述
の
表
現
か
ら
窺
わ
れ
る
、
当
時
の
作
者
の
意
識
に
つ
い
て
考
察
す
る
。



（

一
、『
古
今
犬
著
聞
集
』
と
『
続
著
聞
集
』
の
序
文
の
発
想
と
意
識

現
存
写
本
の
『
犬
著
聞
集
』
巻
一
に
は
、
所
収
さ
れ
る
三
十
九
話
の
目
録
の
次
に
「
天
和
四
年
甲
子
歳
孟
春
」
の
年
記
を
も
つ
自
序

が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
文
の
記
述
（
（
（

を
以
下
の
①
～
⑦
に
整
理
し
、
そ
の
展
開
に
つ
い
て
考
え
る
。

①�

世
の
中
の
人
の
心
は
お
か
し
き
物
か
な
、
高
く
と
て
や
ん
こ
と
な
き
人
よ
り
、
卑
く
く
た
り
て
賤
山
か
つ
の
る
ひ
ま
て
、
老
た
る

と
な
く
若
き
と
な
く
、
人
に
ひ
と
つ
の
癖
は
有
物
か
ら

②
⑴
あ
る
は
仏
の
道
に
か
か
つ
ら
ひ
て
家
を
捨
、
種
子
を
断
族
有

⑵
あ
る
は
神
の
御
わ
さ
を
執
行
ひ
、
い
も
ゐ
に
籠
、
物
い
み
す
る
あ
り

⑶�

あ
る
は
唐
の
日
本
の
文
に
心
を
尽
し
、
詩
を
賦
哥
を
ね（
京
（詠
じり
、
花
の
春
月
の
秋
に
友
を
こ
ひ
、
し
ら
ぬ
野
山
に
分
入
、
酒
呑
、
し

と
ろ
に
謡
ひ
、
酔
な
き
し
、
帰
さ
に
あ
ら
ぬ
さ
ま
し
た
る
も
、
月
花
に
思
ひ
付
み
（
京
（ての
癖
な
ら
し

⑷�

あ
る
は
男
女
の
色
に
ま
と
ひ
て
、
九
夏
三
伏
の
暑
を
も
、
冬
の
夜
雪
霜
を
ふ
み
寒
を
も
忘
れ
、
命
あ
や
う
く
、
邪
な
る
道
に
至

る
は
、
暫
く
血
気
さ
か
ん
に
し
て
若
き
あ
い
た
の
癖
な
ら
す
や

⑸�

風
も
吹
あ
へ
す
静
成
空
に
打
そ
ゝ
く
雨
、
顔
に
ほ
ろ
〳
〵
と
か
ゝ
る
か
、
い
と
た
え
か
た
き
蹴
鞠
の
交
、
囲
碁
双
六
は
云
も
さ

ら
な
り
、
四
一
半
加
留
多
や
う
の
遊
び
に
、
日
を
暮
し
夜
を
明
し
、
親
子
兄
弟
の
中
に
も
心
を
動
し
、
あ
ら
そ
ひ
、
顔
を
赤
め

唇
を
ひ
る
か
へ
す
、
増
は
、
友
と
ち
の
あ
い
た
は
何
か
は
恥
ぬ
へ
き

③
誠
に
斯
く
か
そ
ふ
る
に
、
能
き
は
よ
き
、
あ
し
き
は
あ
し
き
癖
の
あ
ら
さ
る
人
や
は
な
き

④�

我
に
も
一
つ
の
癖
あ
り
、
昔
は
若
か
り
し
時
よ
り
人
と
語
る
こ
と
に
、
な
に
は
に
つ
け
て
、
耳
の
底
に
残
る
程
の
よ
し
な
し
こ
と

を
、
反
古
の
う
ら
に
、
筆
の
海
浅
き
心
に
、
伊
奈
佐
細
江
の
み
を
つ
く
し
、
記
し
と
ゝ
め
置
侍
し

⑤�

い
ち
や
老
の
話
も
立
か
さ
な
り
、
い
そ
字
を
越
る
身
に
し
あ
れ
は
、
今
一
き
さ
み
生
の
松
、
千
と
せ
を
ふ
る
と
も
、
つ
い
の
道
は

の
か
れ
や
せ
し

⑥�

増
て
、
如
二
朝
顔
の
一
花
の
露
よ
り
も
ろ
き
人
間
、
不
定
の
さ
か
ひ
に
身
を
置
ぬ
、
せ
め
て
片
時
も
か
く
命
な
か
ら
へ
し
を
、
更
の
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説
話
に
み
る
文
事
の
志
向

事
に
し
て
、
腰
を
か
ゝ
め
目
を
す
か
め
、
そ
ゝ
ろ
に
清
書
に
至
り
ぬ

⑦
さ
ゝ
の
は
猿
の
智
恵
ほ
と
も
な
く
て
、
む
し
ほ
の
老
さ
ら
ほ
い
し
身
の
な
す
わ
さ
な
れ
は
、
犬
著
聞
集
と
名
付
侍
る
物
な
ら
し

記
述
さ
れ
る
文
章
に
沿
っ
て
、
そ
の
表
現
を
辿
っ
て
み
る
。
①
の
「
お
か
し
き
物
か
な
」「
高
く
と
て
や
ん
こ
と
な
き
人
よ
り
、
卑
く

く
た
り
て
賤
山
か
つ
の
る
ひ
ま
て
」
は
、
お
の
ず
と
『
徒
然
草
』
一
四
段
の
「
和わ

か哥
こ
そ
な
を
お
か
し
き
も
の
な
れ
。
あ
や
し
の
し
つ
。

山
か
つ
の
。
し
わ
さ
も
」（

（
（

等
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
序
文
の
「『
徒
然
草
』
ぶ
り
」
は
さ
ら
に
続
き
、
②
⑶
の
「
酒
呑
、
し

と
ろ
に
謡
ひ
、
酔
な
き
し
、
帰
さ
に
あ
ら
ぬ
さ
ま
し
た
る
も
」
が
『
徒
然
草
』
一
七
五
段
（「
酒さ
け

を
す
ゝ
め
て
。
し
ゐ
の
ま
せ
た
る
を
。

興け
う

と
す
る
事
。
い
か
な
る
ゆ
へ
と
も
心
え
す
」「
声
の
か
き
り
出
し
て
。
各
を
の
〳
〵う
た
ひ
ま
ひ
」「
あ
る
は
酔
な
き
し
。
下
さ
ま
の
人
は
。
の

り
あ
ひ
。
い
さ
か
ひ
て
。
あ
さ
ま
し
く
。
を
そ
ろ
し
」）
を
、
ま
た
②
⑷
「
男
女
の
色
に
ま
と
ひ
て
」「
暫
く
血
気
さ
か
ん
に
し
て
若
き

あ
い
た
の
癖
」
が
同
一
七
二
段
（「
わ
か
き
時
は
。
血け
つ
き気
う
ち
に
あ
ま
り
（
中
略
）
物
と
あ
ら
そ
ひ
。
心
に
恥は
ぢ

う
ら
や
み
。
こ
の
む
所
。

日
々
に
さ
た
ま
ら
す
。
色
に
ふ
け
り
。
情な
さ
けに
め
て
」）
を
髣
髴
さ
せ
る
。
④
の
「
な
に
は
に
つ
け
て
、
耳
の
底
に
残
る
程
の
よ
し
な
し
こ

と
を
」「
記
し
と
ゝ
め
置
侍
し
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
徒
然
草
』
序
段
（「
こ
ゝ
ろ
に
う
つ
り
ゆ
く
。
よ
し
な
し
こ
と
を
そ
こ
は
か

と
な
く
。
か
き
つ
く
れ
は
」）
の
「
よ
し
な
し
こ
と
」
を
意
識
し
た
も
の
に
他
な
る
ま
い
。

し
か
も
こ
の
序
文
全
体
に
は
、『
徒
然
草
』
に
留
ま
ら
な
い
先
行
文
芸
、
殊
に
和
漢
の
古
典
を
利
用
し
た
修
辞
が
施
さ
れ
て
い
る
。
①

「
人
に
ひ
と
つ
の
癖
は
有
物
か
ら
」
に
関
し
て
は
、『
白
氏
文
集
』
巻
七
・
閑
適
三
「
山
中
独
吟
」
の
「
人
各
有
一
癖
、
吾
癖
在
章
句
」（

（
（

の
詩
句
が
知
ら
れ
る
。
室
町
の
歌
論
書
『
正
徹
物
語
』
の
慈
鎮
和
尚
の
逸
話
と
和
歌
、（

（
（

慈
鎮
和
尚
其
頃
天
王
寺
別
当
に
て
、
か
の
寺
に
渡
ら
せ
給
ひ
し
か
は
、
あ
れ
へ
御
状
を
も
つ
て
参
り
け
れ
は
、
御
返
事
に
は
悦
入

り
承
候
と
て
、
一
首
の
哥
を
奥
に
書
給
へ
り

�
�

み
な
人
に
一
の
く
せ
は
あ
る
ぞ
と
よ
是
を
は
ゆ
る
せ
敷
嶋
の
道

の
「
敷
嶋
の
道
」
を
愛
好
す
る
慈
円
の
「
癖
」
の
歌
も
、「
吾
癖
在
章
句
」
等
を
源
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
室
町

末
か
ら
近
世
初
期
の
歌
人
や
俳
人
に
知
ら
れ
て
い
た
逸
話
と
み
ら
れ
る
。
①
の
言
辞
が
こ
れ
ら
に
拠
る
表
現
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
序
文

の
筆
者
一
雪
の
示
す
「
癖
」
が
志
向
す
る
も
の
と
は
、
や
は
り
章
句
や
和
歌
に
象
徴
さ
れ
る
「
文
事
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
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る
。
ま
た
、
②
⑶
の
『
徒
然
草
』
一
七
五
段
的
な
酩
酊
者
を
表
現
す
る
箇
所
の
前
後
に
は
「
花
の
春
月
の
秋
に
友
を
こ
ひ
、
し
ら
ぬ
野

山
に
分
入
」「
月
花
に
思
ひ
付
み
の
癖
な
ら
し
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
、『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
（
（
（

「
あ
る
は
花
を
そ
ふ
と
て
た
よ
り

な
き
所
に
ま
ど
ひ
、
あ
る
は
月
を
思
ふ
と
て
し
る
べ
な
き
闇
に
た
ど
れ
る
心
々
を
見
た
ま
ひ
て
、
賢
し
愚
か
な
り
と
し
ろ
し
め
し
け
む
」

や
「
富
士
の
煙
に
よ
そ
へ
て
人
を
恋
ひ
、
松
虫
の
音
に
友
を
し
の
び
」
の
よ
う
な
、「
唐
の
日
本
の
文
に
心
を
尽
し
、
詩
を
賦
哥
を
ね

る
」
こ
と
に
心
を
尽
く
す
人
々
の
姿
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
文
事
へ
の
志
向
性
は
、
④
「
筆
の
海
浅
き
心
に
」
が
『
新
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
「
言
葉
の
園
に
遊
び
、
筆
の
海
を
汲
み
て
も
、

空
飛
ぶ
鳥
の
網
を
漏
れ
、
水
に
住
む
魚
の
釣
り
を
逃
れ
た
る
類
は
、
昔
も
な
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
」
を
、
ま
た
、「
伊
奈
佐
細
江
の
み
を
つ

く
し
、
記
し
と
ゝ
め
置
侍
し
」
が
「
遠
江
引
佐
細
江
の
み
を
つ
く
し
我
を
頼
め
て
あ
さ
ま
し
も
の
を
」（『
万
葉
集
』
巻
十
四
　
三
四
二

九
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
思
わ
せ
る
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
に
も
窺
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、「
我
に
も
一
つ
の
癖
あ
り
」
と
次
第
に
語
り
出

さ
れ
て
い
く
、
ひ
た
す
ら
「
反
古
の
う
ら
に
」「
記
し
と
ゝ
め
」
る
人
間
＝
説
話
作
者
の
行
為
に
、
相
応
し
い
言
葉
の
「
姿
」
を
与
え
て

い
る
。「
九
夏
三
伏
の
暑
を
も
、
冬
の
夜
雪
霜
を
ふ
み
寒
を
も
」
の
「
九
夏
三
伏
」（
夏
至
後
第
三
庚
日
か
ら
三
十
日
の
初
伏
・
中
伏
・

末
伏
）
は
一
年
の
う
ち
最
も
暑
い
時
節
で
あ
り
、
源
順
「
奉
同
源
澄
才
子
河
原
院
賦
」
の
「
九
夏
三
伏
之ノ

暑
月　ニハ 

竹タ
ケ

含　　ミ二
錯サ
ク
ゴ
ノ

午
之
風　ヲ
一
」

（『
本
朝
文
粋
』
巻
一
、『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
（
（
（

）
を
思
わ
せ
る
。
ま
た
「
如
朝
顔
の
、
花
の
露
よ
り
も
ろ
き
」
も
、「
お
き
て
見
む
と
思

ひ
し
ほ
ど
に
枯
れ
に
け
り
露
よ
り
け
な
る
あ
さ
が
ほ
の
花
」（
曽
祢
好
忠
、『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
三
秋
上
、
三
四
三
）
や
「
風
を
ま
つ

草
の
は
に
を
く
露
よ
り
も
あ
だ
な
る
物
は
あ
さ
が
ほ
の
花
」（
源
実
朝
、『
金
槐
和
歌
集
』
秋
、
一
八
五
）
の
よ
う
な
「
朝
顔
」「
露
」
の

情
調
を
共
有
す
る
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
『
徒
然
草
』
一
七
三
段
風
の
「
男
女
の
色
」「
邪
な
る
道
」
に
接
続
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
種
の
雅
俗
混
交
的
な
味
わ
い
を
生
ん
で
も
い
る
。

古
典
的
な
「
雅
」
の
「
癖
」
だ
け
で
な
く
、「
仏
の
道
」
や
「
神
」
へ
の
「
い
も
ゐ
」（
精
進
潔
斎
・
斎
戒
）、
さ
ら
に
は
「
俗
」
の

「
四
一
半
」（
賭
博
の
一
種
）、「
加
留
多
」（
紙
札
賭
博
）
等
も
、
人
々
の
「
癖
」
と
し
て
例
示
さ
れ
る
。
総
じ
て
、「
い
そ
字
を
越
る
身
」

の
「
老
」
と
「
不
定
の
さ
か
ひ
」（

（
（

を
意
識
し
、「
む
し
ほ
」（
（1
（

な
身
を
自
覚
し
て
「
腰
を
か
ゝ
め
目
を
す
か
め
、
清
書
に
至
」
る
と
い
う
筆

者
が
、「
若
か
り
し
時
」
か
ら
当
時
に
至
る
ま
で
の
「
雅
」
と
「
俗
」
の
両
方
に
興
味
を
向
け
て
い
る
。『
犬
著
聞
集
』
序
文
に
展
開
す
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説
話
に
み
る
文
事
の
志
向

る
文
辞
は
、
そ
う
し
た
「
天
和
四
年
」
の
筆
者
の
、
雅
俗
に
わ
た
る
雑
多
な
説
話
蒐
集
の
多
様
な
興
味
拡
大
の
志
向
性
を
象
徴
す
る
も

の
と
し
て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
犬
著
聞
集
』
序
の
約
二
十
年
後
の
宝
永
元
年
の
序
を
も
つ
『
続
著
聞
集
』
は
、
作
者
椋
梨
一
雪
が
『
犬
著
聞
集
』
以
前
と
以
後
の
蒐

集
説
話
を
後
に
再
編
集
し
た
作
品
で
、『
犬
著
聞
集
』
所
収
話
と
非
所
収
話
の
混
在
す
る
説
話
集
で
あ
る
。
一
雪
に
よ
る
『
続
著
聞
集
』

巻
頭
の
序
文
（
（（
（

は
、
全
二
十
巻
の
各
主
題
別
巻
立
に
よ
る
「
著
聞
集
」
的
意
識
を
解
説
す
る
も
の
と
な
り
、『
犬
著
聞
集
』
序
文
と
は
大
き

く
変
化
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
本
文
を
引
き
、
Ａ
～
Ｅ
の
部
分
に
整
理
し
て
考
察
す
る
。

Ａ�

夫
、
古
よ
り
観
る
へ
き
事
を
記
し
、
法
る
へ
き
詞
を
述
る
事
、
和
漢
に
於
て
、
麻
よ
り
も
並
み
繁
く
、
粟
よ
り
も
数
多
く
、
実
に

千
万
世
の
警
誡
、
是
よ
り
大
な
る
は
侍
ら
じ

Ｂ�

爰
に
余
、
幼
よ
り
塵
俗
の
間
に
身
を
寄
し
か
は
、
貴
き
文
章
の
名
は
稀
に
聞
し
か
と
、
終
に
一
二
の
篇
を
も
見
侍
ら
で
、
最
愚
に

朽
果
し
、
然
と
云
へ
と
も
、
世
間
の
常
の
業
に
異
な
り
、
変
り
て
耳
に
ふ
れ
、
腹
に
云立

つ
るへ

る
類
を
聞
侍
て
、
悪
き
事
は
お
ち
お
そ

れ
、
善
き
事
は
仰
尊
み
し
事
な
れ
は
、
是
を
云
伝
へ
て
、
童
の
類
鄙
し
き
族
を
誡
め
導
き
し
事
も
ま
ゝ
有
し

Ｃ�

是
よ
り
彼
童
子
の
暴
謔
を
禁
す
る
に
は
、
師
友
の
誡
も
傅
婢
の
指
揮
に
は
し
か
す
、
凡
人
の
闘
鬩
を
止
る
に
は
、
堯
舜
の
道
も
寡

妻
の
誨
諭
に
は
し
か
す
と
云
る
類
な
り
し
故
に
、
是
も
又
、
捨
て
遣
る
へ
き
事
に
も
非
ず
と
思
て
、
寸
楮
を
片
紙
に
筆
し
置
く
に
、

若
干
条
と
也
ぬ

Ｄ�

今
年
八
旬
の
齢
ひ
に
及
て
、
語
り
演
ん
も
舌
渋
れ
、
訂
し
録
せ
ん
も
才
短
し
、
亦
遺
骨
と
共
に
し
は
て
ん
も
い
と
心
お
と
り
せ
し

か
は
、
止
事
を
得
ず
し
て
、
聚
て
続
著
聞
集
と
名
け
、
其
部
類
の
紛
ら
は
し
き
を
斂
め
て
、
二
十
の
篇
目
を
立
て
侍
り
ぬ
　

�

（
※
以
下
略
、
二
十
篇
の
各
主
題
説
明
）

Ｅ�

以
上
、
二
十
篇
目
は
、
只
是
、
老
耄
の
忘
れ
易
き
に
備
て
、
其
事
の
相
類
せ
る
者
を
聚
て
収
る
の
み
、
実
に
其
義
に
尽
す
と
に
は

あ
ら
ず
、
宜
く
み
ん
も
の
、
こ
れ
を
知
り
給
へ

『
続
著
聞
集
』
の
序
文
で
は
、
Ａ
「
古
」
よ
り
伝
わ
る
「
観
る
へ
き
事
」「
法
る
へ
き
詞
」、
そ
の
膨
大
な
「
千
万
世
の
警
誡
」
と
比
べ
、

Ｂ
「
塵
俗
の
間
」
の
人
生
に
あ
っ
た
自
身
が
「
貴
き
文
章
」
を
見
る
機
会
も
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
老
い
た
、
と
い
う
筆
者
の
自
己
規
定
が
示
さ
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れ
る
。「
塵
俗
」
の
世
界
の
中
で
そ
の
後
さ
ら
に
老
齢
に
至
っ
た
こ
と
を
自
覚
す
る
筆
者
が
記
す
も
の
は
決
し
て
「
や
ん
こ
と
な
き
」
も

の
で
は
な
く
、「
世
間
の
常
の
業
に
異
な
り
、
変
り
て
耳
に
ふ
れ
、
腹
に
云
へ
る
（
立
つ
る
）
類
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
Ｂ
「
童
の
類

鄙
し
き
族
を
誡
め
導
き
し
事
も
ま
ゝ
有
し
」
と
い
う
回
想
の
次
に
引
用
さ
れ
る
の
が
、
Ｃ
の
『
顔
氏
家
訓
』
第
一
序
致
篇
「
禁　　スル
ト
キ
ハ

二
童
子　ノ
之

暴
謔　ヲ
一
、
則
師
友　ノ
之
誡　モ
不
レ
如
二
傅
婢　ノ
之
指
揮　ニハ一
、
止　　ル
ト
キ
ハ

二
凡
人　ノ
之
闘
鬩　ヲ
一
、
則
堯
舜　　ノ之
道　モ
不
レ
如
二
寡
妻　ノ
之
誨
諭　ニ
一
」（
（1
（

で
あ
る
。
聖
人
の
言
葉

よ
り
も
身
近
な
者
の
言
葉
の
方
が
一
般
の
人
々
に
は
効
果
的
で
あ
る
、
と
い
う
譬
え
は
、
決
し
て
「
観
る
べ
き
」「
法
る
べ
き
」
優
れ
た

「
警
誡
」
の
言
葉
で
は
な
く
と
も
、
世
俗
の
奇
談
や
雑
多
な
話
題
を
Ｃ
「
是
も
又
、
捨
て
遣
る
へ
き
事
に
も
非
ず
と
思
て
、
寸
楮
を
片
紙

に
筆
し
置
く
」
筆
者
の
姿
勢
に
つ
な
が
る
。
そ
こ
に
は
、
序
致
篇
の
文
脈
に
続
く
フ
レ
ー
ズ
「
吾　レ
望　ムラ
ク
ハ　
此
書
為
汝　カ
曹　カラ
ノ之
所
レ
信
、
猶　ヲ
賢　レル二

於
傅
婢
寡
妻　ニ
一
耳ノ
ミ

」
と
共
通
す
る
著
者
の
自
負
も
暗
黙
裡
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。『
古
今
著
聞
集
』
の
「
註
緝
為
二
三
十

篇
一
。
編
次
二
十
巻
」（
序
）
に
対
し
、『
顔
氏
家
訓
』
は
「
二
十
篇
」
で
あ
り
、「
故
ニ
留　テ
二
此
二
十
篇　ヲ
一
、
以　テ
為　スル二
汝　　ト曹　ヲカ後
範　ト
一
耳ノ
ミ

」
（
（1
（

（
第

一
序
致
篇
）
等
の
表
現
す
る
も
の
に
比
す
る
意
識
を
『
続
著
聞
集
』
序
文
が
持
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

Ｄ
「
今
年
八
旬
の
齢
ひ
」
の
筆
者
は
、
肉
体
的
に
も
記
述
の
困
難
さ
を
抱
え
て
お
り
、
老
耄
の
「
備
忘
」
で
あ
る
と
断
り
つ
つ
も
、

自
ら
蒐
集
し
た
話
を
「
そ
ゞ
ろ
に
清
書
」
し
た
雑
集
の
ま
ま
に
は
置
か
ず
、
そ
の
部
類
を
斂
め
篇
目
を
立
て
よ
う
と
す
る
。
天
和
四
年

序
文
で
「
我
に
も
一
つ
の
癖
」
か
ら
始
ま
る
「
よ
し
な
し
こ
と
」
と
し
て
い
た
話
群
に
は
、
さ
ら
に
「
又
」「
若
干
条
」
が
増
補
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。『
続
著
聞
集
』
序
文
の
「
筆
し
置
く
」、
そ
し
て
「
語
り
演
」
べ
「
訂
し
録
」
す
る
と
い
う
語
は
、
そ
の
目
的
意
識
が

織
り
込
ま
れ
た
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
天
和
四
年
以
降
宝
永
元
年
ま
で
の
筆
者
の
筆
録
と
編
集
の
過
程
を
経
て
、
も
は
や
「
よ
し

な
し
こ
と
」
と
い
う
韜
晦
よ
り
も
、「
舌
渋
れ
」「
才
短
」
く
と
も
「
捨
て
遣
る
べ
き
事
に
も
非
ず
」「
遺
骨
と
共
に
し
は
て
ん
も
い
と
心

お
と
り
せ
し
か
ば
」
と
、
聞
き
集
め
著
そ
う
と
す
る
態
度
が
あ
り
、
伝
聞
と
教
訓
に
向
か
う
姿
勢
は
『
犬
著
聞
集
』
序
文
よ
り
も
明
確

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
企
図
に
よ
り
「
著
聞
集
」
形
式
に
篇
目
を
整
え
た
筆
者
は
、
こ
う
し
て
よ
う
や
く
『
犬
著
聞
集
』
の
「
犬
」
を

と
り
「
著
聞
集
」
に
「
続
」
く
『
続
著
聞
集
』
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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説
話
に
み
る
文
事
の
志
向

二
、
歌
語
注
釈
と
「
考
証
」
を
語
る
説
話

編
集
さ
れ
た
教
誡
的
主
題
の
解
説
に
比
重
を
置
く
『
続
著
聞
集
』
序
文
と
比
べ
、『
犬
著
聞
集
』
序
文
の
方
は
『
徒
然
草
』『
正
徹
物

語
』
的
な
修
辞
に
よ
り
、
中
世
和
歌
等
を
志
向
す
る
近
世
初
期
風
の
文
飾
的
な
余
裕
を
感
じ
さ
せ
る
。（
（1
（

和
歌
文
学
的
な
傾
向
の
レ
ト
リ
ッ

ク
を
駆
使
す
る
序
文
の
表
現
が
示
す
志
向
性
は
、『
犬
著
聞
集
』
の
所
収
話
の
造
型
の
中
に
も
窺
わ
れ
る
。
近
世
歌
人
の
事
件
へ
の
興
味

関
心
か
ら
説
話
集
に
収
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
当
代
的
な
歌
徳
説
話
（
（1
（

の
他
に
、
和
歌
や
古
典
文
学
の
解
釈
を
語
り
手
が
論
評
す
る
所
収

話
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
そ
の
顕
れ
で
あ
る
。
巻
二
ノ
二
九
「
千
代
の
古
道
の
事
」
の
例
を
引
く
。

①
　
　
嵯
峨
の
山
行
幸
ふ
し
に
し
芹
川
の
千
代
の
ふ
る
道
あ
と
は
有
け
り

�
�

此
歌
に
つ
き
て
、
嵯
峨
に
千
代
の
古
道
と
い
へ
る
名
所
有
様
に
心
得
つ
ゝ
、
爰
哉
か
し
こ
成
と
あ
ら
ぬ
所
を
さ
し
て
い
ふ
人
、
世

に
多
し

②�

芹
川
の
御
幸
は
、
嵯
峨
天
皇
始
て
し
給
ひ
し
、
そ
の
後
、
淳
和
仁
明
文
徳
の
三
皇
を
越
て
、
光
孝
天
皇
の
御
代
に
、
嵯
峨
天
皇
の

例
に
て
又
芹
川
に
行
幸
な
し
奉
り
し
、
此
時
行
平
朝
臣
の
よ
み
た
ま
へ
る
歌
也

③�

さ
れ
は
嵯
峨
天
皇
の
例
な
れ
は
、
伏
見
竹
田
の
芹
川
に
し
て
、
方
角
は
た
か
ひ
な
か
ら
、
嵯
峨
山
と
い
ひ
、
絶
て
久
し
き
む
か
し

を
し
た
は
せ
給
ひ
て
の
行
幸
な
れ
は
、
千
代
の
古
道
と
よ
め
る
な
る
へ
し
、
名
所
は
な
し

「
千
代
の
ふ
る
道
」
の
歌
は
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
十
五
の
「
仁
和
の
み
か
ど
嵯
峨
の
御
時
の
例
に
て
芹
河
に
行
幸
し
た
ま
ひ
け
る
日
」

を
詞
書
と
す
る
在
原
行
平
朝
臣
の
歌
（
一
〇
七
五
）
で
あ
り
、『
後
撰
集
』
の
続
く
「
翁
さ
び
人
な
と
が
め
そ
狩
衣
今
日
許
と
ぞ
た
づ
も

鳴
く
な
る
」（
一
〇
七
六
）
及
び
そ
の
詞
書
「
お
な
じ
日
、
鷹
飼
ひ
に
て
狩
衣
の
た
も
と
に
鶴
の
形
を
縫
ひ
て
書
き
つ
け
た
り
け
る
」「
行

幸
の
又
の
日
な
ん
致
仕
の
表
た
て
ま
つ
り
け
る
」
が
『
伊
勢
物
語
』
一
一
四
段
の
内
容
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
。

こ
の
歌
の
「
嵯
峨
の
山
」「
千
代
の
古
道
」
を
「
嵯
峨
」
の
名
所
や
歌
枕
と
考
え
る
説
が
あ
る
こ
と
を
『
犬
著
聞
集
』
は
批
判
し
、
光

孝
天
皇
と
行
平
の
芹
川
御
幸
の
『
伊
勢
物
語
』
一
一
四
段
の
内
容
を
も
と
に
、
嵯
峨
を
嵯
峨
帝
の
比
喩
と
し
て
、「
千
代
の
古
道
」
を
竹

田
の
芹
川
と
す
る
説
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
近
世
初
期
以
前
の
歌
論
書
や
注
釈
書
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
問
題
で
、
例
え
ば



（

『
袖
中
抄
』
巻
五
に（
（1
（

顕
昭
云
、
是
は
後
撰　ノ
詞
云
、
仁
和　ノ
帝ミ
カ
ト

さ
か
の
御
時
の
例
と
て
、
芹セ
リ

河
の
行
幸
し
給
け
る
に
、
行
平
朝
臣
の
よ
め
る
哥
也
、
せ
り
か

は
の
野
へ
と
は
能
因
歌
枕　ニ
云
、
芹
河
野
と
い
へ
り
、（
中
略
）
是
を
お
も
へ
は
、
芹
河
野
の
行
幸
と
い
ふ
は
、
鳥
羽
の
南
の
せ
り
か

は
と
い
ふ
事
う
た
か
ひ
な
し
、
但
考
二
帝
皇
系
図
一
に
、
嵯サ

カ峨
深フ
カ

草ク
サ

の
御
時
に
芹
河　ノ
行
幸
と
い
ふ
こ
と
は
し
る
さ
す
、
光ク
ハ
ウ
カ
ウ孝
天
皇
仁

和
二
年
十
二
月
十
四
日
有　リ
二
芹
川　ノ
行
幸
一
云
々
、
而
上
さ
が
の
や
ま
み
ゆ
き
た
え
に
し
せ
り
か
は
と
よ
み
た
る
は
、
其
つ
ゝ
き
を
お

も
ふ
に
、
さ
か
の
か
た
に
芹
川
と
い
ふ
と
こ
ろ
の
あ
る
か
と
う
た
か
ふ
人
あ
り

能
因
歌
枕
に
、
山
代
国
の
山
を
あ
け
て
四
方
を
さ
た
め
た
る
に
、
嵯
峨
山
を
は
い
つ
か
た
と
も
知
ら
ぬ
山
の
中
に
あ
け
た
り
、
を

く
ら
山
か
め
山
な
と
の
つ
い
て
に
も
あ
け
さ
る
も
あ
や
し
き
事
也
、
只
み
か
と
の
御
名
に
よ
せ
て
さ
か
の
山
と
は
よ
め
る
な
り
。

且
は
後
撰
に
も
さ
か
の
御
時
の
例
と
か
き
た
り
。
又
国
史　ニ
云
、
嵯
峨　ノ
院
嵯
峨　ノ
山
と
い
へ
り
。
然
は
さ
か
の
や
ま
み
ゆ
き
た
え
に
し

せ
り
か
は
と
は
、
さ
か
の
御
時
の
芹
河
の
み
ゆ
き
絶
に
し
こ
と
を
よ
み
た
れ
は
た
か
は
す

と
あ
る
。
北
村
季
吟
『
八
代
集
抄
』
の
「
後
撰
和
歌
集
巻
第
十
五
」
注
釈
（
（1
（

は

⒜
愚
案
、
但
此
集
に
嵯
峨
御
時
の
例
と
あ
れ
は
、
嵯
峨
の
帝
も
野
行
幸
有
し
例
に
て
、
光
孝
天
皇
も
如
此
な
る
へ
し

⒝�

せ
り
川
に
　
袖
中
抄
に
、
大
鏡
に
深
草
の
帝
の
頃
の
芹
河
行
幸
に
、
琴
の
爪
を
お
と
し
給
へ
る
を
、
昭
宣
公
拾
ひ
て
奉
給
ふ
所
に
、

極
楽
寺
を
建
立
し
給
ひ
し
事
を
ひ
き
て
、
鳥
羽
の
南
に
芹
河
あ
り
、
是
な
り
と
い
へ
り
、
師
説
、
嵯
峨
に
あ
り
、
千
代
の
古
道
葛

野
郡
に
あ
り
、
定
家
卿
さ
か
の
山
千
世
の
古
道
あ
と
ゝ
め
て
と
、
新
古
今
に
よ
ま
せ
給
へ
は
、
芹
河
嵯
峨
な
る
へ
き
事
勿
論
歟
云

云
⒞�

さ
か
の
山
み
ゆ
き
た
え
に
し
　
八
雲
御
抄
云
、
さ
か
の
山
は
、
行
平
詠　ス
非　　スレ
山　ニ
只
天
皇
の
御
事
を
山
と
い
へ
り
、
愚
案
、
嵯
峨
の

天
皇
野
行
幸
の
ゝ
ち
、
絶
た
り
し
を
、
今
光
孝
天
皇
の
幷
興
の
御
事
を
、
千
代
の
古
道
跡
は
有
け
り
と
よ
め
り
。
み
ゆ
き
を
深
雪

に
そ
へ
て
、
雪
消
の
道
の
跡
と
め
行
心
は
へ
に
よ
め
る
な
る
へ
し
、
為
家
云
、
嵯
峨
之
山
也
、
非
野
、
ヨ
ミ
ク
セ
な
り

と
諸
論
を
引
き
、
中
世
以
降
の
嵯
峨
説
と
の
両
論
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、『
八
代
集
抄
』「
新
古
今
和
歌
集
巻
十
七
」（
（1
（

で
は
、
こ
の

行
平
歌
を
本
歌
と
す
る
藤
原
定
家
の
歌
（
雑
中
、
一
六
四
四
）
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�
�

後
白
河
院
栖セ
イ

霞カ

寺シ

に
お
は
し
ま
し
け
る
に
駒
ひ
き
の
ひ
き
わ
け
の
使
に
て
参
け
る
に

嵯
峨
の
や
ま
千
世
の
ふ
る
道
あ
と
ゝ
め
て
又
露
わ
く
る
も
ち
月
の
こ
ま

に
つ
い
て
、「
栖
霞
寺
　
一
条
禅
閤
花
鳥
余
情
云
　
棲セ
イ
カ
ク
ハ
ン

霞
観
は
左
大
臣
融ト
ヲ
ル公
の
山
荘
也
、
後
に
寺
に
成
て
栖
霞
寺
と
い
ふ
、
今
の
清セ
イ
リ
ヤ
ウ
ジ

凉
寺
の

東
に
あ
る
阿
弥
陀
堂
是
也
」「
本
歌
は
光
孝
天
皇
御
宇
の
御
時
の
哥
也
、
本
哥
を
う
け
て
又
露
わ
く
る
と
い
へ
り
、
駒
を
ひ
き
わ
く
る
事

を
よ
そ
へ
て
い
へ
り
」
の
注
記
に
よ
り
、
源
融
公
が
嵯
峨
天
皇
皇
子
で
あ
り
、
別
荘
栖
霞
観
、
す
な
わ
ち
後
の
阿
弥
陀
堂
も
ま
た
嵯
峨

に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
季
吟
は
寛
文
初
年
成
立
の
『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』（
（1
（

の
伊
勢
物
語
一
一
四
段
注
釈
に
も
、『
闕
疑
抄
』

を
引
用
し
つ
つ
、「
玄 
芹
河
ノ
行
幸
は
嵯
峨
天
皇
の
行
幸
を
始
也
（
中
略
）
今
此
行
幸
は
光
孝
天
皇
也
。
師 

芹
河
は
嵯
峨
に
あ
り
　
顕

昭
袖
中
抄
に
は
竹
田
に
在
云
云
」
と
、「
師
説
」
松
永
貞
徳
説
を
併
記
し
て
い
る
。
な
お
、
元
和
三
年
板
『
類
字
名
所
和
歌
集
』（
11
（

で
は
、

巻
二
「
千
代
古
道
　
山
城
葛
野
郡
」、
巻
六
「
嵯
峨 

野 

川
　
山
城 

葛
野
郡
」、
巻
七
「
芹
河
　
同
（
※
引
用
者
注
　
山
城
）　
当
国
両
所

有
之
云
々
仍
歌
可
心
得
也
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
行
平
歌
を
掲
載
し
「
両
所
」
説
を
示
唆
し
て
い
る
。
行
平
歌
を
本
歌
と
す
る
定
家
歌
と
詞

書
が
示
す
「
栖
霞
寺
」
の
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
等
が
、
中
世
以
降
の
「
嵯
峨
山
～
千
代
の
古
道
」
の
嵯
峨
説
の
流
布
の
一
因
と
な
っ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

季
吟
の
『
八
代
集
抄
』『
拾
穂
抄
』
と
も
、
千
代
の
古
道
「
嵯
峨
説
」
を
覆
す
程
の
筆
致
で
は
な
く
、
従
来
の
諸
注
を
総
合
し
て
い

る
。
寛
文
延
宝
頃
の
盛
ん
な
「
古
典
注
釈
併
行
期
」（
1（
（

に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
季
吟
の
『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』
は
延
宝
八
年
〈
一
六
八
〇
）

刊
、
中
世
歌
学
注
釈
か
ら
師
の
貞
徳
説
ま
で
を
総
合
し
た
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
刊
の
『
八
代
集
抄
』
も
ほ
ぼ
延
宝
七
～
九
年
頃
の

成
立
で
あ
る（
11
（

。
こ
う
し
た
諸
注
釈
書
の
刊
行
と
解
釈
の
内
容
は
、『
犬
著
聞
集
』
の
作
者
に
と
っ
て
も
「
当
代
」
的
な
関
心
の
対
象
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
季
吟
の
「
師
説
」
は
貞
門
の
一
雪
も
疎
か
に
で
き
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、『
犬
著
聞
集
』
作
者
と
し
て
は

『
伊
勢
物
語
』
と
『
後
撰
集
』
詞
書
の
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
き
竹
田
説
を
記
し
正
そ
う
と
す
る
姿
勢
を
、
巻
二
ノ
二
九
に
示
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
歌
語
を
め
ぐ
る
注
釈
考
証
風
の
話
は
『
犬
著
聞
集
』
に
散
見
し
、
作
者
の
古
典
注
釈
へ
の
少
な
か
ら
ざ
る
興
味
を
窺
わ

せ
る
も
の
だ
が
、
注
釈
書
の
学
説
の
方
向
を
踏
ま
え
つ
つ
自
論
を
加
え
た
と
み
ら
れ
る
部
分
も
あ
る
。
巻
十
ノ
二
九
「
伊
勢
物
語
四
十
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九
段
め
の
事
」
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

昔
男
、
妹
の
お
は
し
け
な
る
を
み
や
り
て

�
�

う
ら
わ
か
み
寝
よ
け
に
見
ゆ
る
若
草
を
人
の
む
す
は
ん
こ
と
お
し
そ
お
も
ふ

業
平
、
妹
に
け
さ
う
し
け
る
と
い
ふ
は
、
人
の
む
す
は
ん
こ
と
を
し
そ
お
も
ふ
と
有
、
人
の
字
を
、
他
の
字
と
み
る
よ
り
誤
出
来

侍
り
け
ら
し
、
此
人
の
字
は
君
臣
と
読
、
臣
の
字
也
、
業
平
の
妹
を
見
て
、
か
れ
は
平
城
天
皇
の
御
孫
阿
保
親
王
の
子
、
母
は
桓

武
天
皇
内
親
王
、
し
か
れ
は
父
母
と
も
に
恐
ら
く
は
人
に
も
う
て
ぬ
氏
種
性
也
、
各
義
帯
佩
又
類
ひ
な
し
、
然
は
御
門
に
奉
つ
ゝ
、

女
御
后
に
そ
な
わ
り
も
す
へ
き
に
、
臣
の
結
は
ん
こ
と
お
し
そ
お
も
ふ
、
と
見
る
へ
き
に
や
、
此
内
に
、
自
の
官
位
の
卑
く
時
に

あ
わ
ぬ
述
懐
の
心
も
有
ぬ
へ
し

業
平
の
「
ね
よ
け
に
み
ゆ
る
」
妹
の
「
人
の
む
す
は
ん
こ
と
を
し
そ
お
も
ふ
」
に
つ
い
て
、「
妹
に
け
さ
う
し
け
る
と
い
ふ
は
」「
誤
」

で
あ
る
、
と
す
る
指
摘
に
は
、
近
世
初
期
ま
で
の
伊
勢
物
語
古
注
の
解
釈
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

・�

ね
よ
け
に
見
ゆ
る
と
は
寝
と
根
と
か
け
て
い
へ
る
也
、
心
は
我
妹
な
れ
ば
子
細
な
し
と
は
み
れ
ど
、
他
人
は
い
か
ゞ
思
は
ん
や
と
、

妹
を
あ
は
れ
む
心
也
。
人
の
む
ず
ば
ん
と
は
人
の
契
ら
ん
事
を
思
ふ
儀
也
。

�

（
宗
祇
講
、
牡
丹
花
肖
柏
聞
書
『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』（
11
（

）

・�

源
氏
物
語
な
と
に
引
時
は
業
平
の
け
さ
う
せ
ら
れ
た
る
や
う
に
あ
り
、
一
向
不
可
用
云
云
。
常
に
は
上
の
注
の
や
う
に
い
へ
と
も

然
ら
す
、
妹
を
ふ
ひ
ん
に
お
も
ひ
て
憐
憫
也
、
ね
よ
け
は
根
と
寝
と
を
兼
た
り
、
我
は
妹
を
子
細
な
し
と
見
れ
共
、
人
の
心
は
万

差
な
れ
は
、
何
た
る
幸
を
も
ひ
か
す
し
て
や
あ
ら
ん
と
心
苦
し
く
思
也
、
憐
憫
の
心
猶
末
に
見
え
た
り

�

（
三
条
西
実
隆
、
清
原
宣
賢
書
『
伊
勢
物
語
惟
清
抄
』（
11
（

）

・�

源
氏
あ
げ
巻ま
き

に
（
中
略
）
是
よ
き
と
り
あ
は
せ
に
て
は
あ
り
、
さ
れ
と
も
此
哥
の
心
を
は
か
く
は
心
得
ま
し
き
な
り
、
二
条
家
の
心

な
と
に
更
に
左
様
に
は
有
ま
し
き
事
な
り
、
伊
勢
物
語
、
源
氏
な
と
は
好こ
う
し
よ
く色を
は
本
と
せ
ず
、
毛も
う

詩し

三
百
篇へ
ん

も
男
女
の
事
を
も
つ

て
政せ
い
た
う道
の
本
と
せ
り
、
も
の
を
と
ゝ
の
ふ
る
事
女
也
と
云
故
也
（
中
略
）
い
も
う
と
に
心
を
つ
け
て
行
末
を
思
ひ
た
る
所
、
後
に
露ろ

顕け
ん

す
る
也
、
う
ら
な
く
は
底そ
こ

に
徹て
つ

し
て
か
様
に
お
ぼ
し
い
れ
た
る
心
よ
と
見
て
、
に
く
き
方
と
は
思
ふ
へ
か
ら
ず

�

（
細
川
幽
斎
『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』（
11
（

）
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・
師
云 

此
段
は
妹
い
も
う
とを
め
ぐ
み
兄あ
に

を
敬
う
や
ま
ふこ
と
を
書
り 

兄け
う
だ
い弟
は
五
倫
の
一
な
り�

（
浅
井
了
意
『
伊
勢
物
語
集
註
』）（
11
（

『
惟
清
抄
』
は
『
肖
聞
抄
』
の
「
あ
は
れ
み
」
の
説
を
受
け
な
が
ら
「
妹
へ
の
懸
想
」
説
を
「
然
ら
ず
」
と
否
定
し
、『
闕
疑
抄
』
は

『
肖
聞
抄
』『
惟
清
抄
』
の
態
度
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
教
誡
的
姿
勢
を
強
め
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
集
註
』
は
さ
ら
に
教
誡
的
に
五
倫
の
道
を

解
釈
に
示
し
た
例
で
あ
る
。
前
出
の
季
吟
『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』
も
、
特
に
『
闕
疑
抄
』
の
好
色
否
定
の
説
を
引
き
「
政
道
の
た
す
け

と
し
た
る
こ
と
お
ほ
し
。
源
氏
伊
勢
物
語
も
心コ
ヽ
ロし
て
見
る
事
哥
道
の
習
ひ
に
て
侍
り
」
と
釈
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
注
釈
は
『
伊
勢
物
語
』
四
九
段
を
好
色
な
業
平
の
妹
へ
の
懸
想
譚
と
は
見
ず
、
兄
と
し
て
妹
の
結
婚
と
将
来
を
案
じ
「
あ

は
れ
む
」「
不
便
に
思
ふ
」
話
と
す
る
。『
犬
著
聞
集
』
巻
十
ノ
二
九
は
こ
れ
ら
の
説
に
基
づ
き
つ
つ
、
歌
学
者
の
先
行
注
釈
書
の
本
文

引
用
よ
り
も
や
や
自
由
な
幅
を
も
た
せ
、
古
注
の
指
摘
す
る
「
憐
愍
」
の
背
後
の
含
意
―
皇
統
の
血
筋
で
あ
る
妹
が
臣
下
に
嫁
ぐ
こ

と
へ
の
憐
愍
、
さ
ら
に
は
業
平
自
身
の
官
位
の
低
さ
へ
の
歎
き
―
に
ま
で
言
及
し
た
解
釈
を
示
す
。
一
種
の
考
証
的
説
話
と
し
て
古

典
注
釈
に
依
拠
し
た
影
響
を
窺
わ
せ
つ
つ
も
、
独
特
の
筆
致
を
も
つ
論
評
の
姿
勢
が
、
本
話
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。

巻
十
ノ
一
八
「
富
士
の
雪
の
事
」
で
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
冬
部
の
赤
人
の
「
田
子
の
浦
」
歌
へ
の
紹
巴
の
疑
問
に
対
し
、
作
者
は

「
子
細
有
」
と
し
て
次
の
「
祇
の
下
揃
に
曰
」
以
下
の
説
を
記
す
。

冨
士
の
雪
と
い
ひ
て
雑
也
、
消
雪
そ
夏
也
、
万
葉
集
第
三
に
、
冨
士
の
ね
に
降
つ
む
雪
は
水
無
月
の
も
ち
に
き
ぬ
れ
は
其
夜
降き
へ

け

り
、
此
歌
を
引
の
せ
ら
れ
た
り

宗
祇
『
名
所
方
角
抄
』
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
板
本
（
11
（

の
本
文
に

冨
士
の
雪
は
六
月
十
五
日
に
消
て
其
夜
降
と
い
へ
り
、
万
葉
集
に
、
冨
士
の
根
に
降
置
雪
は
六
月
の
も
ち
に
消
て
は
其
夜
降
つ
ゝ
、

さ
れ
は
冨
士
の
雪
は
ふ
る
も
消
も
六
月
な
り
、
仍
時
し
ら
ぬ
山
な
と
云
り

と
あ
る
。『
万
葉
集
』
巻
三
の
三
二
〇
歌
を
引
き
「
時
知
ら
ぬ
冨
士
の
雪
」
を
雑
、「
冨
士
の
消
雪
」
を
夏
、
と
す
る
本
話
の
指
摘
は
、

こ
の
よ
う
な
解
説
等
に
み
ら
れ
る
連
歌
用
語
観
に
依
拠
し
た
論
で
あ
ろ
う
。

巻
十
ノ
一
四
「
節
木
の
中
の
郭
公
の
事
」
は
、「
信
州
高
遠
の
藤
沢
作
右
衛
門
」
の
下
人
が
冬
「
節
木
の
中
よ
り
」
発
見
し
た
「
死
た

る
」
郭
公
が
「
翌
年
の
弥
生
の
末
つ
か
た
」
に
箱
か
ら
飛
び
去
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
話
末
で
は
、「
是
鳥
は
秋
よ
り
後
、
春
迄
は
朽
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木
な
と
の
う
ち
に
か
く
れ
居
に
や
、
さ
れ
は
古
歌
に
、
お
く
山
の
朽
木
に
こ
も
る
ほ
と
ゝ
き
す
夏
を
ま
ち
て
や
ね
に
は
鳴
ら
ん
、
是
を

思
ふ
に
、
冥
途
の
鳥
と
い
ふ
説
も
よ
み
か
へ
り
て
来
る
ゆ
へ
に
や
侍
り
け
ん
か
し
、
尋
ぬ
へ
し
」
と
論
じ
ら
れ
る
。
世
俗
的
な
地
方
風

俗
の
説
話
と
思
し
き
内
容
に
「
引
歌
」
に
よ
る
解
釈
を
寄
せ
る
形
で
、
説
話
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
古
歌
」
の
出
所
は
未
詳
で

あ
る
が
（
11
（

、
作
者
は
地
方
の
世
俗
説
話
の
語
り
方
に
お
い
て
も
、
証
歌
を
用
い
る
古
典
的
な
考
証
の
ス
タ
イ
ル
を
踏
ま
え
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
一
雪
の
蒐
集
す
る
豊
富
な
話
題
が
当
代
的
説
話
と
な
っ
て
「
増
殖
」
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
と
こ
ろ
も
少
な
く

な
い
と
考
え
る
。

松
永
貞
徳
や
山
本
西
武
に
学
ん
だ
貞
門
俳
諧
作
者
（
11
（

で
あ
っ
た
椋
梨
一
雪
は
、『
犬
著
聞
集
』『
続
著
聞
集
』
や
『
日
本
武
士
鑑
』
等
、

そ
の
説
話
集
的
な
作
品
に
お
い
て
、
自
ら
が
学
ん
だ
も
の
―
古
典
的
学
芸
の
伝
統
―
と
、
武
家
的
「
筋
」
の
権
威
な
ど
、
世
に
お

け
る
一
種
の
「
正
統
性
な
る
も
の
」
を
尊
重
す
る
価
値
観
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
批
判
意
識
の
窺
わ
れ
る
著
述
者
で
あ
る
。

「
著
聞
集
」
的
な
類
纂
的
形
態
の
『
続
著
聞
集
』
と
比
べ
、
雑
纂
的
形
態
の
『
犬
著
聞
集
』
は
、
近
世
初
期
の
説
話
集
と
し
て
、
当
代

の
独
特
の
事
件
話
と
新
奇
な
「
奇
談
」
を
語
る
話
と
を
混
在
さ
せ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
中
に
も
、
幾
つ
も
の
典
拠
に
基
づ
く
修
辞
と
文

体
の
性
質
に
み
る
よ
う
な
、
中
世
以
前
か
ら
の
伝
統
的
「
学
芸
」
や
「
文
事
」
の
意
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
規
範
意
識
や
矜
持
を
、
随
所

に
色
濃
く
残
し
て
い
る
（
11
（

。
そ
れ
ら
は
「
十
七
世
紀
の
初
期
の
知
識
人
」
た
る
作
者
た
ち
の
手
に
よ
る
仮
名
草
子
諸
作
品
に
通
う
態
度
で

も
あ
り
、『
犬
著
聞
集
』
は
一
雪
の
説
話
集
の
中
で
も
特
に
、
中
世
の
文
芸
か
ら
近
世
当
代
の
文
芸
へ
の
架
橋
的
な
意
識
を
窺
わ
せ
て
い

る
と
い
え
る
。『
徒
然
草
』
よ
り
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
し
ま
っ
た
近
世
に
お
い
て
、
王
朝
文
学
の
時
代
か
ら
続
く
「
伝
統
的
本
意
」
な

る
も
の
も
不
変
で
は
な
い
。
定
家
や
兼
良
、
さ
ら
に
師
の
貞
徳
に
至
る
ま
で
の
「
古
典
注
釈
の
あ
り
よ
う
」（
1（
（

の
変
質
が
起
こ
っ
て
い
る

こ
と
を
、
作
者
一
雪
も
ま
た
「
当
代
」
に
お
い
て
文
事
を
為
す
者
と
し
て
認
識
し
つ
つ
、
自
ら
の
説
話
集
で
論
評
の
よ
う
に
「
語
る
」

営
為
を
選
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
文
芸
的
意
識
と
説
話
内
容
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
考
察
を
行
い
た
い
。



1（

説
話
に
み
る
文
事
の
志
向

注

（
1
）�
樫
澤
（
田
中
）
葉
子
「『
新
著
聞
集
』
の
成
立
―
『
犬
著
聞
集
』『
続
著
聞
集
』
と
の
関
連
か
ら
―
」（『
語
文
研
究
』
（（
、
一
九
八
五
年
十
二
月
） 

（
（
）�
拙
論
「『
古
今
犬
著
聞
集
』
に
お
け
る
「
評
語
的
記
述
」
の
諸
問
題
」（『
八
戸
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
（1
、
一
九
九
六
年
十
二
月
）、
同
「「
延
宝
八

年
」
の
仏
教
説
話
―
『
古
今
犬
著
聞
集
』
所
収
話
考
⑵
―
」（『
香
椎
潟
』
（（
、
二
〇
〇
三
年
六
月
）

（
（
）�

『
仮
名
草
子
集
成
』
第
二
十
七
巻
（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
七
月)

、
及
び
底
本
の
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
本
本
文
を
も
と
に
、『
京

都
大
学
蔵 
大
惣
本
稀
書
集
成
』
第
七
巻
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
六
年
七
月
）
所
収
の
京
都
大
学
蔵
本
を
底
本
と
す
る
翻
刻
本
文
を
参
照
し
、
異
同
を

補
っ
た
。
な
お
、
本
論
に
お
け
る
『
仮
名
草
子
集
成
』
所
収
作
品
本
文
の
引
用
で
は
、
改
行
や
読
点
の
位
置
を
便
宜
上
改
め
、
番
号
や
記
号
、
傍
線
を

適
宜
引
用
者
が
付
し
た
。

（
（
）�

『
徒
然
草
』 

万
治
二
年
板
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
、
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
スhttps:// kotenseki.nijl.ac.jp/ biblio/（0000（1（（/

view
er/（（

）
画
像
参
照
。
章
段
数
表
示
は
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
本
に
拠
る
。

（
（
）�

国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
白
氏
文
集
』
元
和
四
年
板
本https:// dl.ndl.go.jp/ info: ndljp/ pid/（（（（（（（

画
像
参
照
。 

（
（
）�

本
文
引
用
は
肥
前
松
平
文
庫
写
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
スhttps:// kotenseki.nijl.ac.jp/ biblio/1001（（（1（/

view
er/（（

）
画
像
及
び
小
川
剛
生
訳
注
『
正
徹
物
語
』（
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
一
一
年
二
月
）
を
参
照
し
、
改
行
と
読
点
を
加
え
た
。

（
（
）�

以
下
『
古
今
和
歌
集
』『
万
葉
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』『
金
槐
和
歌
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波
書
店
）
参
照
。 

（
（
）�

『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
、
寛
永
五
年
板
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
スhttps:// kotenseki.nijl.ac.jp/ biblio/（0001（0（（/

view
er/（  

）
画
像
参
照
。

（
（
）�

人
生
の
長
さ
に
は
一
定
の
法
則
が
な
く
老
若
の
誰
が
先
に
死
ぬ
か
予
測
で
き
な
い
こ
と
、
無
常
の
意
、
と
し
て
解
釈
す
る
。
源
信
『
観
心
略
要
集
』（
寛

永
三
年
刊
本
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、https:// dl.ndl.go.jp/ info: ndljp/ pid/（（（（（10

画
像
参
照
）
に
「（
第
六
）
止
観
云
（
中
略
）
凡
ソ
生
死
無
常
ナ
ル

者コ
ト

不
レ
択
二
貴
賤
上
下
ヲ

一
、
不
レ
簡
二
老
少
中
年
ヲ

一
也
、
而
ニ
世
人
之
愚
ナ
ル
也
、
於
二
老
少
不
定
之
境
ニ

一
。
成
二
千
秋
万
歳
之
執
ヲ

一
、
只
望
ニ
財
位
之

踰
レ
分
一
。
不
レ
知
二
栄
楽
之
有
レ
終
一
」。

（
10
）�

「
ぶ
し
ほ
」（
無
潮
）
か
。
そ
の
場
合
は
「
潮
（
愛
嬌
）
の
な
い
こ
と
」、
無
愛
想
の
意
と
な
る
。
な
お
、
本
文
⑤
に
つ
い
て
注
（
３
）
大
惣
本
稀
書
集
成

の
井
上
敏
幸
解
説
は
、
二
十
歳
過
ぎ
か
ら
五
十
四
歳
頃
ま
で
の
「
ほ
ぼ
三
〇
年
間
に
及
ぶ
蒐
集
の
結
果
が
本
書
」
と
す
る
。

（
11
）�

『
仮
名
草
子
集
成
』
第
四
十
五
巻
（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
九
年
三
月
） 

（
1（
）�

『
顔
氏
家
訓
』
寛
文
二
年
板
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
、
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
スhttps:// kotenseki.nijl.ac.jp/ biblio/（0001（（1（/



1（

view
er/（

）
画
像
参
照
。 

（
1（
）�

注
（
1（
）
同
。

（
1（
）�
仮
名
草
子
の
序
文
で
は
、『
に
ぎ
は
ひ
草
』（
天
和
二
年
刊
）
の
「
つ
れ
〳
〵
な
る
い
と
ま
な
く
一
生
を
く
る
し
め
、
七
十
年
に
あ
ま
り
て
、
夢
の
さ
め

た
る
心
ち
す
る
に
も
あ
ら
す
、
現
と
も
な
く
ま
き
ら
は
し
く
日
く
ら
し
、
硯
の
ほ
こ
り
う
ち
は
ら
ひ
て
、
た
ま
〳
〵
筆
と
り
お
も
ひ
出
る
こ
と
、
そ
こ

は
か
と
な
く
書
つ
け
侍
る
」「
我
心
に
心
を
つ
く
へ
き
事
な
り
と
お
も
ふ
事
、
面
白
し
と
お
も
ふ
事
、
あ
と
を
さ
き
と
も
わ
き
ま
へ
す
、
物
く
る
お
し
く

書
つ
け
を
き
て
、
見
侍
る
こ
と
に
、
い
つ
も
初
音
の
心
ち
す
こ
そ
す
れ
と
打
す
し
け
る
も
、
物
わ
す
れ
の
と
く
と
そ
覚
え
侍
る
也
」
を
は
じ
め
、「
老
ら

く
の
ね
ざ
め
が
ち
な
る
お
り
か
ら
。
つ
ら
〳
〵
お
も
ひ
い
づ
る
事
を
。
そ
こ
は
か
と
な
く
。
か
き
つ
ゞ
り
て
。
一
ま
き
の
文
を
あ
た
ふ
る
な
ら
し
」（『
は

な
む
け
草
』
貞
享
三
年
刊
）
等
が
あ
り
、
近
世
前
期
の
多
く
の
筆
者
が
『
徒
然
草
』
序
段
的
な
「
序
文
の
型
」
の
文
体
及
び
発
想
を
意
識
し
て
い
る
も

の
と
み
ら
れ
る
。
　

（
1（
）�

注
（
２
）「『
古
今
犬
著
聞
集
』
に
お
け
る
「
評
語
的
記
述
」
の
諸
問
題
」
の
中
院
通
村
和
歌
と
事
件
説
話
の
造
型
の
例
な
ど
が
あ
る
。

（
1（
）�

『
袖
中
抄
』
慶
安
四
年
板
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
、
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
スhttps:// kotenseki.nijl.ac.jp/ biblio/（00001（（（/

view
er/1（（

）
を
参
照
し
本
文
に
読
点
を
補
う
。
同
じ
く
参
照
し
た
『
歌
論
歌
学
集
成
　
第
四
巻
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
は
、
学
習
院

大
学
蔵
本
「
或
人
云
、
さ
が
の
山
に
も
共
に
行
幸
あ
り
け
る
事
を
と
り
あ
つ
め
て
詠
ず
る
歟
と
申
せ
ど
、
こ
の
歌
の
心
に
か
な
は
ず
。
嵯
峨
の
山
、
さ

が
の
御
時
を
さ
す
な
り
。
さ
が
の
山
み
ゆ
き
絶
に
し
芹
川
と
は
、
ま
れ
な
る
故
な
り
」
の
部
分
的
な
追
記
の
存
在
を
指
摘
す
る
。

（
1（
）�

『
八
代
集
抄
』
天
和
二
年
板
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
、
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
スhttps:// kotenseki.nijl.ac.jp/ biblio/（0000（（（（/

view
er/1

）
及
び
山
岸
徳
平
編
『
八
代
集
全
註
』（
有
精
堂
出
版
、
一
九
六
〇
年
七
月
）
を
参
照
し
、
段
落
を
分
け
て
改
行
し
記
号
と
読
点
を
補
う
。

（
1（
）�

注
（
1（
）
同
。 

（
1（
）�

『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』
延
宝
八
年
刊
本
、
国
文
学
研
究
資
料
館
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
スhttps:// kotenseki.nijl.ac.jp/ biblio/（0001（（（（/

view
er/1

画
像
参
照
、
読
点
を
補
う
。
大
津
有
一
『
増
補
版
　
伊
勢
物
語
古
註
釈
の
研
究
』、
八
木
書
店
、
一
九
八
六
年
二
月
）
に
拠
る
。

（
（0
）�

村
田
秋
男
編
『
類
字
名
所
和
歌
集 

本
文
篇
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
一
年
一
月
） 

（
（1
）�

野
村
貴
次
『
北
村
季
吟
の
人
と
仕
事
』（
新
典
社
、
一
九
七
七
年
十
一
月
）、
佐
藤
勝
明
「
北
村
季
吟
―
作
句
と
古
典
注
釈
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

第
（（
巻
５
号
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
） 

（
（（
）�

川
村
晃
生
「
北
村
季
吟
の
『
八
代
集
抄
』」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
（0
巻
１
号
、
一
九
八
五
年
一
月
） 

（
（（
）�

『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』
慶
長
十
四
年
板
本
、
巻
中
（
国
文
学
研
究
資
料
館
鉄
心
斎
文
庫
蔵
、
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス https:// kotenseki.

nijl.ac.jp/ biblio/（000（（1（（/ view
er/（（

画
像
参
照
。
以
下
適
宜
読
点
を
補
う
。



1（

説
話
に
み
る
文
事
の
志
向

（
（（
）�

『
伊
勢
物
語
惟
清
抄
』
内
閣
文
庫
蔵
写
本
、
巻
下
（
国
文
学
研
究
資
料
館
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
スhttps:// kotenseki.nijl.ac.jp/

biblio/100011（（（/ view
er/11（

）
画
像
参
照
。
以
下
適
宜
読
点
を
補
う
。

（
（（
）�
『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』
万
治
二
年
板
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
、
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
スhttps:// kotenseki.nijl.ac.jp/

biblio/（00001（（（/ view
er/（（

）
画
像
参
照
。

（
（（
）�

『
伊
勢
物
語
集
註
』
慶
安
五
年
板
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
スhttps:// kotenseki.nijl.ac.jp/ biblio/（000（（（（1/

view
er/1（1

）
画
像
参
照
。

（
（（
）�

国
文
学
研
究
資
料
館
古
典
籍
共
同
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵
、
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（https:// kotenseki.nijl.ac.jp/ biblio/（000（1（（（/

view
er/（（

）
画
像
参
照
。

（
（（
）�

「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
古
歌
の
う
ち
「
こ
か
く
れ
て
い
ま
そ
き
く
な
る
ほ
と
と
き
す
な
き
ひ
ひ
か
し
て
こ
ゑ
ま
さ
る
ら
む
」（
赤
人
集
、
二
二
六
）、「
年
を

へ
て
み
山
か
く
れ
の
郭
公
き
く
人
も
な
き
ね
を
の
み
そ
な
く
」（
実
方
、
拾
遺
集
一
〇
七
三
）
等
の
「
音
を
鳴
く
」
時
鳥
の
「
深
山
か
く
れ
」「
木
か
く

れ
」
や
、「
朽
木
」
の
古
歌
「
か
た
ち
こ
そ
み
山
か
く
れ
の
く
ち
木
な
れ
心
は
花
に
な
さ
は
な
り
な
む
」（
古
今
集
、
巻
十
七
：
雑
上
八
七
五
）
等
の
、

「
朽
木
」
―
「
奥
山
」「
深
山
か
く
れ
」
―
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
連
想
の
親
和
性
に
よ
る
か
。

（
（（
）�

井
上
敏
幸
「
椋
梨
一
雪
年
譜
稿
」（『
近
世
文
芸
』
（（
、
一
九
八
〇
年
三
月
） 

（
（0
）�

『
続
著
聞
集
』
全
二
十
巻
（
序
文
に
よ
る
）
は
現
存
写
本
で
は
前
半
十
巻
ま
で
確
認
で
き
る
が
『
犬
著
聞
集
』
か
ら
『
続
著
聞
集
』
に
再
所
収
さ
れ
た
同

話
の
全
貌
は
未
詳
で
あ
る
。
注
（
１
）（
２
）
の
先
行
研
究
の
指
摘
の
よ
う
に
、『
続
著
聞
集
』
を
も
と
に
後
代
再
編
刊
行
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
『
新
著

聞
集
』
所
収
の
同
話
群
を
比
較
す
る
と
、
話
末
の
コ
メ
ン
ト
も
変
化
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。

（
（1
）�

前
田
雅
之
「
和
漢
か
ら
漢
和
へ
―
対
中
国
観
の
変
容
か
ら
―
」（『
日
本
文
学
』
（0
巻
６
号
、
二
〇
二
一
年
六
月
）


