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《
松
風
》か
ら《
熊
野
》へ
― 

禅
竹
の「
春
の
曙・秋
の
夕
暮
」説
を
め
ぐ
っ
て 

―

樹　
　

下　
　

文　
　

 

隆

一
、『
歌
舞
髄
脳
記
』
に
見
る
《
熊
野
》
と
《
松
風
》

　

金
春
禅
竹
は
、『
歌
舞
髄
脳
記
』（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
、
八
左
衛
門

本
。
以
下
、私
に
「
精
撰
本
」
と
称
す１

）
で
《
熊
野
》
と
《
松
風
村
雨
》（
以

下
、《
松
風
》
と
称
す
）
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

　
　

 

遊
屋　

寵
深
花
風　

是
よ
り
は
つ
ね
の
女
が
か
り
。
し
な
〳
〵
あ
り
と

い
へ
ど
も
、
た
ゞ
、
上
類
の
心
・
姿
な
る
べ
し
。
こ
と
に
此
風
姿
、
春

の
明
ぼ
の
ゝ
ご
と
し
。

　
　
　
　

 

真
木
の
戸
は
軒
端
の
花
の
か
げ
な
れ
や
床
も
ま
く
ら
も
春
の
明
ぼ

の

　
　

又
、
心
底
切
な
る
と
こ
ろ
、
強
力
躰
歟
。

　
　
　
　

 

流
木
と
た
つ
し
ら
な
み
と
焼
し
ほ
と
い
づ
れ
か
か
ら
き
わ
た
つ
う

み
の
そ
こ

　
　
　
　

故
郷
有
母
秋
風
涙　

旅
舘
無
人
暮
雨
魂

　
　

松
風
村
雨　

寵
深
花
風　

此
心
・
す
が
た
、
秋
の
夕
暮
の
ご
と
し
。

　
　
　
　

 

も
し
ほ
く
む
海
士
の
と
ま
屋
の
し
る
べ
か
は
う
ら
み
て
ぞ
ふ
く
秋

の
は
つ
か
ぜ

　
　

又
、
此
心
、
拉
鬼
と
も
云
つ
べ
し
。

　
　
　
　

 

神
風
や
伊
勢
の
は
ま
荻
折
し
き
て
た
び
ね
や
す
ら
ん
あ
ら
き
は
ま

べ
に

　
　
　
　

 

恩
賜
御
衣
今
在
此　

棒マ
ヽ

持
毎
日
拝
餘
香

　
　

 

か
れ
こ
れ
、
此
二
の
躰
ぞ
、
能
の
本
意
無
上
な
る
べ
き
。
朝
に
行
雲
と

な
り
、
夕
に
は
行
雨
と
な
り
け
ん
面
影
も
う
か
ぶ
や
う
也
。
幽
玄
の
位
、

猶
ふ
か
だ
ち
て
、
心
ざ
し
深
切
の
と
こ
ろ
な
り
。
惣
じ
て
、
女
の
よ
そ

ほ
ひ
、
お
も
む
る
に
し
て
、
た
い
〳
〵
た
ゝ
ぬ
る
歟
な
ど
い
へ
る
歟
。

お
よ
び
な
き
宮
女
・
殿
中
の
御
お
も
む
き
を
お
も
ひ
、
お
も
ち
か
に
し

て
、
し
か
も
な
つ
か
し
く
し
て
、
物
は
か
な
か
る
べ
し
と
や
ら
ん
。
春

の
明
ぼ
の
、
秋
の
夕
ぐ
れ
に
、
事
つ
き
ぬ
べ
し
。

一
方
、
禅
竹
自
筆
『
六
輪
一
露
之
記
』
紙
背
に
記
さ
れ
た
禅
竹
自
筆
の
『
歌

舞
髄
脳
記
』
草
稿
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
。
以
下
「
草
稿
」
と
称
す
）
に

は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る２

。

　
　

 

□
□
（
〇
遊
）
屋　

寵
深
花
風　

月
の
か
た
は
ら
に
、
た
な
び
く
雲
の
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ご
と
し
。

　
　
　
　

 

□
（
袖
）
の
上
に
誰
ゆ
へ
月
は
や
ど
る
ぞ
と
よ
そ
に
な
し
て
も
人

の
と
へ
か
し

　
　
　
　

 
生
涯
事
去
只
望
水　

老
後
人
非
獨
見
山
（
こ
の
句
抹
消
）

　
　

 

又
、
此
て
い
。

　
　
　
　

 

夕
殿
螢
飛
思
悄
然　

秋
燈
挑
盡
未
能
眠（
前
句
と
差
し
替
え
た
か
）

　
　

 

春
、
明
ぼ
の
ゝ
ご
と
し
。

　
　
　
　

 

雪
な
ら
ば
い
く
た
び
袖
を
は
ら
は
ま
し
花
の
ふ
ゞ
き
の
し
が
の
山

ご
え
（
こ
の
歌
抹
消
）

　
　
　
　

 

ま
き
の
戸
は
軒
ば
の
花
の
陰
な
れ
や
床
も
枕
も
春
の
明
ぼ
の
（
前

歌
と
差
し
替
え
た
か
）

　
　

 

〇
松
風
村
雨　

寵
深
花
風　

心
あ
る
躰
に
も
、
な
を
物
あ
は
れ
な
る
て

い
。

　
　
　
　

小
篠
原
風
待
露
の
き
え
や
ら
で
此
一
ふ
し
を
思
を
く
か
な

　
　
　
　

貞
女
峡
邊
難
接
跡　

望
夫
石
下
欲
卜
隣
（
こ
の
句
抹
消
）

　
　

又
、
此
躰
。

　
　
　
　

短
詞
不
及
秋
山
趣　

長
楽
久
傳
古
寺
名（
前
句
と
差
し
替
え
た
か
）

　
　

秋
、
夕
暮
の
ご
と
し
。

　
　
　
　

 

見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
と
ま
屋
の
秋
の
ゆ
ふ

ぐ
れ

　

俗
に
「
熊
野
・
松
風
、
米
の
飯
」
と
称
さ
れ
る
程
、
室
町
後
期
以
降
に
広

く
愛
好
さ
れ
た
こ
の
二
曲
が
、
す
で
に
禅
竹
に
よ
っ
て
春
曙
・
秋
夕
暮
の
対

で
女
体
の
能
の
最
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
大
変
興
味
深
い
。

世
阿
弥
作
《
松
風３

》
に
、
お
そ
ら
く
自
作
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
《
熊
野
》
を

並
べ
て
「
能
の
本
意
無
上
」
と
評
価
し
た
禅
竹
の
思
い
を
、
ど
の
よ
う
に
受

け
止
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
、
禅
竹
は
自
身
の
伝
書
で

自
作
に
つ
い
て
は
極
力
言
及
し
て
い
な
い
。『
歌
舞
髄
脳
記
』
の
本
論
部
で

取
り
上
げ
ら
れ
た
四
十
六
曲
（
精
撰
本
。
草
稿
で
は
五
十
二
曲
）
中
、
禅
竹

作
説
が
優
勢
な
の
は
《
熊
野
》
の
み
で
あ
る
。
対
し
て
、
草
稿
に
あ
っ
て
精

撰
本
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
六
曲
に
は
、禅
竹
作
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る《
野

宮
》《
楊
貴
妃
》《
賀
茂
》
が
含
ま
れ
、残
る
《
濡
衣
》《
大
原
御
幸
》《
白
髭
》

に
つ
い
て
も
、
草
稿
の
存
在
が
知
ら
れ
た
こ
と
で
禅
竹
作
の
可
能
性
は
一
層

考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う４

。

　

と
も
あ
れ
、
自
作
を
誉
め
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い

禅
竹
に
と
っ
て
、
唯
一
、
高
評
価
を
与
え
た
作
品
が
《
熊
野
》
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
禅
竹
は
《
松
風
》
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、い
か
な
る
理
由
で
《
熊

野
》
を
併
置
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
《
熊

野
》
論
が
描
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か５

。

二
、
禅
竹
の
《
松
風
》
評
か
ら

　
『
歌
舞
髄
脳
記
』
本
論
部
は
、
禅
竹
が
取
り
上
げ
た
能
に
、
そ
れ
ぞ
れ
世

阿
弥
伝
書『
九
位
』に
示
さ
れ
た
九
位
説
と
、定
家
仮
託
の
歌
論
書『
三
五
記
』

の
和
歌
十
体
説
と
が
配
当
さ
れ
て
い
る
。
精
撰
本
と
草
稿
で
は
、
時
に
そ
の

配
当
が
相
違
し
て
お
り
、
ま
た
、
草
稿
に
は
相
当
の
墨
滅
加
筆
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、禅
竹
は
そ
れ
ぞ
れ
の
配
当
に
腐
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。《
松
風
》
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に
お
い
て
は
、
草
稿
と
精
撰
本
で
、
九
位
は
共
に
寵
深
花
風
だ
が
十
体
の
配

当
に
異
同
が
あ
る
。
草
稿
で
は
、「
心
あ
る
」「
物
あ
は
れ
な
る
」
体
、
す
な

わ
ち
有
心
体
・
物
哀
体
で
あ
り
、
精
撰
本
で
は
、
拉
鬼
体
と
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
引
用
詩
歌
も
、
草
稿
は
『
三
五
記
』
物
哀
体
に
掲
出
す
る
「
小
篠
原
」

歌
（
新
古
今
・
雑
歌
下
、
俊
成
）、「
貞
女
峡
辺
」
句
（
本
朝
無
題
詩
二
・
人

倫
、
敦
光
「
傀
儡
子
」）、「
短
詞
不
及
」
句
（
出
典
未
考
）
が
載
り
、
精
撰

本
で
は
『
三
五
記
』
拉
鬼
体
に
掲
出
す
る
「
神
風
や
」
歌
（
新
古
今
・
羇
旅

歌
）、「
恩
賜
御
衣
」
句
（
菅
家
後
集
・「
九
月
十
日
」）
が
載
る
。
さ
ら
に
草

稿
で
は
、
定
家
の
「
見
渡
せ
ば
」
歌
（
新
古
今
・
秋
歌
上
）
を
加
え
て
お
り
、

精
撰
本
で
は
定
家
の
「
藻
塩
汲
む
」
歌
（
拾
遺
愚
草
下
・
秋
）
を
加
え
て
い
る
。

　
「
小
篠
原
」
歌
を
《
松
風
》
の
内
容
に
当
て
は
め
る
の
は
難
し
い
。
強
い

て
言
え
ば
、「
野
中
の
草
の
露
な
ら
ば　

日
影
に
消
え
も
失
す
べ
き
に
」（
第

４
段
［
上
ゲ
歌
］）
と
重
な
る
く
ら
い
だ
ろ
う
か
。
抹
消
さ
れ
た
「
貞
女
峡

辺
」
句
に
つ
い
て
も
、
恋
人
を
想
う
余
り
の
激
情
と
い
う
点
で
重
な
る
も
の

の
、
そ
れ
以
上
の
接
点
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
だ
し
も
、
加
筆
さ
れ
た
「
短

詞
不
及
」
句
の
方
が
、
古
跡
の
秋
の
景
観
を
詠
む
点
で
《
松
風
》
の
全
体
的

な
印
象
に
近
い
と
言
え
よ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、こ
れ
ら
の
詩
歌
は《
松

風
》
全
体
の
内
容
と
は
相
当
乖
離
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、『
三
五

記
』
物
哀
体
掲
出
詩
歌
か
ら
選
ぶ
と
す
れ
ば
こ
れ
し
か
な
い
、
と
い
う
程
度

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
見
渡
せ
ば
」
歌
は
、「
浦
」「
苫
屋
」「
秋
の
夕
暮

れ
」
が
《
松
風
》
の
内
容
に
符
合
し
う
る
点
で
、
よ
り
妥
当
な
配
当
と
言
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。『
三
五
記
』
か
ら
適
当
な
和
歌
を
選
べ
な
か
っ
た
が
た

め
に
、「
見
渡
せ
ば
」
歌
を
載
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

精
撰
本
で
は
、
十
体
の
配
当
よ
り
先
に
、
秋
の
夕
暮
れ
に
言
及
し
て
「
藻

塩
汲
む
」
歌
を
挙
げ
る
。「
藻
塩
汲
む
海
士
」「
苫
屋
」「
浦
見
（
恨
み
）」「
風
」

な
ど
、《
松
風
》
の
内
容
と
符
合
す
る
語
が
あ
る
点
、
海
士
に
焦
点
が
当
て

ら
れ
て
い
る
点
で
、よ
り
適
切
な
配
当
と
思
わ
れ
る
。
著
名
な
「
見
渡
せ
ば
」

歌
に
対
し
、
撰
集
等
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
「
藻
塩
汲
む
」
歌
を
挙
げ
て
い

る
こ
と
で
、
禅
竹
の
定
家
へ
の
一
層
の
関
心
の
深
ま
り
を
想
起
で
き
る
。
十

体
説
は
物
哀
体
で
な
く
拉
鬼
体
を
選
ぶ
が
、
選
出
詩
歌
も
《
松
風
》
と
呼
応

す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

神
風
や｣

歌
に
「
風
」「
伊
勢
」「
旅

寝
」
の
語
が
あ
り
、
さ
ら
に

　
　

 

草
の
名
も
所
に
よ
り
て
変
は
る
な
り　

難
波
の
蘆
は
伊
勢
の
浜
荻（『
菟

玖
波
集
』、
救
済
）

に
よ
り
、「
浜
荻
」
は
「
蘆
」
と
通
ず
る
。
な
お
、こ
の
連
歌
は
世
阿
弥
作
《
蘆

刈
》
や
元
雅
作
《
歌
占
》
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
神
風
や
」
歌
も
《
松
風
》

の
表
現
と
符
合
す
る
と
言
え
よ
う
。「
恩
賜
御
衣
」
句
も
、「
こ
の
ほ
ど
の
形

見
と
て　

お
ん
立
烏
帽
子
狩
衣
を　

残
し
置
き
給
へ
ど
も
、
こ
れ
を
見
る
た

び
に　

い
や
増
し
の
思
ひ
種
」（
第
８
段
［
ク
セ
］）
に
通
じ
、さ
ら
に
は
「
月

に
も
な
る
る
須
磨
の
海
士
の　

塩
焼
衣
色
変
へ
て　

縑
の
衣
の
空
薫
き
」（
同

［
ク
ド
キ
］）
か
ら
も
連
想
さ
れ
る
余
地
が
あ
ろ
う
。

　

草
稿
か
ら
精
撰
本
へ
の
十
体
説
の
変
更
は
、
禅
竹
の
汎
幽
玄
観
に
伴
っ
て

強
力
・
拉
鬼
体
を
最
上
の
も
の
と
す
る
六
輪
一
露
説
の
展
開
と
連
動
す
る
と

考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
る
い
は
以
上
に
見
て
き
た
よ

う
な
語
の
連
想
的
な
つ
な
が
り
か
ら
、
例
歌
を
手
が
か
り
と
し
て
変
更
し
た

可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
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禅
竹
は
、『
五
音
三
曲
集
』
哀
傷
第
二
物
哀
体
曲
味
で

　
　

 

諸
行
無
常
の
世
の
こ
と
は
り
を
お
も
ひ
詠
ず
る
さ
ま
な
り
。
大
か
た
の

あ
わ
れ
、
身
の
あ
り
さ
ま
、
思
つ
ゞ
く
る
曲
声
な
り

と
述
べ
た
後
、
古
歌
と
し
て
「
小
篠
原
」
歌
を
挙
げ
、
例
曲
に
《
李
夫
人
の

曲
舞
》
と
《
隅
田
川
》
第
８
段
［
上
ゲ
歌
］
を
示
し
て
い
る
。
続
い
て
、

　
　

 

或
和
哥
秘
書
に
、
此
躰
ぞ
哥
の
本
懐
に
て
あ
る
べ
き
。
只
最
初
よ
り
心

を
ふ
か
く
よ
ま
ん
と
す
べ
き
事
と
ぞ
い
へ
る
。

と
『
三
五
記
』
に
言
及
す
る
。
草
稿
で
「
小
篠
原
」
歌
を
引
用
し
た
の
は
、

禅
竹
が
《
松
風
》
の
主
題
を
「
諸
行
無
常
の
世
の
こ
と
は
り
」
と
捉
え
た
か

ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
禅
竹
は
『
五
音
三
曲
集
』
に
お
い
て
、《
松

風
》
第
４
段
［
サ
シ
］［
下
ゲ
歌
］［
上
ゲ
歌
］
を
幽
玄
第
二
行
雲
廻
雪
曲
味

で
、
第
８
段
［
上
ゲ
歌
］［
ク
セ
］
を
恋
慕
第
二
麗
体
曲
味
で
、
例
曲
と
し

て
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
五
音
三
曲
集
』
に
お
い
て
禅
竹
は
、
祝
言
・
幽
玄
・
恋
慕
・
哀
傷
・
闌

曲
の
五
音
に
皮
・
肉
・
骨
の
三
曲
を
合
わ
せ
て
二
十
六
声
曲６

に
分
類
し
、
そ

れ
ぞ
れ
に
謡
曲
の
一
節
を
例
示
し
て
い
る
。
例
示
さ
れ
た
謡
曲
は
十
九
例

（
十
七
曲
）
だ
が
、
そ
の
う
ち
《
松
風
》
は
《
放
生
川
》
と
と
も
に
二
箇
所

で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
世
阿
弥
は
、『
申
楽
談
儀
』で《
松
風
》の
音
曲
に
多
々

言
及
し
て
い
る
が
、
禅
竹
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
音
曲
面
で
《
松
風
》
を
重
要

視
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
示
さ
れ
る
十
体
配
当
の
和

歌
例
を
見
れ
ば
、『
歌
舞
髄
脳
記
』
と
同
様
に
、
作
品
の
内
容
か
ら
の
類
似

性
に
着
目
で
き
る
の
で
あ
る
。
幽
玄
第
二
で
示
さ
れ
た
行
雲
体
の
和
歌
は
、

　
　

下
も
え
に
思
き
え
な
ん
煙
だ
に
跡
な
き
雲
の
は
て
ぞ
か
な
し
き

で
あ
り
、
廻
雪
体
の
和
歌
は
、

　
　

風
吹
ば
よ
そ
に
鳴
海
の
か
た
思
ひ
お
も
は
ぬ
浪
に
鳴
千
鳥
か
な

で
あ
る
。「
下
燃
え
に
」
歌
（
新
古
今
・
恋
歌
二
、
俊
成
女
）
は
、「
焼
く
塩

煙
心
せ
よ　

さ
の
み
な
ど
海
士
人
の　

憂
き
秋
の
み
を
過
ご
さ
ん
」（
第
５

段
［
上
ゲ
歌
］）
を
想
起
さ
せ
、「
風
吹
け
ば
」
歌
（
新
古
今
・
冬
歌
、秀
能
）
は
、

「
潮
路
や
遠
く
鳴
海
潟
」（
第
５
段
［
ロ
ン
ギ
］）
や
「
友
千
鳥
」（
同
［
サ
シ
］）

と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
恋
慕
第
二
で
示
さ
れ
た
麗
体
の

和
歌
は
、

　
　

ほ
の
〳
〵
と
明
石
う
ら
の
朝
霧
に
嶋
が
く
れ
ゆ
く
舟
を
し
ぞ
思
ふ

で
あ
り
、「
須
磨
や
明
石
の
浦
伝
ひ
」（
下
掛
り
に
あ
る
［
次
第
］）
が
意
識

さ
れ
て
の
《
松
風
》
引
用
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
と
よ
り
、『
五
音
三
曲
集
』

は
音
曲
論
書
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
分
類
も
当
然
音
曲
的
な
分
類
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
だ
が
、
恋
慕
第
二
に
示
さ
れ
た
「
恋
に
お
も
ひ
わ
び
て
、
き
や
う

ぜ
る
す
が
た
」
は
ま
さ
に
《
松
風
》
の
眼
目
で
あ
り
、
幽
玄
第
二
で
示
さ
れ

た
『
三
五
記
』
の
引
用
、

　
　

 

或
和
哥
秘
書
に
、
行
雲
廻
雪
は
、
幽
玄
の
う
ち
の
餘
情
猶
勝
て
、
薄
雲

の
月
を
帯
た
る
よ
そ
ほ
ひ
、
飛
雪
の
風
に
た
ゞ
よ
ふ
心
ち
し
て
、
心
詞

の
外
に
影
の
う
か
び
そ
へ
ら
ん
と
い
へ
り
。

も
、《
松
風
》
の
曲
趣
に
相
応
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

　

草
稿
に
お
い
て
、禅
竹
は
《
松
風
》
を
物
哀
体
に
配
当
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、

《
松
風
》
の
主
題
を
「
諸
行
無
常
の
世
の
こ
と
は
り
を
お
も
ひ
詠
ず
る
」
と

こ
ろ
に
見
い
だ
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。し
か
し
、「
小
篠
原
」

歌
で
は
内
容
的
な
重
な
り
が
乏
し
い
の
で
、
別
に
「
見
渡
せ
ば
」
歌
を
添
え
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た
も
の
と
考
え
た
い
。
ち
な
み
に
、「
小
篠
原
」
歌
は
精
撰
本
で
《
柏
崎
》（
廣

精
風
）
に
引
く
。
こ
れ
は
こ
れ
で
、
亡
き
夫
の
忘
れ
形
見
の
我
が
子
と
再
会

を
果
た
す
物
狂
能
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
よ
う
。

　

精
撰
本
に
至
っ
て
、《
松
風
》
に
は
拉
鬼
体
が
配
当
さ
れ
る
。『
五
音
三
曲

集
』
第
五
闌
曲
拉
鬼
体
曲
味
で
は
、

　
　

 

此
位
、
た
ゞ
ひ
と
り
音
曲
に
て
、
な
に
と
も
う
た
ふ
闌
声
、
こ
う
な
り

名
と
げ
て
、
如
意
堪
能
の
達
声
の
曲
味
也
。

と
し
、
古
歌
に
「
ぬ
れ
て
ほ
す
玉
ぐ
し
の
葉
の
露
霜
に
天
て
る
光
い
く
代
へ

ぬ
ら
ん
」（
新
古
今
・
賀
、
良
経
）
を
載
せ
、《
歌
占
》［
サ
シ
］［
下
ゲ
歌
］

［
上
ゲ
歌
］
を
示
す
。
さ
ら
に
、『
三
五
記
』
の
記
事
を
能
に
当
て
は
め
、
以

下
の
様
に
記
す
。

　
　

 

或
和
哥
秘
書
に
、
此
て
い
は
無
上
な
り
。
す
べ
て
な
り
が
た
き
す
が
た

な
り
。
は
じ
め
は
こ
れ
を
ま
な
べ
ば
あ
ひ
ど
を
に
な
り
、
は
な
は
だ
俗

に
い
で
ぬ
て
い
、
た
ゞ
心
に
か
け
な
が
ら
、
な
さ
ず
し
て
、
稽
古
入
ぬ

れ
ば
、
心
も
す
く
よ
か
に
つ
の
り
、
こ
と
葉
も
物
づ
よ
く
な
り
て
、
自

然
に
そ
の
も
の
に
な
る
。
骨
と
存
じ
て
、
餘
情
を
わ
す
れ
た
る
な
り
。

一
切
の
わ
ざ
は
、
つ
よ
き
を
も
て
よ
ろ
し
と
す
。
拉
鬼
躰
、
哥
の
中
道

な
り
。
こ
ゝ
ろ
を
と
ゞ
め
て
、
わ
き
ま
へ
可
知
と
い
へ
り
。

　
　

 

私
云
、
此
つ
よ
き
事
を
鬼
よ
と
は
、
不
可
得
意
。
鬼
と
り
ひ
し
ぐ
も
の

を
可
知
。
幽
玄
至
極
の
心
に
て
や
あ
る
べ
き
。
返
々
、
鬼
よ
り
う
へ
の

儀
を
可
智
歟
。

か
く
し
て
、
幽
玄
の
最
上
位
に
位
置
付
け
た
拉
鬼
体
を
、《
松
風
》
に
配
当

し
た
こ
と
に
な
る
。「
濡
れ
て
干
す
」
歌
は
、
精
撰
本
で
《
蟻
通
》
に
引
用

さ
れ
る
。《
蟻
通
》
は
、
す
で
に
世
阿
弥
が
『
五
音
』
に
闌
曲
と
し
、
禅
竹

も
『
五
音
十
体
』
で
闌
曲
と
し
て
重
視
し
た
作
品
で
あ
る
。
伊
勢
の
神
徳
を

称
え
た
こ
の
和
歌
を
、
貫
之
が
蟻
通
明
神
に
和
歌
を
捧
げ
る
《
蟻
通
》
に
配

当
し
た
の
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
。《
蟻
通
》
を
拉
鬼
体
と
し
た
の
は
、「
鬼

神
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
」（
古
今
仮
名
序
）
る
和
歌
の
徳
に
着
目
し
た
た

め
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
内
容
に
近
い
和
歌
が
拉
鬼
体
だ
っ
た
か
ら

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
《
松
風
》
は
『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
に
由
来
し
て
、
秋
の
夕
暮
れ
を
こ
と

さ
ら
に
強
調
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
か
ろ
う
。
禅
竹
の
当
初
の

《
松
風
》
観
も
、
根
底
は
秋
の
夕
暮
れ
が
示
す
物
の
哀
れ
を
幽
玄
の
極
地
と

考
え
る
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
が
精
撰
本
の
段
階
で
、
拉
鬼
体
に
移

行
し
た
の
は
、
六
輪
一
露
説
で
拉
鬼
・
強
力
を
幽
玄
無
上
と
捉
え
る
禅
竹
の

志
向
か
ら
当
然
と
言
え
る
。
し
か
し
、《
松
風
》
の
内
容
に
拉
鬼
体
例
歌
と

表
現
的
に
通
じ
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
拉
鬼
体
を
幽
玄
無
上
と
す
る

六
輪
一
露
説
を
生
ん
だ
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
草
稿
か
ら
精
撰

本
に
至
る
和
歌
十
体
の
配
当
の
揺
れ
は
、
六
輪
一
露
説
の
形
成
と
密
接
に
関

わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

三
、
禅
竹
の
《
熊
野
》
評
か
ら

　
《
熊
野
》
は
、草
稿
で
は
「
月
の
か
た
は
ら
に
た
な
び
く
雲
の
ご
と
し
」
と
、

行
雲
体
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
だ
。「
袖
の
上
に
」
歌
（
新
古
今
・
恋
歌
二
、

秀
能
）、
抹
消
さ
れ
た
「
生
涯
事
去
」
句
（
出
典
未
考
）、
挿
入
さ
れ
た
「
夕
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殿
螢
飛
」
句
（
朗
詠
下
・
恋
、
白
詩
）
は
、
い
ず
れ
も
『
三
五
記
』
で
行
雲

体
に
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
雪
な
ら
ば
」
歌
（
六
華
集
・
春
歌
、
中
務

卿
。《
志
賀
》《
三
井
寺
》
に
も
有
）
が
加
わ
る
も
、「
真
木
の
戸
は
」
歌
（
拾

遺
愚
草
上
・
花
月
百
首
）
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。「
袖
の
上
に
」
歌
は
、

内
容
的
に
《
熊
野
》
と
全
く
重
な
る
と
こ
ろ
が
な
さ
そ
う
だ７

。「
生
涯
事
去
」

句
も
、老
母
の
感
慨
と
い
う
程
度
で
し
か
重
な
ら
な
い
。「
夕
殿
螢
飛
」
句
も
、

老
母
を
想
う
熊
野
の
心
境
と
言
え
る
程
度
で
あ
ろ
う
。そ
の
点
、「
雪
な
ら
ば
」

歌
は
、
花
吹
雪
の
中
、
東
路
を
急
ぐ
熊
野
の
情
景
と
重
ね
る
こ
と
が
で
き
て
、

妥
当
な
引
用
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
抹
消
し
て
「
真
木
の
戸
は
」
歌
を
加
え

た
こ
と
を
、
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
《
熊
野
》
は
、
次
の
第
11
段
［
歌
］
で
曲
を
閉
じ
る
。

　
　

 

こ
れ
ま
で
な
り
や
嬉
し
や
な　

こ
れ
ま
で
な
り
や
嬉
し
や
な　

か
く
て

都
に
御
供
せ
ば　

ま
た
も
や
御
意
の
変
は
る
べ
き　

た
だ
こ
の
ま
ま
に

御
暇
と　

い
ふ
つ
け
の
鳥
が
鳴
く　

東
路
さ
し
て
行
く
道
の　

や
が
て

休
ら
ふ
逢
坂
の　

関
の
戸
ざ
し
も
心
し
て　

あ
け
行
く
跡
の
山
見
え
て

花
を
見
捨
つ
る
雁
の　

そ
れ
は
越
路
わ
れ
は
ま
た　

東
に
帰
る
名
残
か

な　

東
に
帰
る
名
残
か
な

「
別
れ
」「
時
を
告
げ
る
鳥
の
声
」「
関
の
戸
ざ
し
」「
あ
け
る
」、
こ
れ
ら
の

語
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
真
木
の
戸
は
」
歌
と
は
直
接
に
つ
な
が
り
を
持
た
な

い
よ
う
だ
。
し
か
し
、「
真
木
の
戸
」
を
詠
ん
だ
和
歌
を
見
通
す
時
、
定
家

の
「
真
木
の
戸
は
」
歌
は
、「
床
」
や
「
枕
」
の
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

恋
人
が
戸
を
開
け
て
帰
っ
た
後
の
別
れ
の
歌
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
あ
る

い
は
、
戸
を
開
け
る
こ
と
な
く
独
り
寝
の
夜
が
明
け
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で

き
よ
う
か
。
た
と
え
ば

　
　

 

別
れ
路
を
押
し
明
け
方
の
真
木
の
戸
に
ま
づ
先
立
つ
は
涙
な
り
け
り

（
新
勅
撰
・
羇
旅
、
家
長
）

な
ど
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
鎖
し
た
戸
を
叩
く
水
鶏
と
夜
明
け
を
詠
む

和
歌
は
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。
禅
竹
は
、《
熊
野
》
終
曲
部
を
象
徴
す
る
も

の
と
し
て
「
真
木
の
戸
は
」
歌
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
禅
竹

の
定
家
へ
の
傾
倒
と
和
歌
へ
の
深
い
関
心
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
加

え
て
、
恋
人
と
の
別
れ
の
悲
し
み
が
《
熊
野
》
の
主
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
と

首
肯
さ
れ
よ
う
。

　

精
撰
本
で
は
、「
真
木
の
戸
は
」
歌
を
挙
げ
た
後
、
強
力
体
と
し
て
、「
流

れ
木
と
」
歌
（
新
古
今
雑
歌
下
、
道
真
）、「
故
郷
有
母
」
句
（
新
撰
朗
詠
下
・

行
旅
、
為
憲
「
代
迂
陵
島
人
」）
を
挙
げ
る
。
筑
紫
で
道
真
が
詠
ん
だ
「
流

れ
木
と
」
歌
は
、
表
現
と
し
て
《
熊
野
》
と
重
な
る
語
は
な
い
も
の
の
、
恋

人
と
別
れ
た
熊
野
の
悲
嘆
を
代
弁
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
一
方
、「
故

郷
有
母
」
句
が
故
郷
に
残
し
た
母
を
想
う
熊
野
の
心
情
に
寄
り
添
っ
て
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　

禅
竹
は
、『
五
音
十
体
』
で
も
《
熊
野
》
と
《
松
風
》
に
つ
い
て
「
春
曙
・

秋
夕
暮
」
と
記
し
て
い
る
。　
　

　
　

第
二
幽
玄　

上
果　

女
体　

遊
屋　

春
の
明
ぼ
の
ゝ
ご
と
し

　
　
　
　

忘
行
人
ゆ
へ
空
を
な
が
む
れ
ば
た
え
だ
え
に
こ
そ
雲
も
み
え
け
れ

　
　

第
三
恋
慕　

是
も
幽
玄
之
内　

松
風
村
雨　

秋
の
夕
暮
の
ご
と
し

　
　
　
　

 
消
わ
び
ぬ
う
つ
ろ
ふ
人
の
秋
の
色
に
身
を
木
が
ら
し
の
も
り
の
下

露
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こ
こ
で
も
、
例
歌
と
例
曲
の
関
係
は
、
内
容
か
ら
連
想
さ
れ
う
る
と
見
な
せ

る
。
す
な
わ
ち
、
明
け
方
の
空
を
眺
め
る
熊
野
の
心
境
が
「
忘
れ
行
く
」
歌

（
新
古
今
・
恋
歌
四
、範
兼
。
三
五
記
廻
雪
体
）
を
想
起
さ
せ
、《
松
風
》
の
「
松

に
吹
き
来
る　

風
も
狂
じ
て　

須
磨
の
高
波　

激
し
き
夜
す
が
ら　

妄
執
の

夢
に　

見
み
ゆ
る
な
り
」（
第
11
段
［
ノ
リ
地
］）
で
示
さ
れ
る
松
風
の
心
情

に
は
、「
消
え
わ
び
ぬ
」
歌
（
新
古
今
・
恋
歌
四
、
定
家
）
の
捨
て
ら
れ
た

歎
き
が
共
鳴
す
る
よ
う
だ
。

　
『
五
音
十
体
』の
十
体
は
、祝
言（
長
高
体
）・
幽
玄
・
恋
慕
・
哀
傷（
物
哀
体
）・

闌
曲
（
拉
鬼
体
）・
麗
体
・
遠
白
・
濃
・
有
心
・
事
可
然
で
あ
り
、
五
音
と

和
歌
十
体
が
混
在
し
、
例
示
曲
の
十
体
に
つ
い
て
は
、『
歌
舞
髄
脳
記
』
で

写
古
体
と
す
る
《
小
野
小
町
》（
哀
傷
）
が
物
哀
体
、
草
稿
で
理
世
体
と
す

る《
大
原
御
幸
》が
麗
体
、草
稿
が
長
高
体
、精
撰
本
が
強
力
体
と
す
る《
塩
竃
》

が
遠
白
体
、
草
稿
が
撫
民
体
、
精
撰
本
が
理
世
体
と
す
る
《
百
万
》
が
濃
体
、

草
稿
が
景
曲
体
と
す
る
《
江
口
》
が
事
可
然
体
に
配
さ
れ
、『
歌
舞
髄
脳
記
』

と
十
体
が
一
致
す
る
の
は
、《
相
老
松
（
高
砂
）》（
長
高
）、《
蟻
通
》（
拉
鬼
）、

《
蘆
刈
》（
有
心
）の
三
曲
に
過
ぎ
な
い
。
仮
に
奥
書
の「
康
正
二
年
九
月
二
日
」

を
信
じ
る
と
し
て
も
、
実
際
に
は
「
康
正
二
年
正
月
」
の
識
語
を
有
す
る
精

撰
本
以
前
の
内
容
と
し
か
考
え
ら
れ
ま
い
。《
熊
野
》
と
《
松
風
》
は
、『
五

音
十
体
』
で
は
明
確
に
十
体
を
配
さ
れ
て
い
な
い
。『
三
五
記
』
は
、
幽
玄
・

行
雲
・
廻
雪
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

凡
そ
今
の
体
に
幽
玄
と
申
す
は
、
惣
じ
て
歌
の
心
詞
か
す
か
に
た
だ
な

ら
ぬ
様
な
り
。
行
雲
廻
雪
の
両
体
と
申
す
も
、
た
だ
幽
玄
の
中
の
余
情

な
り
。
…
…
所
詮
幽
玄
と
い
は
る
る
歌
の
中
に
、
な
ほ
勝
れ
て
、
薄
雲

の
月
を
お
ほ
ひ
た
る
よ
そ
ほ
ひ
、
飛
雪
の
風
に
漂
ふ
け
し
き
の
心
地
し

て
、
心
詞
の
外
に
か
げ
の
う
か
び
そ
へ
ら
む
歌
を
、
行
雲
、
廻
雪
の
体

と
申
す
べ
き
と
ぞ
亡
父
卿
申
さ
れ
し
。

《
熊
野
》
と
《
松
風
》
も
、『
五
音
十
体
』
の
時
点
で
は
、
幽
玄
の
女
体
能
と

い
う
括
り
を
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
曲
に
行
雲
、

有
心
・
物
哀
が
配
さ
れ
た
草
稿
に
お
い
て
も
、
詩
歌
の
例
示
に
腐
心
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
禅
竹
に
と
っ
て
は
曲
趣
に
有
っ
た
詩
歌
を
選
ぶ
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
詩
歌
の
所
属
す
る
十
体
の
名
目
が
記
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
禅
竹
伝
書
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
引
用
詩
歌
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
今
は
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た

い
。

四
、《
熊
野
》
を
読
む

　
《
熊
野
》
の
主
題
を
ど
う
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
、「
宗
盛
へ
の
愛８

」、「
生

と
死
の
鬩
ぎ
合
い９

」「
花
の
下
の
佳
人
の
憂
愁
と
歌
舞
の
功
に
よ
る
歓
喜
の

帰
心10

」、「
惜
春11

」
な
ど
が
こ
れ
ま
で
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。《
松
風
》
と
対

で
あ
る
と
い
う
意
識
で
《
熊
野
》
を
読
ん
だ
場
合
も
、
こ
れ
ら
の
主
題
が
否

定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
禅
竹
の
詞
を
吟
味
し
な
が
ら
考

え
て
い
く
と
き
、
愛
と
か
花
鳥
風
月
と
か
を
主
題
と
し
て
捉
え
て
い
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。

　
《
熊
野
》
が
『
平
家
物
語
』
巻
第
十
「
重
衡
海
道
下
」
を
作
品
設
定
の
骨

子
に
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
念
の
た
め
該
当
箇
所
を
八
坂
本
（
明
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治
四
四
年
刊
国
民
文
庫
本
に
拠
る
）
で
引
用
し
て
お
こ
う12

。

　
　

 

池
田
の
宿
に
ぞ
着
き
給
ふ
。
そ
の
夜
は
三
位
の
中
将
（
平
重
衡
）、
か

の
宿
の
遊
君
、
熊
野
が
娘
、
侍
従
が
も
と
に
宿
し
給
へ
り
。
侍
従
、
三

位
中
将
を
見
付
け
奉
つ
て
、「
こ
こ
は
更
に
現
と
も
覚
え
候
は
ぬ
も
の

か
な
、
日
頃
は
か
か
る
べ
き
御
有
様
に
見
な
し
奉
る
べ
し
と
は
つ
ゆ
思

ひ
こ
そ
よ
り
候
は
ざ
り
し
か
」
と
て
、
一
首
の
歌
を
ぞ
贈
り
け
る

　
　
　
　

 

東
路
や
埴
生
の
小
屋
の
い
ぶ
せ
き
に
故
郷
い
か
に
恋
ひ
し
か
る
ら

ん

　
　

 

三
位
中
将
、
梶
原
（
景
時
）
を
召
し
て
、「
あ
れ
は
い
か
に
」
と
宣
ひ

け
れ
ば
、
梶
原
畏
ま
つ
て
、「
さ
ん
候
、
あ
れ
は
八
島
の
大
臣
殿
（
平

宗
盛
）
の
、
未
だ
当
国
の
守
に
て
御
渡
り
候
ひ
し
時
、
思
し
召
し
御
寵

愛
せ
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
、
都
へ
御
上
り
の
時
も
召
し
具
さ
せ
お
は
し

ま
し
候
ひ
し
。
故
郷
に
一
人
の
老
母
あ
り
。
あ
る
時
か
れ
が
労
る
こ
と

の
候
ひ
て
、
都
へ
使
者
を
遣
は
し
た
り
し
に
、
侍
従
い
か
に
暇
を
申
せ

ど
も
、
お
お
か
た
許
さ
れ
参
ら
す
る
こ
と
も
候
は
ざ
り
つ
る
に
、
頃
は

二
月
二
十
日
あ
ま
り
の
こ
と
に
て
も
や
候
ひ
け
ん

　
　
　
　

 

い
か
に
せ
む
都
の
春
も
惜
し
け
れ
ど
な
れ
し
東
の
花
や
散
る
ら
ん

　
　

 

と
申
す
名
歌
仕
つ
て
許
さ
せ
参
ら
せ
候
ふ
海
道
一
の
遊
君
に
て
候
」
と

申
し
た
り
け
れ
ば
、
…
…

宗
盛
と
熊
野
の
清
水
参
詣
と
地
主
の
花
見
、
老
母
の
文
の
内
容
と
使
者
が
朝

顔
で
あ
る
こ
と
、「
い
か
に
せ
む
」
の
和
歌
を
詠
ん
だ
具
体
的
状
況
な
ど
は
、

い
ず
れ
も
『
平
家
物
語
』
に
登
場
し
な
い
。
シ
テ
を
侍
従
で
な
く
母
の
熊
野

に
変
え
た
の
は
、
曲
中
で
も
今
熊
野
に
言
及
が
あ
り
、
舞
台
の
東
山
に
ふ
さ

わ
し
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
禅
竹
が
無
常
を
テ
ー
マ
と
す
る
春
の
女
能
を
作
る

に
際
し
、
熊
野
の
故
郷
で
あ
る
東
国
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
東
山
清
水
寺
を

舞
台
に
選
び
、
そ
こ
に
花
見
と
い
う
設
定
を
組
み
込
ん
だ
と
い
う
可
能
性
も

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
《
熊
野
》
は
、
老
母
の
手
紙
、
清
水
参
詣
、
地
主
の
花
見
が
重
要
な
場
面

を
構
成
し
て
い
る
。
老
母
の
手
紙
は
、

　
　

 

甘
泉
殿
の
春
の
夜
の
夢　

心
を
砕
く
端
と
な
り　

驪
山
宮
の
秋
の
夜
の

月　

終
り
な
き
に
し
も
あ
ら
ず

と
、
漢
武
帝
と
李
夫
人
、
唐
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
物
語
へ
の
言
及
か
ら
始

ま
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
文
言
は
『
平
家
物
語
』
巻
十
「
維
盛
入
水
」

で
維
盛
に
入
水
を
促
す
高
野
聖
の
言
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
妻
子
へ
の
思
い

を
捨
て
き
れ
な
い
維
盛
に
対
し
て
聖
は
、

　
　

 

高
き
も
賎
し
き
も
、
恩
愛
の
道
は
力
及
ば
ぬ
事
也
。
中
に
も
夫
婦
は
一

夜
の
枕
を
な
ら
ぶ
る
も
、
五
百
生
の
宿
縁
と
申
候
へ
ば
、
先
世
の
契
浅

か
ら
ず
。
生
者
必
滅
、
会
者
定
離
は
浮
世
の
習
に
て
候
。

と
説
き
始
め
て
、

　
　

 

成
仏
得
脱
し
て
、
悟
り
を
ひ
ら
き
給
ひ
な
ば
、
娑
婆
の
故
郷
に
立
ち
帰

つ
て
、
妻
子
を
導
き
給
は
ん
事
、
還
来
穢
国
度
人
天
、
す
こ
し
も
疑
ひ

あ
る
べ
か
ら
ず

と
締
め
括
る
。
無
常
を
表
現
す
る
常
套
句
と
は
言
え
、
母
が
子
に
訴
え
る
手

紙
に
は
ふ
さ
わ
し
い
と
は
言
え
ま
い
。
こ
の
文
言
は
老
母
の
手
紙
を
借
り
て

熊
野
と
宗
盛
の
別
離
を
暗
示
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

宗
盛
一
行
が
花
見
に
向
か
っ
た
東
山
に
、
熊
野
の
故
郷
で
あ
る
東
国
が
イ
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メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』
な
ど
で
業
平
東
下

り
の
秘
事
と
し
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
曲
中
に
も
「
東
路
と
て
も
東

山
」（
第
七
段
［
一
セ
イ
］）
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
春
が
東
か
ら
来
る
と
い
う

朗
詠
の
一
節
が
曲
中
に
引
用
さ
れ
る
通
り
、
東
山
の
花
見
は
《
熊
野
》
の
舞

台
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
設
定
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
清
水
信
仰
が
王

朝
人
に
と
っ
て
普
遍
的
な
広
が
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。《
熊

野
》
で
謡
わ
れ
る
参
詣
路
の
景
観
に
つ
い
て
も
、『
梁
塵
秘
抄
』
の
「
何
れ

か
清
水
へ
参
る
道
」
な
ど
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
地
蔵
を
安
置

す
る
六
波
羅
寺
、
地
獄
の
通
路
で
あ
る
六
道
の
辻
、
死
者
埋
葬
の
地
鳥
辺
山

と
、
死
を
暗
示
す
る
道
行
が
、
老
母
を
想
う
熊
野
の
心
を
一
層
沈
ま
せ
る
効

果
が
あ
る
の
も
、
曲
中
か
ら
明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
加

え
て
、《
熊
野
》
に
お
け
る
清
水
参
詣
と
い
う
設
定
に
、
ツ
レ
朝
顔
の
存
在

も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ツ
レ
朝
顔
に
つ
い
て
は
、
ツ
レ
の
道
行
き
が
世

阿
弥
作
《
砧
》
と
同
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
、《
砧
》
の
ツ
レ
夕
霧
を
踏
ま
え

た
命
名
と
新
潮
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
頭
注
は
指
摘
す
る
。
そ
の
可
能
性
を

否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
も
っ
と
積
極
的
な
命
名
理
由
と
し
て
、

清
水
観
音
の
託
宣
歌

　
　

 

何
か
思
ふ
何
か
と
か
歎
く
世
の
中
は
た
だ
朝
顔
の
花
の
上
の
露
（
新
古

今
集
・
釈
教
）

を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　

 

そ
の
主
と
栖
と
無
常
を
争
ふ
さ
ま
、い
は
ば
朝
顔
の
露
に
異
な
ら
ず（
方

丈
記
）

な
ど
の
よ
う
に
、朝
顔
の
露
は
無
常
を
現
す
常
套
句
で
あ
る
。「
槿
ト
ア
ラ
バ
、

日
影
ま
つ
間
」（『
連
珠
合
璧
集
』）
の
付
合
が
あ
る
よ
う
に
、
朝
顔
自
体
が

無
常
を
示
す
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
清
水
観
音
の
歌
も
同
じ
く
無
常

観
を
表
出
し
て
お
り
、
清
水
参
詣
に
赴
く
《
熊
野
》
に
登
場
す
る
ツ
レ
の
名

が
朝
顔
で
あ
る
こ
と
は
、
当
然
、
観
客
に
こ
の
託
宣
歌
を
思
い
起
こ
さ
せ
た

は
ず
で
あ
る
。

　
《
熊
野
》
は
、清
水
・
地
主
神
社
に
花
見
に
赴
く
。
地
主
の
花
見
は
《
田
村
》

が
有
名
で
あ
り
、《
西
行
桜
》《
東
岸
居
士
》《
放
下
僧
》
な
ど
で
も
、
花
の

名
所
と
し
て
地
主
の
桜
に
言
及
す
る
。
特
に
《
放
下
僧
》
で
謡
わ
れ
る
「
地

主
の
桜
は
、
散
り
ぢ
り
」
は
『
閑
吟
集
』
に
も
載
り
、
人
口
に
膾
炙
し
て
い

た
歌
謡
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
地
主
社
が
花
の
名
所
と
な
る
の
は
一
体
い
つ

頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
東
山
の
花
に
つ
い
て
は
、『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
一

春
に
、
次
の
和
歌
が
載
る
の
が
早
い
。

　
　
　
　

 

子
に
ま
か
り
お
く
れ
て
侍
り
け
る
こ
ろ
、
東
山
に
こ
も
り
て　
　

中
務

　
　

咲
け
ば
散
る
咲
か
ね
ば
恋
ひ
し
山
桜
思
ひ
た
え
せ
ぬ
花
の
上
か
な

以
下
、
勅
撰
集
で
も
数
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
花
の
名
所
と
考

え
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
多
く
が
東
山
に
籠
も
っ
た
作
者
が
花
を
詠

ん
で
お
り
、
花
見
が
主
た
る
目
的
と
は
言
え
な
い
よ
う
だ
。
詞
書
か
ら
清
水

の
花
見
と
わ
か
る
歌
は
、『
定
頼
集
』
に
「
あ
る
人
の
、
さ
い
つ
こ
ろ
清
水

に
あ
り
し
に
、は
な
見
る
人
人
に
い
ひ
や
り
た
り
し
か
ば（
後
略
）」（
二
六
番
）

と
、
猪
苗
代
兼
載
『
閑
塵
集
』
に
「
三
月
ば
か
り
に
京
の
人
人
と
も
な
ひ
て
、

清
水
寺
の
花
見
に
ま
か
り
た
り
し
比
、
成
就
院
と
い
ふ
所
に
て
」（
四
二
番
）

と
あ
る
な
ど
、
少
数
の
例
を
見
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、『
玉
葉
和
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歌
集
』
巻
第
二
十
神
祇
歌
に
載
る
次
の
和
歌
を
、
地
主
権
現
と
桜
の
関
わ
り

を
暗
示
す
る
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 
こ
の
歌
は
治
承
の
比
、
清
水
寺
寺
僧
長
玄
か
の
寺
を
は
な
れ
て
法
性
寺

辺
に
す
ま
む
と
お
も
ひ
た
ち
て
地
主
権
現
の
御
ま
へ
に
通
夜
し
た
り
け

る
夢
に
、
あ
づ
け
し
は
こ
を
と
り
か
へ
す
な
り
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば

あ
さ
ま
し
く
お
も
ひ
て
、
お
こ
た
り
申
す
と
て
七
日
こ
も
り
た
り
け
る

に
、
ま
た
宝
前
よ
り
と
り
返
し
つ
る
は
こ
も
と
の
ご
と
く
か
へ
し
た
ま

は
る
と
て
、
こ
の
歌
を
し
め
し
給
け
る
と
な
ん

　
　
　
　

 

桜
花
ち
ら
な
む
後
の
か
た
み
に
は
ま
つ
に
か
か
れ
る
ふ
ぢ
を
た
の

ま
ん

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
、
清
水
寺
、
地
主
権
現
が
花
の
名
所
と
し
て

著
名
で
あ
っ
た
と
言
う
の
は
難
し
か
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
《
放
下
僧
》
は
寛

正
五
年
糺
河
原
勧
進
猿
楽
で
上
演
さ
れ
て
お
り
、
十
五
世
紀
半
ば
に
は
確
か

に
花
の
名
所
と
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
禅
竹
の
時
代
に
、

急
速
に
花
の
名
所
と
し
て
喧
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
、
能
が
一
役
買
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。《
熊
野
》
で
清
水

参
詣
と
地
主
の
花
見
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
的
背
景

が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

散
る
花
に
母
の
死
の
予
感
と
愛
の
破
局
と
逝
く
春
を
重
ね
合
わ
せ
、
そ
れ

ら
が
示
す
所
の
無
常
観
で
あ
る
会
者
定
離
、あ
る
い
は
愛
別
離
苦
が
《
熊
野
》

の
主
題
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
禅
竹
は
、《
松
風
》
を
「
諸
行
無
常
の

世
の
こ
と
は
り
」
を
示
し
た
作
品
と
受
け
止
め
、
そ
れ
と
対
に
な
る
女
能
を

作
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
貴
公
子
の
和
歌
を
中
心
に
作
製
さ
れ
た
《
松

風
》
に
対
し
、
遊
女
の
和
歌
を
中
心
と
し
た
別
れ
の
物
語
と
し
て
、《
熊
野
》

を
構
想
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、《
熊
野
》
は
《
松
風
》
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
作
品
と
考
え

て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
季
節
の
設
定
も
構
成
も
全
く
異
な
る
両
作
品
に
共
通

項
を
見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
確
か
に
《
熊
野
》
は
《
松
風
》

を
受
け
て
作
ら
れ
た
作
品
だ
と
見
な
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
両
曲
の
終

曲
部
に
お
い
て
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

か
へ
る
波
の
音
の　

す
ま
の
浦
か
け
て　

吹
く
や
後
の
山
颪　

関
路
の

鳥
も
声
ご
ゑ
に　

夢
も
跡
な
く
夜
も
明
け
て　

村
雨
と
聞
き
し
も
今
朝

見
れ
ば　

松
風
ば
か
り
や
残
る
ら
ん
（《
松
風
》
第
11
段
［
歌
］）

前
章
に
掲
出
し
た
よ
う
に
、《
熊
野
》
第
11
段
［
歌
］
で
使
用
さ
れ
る
「
い

ふ
つ
け
の
鳥
」「
東
路
」「
関
」「
明
け
行
く
跡
の
山
見
え
て
」は
、こ
の《
松
風
》

終
曲
部
の
表
現
に
依
拠
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
重
要
と
思

わ
れ
る
の
は
「
村
雨
」
で
あ
る
。《
松
風
》
に
お
い
て
登
場
人
物
の
村
雨
は
、

松
風
の
狂
乱
を
止
め
よ
う
と
し
、
逆
に
「
立
ち
別
れ
因
幡
の
山
の
峰
に
生
ふ

る
待
つ
と
し
聞
か
ば
今
帰
り
来
ん
」
を
引
き
出
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
《
熊
野
》
で
は
、熊
野
が
【
中
ノ
舞
】
を
舞
っ
た
後
に
、次
の
［
問
答
］［（
一

セ
イ
）］
が
続
く
。

　
 

熊
野「
な
ふ
な
ふ
た
だ
今
の
村
雨
に
花
の
散
り
候
ふ
は
い
か
に　
宗
盛「
げ

に
た
だ
今
の
村
雨
に
花
の
散
り
候
、
あ
ら
憎
の
雨
候
や　
熊
野
「
今
ま
で

は
盛
り
と
見
え
つ
る
花
を
散
ら
す
は　

＼
あ
ら
心
な
の
村
雨
や
な

　

 

熊
野
＼
春
雨
の　
地
＼
春
雨
の　

降
る
は
涙
か　

降
る
は
涙
か　

桜
花　

散
る
を
惜
し
ま
ぬ
人
や
あ
る
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村
雨
が
花
を
散
ら
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
、「
い
か
に
せ
む
」
が
詠
ま
れ
、

帰
郷
の
許
可
が
下
り
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
村
雨
」
と
い
う
語
は
、

あ
ま
り
春
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
。

　
　

 
庭
草
に
村
雨
降
り
て
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
声
聞
け
ば
秋
は
来
に
け
り
（
拾

遺
集
・
雑
秋
、
人
麻
呂
）

　
　

 

心
を
ぞ
つ
く
し
は
て
つ
る
ほ
と
と
ぎ
す
ほ
の
め
く
宵
の
村
雨
の
空
（
千

載
集
・
夏
、
長
方
）

　
　

 

村
雨
の
霧
も
ま
だ
ひ
ぬ
槙
の
葉
に
霧
立
ち
の
ぼ
る
秋
の
夕
暮
れ
（
新
古

今
集
・
秋
下
、
寂
蓮
）

の
よ
う
に
、
秋
ま
た
は
夏
の
景
物
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
の
が
一
般
的
で
、
春

の
歌
に
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。《
熊
野
》
で
も
、こ
の
直
後
の
［
一
セ
イ
］

で
大
伴
黒
主
の
歌
「
春
雨
の
降
る
は
涙
か
桜
花
散
る
を
惜
し
ま
ぬ
人
し
な
け

れ
ば
」（
古
今
集
・
春
下
）
を
使
っ
て
「
春
雨
」
と
言
い
直
し
て
い
る
。「
心

な
の
雨
」
で
は
な
く
わ
ざ
わ
ざ
「
村
雨
」
の
語
を
用
い
る
所
に
、
擬
人
化
し

た
よ
う
な
印
象
が
あ
り
、《
熊
野
》
が
《
松
風
》
を
受
け
て
作
ら
れ
た
こ
と

を
表
明
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、

　
　

 

わ
す
ら
る
る
身
を
し
る
袖
の
む
ら
雨
に
つ
れ
な
く
山
の
月
は
い
で
け
り

（
新
古
今
集
・
恋
四
、
後
鳥
羽
院
）

の
よ
う
に
、「
村
雨
」
が
失
恋
の
涙
を
示
す
歌
例
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
、「
村

雨
」
に
よ
る
「
散
花
」
は
熊
野
の
詠
歌
を
導
く
と
と
も
に
、
二
人
の
愛
に
終

止
符
を
打
つ
役
割
も
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
《
松
風
》が
あ
っ
て
、《
熊
野
》は
で
き
た
。
そ
う
考
え
れ
ば
、《
松
風
》を「
秋

の
夕
暮
れ
」、《
熊
野
》
を
「
春
の
曙
」
と
評
し
た
禅
竹
の
理
想
と
す
る
と
こ

ろ
の
女
能
の
本
意
が
、
精
撰
本
に
記
さ
れ
た
「
朝
に
行
雲
と
な
り
、
夕
に
は

行
雨
と
な
り
け
ん
面
影
」
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。『
文
選
』「
高
唐
賦
」
の
「
旦

為
朝
雲
、
暮
為
行
雨
」
を
出
典
と
す
る
こ
の
表
現
は
幽
玄
の
極
致
と
し
て
多

く
の
和
歌
に
詠
ま
れ
た
。
た
と
え
ば
、『
新
勅
撰
和
歌
集
』
第
十
三
恋
歌
三

に
は
、
影
響
歌
が
三
首
並
ん
で
い
る
。

　
　
　
　

ひ
る
の
こ
ひ　

大
蔵
卿
有
家

　
　

 

雲
と
な
り
雨
と
な
る
て
ふ
な
か
ぞ
ら
の
ゆ
め
に
も
見
え
よ
よ
る
な
ら
ず

と
も

　
　
　
　

こ
ひ
の
う
た
と
て
よ
み
侍
り
け
る　

中
納
言
親
宗

　
　

 

う
た
た
ね
の
は
か
な
き
ゆ
め
の
さ
め
し
よ
り
ゆ
ふ
べ
の
雨
を
見
る
ぞ
か

な
し
き

　
　
　
　

後
京
極
摂
政
家
百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に　

小
侍
従

　
　

 

く
も
と
な
り
雨
と
な
り
て
も
身
に
そ
は
ば
む
な
し
き
そ
ら
を
か
た
み
と

や
見
む

ま
た
、「
寄
雲
恋
」
の
題
詠
歌
中
に
も
影
響
歌
が
数
多
く
見
出
せ
る
。「
寄
雲

恋
」
の
題
詠
歌
は
、
前
述
し
た
『
五
音
三
曲
集
』
幽
玄
第
二
に
載
る
「
下
燃

え
に
」
歌
が
勅
撰
集
の
初
例
だ
が
、『
六
百
番
歌
合
』
で
も
詠
ま
れ
、『
宝
治

百
首
』
等
で
は
恋
廿
首
中
の
題
に
選
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
夫
木
和
歌
抄
』

で
は
「
朝
の
雲
」
を
立
項
し
て
、
定
家
の
「
た
び
の
空
し
ら
ぬ
か
り
ね
に
た
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ち
別
れ
あ
し
た
の
雲
の
か
た
み
だ
に
な
し
」（
文
治
三
年
百
首
・
会
不
会
恋
）

を
載
せ
て
い
る
。

　
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
一
春
歌
上
に
、「
横
雲
」
を
詠
ん
だ
二
首
が
並
ん

で
い
る
。

　
　
　
　

 
摂
政
太
政
大
臣
家
百
首
歌
合
に
、
春
の
あ
け
ぼ
の
と
い
ふ
心
を
よ

み
侍
り
け
る　

藤
原
家
隆
朝
臣

　
　

霞
た
つ
す
ゑ
の
松
山
ほ
の
ぼ
の
と
波
に
は
な
る
る
横
雲
の
空

　
　
　
　

 

守
覚
法
親
王
、
五
十
首
歌
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に　

藤
原
定
家
朝
臣

　
　

春
の
夜
の
ゆ
め
の
う
き
橋
と
だ
え
し
て
峰
に
わ
か
る
る
横
雲
の
そ
ら

　

禅
竹
は
、
夕
暮
れ
に
松
風
と
と
も
に
村
雨
が
登
場
す
る
《
松
風
》
を
「
夕

為
行
雨
」
と
見
立
て
、「
旦
為
朝
雲
」
と
な
っ
て
去
っ
て
行
く
女
能
を
作
っ

た
。
草
稿
で
《
熊
野
》
に
行
雲
体
を
配
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。《
熊
野
》
終
曲
部
に
「
雲
」
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
、

「
春
霞
立
つ
を
見
捨
て
て
ゆ
く
雁
は
花
な
き
里
に
住
み
や
な
ら
へ
る
」（
古
今
・

春
上
、伊
勢
）
を
踏
ま
え
た
「
花
を
見
捨
つ
る
雁
」
を
用
い
る
こ
と
で
、「
雲
」

と
同
義
の
「
霞
」
に
紛
れ
て
去
る
熊
野
の
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ

う
に
、
家
隆
の
歌
は
「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
末
の
松
山
波

も
越
え
な
む
」（
古
今
・
東
歌
・
陸
奥
歌
）
を
、
定
家
の
歌
は
「
風
吹
け
ば

峰
に
わ
か
る
る
白
雲
の
た
え
て
つ
れ
な
き
君
が
心
か
」
を
本
歌
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
和
歌
の
制
作
法
に
学
び
、
禅
竹
は
《
松
風
》
を
「
本
歌
」
と
し

て
《
熊
野
》
を
作
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
哥
は
此
道
の
命
な
り
」

（『
歌
舞
髄
脳
記
』
序
）
と
し
た
禅
竹
が
《
熊
野
》
を
自
賛
し
た
の
も
納
得
で

き
る
で
は
な
い
か
。

　

と
こ
ろ
で
、『
歌
舞
髄
脳
記
』
は
、
幽
玄
に
お
け
る
有
文
と
無
文
の
相
違

を
説
い
て
終
わ
る
。
精
撰
本
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
草
稿
は
《
熊
野
》

と
《
野
宮
》
を
例
曲
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

　
　

余
情
・
理
と
も
に
し
ら
れ
て
、
物
ふ
か
く
い
う
に
や
さ
し
き
姿
、
一
。

　
　
　
　

 

あ
は
れ
い
か
に
草
葉
の
露
の
こ
ほ
る
ら
ん
秋
風
立
ぬ
宮
ぎ
の
ゝ
は

ら
（
次
の
歌
に
替
え
て
加
筆
）

　
　
　
　

 

年
も
へ
ぬ
い
の
る
契
も
は
つ
せ
山
お
の
へ
の
か
ね
の
よ
そ
の
ゆ
ふ

ぐ
れ
（
こ
の
歌
抹
消
）

　
　

能
取
は
、
ゆ
や
。

　
　

 

な
に
の
理
も
し
ら
ざ
れ
ど
も
、
た
ゞ
、
心
・
姿
・
こ
と
葉
、
ゆ
ふ
に
や

さ
し
き
、
は
か
な
く
や
さ
し
く
み
だ
れ
て
、
物
ふ
か
き
躰
、
一
。

　
　
　
　

 

う
つ
り
あ
へ
ぬ
花
の
千
草
に
み
だ
れ
つ
ゝ
風
の
上
な
る
宮
ぎ
の
ゝ

露　
　

の
ゝ
み
や
。

抹
消
さ
れ
た
「
年
も
経
ぬ
」
歌
（
新
古
今
・
恋
歌
二
、
定
家
）
及
び
加
筆
さ

れ
た
「
哀
れ
如
何
に
」
歌
（
新
古
今
・
秋
歌
上
、
西
行
）
は
、
故
郷
の
老
母

を
思
う
熊
野
の
心
境
と
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
加
筆
さ
れ
た
の
が
秋
の

歌
で
あ
る
の
は
、「
移
り
あ
へ
ぬ
」
歌
（
拾
遺
愚
草
中
・
最
勝
四
天
王
院
名

所
御
障
子
歌
。
続
後
撰
集
に
も
）
と
対
に
す
る
た
め
の
処
置
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
二
曲
が
禅
竹
の
目
指
し
た
女
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
『
歌
舞
髄
脳
記
』
で
例
曲
を
和
歌
十
体
説
で
説
明
す
る
に
際
し
、
禅
竹
は

い
か
な
る
基
準
で
十
体
を
選
び
取
っ
た
の
か
。
夥
し
く
推
敲
を
重
ね
た
草
稿

か
ら
だ
け
で
は
、
明
確
な
答
え
は
多
分
見
つ
け
ら
れ
ま
い
。
し
か
し
、
精
撰

本
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
禅
竹
な
り
の
思
考
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
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で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
様
の
分
類
意
識
を
持
っ
て
編
ま
れ
た『
五
音
三
曲
集
』

が
音
曲
論
書
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
と
も
に
『
三
五
記
』
の
和
歌
十

体
説
を
禅
竹
な
り
に
理
解
し
て
配
当
を
試
み
た
姿
勢
は
、
六
輪
一
露
説
の
展

開
を
通
し
て
綜
合
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
草
稿
は
ま
さ
し

く
六
輪
一
露
説
の
原
型
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
禅
竹
伝
書
に
例
示
さ
れ

た
謡
曲
と
和
歌
と
の
関
係
を
読
み
解
く
こ
と
が
、
六
輪
一
露
説
の
形
成
を
解

明
す
る
手
立
て
に
な
り
う
る
か
も
知
れ
な
い
。

注

　
　

１ 　

禅
竹
自
筆
『
六
輪
一
露
之
記
』
紙
背
に
残
る
『
歌
舞
髄
脳
記
』
草

稿
に
対
し
、
長
文
の
跋
と
康
正
二
年
正
月
の
奥
書
識
語
を
有
す
る
八

左
衛
門
本
の
内
容
は
、
草
稿
の
訂
正
加
筆
を
相
当
に
反
映
し
て
い
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
精
撰
本
と
名
付
け
た
。
詳
し
く
は
国

文
学
研
究
資
料
館
影
印
叢
書
第
二
巻
『
金
春
禅
竹
自
筆
能
楽
伝
書
』

（
一
九
九
七
年
、汲
古
書
院
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
精
撰
本
の
本
文
は
、

法
政
大
学
能
楽
研
究
所
の
能
楽
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
拠
り
、

適
宜
句
読
点
と
濁
点
を
施
し
た
。

　
　

２ 　

以
下
、
草
稿
の
引
用
は
『
金
春
禅
竹
自
筆
能
楽
伝
書
』
の
影
印
に

基
づ
き
、
適
宜
句
読
点
と
濁
点
を
施
し
た
。
ま
た
、
訂
正
加
筆
に
関

し
て
は
極
力
括
弧
内
に
注
記
し
た
。

　
　

３ 　
《
松
風
》
は
喜
阿
作
曲
《
汐
汲
》
か
ら
音
曲
面
で
影
響
を
受
け
て

い
る
が
、
構
成
や
表
現
に
お
い
て
《
汐
汲
》
を
引
き
継
い
で
お
ら
ず
、

ま
た
、
観
阿
弥
作
曲
と
す
る
『
五
音
』
の
記
事
は
信
頼
で
き
な
い
と

考
え
る
立
場
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
解
題
等
）
か
ら
、

世
阿
弥
作
と
位
置
付
け
る
。

　
　

４ 　

た
と
え
ば
『
能
・
狂
言
必
携
』（
別
冊
国
文
学
四
八
、一
九
九
五
年
）

に
お
い
て
、《
熊
野
》
と
こ
れ
ら
三
曲
は
禅
竹
作
、
ま
た
は
禅
竹
作
か
、

と
す
る
。
こ
の
三
曲
が
除
か
れ
た
の
は
、
精
撰
本
で
は
例
曲
を
先
達

の
作
品
に
極
力
絞
り
込
ん
だ
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

５ 　
《
熊
野
》
の
先
行
研
究
は
数
多
い
が
、
田
代
慶
一
郎
「
謡
曲

『
熊
野
』
に
つ
い
て
」（『
比
較
文
学
研
究
』
三
五
号
・
三
九
号
、

一
九
七
九
年
八
月
・
一
九
八
一
年
四
月
。『
謡
曲
を
読
む
』
朝
日
選
書
、

一
九
八
七
年
に
収
録
）、
三
宅
晶
子
「
舞
歌
二
曲
を
本
風
と
す
る
現

在
能　

序
説
ー
〈
熊
野
〉
の
作
法
を
め
ぐ
っ
て
ー
」（『
国
文
学
研
究
』

七
二
集
、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
。『
歌
舞
能
の
確
立
と
展
開
』
ぺ
り

か
ん
社
、
二
〇
〇
一
年
に
収
録
）、
伊
東
俊
太
郎
「『
熊
野
』
を
読
む
」

（『
観
世
』
一
九
八
七
年
一
一
月
号
）、伊
藤
正
義
校
注
『
謡
曲
集　

下
』

各
曲
解
題
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
一
九
八
八
年
）、
天
野
文
雄
「
能

は
い
か
に
読
ま
れ
る
べ
き
か
」（『
上
方
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年

報
』
三
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
。『
現
代
能
楽
講
義
』
大
阪
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
四
年
に
収
録
）
な
ど
が
、
特
に
主
題
に
関
わ
る
新
見

を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
ワ
キ
宗
盛
像
の
造
型
に
つ

い
て
は
敢
え
て
言
及
し
な
い
。

　
　

６ 　

本
論
部
末
尾
に
「
五
音
三
曲
廿
六
声
曲
之
次
第
」
と
記
す
が
、
実
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際
の
項
目
数
は
祝
言
五
、
幽
玄
五
、
恋
慕
二
、
哀
傷
二
、
闌
曲
二
の

計
十
六
。

　
　

７ 　

た
だ
し
、
後
述
す
る
『
五
音
十
体
』
の
例
示
歌
と
、
失
恋
の
悲
し

み
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。

　
　

８　

注
４
掲
出
の
田
代
論
文

　
　

９　

注
４
掲
出
の
伊
東
論
文

　
　

10　

 

注
４
掲
出
の
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集　

下
』
各
曲
解
題

　
　

11　

 

注
４
掲
出
の
天
野
論
文

　
　

12 　
《
熊
野
》
の
設
定
に
最
も
近
い
『
平
家
物
語
』
は
い
ま
だ
確
定
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
川
真
智
子
「
謡
曲
『
熊
野
』

再
考
―
そ
の
本
説
と
享
受
―
」（『
語
文
』
一
一
七
輯
、
二
〇
〇
三
年

一
二
月
）
に
詳
し
い
。
こ
こ
で
は
、
比
較
的
に
諸
要
素
を
多
く
含
ん

で
い
る
と
い
う
理
由
で
、
八
坂
本
を
引
用
し
た
。

　
　
　
　
　

 

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
度
神
戸
女
子
大
学
国
文
学
会
総
会
で

「『
熊
野
』
の
世
界
」
と
題
し
た
講
演
を
契
機
と
し
て
い
る
。
発

表
の
機
会
を
得
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
。


