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雪
を
め
ぐ
る
相
聞

ー
天
武
天
皇
と
藤
原
夫
人
の
贈
答
歌
の
位
置
付
け
｜

竹

麻

衣

嶋

一
・
配
列
に
関
す
る
問
題
点

後
代
の
仮
託
と
見
る
こ
と
が
定
説
化
し
つ
つ
あ
る
、
仁
徳
朝
の
磐
姫
皇
后
歌
群
四
首
を
巻
頭
に
据
え
、
天
智
朝
か
ら
藤
原
朝
に
至
る
皇
族
歌

（
注
i）

人
の
歌
を
多
く
収
載
し
た
、
高
葉
集
巻
二
相
聞
の
部
は
、
伊
藤
博
氏
ら
に
よ
っ
て
、
歌
物
語
的
な
配
列
を
有
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
に
あ
っ
て
前
後
と
の
関
わ
り
が
一
切
な
く
、
独
立
し
た
形
で
収
録
さ
れ
て
い
る
の
が
、
天
武
天
皇
と
藤
原
夫
人
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

天
皇
賜
二
藤
原
夫
人
一
御
歌
一
首

吾
が
里
に
大
雪
落
れ
り
大
原
の
古
り
に
し
郷
に
落
ら
ま
く
は
後
（
②
一

O
一一一）

藤
原
夫
人
奉
レ
和
歌
一
首

吾
が
岡
の
お
か
み
に
言
ひ
て
落
ら
し
め
し
雪
の
擢
け
し
そ
こ
に
ち
り
け
む
（
同
・
一

O
四）

「
日
本
書
紀
』
天
武
二
年
の
項
に
「
夫
人
藤
原
大
臣
女
氷
上
娘
生
但
馬
皇
女
。
次
夫
人
氷
上
娘
弟
五
百
重
娘
生
新
田
部
皇
子
」
（
傍
線
筆
者
）

と
あ
り
、
天
武
天
皇
の
妻
の
中
で
は
、
藤
原
鎌
足
を
父
に
持
つ
氷
上
娘
と
五
百
重
娘
と
が
「
藤
原
夫
人
」
と
呼
ば
れ
う
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の



78 雪をめぐる相関

う
ち
五
百
重
娘
は
、
巻
八
・
一
四
六
五
番
歌
の
題
下
注
に
「
字
を
大
原
大
万
自
と
い
ふ
。
即
ち
新
田
部
皇
子
の
母
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

大
原
の
地
に
住
ん
で
い
た
と
推
察
さ
れ
、
天
皇
に
「
大
原
の
古
り
に
し
郷
」
と
歌
わ
れ
る
相
手
と
し
て
は
、
こ
の
五
百
重
娘
が
適
当
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
大
原
は
藤
原
氏
の
住
ま
う
土
地
で
あ
っ
た
。
天
武
天
皇
の
宮
で
あ
る
清
御
原
宮
の
位
置
は
未
詳
だ
が
、
「
文
献
史
料
の
上
で
は

岡
本
宮
の
南
で
、
真
神
原
に
あ
り
、
雷
丘
の
付
近
で
、
東
に
正
の
あ
る
所
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
条
件
に
適
す
る
土
地
の
一
つ
と
し
て
、

飛
鳥
寺
の
南
、
島
の
庄
北
方
の
地
が
あ
り
、
企
画
性
を
も
っ
遺
構
が
重
層
的
に
遺
存
し
、
浄
御
原
宮
と
も
板
蓋
宮
と
も
推
定
さ
れ
注
目
さ
れ
て
」

お
り
、
一

O
三
番
歌
で
は
「
大
原
と
清
御
原
と
は
空
間
的
に
か
な
り
隔
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
は
直
線
距
離
に
し
て
一
キ
ロ

ほ
ど
に
渇
き
な
い
よ
（
稲
岡
耕
二
『
高
葉
集
全
注
』
二
、
有
斐
閣
、
一
九
八
五
）
と
い
う
。

ニ
首
を
評
し
て
、
阿
蘇
瑞
枝
（
一
九
九
二
）
は
、
歌
垣
に
お
け
る
男
女
の
掛
け
合
い
の
伝
統
を
継
承
し
た
「
ほ
ど
よ
い
挑
戦
と
反
撃
」
が
あ

り
、
「
し
か
も
そ
れ
が
強
い
信
頼
と
親
愛
の
情
で
裏
う
ち
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

二
首
の
解
釈
上
の
問
題
と
し
て
は
、
詠
作
の
場
に
つ
い
て
、
「
雪
の
描
け
し
」
の
「
し
」
は
過
去
の
助
動
詞
か
、
強
意
の
助
調
か
、
ま
た
、

歌
の
背
後
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
漢
籍
の
影
響
を
ど
こ
ま
で
認
め
う
る
か
、
な
ど
の
問
題
が
ま
だ
解
決
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
二
首
の
お
お
よ

そ
の
内
容
は
諸
氏
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
二
首
が
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
意
味
に
言
及
す
る
も
の
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

当
該
二
首
は
「
明
日
香
清
御
原
宮
御
宇
天
皇
代
」
に
収
録
さ
れ
た
唯
一
の
歌
で
あ
る
。

巻
二
相
聞
の
部
の
中
核
を
為
す
の
は
藤
原
朝
の
歌
群
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
歌
を
残
す
皇
族
歌
人
は
何
れ
も
天
武
の
皇
子
・
皇
女
で
あ
っ
て
、

天
智
の
皇
統
は
姿
を
見
せ
な
い
。
こ
の
背
景
に
は
、
編
者

l
ひ
い
て
は
編
纂
を
望
ん
だ
持
続
女
帝
の
、
天
武
皇
統
尊
重
の
意
識
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

伊
藤
博
（
一
九
九
O
）
は
、
い
わ
ゆ
る
「
持
統
万
葉
」
「
元
明
万
葉
」
の
重
要
な
読
者
と
し
て
、
自
身
の
後
継
者
で
あ
る
皇
子
、
皇
女
た
ち

を
想
定
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
天
武
の
皇
統
を
継
ぐ
者
で
あ
り
、
巻
二
に
歌
を
残
す
皇
子
女
た
ち
と
血
脈
を
同
じ
く
す
る
者
で
あ
る
。
彼
ら
に



自
身
の
血
脈
を
よ
り
意
識
さ
せ
る
た
め
に
、
天
智
皇
統
の
歌
は
意
図
的
に
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
巻
の
特
性
を
考
慮
す
る
と
、
天
武
天
皇
と
藤
原
夫
人
の
贈
答
歌
に
は
、
後
の
歌
群
に
も
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
、
重
要
な
意
味

が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
ま
た
、
天
武
朝
の
歌
と
し
て
、
こ
の
二
首
の
み
し
か
収
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
、
何
ら
か
の
配
列
意
図
を

感
じ
る
。

天
武
天
皇
の
時
代
に
他
に
歌
が
詠
ま
れ
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
天
智
系
統
の
歌
が
排
除
さ
れ
た
と
し
て
も
、
他
に
詠
み
手
は
大
勢

い
た
は
ず
で
あ
る
。
資
料
が
散
逸
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
巻
二
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
元
明
朝
か
ら
見
る
と
す
で
に
「
古
」
の
時
代

で
あ
り
、
壬
申
の
乱
と
い
う
戦
禍
を
経
て
い
る
天
智
天
皇
代
で
さ
え
も
、
皇
族
関
係
の
歌
が
五
首
（
②
九
一

1
九
五
）
は
存
在
し
た
わ
け
だ
か

ら
、
天
武
天
皇
代
に
二
首
し
か
残
存
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

ま
た
、
続
く
「
藤
原
宮
御
宇
天
皇
代
」
の
巻
頭
を
飾
る
の
は
、
大
津
皇
子
に
関
連
し
た
歌
群
（
一

O
五
i
一一

O
）
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
収

録
さ
れ
た
六
首
全
て
が
、
天
武
天
皇
崩
御
後
の
作
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
こ
に
は
天
皇
在
世
中
の
歌
も
一
括
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

本
来
な
ら
ば
「
明
日
香
清
御
原
宮
御
宇
天
皇
代
」
の
標
題
下
に
収
録
す
べ
き
歌
を
、
あ
え
て
持
続
朝
に
収
め
た
背
景
に
は
、
編
者
が
「
大
津
皇

子
物
語
」
を
意
識
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
天
武
朝
を
象
徴
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
天
武
天
皇
代
に
は
意
図
的

に
二
首
し
か
収
録
し
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
以
下
、
本
稿
で
は
、
天
武
朝
の
相
聞
歌
と
し
て
、
こ
の
二
首
の
み
が
収
録
さ
れ
た
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
。

ニ
・
大
雪
と
瑞
兆

飛
鳥
の
地
に
大
雪
が
降
る
こ
と
は
、
稀
な
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
天
武
天
皇
の
贈
歌
、

吾
が
里
に
大
雪
落
れ
り
大
原
の
古
り
に
し
郷
に
落
ら
ま
く
は
後
（
②
一

O
一一一）
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は
、
雪
に
対
す
る
喜
び
と
、
明
る
い
感
動
に
溢
れ
て
い
る
。

一
首
に
明
る
く
弾
ん
だ
印
象
を
与
え
る
の
は
、
オ
ホ
ユ
キ
・
オ
ホ
ハ
ラ
、
フ
レ
リ
・

フ
リ
ニ
シ
・
フ
ラ
マ
ク
と
い
っ
た
同
音
の
く
り
か
え
し
で
あ
り
、
戯
歌
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

古
り
に
し
里
と
は
、

浅
茅
原
っ
ぱ
ら
つ
ば
ら
に
物
お
も
へ
ば
ふ
り
に
し
郷
し
お
も
ほ
ゆ
る
か
も
（
③
一
三
一
一
二
了
大
伴
旅
人
）

わ
す
れ
草
吾
が
紐
に
付
く
香
具
山
の
ふ
り
に
し
里
を
忘
れ
む
が
為
（
③
三
三
四
・
大
伴
旅
人
）

鶏
鳴
く
ふ
り
に
し
郷
ゆ
お
も
へ
ど
も
何
そ
も
妹
に
あ
ふ
よ
し
も
無
き
（
④
七
七
五
・
大
伴
家
持
）

お
し
て
る

難
波
の
園
は

お
も
ひ
や
す
み
て
：
・
（
⑥
九
二
八
・
笠
金
村
）

葦
垣
の

古
り
に
し
郷
と

人
皆
の

三
香
原

久
遡
の
京
師
は

山
高
み
・
・
・
在
り
よ
し
と

吾
は
お
も
へ
ど

里
に
し
あ
れ
ば

ふ
り
に
し

園
見
れ
ど

人
も
通
は
ず

里
見
れ
ば

家
も
荒
れ
た
り
・
：
（
⑥
一

O
五
九
・
作
者
不
明
）

鶏
鳴
く
古
り
に
し
郷
の
秋
芽
子
を
思
ふ
人
ど
ち
相
見
つ
る
か
も
（
③
一
五
五
八
・
沙
弥
尼
等
）

藤
原
の
古
り
に
し
郷
の
秋
芽
子
は
さ
き
て
ち
り
に
き
君
待
ち
か
ね
て
（
⑩
二
二
八
九
・
作
者
不
明
）

人
も
無
き
古
り
に
し
郷
に
あ
る
人
を
め
ぐ
く
や
君
が
懸
に
死
な
せ
む
（
⑪
二
五
六
0
・
作
者
不
明
）

大
原
の
古
り
に
し
郷
に
妹
を
置
き
て
吾
い
ね
か
ね
つ
夢
に
見
え
つ
つ
（
⑪
二
五
八
七
・
作
者
不
明
）

以
上
の
用
例
か
ら
知
れ
る
よ
う
に
、
旧
京
や
、
人
気
が
な
く
な
っ
て
さ
び
れ
た
里
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
二
五
八
七
番
歌
は
、
当
該
歌
と
同
じ

「
大
原
の
古
り
に
し
里
」
だ
が
、
こ
の
地
ば
か
り
が
古
ぴ
た
里
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
平
城
京
遷
都
後
は
、
飛
鳥
や
藤
原
の
地
も
旧
京
と
な
っ

た。
元
々
は
活
気
に
溢
れ
た
都
で
あ
り
、
そ
こ
で
生
活
を
し
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
旧
京
と
し
て
の
「
古
り
に
し
里
」
を
詠
ん
だ
歌
か
ら
は
、
強

い
郷
愁
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
暮
ら
す
女
性
を
想
う
男
性
の
歌
も
多
い
。
逆
に
、
二
二
八
九
番
歌
の
場
合
は
、
「
君
」
を
待
つ
「
秋



萩
」
に
、
旧
京
で
暮
ら
す
女
性
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

当
該
歌
の
場
合
は
、
旧
京
を
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
天
皇
の
、
夫
人
に
対
す
る
榔
捻
の
気
持
ち
が
反
映
さ
れ
た
表
現
な
の
で
あ
ろ

、っ。
天
武
天
皇
は
下
三
句
で
、
大
原
に
雪
が
降
る
の
は
自
身
の
住
ま
う
真
神
原
よ
り
「
後
」
と
詠
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
村
田
正
博
（
一
九

八
六
）
は
、

そ
の
大
原
の
里
は
清
御
原
宮
よ
り
見
上
げ
る
山
沿
い
の
地
、
降
雪
が
早
く
も
深
く
も
あ
る
こ
と
は
常
識
の
う
ち
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

天
皇
歌
の
「
大
原
の
古
り
に
し
里
に
降
ら
ま
く
は
後
」
と
は
、
負
け
を
承
知
の
挑
戦
で
し
か
あ
る
ま
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
天
武
天
皇
即
位
前
紀
に
「
天
文
・
遁
甲
を
能
く
し
た
ま
ふ
。
」
と
あ
り
、
天
武
が
天
文
学
に
長
じ
て
い
た
事
情
が
窺
え
る
。

そ
れ
な
ら
ば
気
象
に
関
す
る
知
識
も
当
然
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
、
村
田
氏
の
指
摘
通
り
、
天
皇
は
相
手
方
に
既
に
雪
が
降
っ
て
い
る
こ
と
な
ど

百
も
承
知
の
上
で
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
に
歌
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
降
雪
の
先
後
を
争
う
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
純
粋

に
、
雪
を
題
材
と
し
た
掛
け
合
い
を
楽
し
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

一
首
は
「
私
の
住
む
清
御
原
宮
に
大
雪
が
降
っ
た
よ
。
お
前
の
住
む
古
び
た
大
原
の
地
に
降
る
の
は
、
き
っ
と
こ
れ
か
ら
で
あ
ろ
う
ね
。
」

の
意
と
解
さ
れ
る
。
明
る
い
、
純
粋
な
喜
ぴ
に
満
ち
た
歌
で
、
暗
さ
は
微
塵
も
な
い
。
し
か
し
、
雪
ー
特
に
「
大
雪
」
が
も
た
ら
す
も
の
は
、

喜
び
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
同
じ
天
武
天
皇
の
御
製
で
あ
る
、

み
吉
野
の

耳
我
の
嶺
に

時
無
く
そ

雪
は
ふ
り
け
る

間
無
く
そ

雨
は
ふ
り
け
る

そ
の
雪
の

時
無
き
が
ご
と

そ
の
雨
の

間
無
き
が
如
く

隈
も
落
ち
ず

お
も
ひ
っ
つ
ぞ
来
し

そ
の
山
道
を
（
①
二
五
）

の
「
雪
」
か
ら
は
、
辛
苦
に
満
ち
た
強
行
軍
の
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
ま
た
、

81 
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風
ま
じ
り

寒
く
し
あ
れ
ば

つ

取
り
つ
づ
し
ろ
ひ

堅
塩
を

糟
湯
酒

雪
ふ
る
よ
は

す
べ
も
な
く

雨
ふ
る
よ
の

雨
ま
じ
り

ち
す
す
ろ
ひ
て
：
・
（
⑤
八
九
二
、
山
上
憶
良
）

で
は
、
冬
の
貧
困
生
活
に
お
け
る
「
極
寒
」
さ
を
、
雨
交
じ
り
の
「
雪
」
が
強
調
し
、

あ
し
ひ
き
の
山
道
も
知
ら
ず
日
か
し
の
枝
も
と
を
を
に
雪
の
落
れ
れ
ば
（
⑩
二

な
ど
は
豪
雪
の
た
め
に
道
を
見
失
っ
た
さ
ま
が
詠
ま
れ
、

沫
雪
の
庭
に
ふ
り
敷
き
寒
き
夜
を
手
枕
ま
か
ず
ひ
と
り
か
も
ね
む
（
③
二
ハ
六
三
・
大
伴
家
持
）

で
は
、
独
り
寝
の
寂
し
さ
を
、
降
り
敷
く
亘
書
」
が
強
め
て
い
る
。

後
の
史
書
の
記
録
と
し
て
は
、
渡
辺
護
（
一
九
九
二
）
も
挙
げ
て
い
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
本
文
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系

（
岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。

三
日
を
以
て
、
将
軍
東
人
と
共
に
賊
の
地
に
入
る
。
且
つ
、
道
を
聞
き
て
行
む
。
但
し
、
賊
の
地
は
雪
深
く
、
馬
菊
得
難
し
。
所
以
に
雪

消
え
草
生
え
て
、
方
に
始
め
て
発
し
遣
す
。
（
「
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
三
月
）

は
、
雪
の
た
め
に
馬
草
が
手
に
入
れ
に
く
く
、
騎
馬
の
大
軍
を
率
い
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
雪
解
け
を
待
っ
て
全
軍
を
送
り
込
ん
だ
、

と
の
記
事
で
あ
り
、

ま
た
、
東
人
の
本
計
る
に
、
早
か
に
賊
の
地
へ
入
り
て
、
耕
種
し
て
穀
を
貯
へ
、
棋
を
運
ぶ
費
え
を
省
か
む
と
す
。
而
る
に
今
春
、
大
雪

ふ
る
こ
と
常
年
よ
り
倍
せ
り
。
是
に
由
り
て
早
か
に
耕
種
に
入
る
こ
と
得
ず
。
天
の
時
此
の
却
し
。
（
同
・
天
平
九
年
四
月
）

で
は
、
大
雪
が
原
因
で
軍
糧
が
満
足
に
取
れ
ず
、
困
っ
た
様
子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
雪
は
、
喜
ば
し
い
も
の
と
し
て
享
受
さ
れ
る
よ
り
も
、
悲
哀
や
辛
苦
を
象
徴
す
る
も
の
、
困
難
を
も
た
ら
す
も
の
、
と
し
て
理

解
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
、
天
武
天
皇
の
一

O
三
番
歌
が
純
粋
な
喜
び
に
満
ち
て
い
る
の
は
、
非
常
に
興
味
深
い
。



こ
の
「
大
雪
」
の
時
期
に
関
し
て
は
、
伊
藤
博
「
高
葉
集
稽
注
』

（
集
英
社
、

一
九
九
五
）
が
、

天
武
朝
（
六
七
二
1
八
六
年
）
を
通
し
て
、
「
雪
」
に
関
す
る
記
事
が
「
日
本
書
紀
」
に
二
つ
記
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
天
武
六
年

（
六
七
七
）
十
二
月
一
日
で
、
「
雪
ふ
り
て
告
朔
せ
ず
」
と
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
天
武
十
五
年
三
月
十
日
で
、
「
雪
ふ
る
」
と
あ
る
。
と

く
に
大
雪
で
あ
っ
た
た
め
に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
、
当
面
の
「
雪
」
を
め
ぐ
る
贈
答
は
、
こ
の
ど
ち
ら
か
の
折
の
詠
な
の
で
あ
ろ
う
。

（
中
略
）

・
・
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
、
旺
盛
な
天
武
六
年
を
思
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

と
述
べ
る
。
こ
れ
は
稲
岡
耕
二
『
高
葉
集
全
注
』
一
一
（
先
掲
）
が
、
新
田
部
皇
子
の
出
生
時
期
の
推
定
か
ら
、
天
武
五
年
頃
に
、
五
百
重
娘
が

天
皇
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
と
見
る
説
と
、
時
期
的
に
ほ
ぼ
重
な
る
。
こ
の
頃
の
作
と
推
定
し
て
、
ほ
ほ
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。
土
屋
文
明

『
高
葉
集
私
注
」

（
筑
摩
書
房
、

一
九
七
六
）
は
よ
り
具
体
的
に
、
大
原
に
居
た
五
百
重
娘
に
「
諾
謹
を
交
へ
な
が
ら
雪
も
ふ
っ
て
面
白
い

浄
御
原
の
宮
へ
の
ぼ
る
こ
と
を
促
し
て
居
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
」
と
見
て
い
る
。
興
味
深
い
見
解
だ
が
、
そ
こ
ま
で
言
い
切
る
こ
と
は
難

し
い
だ
ろ
う
。

こ
の
、
天
武
六
年
の
「
大
雪
」
が
、
天
武
天
皇
に
「
喜
び
」
を
感
じ
さ
せ
る
何
か
、
を
有
し
て
い
た
な
ら
ば
、

一
O
三
番
歌
の
持
つ
雰
囲
気

も
理
解
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
何
か
、
は
見
出
し
に
く
い
。

紀
に
記
さ
れ
た
「
雪
ふ
り
て
告
朔
せ
ず
」
の
「
告
朔
」
は
、
毎
月
一
日
に
、
天
皇
が
朝
堂
で
諸
官
司
の
進
上
す
る
前
月
の
報
告
書
を
見
る
儀

式
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
天
候
不
順
の
際
は
中
止
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
む
し
ろ
雪
に
よ
る
被
害
で
あ
っ
て
、
言
祝
ぐ
べ
き
雪
で
は
な
い
。

で
は
こ
れ
は
、
具
体
的
な
事
象
に
裏
付
け
さ
れ
た
「
雪
」

へ
の
喜
び
と
い
う
よ
り
、
概
念
的
な
「
雪
」

へ
の
喜
び
が
歌
わ
れ
た
も
の
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

当
時
、
飛
鳥
地
方
で
記
録
に
残
る
ほ
ど
の
大
雪
が
降
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
集
中
の
「
雪
」
の
用
例
自
体
は
百
四
十
例
を
越
え

る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
「
大
雪
」
を
詠
む
も
の
は
当
該
歌
以
外
に
二
例
し
か
な
く
、
時
代
を
下
っ
て
も
歌
中
の
使
用
例
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
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な
い
。
村
田
正
博
先
掲
論
文
に
よ
る
と
「
大
雪
」
の
語
が
使
わ
れ
る
場
は
、
多
く
「
記
録
的
文
章
」
で
あ
る
と
い
う
。

集
中
の
二
例
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

噌
E
A

高
市
皇
子
尊
城
上
演
宮
之
時
柿
本
朝
巨
人
麻
呂
作
歌
一
首

か
け
ま
く
も

ゆ
ゆ
し
き
か
も

言
は
ま
く
も

あ
や
に
畏
き

明
日
香
の

真
神
の
原
に

ひ
き
か
た
の

天
つ
御
門
を

曜
く
も

定
め
賜
ひ
て
・
：
取
り
持
て
る

ゆ

大1ず
雪lの
のlさ

わ

み
雪
落
る

(2) 

十

日ヲ｜
大lき
雪i放
落つ
積
尺
有

寸

冬
の
林
に

乱
れ
て
来
た
れ
・
：
（
②
一
九
九
・
柿
本
人
麻
呂
）

つ
む
じ
か
も

い
巻
き
渡
る
と

お
も
ふ
ま
で

聞
き
の

恐
く

箭
の
繁
け
く

因
述
－
一
拙
懐
一
歌
三
首

大
宮
の
内
に
も
外
に
も
め
づ
ら
し
く
ふ
れ
る
大
雪
な
踏
み
そ
ね
を
し
（
⑮
四
二
八
五
・
大
伴
家
持
）

ωは
天
武
天
皇
の
長
子
・
高
市
皇
子
に
対
す
る
人
麻
巴
の
挽
歌
で
あ
り
、
壬
申
の
乱
に
お
け
る
猛
々
し
い
姿
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
雪

は
、
戦
乱
の
物
々
し
き
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
喜
ば
し
い
存
在
で
は
な
い
。

ωは
天
平
勝
宝
五
（
七
五
三
）
年
の
正
月
十
一
日
に
、
都
に
珍
し
く
降
っ
た
大
雪
に
興
を
覚
え
た
家
持
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
「
な
踏
み
そ

ね
惜
し
」
か
ら
知
れ
る
よ
う
に
、
根
底
に
雪
を
言
祝
ぎ
、
「
瑞
兆
」
と
見
る
思
想
が
あ
る
。

ωの
着
想
の
発
端
と
な
っ
た
も
の
が
、
閉
じ
巻
十

(3）九
の

大
殿
の

こ
の
も
と
ほ
り
の

雪
な
踏
み
そ
ね

し
ば
し
ば
も

ふ
ら
ぬ
雪
そ

ふ
り
し
雪
そ

山
の
み
に

人
や

ゆ
め
よ
る
な

な

履
み
そ
ね

雪
は
（
四
二
二
七
）

反
歌
一
首



あ
り
つ
つ
も
め
し
た
ま
は
む
そ
大
殿
の
こ
の
も
と
ほ
り
の
雪
な
ふ
み
そ
ね
（
四
二
二
八
）

で
あ
り
、
こ
れ
に
は
、

右
の
二
首
の
歌
、
三
形
沙
弥
、
贈
左
大
臣
藤
原
北
卿
の
語
を
承
け
て
作
り
諦
め
る
な
り
。
こ
れ
を
開
き
伝
へ
た
る
者
は
、
笠
朝
臣
小
君
に

し
て
、
ま
た
後
に
伝
へ
読
む
者
は
、
越
中
国
橡
久
米
朝
臣
広
縄
こ
れ
な
り
。

と
の
左
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
歌
の
伝
承
者
で
あ
る
久
米
朝
臣
広
縄
は
、
越
中
国
守
時
代
の
家
持
の
部
下
に
あ
た
り
、
こ
の
二
首
が

ωに
与
え

た
影
響
は
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の

ω｜
発
想
の
元
と
な
っ
た
附
も
同
様
で
あ
る
が
ー
の
よ
う
に
、
雪
、
特
に
正
月
に
降
る
雪
を
「
瑞
兆
」
と
見
る
思
想
に
は
、
漢

籍
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
文
選
」
所
収
の
謝
恵
連
「
雪
賦
」
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
「
尺
に
盈
つ
れ
ば
則
ち
瑞
を
豊
年
に
呈
し
」
｜
こ
れ
は
、
雪
が
一
尺

ほ
ど
降
り
積
も
れ
ば
、
豊
年
の
兆
し
と
な
る
と
い
う
意
に
解
釈
さ
れ
る
。
集
中
に
お
い
て
、
こ
の
「
雪
賦
」
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
る
と

見
ら
れ
る
の
が
、

あ
ら
た
し
き
年
の
は
じ
め
に
豊
の
と
し
し
る
す
と
な
ら
し
雪
の
ふ
れ
る
は
（
⑫
三
九
二
五
・
葛
井
連
諸
会
）

で
あ
る
。
こ
の
三
九
二
五
番
歌
は
、

天
平
十
八
年
正
月
、
白
雪
多
く
零
り
、
地
に
積
む
こ
と
数
寸
な
り
。
こ
こ
に
左
大
臣
橘
卿
、
大
納
言
藤
原
豊
成
朝
臣
ま
た
諸
王
諸
臣
た
ち

を
率
て
、
太
上
天
皇
の
御
在
所
に
参
入
り
、
仕
へ
奉
て
雪
を
掃
く
。
こ
こ
に
詔
を
降
し
、
大
臣
参
議
井
せ
て
諸
王
は
、
大
殿
の
上
に
侍
は

し
め
、
諸
卿
大
夫
は
、
世
間
の
細
殿
に
侍
は
し
め
て
、
則
ち
酒
を
賜
ひ
摩
宴
し
た
ま
ふ
。
勅
し
て
日
く
、
「
汝
ら
諸
王
卿
た
ち
、
柳
か
に
こ

の
雪
を
賦
し
て
、
各
そ
の
歌
を
奏
せ
よ
」
と
の
り
た
ま
ふ
。

と
い
う
前
文
を
持
つ
歌
群
（
一
一
一
九
一
一
一
一
1
三
九
二
六
）
中
の
一
首
で
あ
り
、
同
じ
宴
に
家
持
も
参
集
し
、
「
大
宮
の
う
ち
に
も
と
に
も
ひ
か
る

85 
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ま
で
ふ
れ
る
白
雪
見
れ
ど
あ
か
ぬ
か
も
」
（
三
九
二
六
）

の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
露
宴
歌
群
は
天
平
十
八
（
七
四
六
）
年
の
時
点
で
筆
録
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
越
中
在
任
中
の
天
平
二
十
一

年
（
四
月
に
天
平
感
宝
元
年
と
改
元
）
頃
に
、
家
持
が
資
料
を
入
手
し
、
筆
録
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
山
崎
健
司
（
一
九
九
六
）
は
、

（
七
四
九
）

家
持
越
中
赴
任
後
の
正
月
の
賀
宴
の
記
録
が
、
天
平
勝
宝
二
（
七
五
O
）
年
か
ら
目
録
的
歌
巻
の
中
に
現
れ
、
正
月
の
雪
に
つ
い
て
は
積
雪
量

の
注
記
も
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
て
、

こ
の
事
実
は
、
雪
国
越
中
で
の
生
活
体
験
を
経
て
、
天
平
二
十
一
年
頃
、
数
年
前
の
正
月
に
都
で
雪
が
降
っ
た
折
の
摩
宴
の
思
い
出
を
筆

録
し
た
家
持
が
、
そ
れ
以
後
、
正
月
を
迎
え
る
ご
と
に
雪
の
中
で
の
賀
宴
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

と
述
べ
て
い
る
。

「
雪
賦
」
は
、

歳
将
レ
暮
、
時
既
昏
。
寒
風
積
、
愁
雲
繁
。
梁
王
不
レ
悦
、
瀞
ニ
於
免
園
一
。
遁
置
ニ
旨
酒
一
、
命
一
一
賓
友
一
。

・
・
俄
市
微
薮
零
、

（技
2）

密
雪
下
。
王
遁
歌
二
北
風
於
衛
詩
一
、
詠
一
一
南
山
於
周
雅
一
。
授
二
簡
於
司
馬
大
夫
一
、
日
・
・
（
中
略
）
・
・
倖
レ
色
捕
レ
栴
、
為
一
一
寡
人
一
賦
レ
之
。

（
中
略
）

か
ら
始
ま
り
、
雪
の
酒
宴
の
席
で
、
梁
王
・
劉
武
の
仰
せ
に
従
っ
て
、
司
馬
相
如
が
賦
を
詠
ず
る
と
い
う
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
も
障

宴
歌
群
（
三
九
二
二
1
三
九
二
六
）
に
通
じ
る
。

大
伴
家
持
と
そ
の
周
辺
に
、
「
雪
賦
」
の
瑞
兆
思
想
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
「
大
雪
」
を
詠
じ
た
先
掲
の
四
二
八
五
番
歌
の
背

景
に
も
、
同
様
の
思
想
を
認
め
て
問
題
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
こ
の
思
想
は
、
時
代
を
逼
か
に
遡
る
天
武
天
皇
と
五
百
重
娘
の
贈
答
歌
に
も
認
め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
と
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
よ

F
－－ハ》

、つえ土
屋
文
明
（
筑
摩
書
房
、

一
九
七
七
）
は
、
先
掲
の
三
九
二
五
番
歌
に
つ
い
て
、



雪
を
豊
年
の
前
兆
と
す
る
こ
と
は
、
大
陸
の
思
想
で
あ
る
が
、
諸
会
も
そ
れ
を
書
物
の
上
で
知
っ
て
居
っ
て
用
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
日
本

で
さ
う
し
た
こ
と
を
言
ふ
の
は
、
こ
こ
ら
が
始
め
で
あ
ら
う
。

と
述
べ
る
。
事
実
、
集
中
の
「
雪
」
の
用
例
の
中
で
「
雪
賦
」
を
明
確
に
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る
歌
は
、
こ
の
天
平
十
八
年
の
捧
宴
歌
以
前
に

は
存
在
し
な
い
。
家
持
の
時
代
に
一
般
化
し
た
概
念
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
も
し
、
天
武
天
皇
の
時
代
に
こ
の
概
念
が
浸
透
し
て
い
た
な

ら
ば
、
そ
こ
か
ら
家
持
の
時
代
ま
で
、
雪
を
瑞
兆
と
見
る
歌
が
一
首
も
詠
ま
れ
て
い
な
い
の
は
お
か
し
い
。
渡
辺
護
（
一
九
九
二
）
は
、
一

O

三
番
歌
の
解
釈
の
根
底
に
、
「
雪
を
良
き
も
の
う
ら
や
む
べ
き
も
の
と
み
る
考
え
方
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
す
る
一
方
で
、

雪
を
美
し
い
と
捉
え
る
見
方
は
、
現
代
人
の
感
覚
を
短
絡
的
に
古
代
の
一
首
に
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
当
時
は
ま
だ
「
雪
H
瑞
兆
」

と
い
う
見
方
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
「
当
面
の
歌
に
つ
い
て
、
「
瑞
兆
』
と
い
う
言
葉
は
簡
単
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
が
、
「
天
武
天
皇
と
雪
」
と
い
う
枠
組
み
で
改
め
て
一
首
を
捉
え
直
し
て
い
る
。

そ
れ
と
は
逆
に
、
天
武
天
皇
の
御
製
歌
に
漢
籍
の
影
響
が
強
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
歌
、
及
び
藤
原
夫
人
の
返
歌
に
も
「
雪
賦
」

の
影
響
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
の
が
、
坂
本
信
幸
（
一
九
九
九
）
で
あ
る
。

坂
本
氏
は
、
「
巻
一
・
二
五
番
の
天
武
天
皇
御
製
歌
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」
（
一
九
九
三
）

の
中
で
、
吉
井
巌
（
一
九
七
八
）

の
「
わ
れ
わ

れ
は
、
「
壬
申
の
乱
』
前
後
の
天
武
天
皇
の
行
動
を
中
心
と
し
た
歌
あ
る
い
は
歌
を
中
心
と
し
た
物
語
が
、
天
武
天
皇
の
顕
彰
を
主
旨
と
し
て

存
在
し
て
い
た
高
い
可
能
性
を
推
定
し
う
る
。
こ
の
歌
物
語
に
は
諦
詠
の
主
旨
を
心
得
て
い
た
専
門
調
人
が
介
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
」

を
踏
ま
え
て
、

単
な
る
相
聞
歌
謡
の
歌
い
変
え
の
歌
で
な
く
、
壬
申
の
乱
の
実
体
験
の
回
想
の
歌
と
し
て
・
・
（
中
略
）
・
・
そ
の
典
拠
に
武
帝
の
「
苦
笑
、

行
」
の
典
拠
と
な
っ
た
詩
経
の
詩
句
を
踏
ま
え
た
歌
作
り
は
、
初
期
の
万
葉
に
あ
っ
て
か
な
り
高
度
な
も
の
と
い
え
る
。
前
述
の
よ
う
に

専
門
詞
人
の
介
在
を
推
定
す
る
所
以
で
あ
る
。
（
傍
線
部
筆
者
）
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と
述
べ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
先
掲
論
文
で
も
、

こ
の
よ
う
な
漢
籍
を
踏
ま
え
た
見
事
な
贈
答
が
、
果
た
し
て
実
際
に
天
武
と
夫
人
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
、
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
中
略
）

・
・
二
十
五
番
、
二
十
七
番
の
天
武
歌
自
体
が
、
初
期
万
葉
に
あ
っ
て
は
専
門
歌
人
の

介
在
を
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
高
度
な
作
で
あ
っ
た
。
男
女
の
和
合
も
豊
年
の
徴
。
「
詩
経
」
を
踏
ま
え
て
豊
年
の
瑞
祥
た
る
大
雪
を
め

ぐ
っ
て
の
贈
答
を
見
事
に
交
わ
し
た
こ
の
歌
も
、
天
武
の
御
代
を
寿
ぎ
、
豊
か
な
稔
り
を
願
う
心
か
ら
、
専
門
詞
人
が
作
っ
た
贈
答
の
よ

う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
天
武
天
皇
の
独
詠
歌
で
あ
り
、
類
歌
も
多
く
、
伝
諦
の
可
能
性
が
非
常
に
高
い
二
十
五
番
歌
や
、
吉
野
の
盟
約
が
行

わ
れ
た
天
武
八
年
の
行
幸
時
の
作
歌
と
見
ら
れ
る
、

よ
き
人
の
良
し
と
よ
く
見
て
よ
し
と
言
ひ
し
芳
野
よ
く
見
よ
良
き
人
よ
く
み
（
①
二
七
）

と
、
藤
原
夫
人
と
の
贈
答
歌
を
同
一
の
枠
組
み
で
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

仮
に
、
当
該
歌
が
わ
ず
か
で
も
「
雪
賦
」
を
意
識
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
天
武
天
皇
の
行
為
と
見
て
問
題
は
な

い
の
で
は
な
い
か
。
漢
籍
の
素
養
の
有
無
で
、
実
作
か
仮
託
か
を
論
じ
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
だ
ろ
う
。

雪
を
言
祝
ぐ
思
い
が
、

一
O
三
番
歌
に
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
用
例
が
家
持
の
時
代
を
下
ら
な
い
こ
と
、
二
十
五

番
歌
と
当
該
歌
を
同
一
視
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
思
い
は
、
漢
籍
に
よ
る
も
の
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
ま
た
、
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
、
こ

の
日
の
雪
が
何
か
良
い
状
況
を
引
き
起
こ
し
た
、
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
で
は
、
天
武
天
皇
の
雪
を
喜
ぶ
心
は
、
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た

の
だ
ろ
、
っ
か
。

そ
れ
を
考
え
る
時
、
注
目
さ
れ
る
の
が
、
先
掲
の
渡
辺
護
（
一
九
九
二
）

で
あ
る
。
渡
辺
氏
は
、

み
吉
野
の

時
無
き
が
ご
と

そ
の
雨
の

耳
我
の
嶺
に

時
無
く
そ

雪
は
ふ
り
け
る

間
無
く
そ

そ
の
雪
の

雨
は
ふ
り
け
る



間
無
き
が
如
く

と
或
本
歌
（
①
二
六
）

隈
も
落
ち
ず

そ
の
山
道
を
（
①
二
五
）

の
関
連
に
着
目
し
、
元
々
民
謡
で
あ
っ
た
歌
が
天
武
の
事
蹟
に
仮
託
さ
れ
た
背
景
に
は
、
天
武
の
吉
野
入
り
が
あ
り
、

お
も
ひ
っ
つ
ぞ
来
し

享
受
者
は
「
吉
野
の
雪
」
を
、
壬
申
の
乱
に
お
け
る
天
武
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
、
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、

日
本
書
紀
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
吉
野
入
り
か
ら
一
年
後
の
壬
申
の
乱
を
経
て
、
い
ま
、
万
葉
集
の
天
武
は
心
満
ち
足
り
て
飛
鳥
の
雪
を
見

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
我
が
里
に
大
雪
降
れ
り
」
の
譜
謹
が
天
武
に
生
ま
れ
た
原
因
は
、
唯
一
そ
こ
に
し
か
求
め
ら
れ
な
い
。
吉
野
の

雪
と
、
飛
鳥
の
雪
。
享
受
者
の
側
に
立
て
ば
、
そ
の
両
者
が
互
い
に
映
じ
合
っ
て
、
こ
の
天
武
像
を
飾
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
る
。

天
智
十
（
六
七
こ
年
十
月
、
大
海
人
皇
子
は
近
江
朝
の
重
鎮
に
見
送
ら
れ
て
、
吉
野
に
入
っ
た
。

壬
午
に
、
東
宮
、
天
皇
に
見
え
、
吉
野
に
之
り
て
修
行
仏
道
せ
む
と
請
ひ
た
ま
ふ
。
天
皇
、
許
し
た
ま
ふ
。
東
宮
即
ち
吉
野
に
入
り
た
ま

ふ
。
大
臣
等
、
侍
送
り
、
菟
道
に
至
り
て
還
る
。
（
天
智
紀
・
新
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
）

表
向
き
は
仏
道
修
行
の
た
め
、
し
か
し
実
際
は
天
智
の
自
を
避
け
、
隠
遁
し
、
反
乱
の
機
会
を
窺
う
た
め
で
あ
っ
た
。
十
二
月
に
天
智
天
皇
は

崩
御
し
、
翌
年
、
皇
子
は
壬
申
の
乱
を
起
こ
す
。

こ
の
吉
野
へ
の
道
行
き
が
相
当
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
天
武
天
皇
に
と
っ
て
、
壬
申
の
乱
に
お
け
る
「
吉
野
の

雪
」
は
、
辛
く
厳
し
い
戦
乱
の
記
憶
で
あ
る
。
そ
し
て
戦
乱
を
経
て
、
心
穏
や
か
な
状
態
と
な
っ
た
今
だ
か
ら
こ
そ
、
雪
は
美
し
く
、
喜
ば
し

い
も
の
と
し
て
彼
の
目
に
映
る
の
だ
。
渡
辺
氏
は
、
享
受
者
の
観
点
で
「
吉
野
の
雪
」
と
「
飛
鳥
の
雪
」
を
対
比
し
、
天
武
を
象
徴
す
る
も
の

と
し
て
い
る
が
、
天
武
本
人
の
実
感
と
し
て
も
、
吉
野
の
雪
を
思
い
出
す
こ
と
で
、
今
の
雪
が
美
し
く
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
有
り
得
る

だ
ろ
、
っ
。

雪
を
瑞
兆
と
見
る
思
想
を
、
当
該
歌
に
認
め
得
な
い
以
上
は
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
最
善
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
武
の
満
ち
足

89 



90 雪をめぐる相聞

り
た
心
が
、
雪
を
よ
い
も
の
に
見
せ
、
そ
れ
ゆ
え
、

一
首
は
純
粋
な
明
る
さ
に
満
ち
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

三
・
橿
〈
お
か
み
〉
と
藤
原
氏

で
は
、
対
す
る
藤
原
夫
人
の
奉
和
歌
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
か
。

吾
が
岡
の
お
か
み
に
言
ひ
て
落
ら
し
め
し
雪
の
捲
け
し
そ
こ
に
ち
り
け
む
（
一

O
四）

第
四
勾
「
雪
の
捲
け
し
」
は
、
「
捲
け
」
を
動
詞
と
見
る
か
、
名
詞
と
見
る
か
で
、
「
し
」
の
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
動
詞
で
あ
れ

ば
過
去
の
助
動
詞
、
名
調
で
あ
れ
ば
強
意
の
助
調
と
捉
え
る
わ
け
で
あ
る
。
『
高
葉
代
匠
記
」
精
撰
本
に
「
捲
は
物
の
擢
け
た
る
か
た
は
し
の

意
な
り
」
と
し
て
、
「
擢
け
」
を
名
調
と
し
て
以
来
、
そ
の
見
方
が
な
が
ら
く
踏
襲
さ
れ
、
「
し
」
を
強
意
と
捉
え
る
見
方
も
、
「
高
葉
集
古
義
」

以
来
多
く
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
津
鴻
久
孝
（
一
九
五
回
）
は
、
「
『
く
だ
け
し
』
と
い
ふ
風
な
用
言
を
主
語
と
し
た
例
が
集
中
に
あ
る
事
」

ヨ
雪
の
く
だ
け
』
と
い
ふ
や
う
な
名
詞
は
古
今
に
例
を
見
な
い
事
」
「
『
く
だ
け
』
の
名
詞
を
見
出
し
た
時
に
は
我
々
の
語
感
と
一
致
す
る
も

の
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
事
」
の
三
点
か
ら
名
詞
説
を
否
定
し
、
「
雪
の
く
だ
け
た
の
が
」
と
動
詞
プ
ラ
ス
過
去
の
助
動
調
で
解
し
て
い
る
。

こ
れ
は
根
拠
を
明
示
し
た
点
で
、
他
注
釈
書
よ
り
も
優
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
後
も
反
論
が
示
さ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
と
も
断
定
し
が
た
い
。

積
極
的
な
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
が
、
「
擢
く
」
と
い
う
動
詞
の
例
が
集
中
に
複
数
見
ら
れ
る
一
方
で
、
名
調
で
解
釈
出
来
る
も
の
が
こ
の
一

例
し
か
な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
湾
潟
説
に
従
っ
て
お
く
。

一
首
は
直
訳
す
る
と
、
「
私
の
居
る
（
大
原
の
）
岡
に
い
ま
す
寵
に
命
じ
て
降
ら
せ
た
雪
の
砕
け
た
の
が
、
そ
ち
ら
に
降
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
」

と
な
る
。
「
古
り
に
し
里
」
と
歌
わ
れ
た
大
原
の
地
を
、
夫
人
は
「
岡
」
と
言
い
直
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
天
皇
の
郁
捻
に
対
し
て
、
自
身
の

住
ま
う
場
所
の
方
が
高
所
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
「
相
手
の
『
我
が
里
』
を
見
下
ろ
す
位
置
に
あ
る
こ
と
を
に
お
わ
し
」
た
も
の

（
伊
藤
博

『
寓
葉
集
稗
柱
』

一
、
先
掲
）
と
解
さ
れ
る
。



寵
（
お
か
み
）
は
水
を
司
る
龍
神
。
『
日
本
書
紀
』
巻
一
・
神
代
上
、
第
五
段
、

書
第
ノ、

新
日
本
古
典
文
学
全
集

学
館

は

・
・
復
剣
の
鋒
よ
り
垂
る
血
、
激
越
り
て
神
に
為
る
。
号
け
て
磐
裂
神
と
日
す
。

に
為
る
。
号
け
て
闇
彊
と
日
す
。

・
（
中
略
）
・
・
復
剣
の
頭
よ
り
垂
る
血
、
激
走
り
て
神

と
あ
り
、
ま
た
、
「
軍
、
此
に
は
於
箇
美
と
云
ふ
。
音
は
力
丁
反
。
」
（
同
、
第
五
段
、

一
書
第
七
）
か
ら
訓
み
が
「
お
か
み
」
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。

作
者
の
五
百
重
娘
は
天
智
朝
の
重
鎮
・
藤
原
鎌
足
の
娘
で
あ
り
、
天
武
天
皇
の
亮
去
後
に
は
異
母
兄
・
不
比
等
に
嫁
し
て
一
男
（
麻
呂
）
を

成
し
て
い
る
。
同
母
姉
の
氷
上
娘
は
天
武
十

（
六
八
二
）
年
に
、
幼
少
の
但
馬
皇
女
を
残
し
て
亮
去
し
て
い
る
が
、
彼
女
は
藤
原
氏
の
拠
点

で
あ
る
大
原
に
暮
ら
し
、
大
原
大
万
自
と
呼
ば
れ
、
藤
原
家
の
内
部
で
は
相
応
の
地
位
を
得
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
「
藤
原
」
と
い
う
氏
族
は
、
神
祇
官
の
氏
で
あ
る
「
中
臣
」
の
改
姓
で
あ
り
、
祭
把
の
家
柄
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
折
口
信
夫
（
一
九
六

五
）
は
、藤

原
氏
の
女
の
、
水
の
神
に
縁
の
あ
っ
た
事
を
見
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
「
雨
雪
の
事
は
、
こ
ち
ら
が
専
門
な
の
で
す
」
か
う
言
っ
た
水

の
神
女
と
し
て
の
誇
り
が
、
お
も
し
ろ
く
昔
の
人
に
は
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

と
一
首
を
解
釈
し
て
い
る
。
当
該
歌
の
背
景
に
「
水
を
司
る
」
藤
原
の
女
と
し
て
の
於
持
が
あ
る
、
と
い
う
こ
の
見
解
は
、
支
持
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
思
う
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
け
ば
、

一
首
は
、
大
雪
を
誇
り
、
大
原
の
地
を
古
び
た
里
と
か
ら
か
っ
た
天
皇
に
対
し
て
、
そ
れ
は
藤

原
の
女
で
あ
る
私
が
、
奉
仕
し
て
い
る
龍
神
様
に
お
願
い
し
て
降
ら
せ
て
も
ら
っ
た
雪
が
く
だ
け
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
よ
、
何
を
得
意

が
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
、
と
見
事
に
那
捻
を
返
し
た
歌
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
天
武
天
皇
が
期
待
し
た
答
え
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
彼
は
、
夫
人
が
祭
記
の
家
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
重
々
承
知
の

上
で
、
あ
え
て
か
ら
か
い
の
歌
を
投
げ
掛
け
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
た
り
一
面
を
覆
う
真
？
臼
な
雪
を
見
て
、
天
皇
は
雪
を
話
題
に
し
た
掛
け
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合
い
を
思
い
付
い
た
。
相
手
は
龍
神
を
司
る
五
百
重
娘
。
彼
女
は
ど
ん
な
反
応
を
見
せ
る
か
、
自
分
の
意
図
を
汲
み
取
っ
た
返
歌
を
し
て
く
る

か
l
天
皇
は
、
期
待
と
興
味
を
抱
い
て
、
夫
人
に
歌
を
送
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

天
皇
の
期
待
に
見
事
に
答
え
た
五
百
重
娘
は
、
集
中
に
も
う
一
首
、
巻
八
・
夏
雑
歌
の
官
頭
を
飾
る
、

塞
公
鳥
い
た
く
な
鳴
き
そ
汝
が
こ
ゑ
を
五
月
の
玉
に
あ
へ
貫
く
ま
で
に
（
③
一
四
六
五
）

を
残
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
、
稲
岡
耕
二
「
高
葉
集
全
注
」
二
（
先
掲
）
は
、
こ
の
歌
の
持
つ
無
邪
気
な
明
る
さ
は
、
天
皇
と
の
贈
答

で
あ
っ
て
も
、
物
怖
じ
せ
ず
、
対
等
の
気
持
ち
で
詠
ん
だ
一

O
四
番
歌
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

さ
て
、
夫
人
の
返
歌
の
解
釈
に
お
い
て
、
最
も
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
雪
の
擢
け
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
浮
潟
久

孝
『
寓
葉
集
注
稗
』
二
（
中
央
公
論
社
、

と
え
ば
、
先
掲
、
坂
本
信
幸
（
一
九
九
九
）
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
九
五
人
）
日
く
、
「
古
今
に
例
を
見
出
し
得
」
ず
、
漢
籍
か
ら
の
影
響
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
た

「
雪
賦
」
に
は
「
盈
尺
、
則
呈
瑞
於
豊
年
」
の
詩
句
の
後
、
司
馬
相
知
の
「
雪
之
時
義
、
逮
実
。
請
言
其
始
」
と
述
べ
て
、
冬
が
極
ま
っ

て
初
め
て
雪
の
降
る
情
景
を
述
べ
る
行
が
続
い
て
行
く
が
、
そ
こ
に
、
「
震
漸
渥
而
先
集
、
雪
粉
操
而
遂
多
」
と
叙
述
さ
れ
て
お
り
・
．

（
中
略
）
・
・
こ
れ
ら
は
知
識
と
し
て
万
葉
人
の
知
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
大
雪
の
降
る
始

め
に
は
、
ま
ず
降
っ
た
雪
が
湿
気
に
よ
り
援
と
な
り
、
そ
の
援
が
擢
け
散
っ
て
や
が
て
後
に
寒
さ
に
よ
っ
て
大
雪
と
な
る
と
い
う
の
で
あ

る。

坂
本
氏
は
表
現
の
背
後
に
、
『
文
選
』
や
『
詩
経
』
の
影
響
を
見
、
そ
の
特
異
性
を
夫
人
の
才
能
に
よ
る
も
の
と
は
見
て
い
な
い
。

ま
た
、
平
舘
英
子
（
一
九
九
三
）
は
、

本
文
の
「
推
」
は
「
長
歌
正
激
烈
、
中
心
槍
以
擢
」
（
漢
・
蘇
武
「
詩
四
首
・
其
一
こ
『
文
選
』
巻
二
九
）
の
よ
う
に
悲
痛
を
表
す
の
に
用

い
ら
れ
、
ま
た
「
く
だ
く
」
の
語
は
集
中
い
ず
れ
も
「
心
砕
け
て
」
の
意
で
あ
る
。
そ
し
て
「
塵
」
を
「
散
」
の
借
訓
に
使
う
こ
と
は
、



雪
と
の
関
連
に
お
い
て
「
玉
塵
」
の
語
（
梁
・
何
遜
「
和
司
馬
博
士
詠
雪
詩
」
な
ど
）
を
思
わ
せ
る
。
そ
う
い
う
詩
の
表
現
を
踏
ま
え
て
、

降
る
雪
を
我
が
心
が
砕
け
て
ち
る
塵
と
表
現
し
、
共
に
雪
見
の
で
き
な
い
嘆
き
を
託
し
た
と
解
し
た
い
。

と
述
べ
る
。

平
舘
氏
の
指
摘
の
通
り
、
集
中
の
「
擢
く
」
の
用
例
は
、
悲
痛
の
念
｜
特
に
恋
情
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
例
を
挙
げ
る
。

む
ら
肝
の
こ
こ
ろ
擢
け
て
か
く
ば
か
り
吾
が
懲
ふ
ら
く
を
知
ら
ず
か
あ
る
ら
む
（
④
七
二
0
・
大
伴
家
持
）

：
・
肝
向
か
ふ
心
擢
け
て
玉
だ
す
き
か
け
ぬ
時
無
く
口
や
ま
ず
吾
轡
ふ
る
見
を
：
・
（
⑨
一
七
九
二
・
田
辺
福
麻
呂
歌
集
）

雨
ふ
れ
ば
た
ぎ
っ
山
川
い
は
に
ふ
れ
君
が
擢
か
む
こ
こ
ろ
は
持
た
じ
（
⑮
二
三
O
八
・
作
者
不
明
）

更
に
、
表
記
が
異
な
る
場
合
で
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

高
山
ゆ
出
で
来
る
水
の
い
は
に
ふ
れ
破
け
て
そ
お
も
ふ
妹
に
あ
は
ぬ
よ
は
（
⑪
二
七
二
ハ
・
作
者
不
明
）

身

に

染

み

と

ほ

り

心

砕

け

て

死

な

む

命

（
⑮
三
八
一
一
・
娘
子
）

懸
ひ
し
く
に

痛
き
吾
が
身
そ

い
ち
し
ろ
く

む
ら
肝
の

に
は
か
に
な
り
ぬ

表
現
自
体
も
非
常
に
類
似
し
て
お
り
、
共
通
の
認
識
の
上
で
「
擢
く
」
の
語
が
使
用
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

た
だ
、
五
百
重
娘
の
一
首
に
も
同
様
の
発
想
が
認
め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
と
、
そ
れ
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
「
吾
岡
之
於
可
美
伝

言
而
令
落
雪
之
擢
之
彼
所
が
塵
家
武
」
と
い
う
表
記
が
、
作
者
自
身
の
手
に
よ
る
も
の
と
は
断
言
で
き
な
い
。
ま
た
、
表
記
の
問
題
で
は
な
く
、

「
ク
ダ
ク
」
と
い
う
音
自
体
が
「
恋
に
ま
つ
わ
る
悲
痛
の
念
」
を
表
す
も
の
だ
と
し
て
も
、
五
百
重
娘
に
は
そ
の
よ
う
な
悲
痛
さ
が
感
じ
ら
れ

な
い
。
「
共
に
雪
見
の
で
き
な
い
嘆
き
」
は
、
「
心
」
を
「
擢
」
く
ほ
ど
の
悲
し
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
五
百
重
娘
の
歌
は
、
他
の
「
ク
ダ
ク
」

の
歌
と
は
表
現
の
類
似
も
少
な
く
、
内
容
も
か
け
離
れ
て
い
る
。
や
は
り
、
当
該
歌
の
場
合
は
、
純
粋
に
「
雪
が
砕
け
る
」
の
意
で
取
る
べ
き

な
の
で
は
な
い
か
。
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「
雪
の
捲
け
」
と
い
う
語
は
確
か
に
特
殊
で
あ
る
。
し
か
し
、
和
歌
に
類
例
が
な
く
、
漢
籍
に
例
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
そ
れ

を
結
び
つ
け
る
の
は
早
計
だ
ろ
う
。
「
捲
」
に
こ
だ
わ
っ
て
、
背
後
に
あ
る
漢
籍
の
特
定
に
終
始
す
る
こ
と
は
、
歌
の
本
質
を
見
落
と
す
結
果

を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
別
次
元
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
当
該
歌
の
記
録
者
や
、
巻
二
の
編
者
、
そ
の
後
の
享
受
者
た
ち
が
、
こ
の
歌
の
背
後
に
漢
籍
の
影

響
を
見
た
可
能
性
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
夫
人
と
同
じ
藤
原
氏
の
代
表
格
で
あ
る
光
明
皇
后
に
、

藤
皇
后
奉
天
皇
一
御
歌
一
首

吾
が
背
児
と
ふ
た
り
見
ま
せ
ば
い
く
ば
く
か
此
の
ふ
る
雪
の
う
れ
し
か
ら
ま
し
（
⑧
一
六
五
八
）

と
い
う
聖
武
天
皇
に
贈
っ
た
一
首
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
渡
辺
護
（
一
九
九
二
・
先
掲
）
は
「
彼
女
の
お
ば
で
あ
る
藤
原
夫
人
へ
の
血
脈

上
の
意
識
」
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
聖
武
天
皇
が
、
草
壁
｜
文
武
の
流
れ
を
継
ぐ
、
天
武
系
正
統
の
男
帝
で
あ
る
こ
と
に
も
関
連
が
あ
る
と

し
、
「
聖
武
と
光
明
子
の
関
係
は
さ
か
の
ぼ
れ
ば
天
武
と
藤
原
夫
人
の
あ
り
方
そ
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
。
」
と
見
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
穂
積
皇
子
が
酒
の
席
で
盛
ん
に
諦
詠
し
て
い
た
と
い
う
、

家
に
有
る
植
に
か
ぎ
刺
し
を
さ
め
て
し
懸
の
奴
の
つ
か
み
か
か
り
で
（
⑮
三
人
一
六
）

に
対
し
て
、
孫
に
あ
た
る
広
河
女
王
が
、

態
は
今
は
あ
ら
じ
と
吾
は
お
も
へ
る
を
い
づ
く
の
懇
ぞ
っ
か
み
か
か
れ
る
（
④
六
九
五
）

と
詠
ん
だ
よ
う
に
、
同
じ
血
脈
の
、
先
人
の
歌
を
連
想
さ
せ
る
歌
を
詠
み
、
歌
を
も
っ
て
自
身
の
血
脈
を
辿
る
営
み
は
、
当
時
そ
れ
ほ
ど
珍
し

い
行
為
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
光
明
皇
后
が
心
に
描
い
た
、
背
子
と
二
人
で
見
る
雪
の
情
景
が
、
天
武
と
五
百
重
娘
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
天
武
天
皇
と
五
百
重
娘
の
贈
答
歌
は
、
光
明
皇
后
の
時
代
に
は
広
く
享
受
さ
れ
、



語
り
継
が
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
々
に
愛
さ
れ
、
諦
詠
さ
れ
た
歌
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
天
武
天
皇
の
一

O
三
番
歌
か
ら
は
、

妹
と
二
人
で
見
る
雪
を
喜
ぶ
と
い
っ
た
情
景
は
見
出
せ
な
い
が
、
光
明
皇
后
は

i
も
し
く
は
歌
を
享
受
し
た
奈
良
朝
の
人
々
は
、
天
皇
の
部
捻

の
裏
に
、
美
し
い
雪
を
共
に
見
ら
れ
な
い
嘆
き
を
読
み
取
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

四
天
武
朝
の
象
徴
と
し
て
の
「
雪
」

飛
鳥
の
地
に
降
っ
た
、
稀
有
な
大
雪
を
め
ぐ
っ
て
の
天
武
天
皇
と
藤
原
夫
人
の
相
聞
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
問

題
を
苧
ん
で
い
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
が
、
二
首
が
巻
二
相
聞
の
部
に
収
録
さ
れ
た
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
稿
は
そ

の
謎
を
解
き
明
か
し
た
い
。

二
首
に
続
く
藤
原
宮
の
歌
群
の
冒
頭
、

大
津
皇
子
縞
下
ニ
於
伊
勢
神
宮
一
上
来
時
大
伯
皇
女
御
作
歌
二
首

吾
が
せ
こ
を
倭
へ
遣
る
と
さ
夜
ふ
け
て
鶏
鳴
露
に
吾
が
立
ち
ぬ
れ
し
（
②
一

O
五）

二
人
行
け
ど
ゆ
き
過
ぎ
難
き
秋
山
を
如
何
に
か
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む
（
同
・
一

O
六）

か
ら
始
ま
る
大
津
皇
子
関
連
歌
群
は
、
彼
が
謀
反
の
罪
で
天
武
崩
御
後
、
僅
か
一
月
足
ら
ず
で
賜
死
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
は
「
明

日
香
清
御
原
宮
御
字
天
皇
代
」
の
標
題
下
に
収
録
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
藤
原
朝
に
一
括
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
背
後
に
、
巻
二
編
者
の
配
列
意
図
l
歌
群
か
ら
、
大
津
皇
子
の
謀
反
事
件
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
ー
が
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

ぅ
。
そ
し
て
、
大
津
皇
子
の
事
件
が
「
表
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
裏
」
に
あ
る
の
は
天
武
天
皇
の
死
で
あ
る
。

天
武
在
世
中
の
、
満
ち
足
り
た
心
で
詠
ん
だ
雪
の
歌
と
、
天
武
の
死
を
想
起
さ
せ
る
大
津
の
歌
と
を
、
同
じ
標
題
下
に
収
め
る
こ
と
は
、
や
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は
り
避
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
藤
原
朝
は
、
天
武
朝
の
終
駕
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
そ
れ
を
最
も
象
徴
す
る
の
が
、
大
津
皇
子
の

歌
群
で
あ
っ
た
。
編
者
は
意
図
的
に
、
藤
原
朝
を
大
津
か
ら
始
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
考
え
る
時
、
雪
の
贈
答
歌
と
大
津
の
歌
群
と
が
、
切
り
離
さ
れ
て
い
る
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
二
首
の
み
が
天
武
朝

に
収
録
さ
れ
た
理
由
と
は
な
ら
な
い
。

で
は
な
ぜ
こ
の
二
首
で
あ
っ
た
の
か
｜
そ
れ
は
、
二
首
が
「
雪
」
を
め
ぐ
る
相
聞
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
私
は
考
え
る
。

天
皇
歌
の
雪
に
関
連
し
て
引
用
し
た
、
渡
辺
護
氏
の
論
を
再
度
示
し
た
い
。
氏
は
、
雪
を
「
天
武
天
皇
を
象
徴
す
る
も
の
」
と
捉
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
雪
を
巧
み
に
利
用
し
た
の
が
柿
本
人
麻
目
で
あ
り
、
新
田
部
皇
子
献
歌
（
③
二
六
一
・
二
六
二
）
や
安
騎
野
遊
猟
歌
（
①
四
五
）
、

先
掲
の
高
市
皇
子
挽
歌
（
②
一
九
九
）
に
、
「
決
意
し
て
吉
野
に
入
り
、
後
の
壬
申
の
乱
を
貫
徹
し
た
天
武
の
英
姿
を
、
雪
に
象
徴
さ
せ
る
」

と
い
う
人
麻
呂
の
意
図
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
を
通
し
て
人
麻
呂
が
目
指
し
た
の
は
「
歌
を
献
ず
る
べ
き
皇
子
の
貴
重
な
血

脈
を
、
雪
を
も
っ
て
さ
か
の
ぼ
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。

天
武
天
皇
が
雪
を
詠
じ
る
時
、
そ
れ
は
一
方
で
は
壬
申
の
乱
の
「
苦
難
の
雪
」
を
、

一
方
で
は
乱
後
の
「
喜
び
の
雪
」
を
意
味
す
る
。
時
代

を
経
て
、
歌
を
享
受
し
た
者
た
ち
は
、
吉
野
の
雪
と
飛
鳥
の
雪
を
重
ね
て
、
「
雪
」
と
い
う
も
の
に
天
武
天
皇
の
生
き
様
が
集
約
さ
れ
て
い
る

と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

雪
を
天
武
天
皇
の
象
徴
と
見
た
渡
辺
論
の
核
と
な
る
の
は
、
柿
本
人
麻
目
が
志
向
し
た
、
天
武
天
皇
の
皇
子
の
「
貴
重
な
血
脈
を
、
雪
を
も
っ

て
さ
か
の
ぼ
る
」
行
為
に
関
す
る
箇
所
で
あ
る
。
氏
は
、
当
該
二
首
を
、
巻
二
相
聞
の
部
全
体
の
中
で
は
捉
え
て
い
な
い
。
二
首
が
そ
の
後
人

麻
自
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
、
利
用
さ
れ
た
か
、
と
い
う
点
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
雪
H
天
武
の
象
徴
」

と
い
う
観
点
か
ら
、
巻
二
相
聞
の
部
に
お
け
る
こ
首
の
位
置
付
け
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

巻
二
棺
聞
の
部
の
編
者
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
贈
答
歌
を
手
に
し
た
の
か
、
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
。
す
で
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
資



料
と
し
て
受
け
取
っ
た
と
も
、
口
調
で
語
り
継
が
れ
て
い
た
も
の
を
自
分
で
書
き
留
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
歌
を
見
聞
き

し
た
時
、
編
者
は
、
人
麻
日
と
同
じ
よ
う
に
「
雪
」
を
通
し
て
、
天
武
の
吉
野
入
り
か
ら
壬
申
の
乱
の
勝
利
、
そ
の
後
の
治
世
ま
で
を
、
心
に

思
い
浮
か
べ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
編
者
も
、
早
い
段
階
に
歌
を
享
受
し
た
一
人
で
あ
る
。
た
だ
、
享
受
し
た
歌
の
利
用
法
が
、
編
者
と

人
麻
呂
で
は
異
な
っ
て
い
た
。

巻
二
相
聞
の
部
に
は
天
武
皇
統
を
尊
重
す
る
意
識
が
あ
る
。
天
武
天
皇
と
五
百
重
娘
の
雪
の
贈
答
歌
を
、
そ
の
御
代
を
言
祝
ぎ
、
以
下
に
続

く
天
武
の
血
脈
を
言
祝
ぐ
た
め
に
、
編
者
が
意
図
的
に
「
明
日
香
清
御
原
宮
御
宇
天
皇
代
」
に
収
録
し
た
と
見
る
こ
と
は
、
十
分
可
能
で
あ
ろ

（注
5）

ぅ
。
巻
一
の
巻
頭
を
飾
る
雄
略
天
皇
御
製
歌
、
巻
二
の
巻
頭
を
飾
る
磐
姫
皇
后
歌
群
、
そ
れ
ら
が
持
つ
巻
頭
性
、
規
範
性
の
よ
う
な
も
の
が
、

当
該
二
首
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
巻
二
相
聞
の
部
に
お
い
て
、
天
武
天
皇
の
生
き
た
時
代
は
、

一
組
の
贈
答
歌
に
よ
っ
て
の
み
、

象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
雪
の
歌
に
よ
っ
て
一
つ
の
時
代
を
象
徴
さ
せ
、
完
結
さ
せ
た
例
と
し
て
は
、
他
で
も
な
い
、
巻
二
十
の
巻
末
、
す
な
わ
ち

「
高
葉
集
』
の
最
終
歌
で
あ
る
、

三
年
春
正
月
一
日
於
一
一
因
幡
園
磨
一
賜
一
一
饗
園
郡
司
等
一
之
宴
歌
一
首

新
し
き
年
の
は
じ
め
の
は
つ
は
る
の
け
ふ
ふ
る
ゆ
き
の
い
や
し
け
よ
ご
と
（
＠
四
五
一
六
）

右
一
首
守
大
伴
宿
祢
家
持
作
之

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
歌
に
は
、
先
述
し
た
「
新
年
の
雪
を
豊
年
の
瑞
兆
と
見
る
」
漢
籍
の
思
想
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
大
漬
異
幸
（
一
九
九

こ
に
よ
る
と
、
こ
の
日
は
十
九
年
に
一
度
巡
り
来
る
「
歳
旦
立
春
」
に
当
た
り
、
格
別
に
め
で
た
い
日
で
あ
る
と
い
う
。
山
崎
健
司
（
二
O

O
五
）
は
こ
れ
を
支
持
し
つ
つ
、
「
そ
の
こ
と
に
加
え
て
因
幡
の
地
か
ら
都
の
新
し
い
天
皇
（
淳
仁
・
筆
者
注
）
の
時
代
へ
の
予
祝
を
行
っ
た

と
い
う
の
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
こ
の
歌
に
込
め
ら
れ
た
詠
作
時
に
お
け
る
意
味
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
ニ
と
述
べ
る
。
更
に
、
編
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纂
の
時
点
か
ら
巻
末
歌
を
見
直
す
と
き
、
「
巻
頭
に
若
き
日
の
先
太
上
天
皇
元
正
と
淳
仁
の
父
・
舎
人
親
王
と
の
聞
で
交
わ
さ
れ
た
君
臣
唱
和

の
歌
が
掲
げ
ら
れ
て
い
て
、
巻
末
歌
に
お
い
て
間
接
的
に
意
識
さ
れ
て
い
る
淳
仁
天
皇
と
の
対
応
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
が
注
意
さ
れ
る
と
い

ぅ
。
そ
し
て
、
氏
は
、

淳
仁
は
仲
麻
呂
と
運
命
を
共
に
し
た
悲
劇
の
天
皇
で
あ
っ
た
が
、
仲
麻
呂
に
つ
い
て
も
巻
第
二
十
で
は
淳
仁
即
位
前
の
様
子
ま
で
し
か
伝

え
て
い
な
い
。
孝
謙
と
淳
仁
・
仲
麻
呂
と
の
対
立
は
そ
の
後
表
面
化
し
両
者
に
決
定
的
な
亀
裂
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
巻
末

に
三
十
一
首
を
増
補
し
な
が
ら
、
そ
の
時
代
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
巻
第
二
十
の
あ
り
方
は
、
元
正
の
在
位
中
や
孝
謙
に
譲
位
し
た
後
を

も
含
め
た
、
よ
り
広
い
意
味
に
お
け
る
聖
武
朝
の
終
駕
と
い
う
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

と
述
べ
、
巻
末
歌
が
「
聖
武
朝
の
皇
親
体
制
が
終
罵
を
迎
え
」
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
見
て
い
る
。
御
代
を
象
徴
し
、
言
祝
ぐ
歌
が
、
こ
こ

で
は
歌
集
に
終
止
符
を
打
つ
役
目
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
武
天
皇
と
五
百
重
娘
の
贈
答
歌
も
、
僅
か
二
首
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
歌

の
持
つ
意
味
、
果
た
し
た
役
割
は
相
当
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

＊ 

以
上
、
本
稿
で
は
雪
を
め
ぐ
っ
て
の
天
武
天
皇
と
藤
原
夫
人
の
相
聞
が
、
巻
二
相
聞
の
部
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
な
の

か
を
考
察
し
て
き
た
。
渡
辺
氏
の
論
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
が
、
氏
と
は
異
な
り
、
巻
二
相
聞
の
部
と
い
う
「
ま
と
ま
り
」
の
中
で
歌
を

捉
え
る
こ
と
で
、
従
来
そ
の
位
置
付
け
が
暖
昧
で
あ
っ
た
こ
首
に
、
配
列
の
必
然
性
や
、
重
要
な
存
在
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
と
思
う
。



注
高
葉
集
の
用
例
を
引
用
す
る
に
あ
た
り
、
『
補
訂
版
寓
葉
集
本
文
篇
』
（
塙
書
房
）
を
底
本
と
し
、
正
訓
字
の
場
合
は
漢
字
で
、
そ
れ
以
外
は
平
仮
名
で
表
記

す
る
形
を
と
っ
た
。
注
記
の
引
用
は
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
（
小
学
館
）
を
参
照
し
て
い
る
。

（1
）
伊
藤
博
「
巻
二
磐
姫
皇
后
歌
の
場
合
」
（
『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立
』
上
、
塙
書
房
、

一
九
七
四
）
は
、
巻
二
相
聞
の
部
が
「
歌
物
語
的
趣
向
の
も
と
に

集
め
ら
れ
、
後
人
に
あ
る
ロ
マ
ン
ス
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
中
西
進
「
感
愛
の
誕
生

l
万
葉
集
巻
二

の
形
成
｜
」
（
「
国
語
国
文
」
第
三
十
五
｜
四
、

一
九
六
六
初
出
、
万
葉
論
集
第
六
巻
『
万
葉
集
形
成
の
研
究

万
葉
の
世
界
」
講
談
社
、

一
九
九
五
）

で
も
、
巻
二
の
配
列
に
編
者
の
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
中
西
氏
は
相
聞
と
挽
歌
を
一
連
の
も
の
と
し
て
捉
え
、
挽
歌

を
含
め
て
は
じ
め
て
物
語
が
完
成
す
る
と
見
て
い
る
点
で
、
伊
藤
氏
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
両
氏
と
も
個
々
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言

及
せ
ず
、
全
体
像
の
把
握
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
、
巻
二
収
録
の
歌
全
て
が
物
語
的
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
そ
う
で
な
い
歌
も
少

な
か
ら
ず
あ
る
。
大
津
皇
子
の
歌
群
な
ど
、
特
に
物
語
性
が
顕
著
な
歌
群
に
関
し
て
は
、
伊
藤
・
中
西
氏
以
外
の
先
行
論
文
の
数
も
多
い
。

（2
）
返
り
点
は
、
新
釈
漢
文
大
系
『
文
選
』
賦
篇
下
（
明
治
書
院
）
を
参
照
し
て
付
し
た
。

（3
）
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
の
が
、
伊
藤
高
雄
「
飛
鳥
の
種
神
｜
天
武
天
皇
と
藤
原
夫
人
の
唱
和
歌
｜
」
（
棲
井
満
先
生
追
悼
記
念
『
古
典
と
民
俗
学
論
集
』

ぉ
、
つ
ふ
う
、

一
九
九
七
）
で
あ
る
が
、
伊
藤
氏
は
一

O
四
番
歌
の
「
我
が
問
」
を
、
夫
人
の
住
む
大
原
か
ら
見
て
更
に
丘
陵
部
で
あ
り
、
南
に
七
五
O

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
、
水
霊
祭
犯
の
伝
承
の
地
、
間
寺
山
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

（4
）
新
田
部
皇
子
献
歌
は
以
下
の
二
首
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

や
す
み
し
し

吾
が
大
王

高
て
ら
す

日
の
皇
子

し
き
い
ま
す

大
殿
の
う
へ
に

ひ
さ
か
た
の

天
伝
ひ
来
る

雪
じ
も
の

ゆ
き
か
よ
ひ

つ
つ

い
や
常
世
ま
で
（
③
二
六
ニ
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反
歌
一
首

矢
釣
山
木
立
も
見
え
ず
落
り
ま
が
ふ
雪
に
騒
け
る
朝
楽
し
も
（
同
・
二
六
二
）

傍
線
部
は
渡
辺
氏
の
訓
み
。
氏
は
「
人
麻
呂
の
長
歌
が
言
語
』
を
う
た
っ
て
こ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
は
、
単
に
眼
前
の
雪
を
即
座
に
取
り
上

げ
た
ば
か
り
で
な
く
、

一
世
代
前
、
新
田
部
皇
子
の
父
天
武
と
母
藤
原
夫
人
の
雪
の
贈
答
歌
を
強
く
想
起
せ
し
め
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
」
「
人
麻

呂
の
う
た
う
矢
釣
山
を
覆
う
豊
か
な
雪
は
、
明
ら
か
に
、
天
武
が
『
我
が
里
に
大
雪
降
れ
り
」
と
う
た
っ
た
歌
に
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
」

と
述
べ
る
。

（5
）
伊
藤
博
『
蔦
葉
集
の
構
造
と
成
立
』
上
、
塙
書
房
、

一
九
七
回
参
照
。
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