
頼
朝
と
慈
円
の
r
い
は
し
水
」
と

Fみ
か

さ
山
」
を
詠
ん
だ
贈
答
歌
に
つ
い
て

　
　

は
じ
め
に

　
建
久
六
年

（
1
I九
k
i
）
に
交
わ
さ
れ
た
頼
朝
と
慈
円
の
贈
答
歌
の

中
に
、
歌
語
（
歌
枕
）
の
「
い
は
し
水
」
と
「
み
か
さ
山
」
と
を
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

詠
ん
だ
贈
答
歌
を
含
む
贈
答
歌
群
が
あ
る
。
（
『
拾
玉
集
』
五
五
〇
三
番

か

ら
五
五
一
1
l
v
a
）

　
　
　
　
さ
て
や
が
て
行
向
ひ
て
心
閑
謁
し
て
翌
日
あ
し
た
に
遣
す
、

　
　
　
　

さ
の
み
あ
れ
よ
り
の
み
あ
れ
ば
、
十
八
日
ご
と
に
三
千
遍
の

　
　
　
　
を
が
み
を
す
る
よ
し
か
た
り
き
、
ゆ
ゆ
し
き
つ
と
め
な
り
、

　
　
　
　
た
ぐ
ひ
な
き
事
な
り

　
　
花
の
し
た
月
の
も
と
に
は
あ
ら
ね
ど
も
君
に
あ
ひ
て
も
た
ち
う
か

　
　

り
し
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
〇
三

　
　
君
が
代
は
た
ぐ
ひ
も
あ
ら
じ
け
ふ
こ
と
に
み
そ
ぢ
つ
と
む
る
末
を

　
　
お

も
ふ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
〇
四

　
　
み

か

さ
山
さ
し
て
た
の
ま
ば
い
は
し
水
き
よ
き
な
が
れ
の
す
ゑ
も

安
　
齋

貢

す
み
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
〇
五

　
　
返

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幕
下

夏
の
池
の
む
す
ぶ
い
つ
み
に
あ
ら
ぬ
身
に
な
に
ゆ
ゑ
人
の
た
ち
う

か

り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
〇
六

す
み
ぞ
め
の
よ
そ
人
ま
で
も
三
六
日
み
そ
ち
の
つ
と
め
た
の
も
し

き
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
〇
七

朝
日
さ
す
み
か
さ
の
山
は
い
は
し
水
今
行
く
す
ゑ
ぞ
は
る
か
な
り

け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
〇
八

い

は
し
水
た
の
み
を
か
く
る
人
は
み
な
ひ
さ
し
く
世
に
は
す
む
と

こ
そ
き
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
〇
九

き
よ
か
り
し
み
な
も
と
な
れ
ば
い
は
し
水
す
ゑ
は
る
ば
る
と
す
み

ぞ

ま
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
一
〇

　
　
後
二
首
返
事
又
申
し
つ
か
は
す

い

は
し
水
よ
そ
も
た
の
も
し
ま
し
て
い
か
に
君
は
久
し
く
す
ま
む

と
す
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
＝
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代
代
ふ
と
も
わ
れ
も
に
ご
ら
じ
い
は
し
水
其
み
な
も
と
を
た
の
む

　
　
身

な
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
一
二

　
ま
ず
、
こ
の
贈
答
歌
群
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
各
々
の
和
歌
の
詠

者

と
並
び
に
贈
歌
と
応
歌
と
の
対
応
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

贈
答
歌
で
あ
る
の
で
、
和
歌
に
同
様
の
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

や

類
似
の
和
歌
表
現
が
み
ら
れ
る
か
と
い
う
点
か
ら
贈
歌
と
応
歌
の
対

応

を
み
て
み
る
と
、
五
五
〇
三
番
歌
（
慈
円
歌
）
と
五
五
〇
六
番
歌

（頼
朝
歌
）
、
五
五
〇
四
番
歌
（
慈
円
歌
）
と
五
五
〇
七
番
歌
（
頼
朝
歌
）
、

五
五
〇
五
番
歌

（慈
円
歌
）
と
五
五
〇
八
番
歌
（
頼
朝
歌
）
、
五
五
〇

九
番
歌
（
頼
朝
歌
）
と
五
五
一
一
番
歌
（
慈
円
歌
）
、
五
五
一
〇
番
歌

（頼
朝
歌
）
と
五
五
一
二
番
歌
（
慈
円
歌
）
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
拙
稿
に
お
い
て
、
五
五
〇
三
番
歌
の
詞
書
に
み
ら
れ
る
「
十
八
日
ご

と
に
三
千
遍
の
を
が
み
」
に
つ
い
て
、
内
容
と
表
現
と
に
対
応
が
み
ら

れ

る
五
五
〇
四
番
歌
と
五
五
〇
七
番
歌
の
贈
答
の
解
釈
か
ら
、
慈
円
が
、

祈
願
の
対
象
を
石
清
水
八
幡
と
し
、
仏
法
王
法
相
依
相
即
観
を
根
底
と

す
る
末
法
を
理
解
し
た
頼
朝
の
「
功
績
」
の
報
告
と
祝
福
を
兼
ね
て
頼

朝
の
行
く
末
の
祈
願
を
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
手
段
に
法
華
経
の
行
法

を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。
本
稿
で
は
、

拙
稿
に
引
き
続
き
こ
の
贈
答
歌
群
の
全
体
を
考
察
す
る
前
の
段
階
と
し

て
、
五
〇
五
番
歌
と
五
五
〇
八
番
歌
の
「
み
か
さ
山
」
と
「
い
は
し
水
」

と
を
共
に
詠
ん
だ
贈
答
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
本
稿
で
採
り
あ
げ
る
五
〇
五
番
歌
と
五
五
〇
八
番
歌
の
贈
答
に
つ
い

て

の

先
行
研
究
で
は
、
慈
円
の
出
自
す
る
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
る
「
三

笠
山
（
春
日
）
」
と
頼
朝
が
厚
く
信
仰
す
る
「
石
清
水
（
八
幡
）
」
と
を

共
に

詠
み

込
ん

で
い

る
こ
と
か
ら
、
二
人
の
藤
原
氏
（
九
条
家
）
と
源

氏
と
い
う
氏
同
士
の
関
係
を
見
据
え
て
い
る
の
だ
が
、
二
人
の
関
係
の

親
密

さ
に
つ
い
て
の
見
解
が
相
違
し
て
い
る
。
以
下
、
主
要
な
見
解
を

あ
げ
る
と
、

久
保
田
淳
氏

　
　
慈
円
の
「
み
か
さ
山
」
の
歌
意
は
必
ず
し
も
明
瞭
と
は
言
い
難
い

　
　

が
、
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
る
春
日
明
神
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
て
清
和
源
氏
で
あ
る
頼
朝
の
子
孫
の
繁
栄
を
祈
る
よ
う
に
勧
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

上
宇
都
ゆ
り
ほ
氏

　
　
積
極
的
に
頼
朝
に
九
条
家
へ
の
協
力
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
、
そ

　
　

し
て
何
よ
り
も
清
和
源
氏
を
寿
ぎ
、
源
家
を
為
政
者
と
し
て
藤
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

　
　
氏
と
同
等
に
考
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

清
水
眞
澄
氏

　
　

こ
の
一
連
の
贈
答
歌
は
、
藤
原
摂
関
家
と
清
和
源
氏
の
連
携
を
言

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
う
　

　
　
祝
い
で
結
ば
れ
る
。

『
和
歌
文
学
大
系
・
拾
玉
集
』
（
以
下
『
体
系
』
）

　
　
石
清
水
に
加
え
春
日
の
信
仰
を
勧
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
頼
朝
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
摂
関
家
と
の
協
調
を
訴
え
る
か
。

と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
先
行
研
究
に
お
け
る
二
人
の
関
係
の
親
密

さ
を
段
階
順
に
み
て
い
く
と
、
久
保
田
氏
が
慈
円
が
自
身
の
出
自
で
あ

る
藤
原
氏
（
九
条
家
）
の
氏
神
で
あ
る
春
日
明
神
へ
信
仰
を
源
氏
の
子
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孫
繁
栄
の
た
め
に
頼
朝
に
勧
め
た
段
階
、
『
体
系
』
が
春
日
の
信
仰
を

勧
め
る
こ
と
の
根
底
に
は
頼
朝
に
摂
関
家
で
あ
る
九
条
家
と
の
協
調
の

申
し
出
の
意
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
段
階
、
上
宇
都
氏
が
源

氏

を
藤
原
氏
と
同
等
と
認
識
し
た
上
で
協
調
を
積
極
的
に
要
請
し
た
段

階
、
清
水
氏
が
既
に
源
氏
と
藤
原
氏
が
連
携
し
、
そ
の
連
携
を
言
祝
い

で
い

る
段
階
と
な
る
。
以
上
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
五
五
〇

五
番
歌

と
五
五
〇
八
番
歌
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
　
二
、
五
五
〇
五
番
歌
と
五
五
〇
八
番
歌
の
贈
答
の
考
察

　
　
　
ア
　

　
拙
稿
に

お

い

て

五
五
〇
五
番
歌
の
上
の
句
の
「
み
か
さ
山
さ
し
て
た

の

ま
ば
」
と
五
五
〇
四
番
歌
の
下
の
句
の
F
み
そ
ぢ
つ
と
む
る
」
と
は

別
の

行
為
で

あ
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
五
五
〇
四
番
歌
の
「
末
を
お

も
ふ
に
」
と
い
う
目
的
の
た
め
の
「
み
そ
ぢ
つ
と
む
る
」
と
い
う
行
為

を
行
う
の
が
慈
円
で
、
五
五
〇
五
番
歌
の
「
す
ゑ
も
す
み
な
ん
」
と
い

う
目
的
の
た
め
の
「
み
か
さ
山
さ
し
て
た
の
ま
ば
」
と
い
う
仮
定
条
件

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
頼
朝
で
あ
る
の
で
、
行
為
の
主
体
が

違

う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
行
わ
れ
る
行
為
も
別
の
も
の
で
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
五
五
〇
五
番
歌
の

Fみ
か

さ
山
さ
し
て
た
の
ま
ば
」
は
、
五
五
〇
四
番
歌
の
「
み
そ
ぢ
つ

と
む
る
」
と
は
別
の
、
行
く
末
を
願
う
と
い
う
目
的
の
新
た
な
仮
定
条

件
と
し
て
五
五
〇
五
番
歌
で
提
示
さ
れ
た
も
の
と
な
る
と
考
察
し
た
。

以
下
、
そ
の
確
認
も
兼
ね
て
考
察
し
て
い
く
o

　
歌
語

（歌
枕
）
に
お
い
て
コ
ニ
笠
山
」
は
藤
原
氏
が
氏
神
と
す
る
春

日
明
神
の
意
で
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
五
五
〇
五
番
歌
の
「
み

か

さ
山
」
も
既
に
先
行
研
究
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
春
日
明
神

の

意

で
、
ま
た
「
い
は
し
水
」
も
言
う
ま
で
も
な
く
石
清
水
八
幡
の
意

で
詠

ま
れ
て
い
る
の
で
、
五
五
〇
五
番
歌
は
一
首
の
中
に
春
日
明
神
と

石
清
水
八
幡
の
二
神
を
共
に
詠
み
込
ん
だ
も
の
と
な
る
。
管
見
に
よ
れ

ば
、
歌
語
で
「
み
か
さ
山
」
と
「
い
は
し
水
」
を
一
首
に
共
に
詠
ん
だ

も
の
は
、
こ
の
五
五
〇
五
番
歌
と
五
五
〇
八
番
歌
の
贈
答
以
前
に
み
ら

れ

な
い
の
で
、
特
別
な
詠
み
方
の
贈
答
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
慈
円
が
頼
朝
に
贈
っ
た
五
五
〇
五
番
歌
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

　
　
み

か

さ
山
さ
し
て
た
の
ま
ば
い
は
し
水
き
よ
き
な
が
れ
の
す
ゑ
も

　
　

す
み
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
〇
五

k
B
句
A
J
I
　
l
句
の
　
F
み
か
さ
山
さ
し
て
た
の
ま
ば
」
と
い
う
表
現
を
「
み

か

さ
山
」
と
「
さ
す
」
と
「
た
の
む
」
と
「
ば
」
と
い
う
語
句
の
も
つ

意

と
関
係
性
か
ら
み
て
い
く
。
「
み
か
さ
山
」
と
「
さ
す
」
と
「
た
の

む
」
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
、
①
『
六
条
斎
院
歌
合
永
承
五
年
二
月
』

七
番
歌
、

　
　
み

か

さ
や
ま
さ
し
て
ぞ
た
の
む
今
日
ま
つ
る
か
す
が
の
か
み
を
あ

　
　

め
の
し
た
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

が

あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
慈
円
の
和
歌
に
も
②
『
拾
玉
集
』
四
九
九
七

番
歌
、

　
　
み

か

さ
山
さ
し
て
ぞ
た
の
む
あ
め
の
し
た
に
す
む
て
ふ
人
を
か
ぞ

　
　
へ
て
も
み
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
九
七
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が

あ
る
。
②
は
「
み
か
さ
山
さ
し
て
ぞ
た
の
む
」
の
他
に
「
あ
あ
の
し

た
」
と
い
う
共
通
の
語
句
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
①
を
先
行
歌
と
し
て

い

る
と
思
わ
れ
る
。
①
と
②
と
も
「
み
か
さ
山
」
に
対
し
て
r
さ
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

が

rみ
か

さ
山
を
特
に
指
定
し
て
」
の
意
で
、
ま
た
「
さ
し
て
」
が

F笠
」
を
「
さ
す
」
と
い
う
「
笠
」
の
縁
語
と
し
て
、
　
r
た
の
む
」
が
四

段
動
詞
な
の
で
「
頼
り
に
す
る
」
ま
た
は
「
信
仰
す
る
」
の
意
で
詠
ま

れ

て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
直
訳
す
れ
ば
、
雨
を
し
の
ぐ
笠
の
よ
う
に

災
厄
か

ら
世
を
守
る
春
日
明
神
に
頼
む
（
信
仰
す
る
）
と
な
る
。
ま
た
、

重
要

な
点
と
し
て
、
　
r
た
の
む
」
と
r
ば
」
の
関
係
が
、
接
続
助
詞
の

r
ば
」
に
四
段
動
詞
の
「
た
の
む
」
の
未
然
形
が
接
続
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
春
日
明
神
に
頼
む
（
信
仰
す
る
）
と
い
う
行
為
を
仮
定

条
件
と
し
て
「
春
日
明
神
に
頼
み
を
か
け
れ
ば
」
の
意
で
詠
ん
で
い
る

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
次

に
、
「
い
は
し
水
き
よ
き
な
が
れ
」
と
「
す
ゑ
も
す
み
な
ん
」
と

い

う
表
現
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
「
い
は
し
水
き
よ
き
な
が
れ
」
と

詠
ん
だ
先
行
歌
と
し
て
③
『
千
載
和
歌
集
』
一
1
1
八
O
番
歌
、

　
　
　
　
石
清
水
の
社
の
歌
合
と
て
、
人
人
よ
み
侍
り
け
る
時
、
社
頭

　
　
　
　
月
と
い
へ
る
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
能
蓮
法
師

　
　
い

は
し
水
き
よ
き
な
が
れ
の
た
え
せ
ね
ば
や
ど
る
月
さ
へ
く
ま
な

　
　
か

り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
〇

と
、
④
『
太
皇
太
后
宮
小
侍
従
集
』
一
六
九
番
歌

　
　
　
　

お
も
ひ
を
の
ぶ

　
　
石
清
水

き
よ
き
な
が
れ
の
す
ゑ
ず
ゑ
に
我
の
み
に
ご
す
名
を
す
す

　
　
が
ば
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九

の

二
首
が

あ
げ
ら
れ
る
。
石
清
水
の
「
き
よ
き
な
が
れ
」
つ
い
て
、
③

で
は

「
や

ど
る
月
さ
へ
く
ま
な
か
り
け
る
」
と
、
曇
り
な
き
月
と
い
う

石
清
水
八
幡
の
清
浄
性
、
そ
の
条
件
と
し
て
「
た
え
せ
ね
ば
」
と
石
清

水
八
幡
の
永
遠
性
を
、
④
で
は
「
に
ご
す
名
」
を
「
き
よ
き
な
が
れ
」

で

「
す
す
が
ば
や
」
と
、
自
分
の
浮
き
名
と
対
比
し
て
石
清
水
八
幡
の

清
浄
性
を
詠
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
四
句
の
「
き
よ
き
な
が
れ
」
は
、

石
清
水
八
幡
の
清
浄
性
及
び
永
遠
性
を
表
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、

そ

れ
に

関
連
し
て
、
五
句
の
「
す
ゑ
も
す
み
な
ん
」
も
石
清
水
の
縁
語

と
し
て
「
澄
む
」
を
詠
み
、
「
澄
む
」
に
「
住
む
」
を
掛
け
、
末
永
く

存
在

し
て
い
く
と
い
う
意
で
石
清
水
八
幡
の
永
遠
性
を
詠
ん
で
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
慈
円
の
五
五
〇
五
番
歌
を
み
る
と
、
「
み
か
さ

山
」
と
「
い
は
し
み
ず
」
を
共
に
詠
ん
で
い
る
が
、
「
み
か
さ
山
」
を

仮
定
条
件
の
提
示
と
し
て
詠
じ
て
い
る
の
で
、
主
と
し
て
は
「
い
は
し

み

ず
」
を
詠
ん
だ
も
の
と
な
り
、
歌
意
と
し
て
は
、
石
清
水
の
よ
り
一

層
の
清
浄
性
及
び
永
遠
性
に
は
、
春
日
明
神
に
頼
み
を
か
け
れ
ば
と
い

う
仮
定
条
件
が
必
要
で
あ
る
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
次
に
、
頼
朝
の
応
歌
で
あ
る
五
五
〇
八
番
歌
を
み
て
い
く
。

　
　
朝

日
さ
す
み
か
さ
の
山
は
い
は
し
水
今
行
く
す
ゑ
ぞ
は
る
か
な
り

　
　

け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
〇
八

こ
の
五
五
〇
八
番
歌
は
、
五
五
〇
五
番
歌
と
同
様
に
「
み
か
さ
山
」
と

rい
わ
し
水
」
と
を
共
に
詠
ん
で
い
る
の
だ
が
、
上
の
句
の
括
り
で
み
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て
み

る
と
、
「
み
か
さ
山
」
と
「
い
は
し
水
」
と
が
並
列
の
関
係
に
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
「
み
か
さ
の
山
は
い
わ
し
水
と
同
様
に
」
と
い
う

意
で
詠
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
二
句
の
「
み
か
さ
の
山
は
」

と
い
う
表
現
を
み
る
と
「
み
か
さ
山
」
に
強
調
の
係
助
詞
F
は
」
が
付

い

て
い

る
の
で
、
「
み
か
さ
山
」
が
主
と
し
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
初
句
と
二
句
の
「
朝
日
さ
す
み
か
さ
の
山
」
に
つ
い
て
み
て

い

v
o
こ
こ
で
は
和
歌
に
お
い
て
「
三
笠
山
」
に
「
朝
日
」
が
F
さ
す
」

N
い

う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ

い

て
み

て
み

た
い
。
こ
の
贈
答
以
前
に
「
三
笠
山
」
と
「
さ
す
」
と

r朝
日
」
の
語
句
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
と
し
て
⑤
『
金
葉
和
歌
集
』
巻

第
五
、
「
賀
」
、
三
二
五
番
歌
（
三
四
六
）
、

　
　
　

（宇
治
前
太
政
大
臣
家
歌
合
に
祝
の
心
を
）
※
三
二
四
の
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
卿
匡
房

　
　
き
み
が
代
は
か
ぎ
り
も
あ
ら
じ
み
か
さ
や
ま
み
ね
に
あ
さ
ひ
の
さ

　
　

さ
む
か
ぎ
り
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
五

と
、
⑥
『
山
家
集
』
「
祝
」
（
二
七
〇
題
）

　
　
ひ

か

り
さ
す
三
笠
の
山
の
朝
日
こ
そ
げ
に
よ
う
つ
世
の
た
め
し
な

　
　

り
け
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
七
八

が

あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
二
首
に
お
い
て
コ
ニ
笠
山
」
に
「
朝
日
」
が

F
さ
す
」
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
で
詠
ま
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
み
る

と
、
⑤
で
は
限
り
な
い
長
寿
の
条
件
と
し
て
、
⑥
で
は
限
り
な
く
何
代

も
続
く
永
い
世
の
証
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
⑤
が
実

現

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
永
遠
生
、
⑥
が
実
現
さ
れ
た
永
遠
性
を
詠

み
、
そ
し
て
そ
の
永
遠
性
を
実
現
さ
せ
る
も
の
が
「
三
笠
山
」
に
「
朝

日
」
が
F
さ
す
」
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
永
遠
性
を
実

現

さ
せ
る
「
三
笠
山
」
に
「
朝
日
」
が
r
さ
す
」
こ
と
と
は
何
か
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

え
ば
、
春
日
明
神
の
持
つ
力
で
、
い
わ
ゆ
る
春
日
明
神
の
神
威
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
参
考
と
し
て
慈
円
に
も
、
こ
の
贈
答
よ
り
後
の
も
と

な
る
が
、
「
三
笠
山
」
・
「
朝
日
」
・
「
さ
す
」
を
詠
ん
だ
⑦
『
拾
玉
集
』

二
八
四

二
番
歌
、

　
　
み

か

さ
や
ま
さ
し
て
朝
日
の
て
ら
す
か
な
末
く
も
る
な
よ
春
の
宮

　
　
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
四
二

が

あ
る
。
こ
の
⑦
も
春
宮
（
懐
成
親
王
）
の
将
来
の
永
遠
性
を
⑤
と
⑥

と
同
様
に
春
日
明
神
の
神
威
に
祈
念
す
る
と
い
う
意
で
詠
ま
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
み
る
と
五
五
〇
五
番
歌
の
初

句
、
二
句
の
「
朝
日
さ
す
み
か
さ
の
山
」
は
神
威
に
満
ち
た
春
日
明
神

の

意
で
詠
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　
次
に
下
の
句
の
F
今
行
く
す
ゑ
ぞ
は
る
か
な
り
け
る
」
に
つ
い
て
み

b
J
い
く
O
　
F
今
行
く
す
ゑ
ぞ
は
る
か
な
り
け
る
」
は
、
「
今
行
く
す
ゑ
」

が
現
在
と
将
来
の
意
で
、
「
は
る
か
な
り
」
が
時
間
的
に
永
い
の
意
で

詠

ま
れ
て
い
て
、
直
訳
す
る
と
、
今
も
行
く
末
も
永
く
繁
栄
す
る
と
な

る
。
そ
こ
で
永
い
繁
栄
の
対
象
と
な
る
も
の
を
考
え
る
と
、
上
の
句
に

お

い

て

「
み

か

さ
山
」
と
「
い
は
し
水
」
と
が
並
列
の
関
係
に
あ
る
こ

と
を
ふ
ま
え
れ
ば
「
み
か
さ
山
」
と
「
い
は
し
水
」
と
な
る
。
だ
と
す

れ

ば
、
永
く
繁
栄
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
五
五
〇
五
番
歌
は
「
み
か
さ
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山
」
と
「
い
は
し
水
」
の
二
神
の
永
遠
性
を
詠
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る

だ

ろ
う
。
だ
だ
、
「
み
か
さ
山
」
と
「
い
は
し
水
」
が
並
列
の
関
係
に

あ
る
の
で
、
五
五
〇
五
番
歌
の
よ
う
な
二
神
の
協
調
を
必
要
と
す
る
永

遠
性
で
は

な
く
、
春
日
明
神
と
石
清
水
八
幡
の
各
々
神
威
に
よ
る
永
遠

性
を
詠
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
五
五
〇
八
番
歌
み
て
み
る
と
、
「
み
か
さ
山
」

と
「
い
は
し
み
ず
」
を
共
に
詠
ん
で
い
る
が
、
「
み
か
さ
山
」
と
「
い

は
し
水
」
を
並
列
の
関
係
で
あ
げ
な
が
ら
も
「
み
か
さ
山
」
を
強
調
し

て
い

る
の
で
、
主
と
し
て
は
「
み
か
さ
山
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
歌
意

と
し
て
は
、
神
威
あ
る
春
日
明
神
が
石
清
水
八
幡
と
同
様
に
末
永
く
繁

栄
す
る
と
い
う
両
神
の
永
遠
性
に
つ
い
て
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

　
以
上
、
五
五
〇
五
番
歌
と
五
五
〇
八
番
歌
の
贈
答
の
考
察
を
し
た
が
、

こ
の
贈
答
の
内
容
と
し
て
は
、
慈
円
が
春
日
明
神
に
頼
み
を
か
け
れ
ば

と
い
う
仮
定
条
件
を
付
け
た
上
で
の
石
清
水
八
幡
の
清
浄
性
及
び
永
遠

性
を
詠
み
、
頼
朝
が
春
日
明
神
と
石
清
水
八
幡
の
各
々
神
威
に
よ
る
両

神
の
永
遠
性
を
詠
ん
だ
贈
答
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
「
み
か
さ
山
」
と
「
い
は
し
水
」
の
贈
答
歌
に
つ
い
て

　
五
五
〇
五
番
歌
と
五
五
〇
八
番
歌
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
贈
答

歌
群
の
五
五
〇
五
番
歌
と
五
五
〇
八
番
歌
の
贈
答
と
頼
朝
歌
で
あ
る
五

五
〇
九
番
歌
と
五
五
一
〇
番
歌
の
一
連
の
経
過
を
み
る
と
、
慈
円
が
五

五
o
五
番
歌
で
「
み
か
さ
山
」
と
「
い
は
し
水
」
を
共
に
詠
ん
で
「
い

は

し
水
」
詠
を
贈
り
、
頼
朝
が
五
五
〇
八
番
歌
で
「
み
か
さ
や
ま
」
と

F
い

は
し
み
ず
」
を
共
に
詠
ん
で
「
み
か
さ
山
」
詠
を
返
し
た
上
で
、

新
た
に
五
五
〇
九
番
歌
と
五
五
一
〇
番
歌
で
「
い
は
し
み
ず
」
を
単
独

で
詠
ん
で
贈
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
い

は
し
水
た
の
み
を
か
く
る
人
は
み
な
ひ
さ
し
く
世
に
は
す
む
と

　
　

こ
そ
き
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
〇
九

　
　

き
よ
か
り
し
み
な
も
と
な
れ
ば
い
は
し
水
す
ゑ
は
る
ば
る
と
す
み

　
　
ぞ

ま
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
一
〇

こ
の
頼
朝
の
五
五
〇
九
番
歌
と
五
五
一
〇
番
歌
の
石
清
水
詠
は
、
石
清

水
八
幡
の
単
独
に
よ
る
清
浄
性
と
永
遠
性
を
改
め
て
詠
ん
だ
も
の
と
な

る
。
久
保
田
氏
は
、
こ
の
二
首
に
つ
い
て
「
八
幡
神
へ
の
深
い
信
仰
心

を
披
渥
し
、
自
分
同
様
八
幡
神
を
信
仰
す
る
者
に
は
神
の
加
護
が
あ
る

こ
と
を
述
べ
、
清
和
源
氏
の
家
も
皇
室
の
祖
廟
で
あ
る
石
清
水
の
神
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

に

よ
っ
て
繁
栄
し
た
の
で
あ
る
と
揚
言
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、

F
こ
こ
に
八
幡
神
に
対
す
る
両
人
の
意
見
の
違
い
が
露
呈
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
て
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
久
保
田
氏
の
指
摘
す
る
「
八

幡
神
に
対
す
る
両
人
の
意
見
の
違
い
」
と
は
、
五
五
〇
五
番
歌
に
み
ら

れ
た

慈
円
の
石
清
水
八
幡
の
神
威
と
し
て
の
清
浄
性
と
永
遠
性
に
は
春

日
明
神
の
神
威
を
必
要
と
す
る
考
え
方
に
対
し
て
、
五
五
〇
八
番
歌
に

み

ら
れ
た
頼
朝
の
石
清
水
八
幡
の
清
浄
性
と
永
遠
性
が
単
独
に
よ
る
神

威
で

あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ

れ

で

は
な
ぜ
、
慈
円
は
「
す
ゑ
も
す
み
な
ん
」
と
い
う
目
的
の
た

め

の

Fみ
か

さ
山
さ
し
て
た
の
ま
ば
」
と
い
う
仮
定
条
件
を
付
け
た
石
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清
水
詠

を
頼
朝
に
贈
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
慈
円
に
は
五
五
〇
五
番
歌

と
同
様
に
春
日
明
神
と
石
清
水
八
幡
を
一
首
の
中
に
詠
ん
だ
和
歌
が
み

ら
れ
る
。

⑧

『
拾
玉
集
』

　
　
　

（貞
応
二
年
五
月
十
八
日
法
皇
か
く
れ
た
ま
ひ
て
、
さ
み
だ
れ

　
　
　
　
た
り
け
る
あ
し
た
、
前
相
国
公
経
公
の
も
と
へ
遣
し
た
れ
ば
、

　
　
　
　
か

へ

し
か
く
な
ん
）
※
五
六
〇
一
の
詞
書

　
　
春
の
日
を
や
ど
す
ひ
か
り
か
い
は
し
水
す
む
べ
き
み
よ
を
猶
た
の

　
　
む

か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
一
五

　
　
春
の
日
の
光
に
す
ま
む
い
は
し
水
な
が
ら
へ
て
こ
そ
世
を
ば
た
の

　
　

ま
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
一
六

⑨

『
拾
玉
集
』
五
七
八
四
番
歌

　
　
を

と
こ
山
に
か
よ
ふ
契
は
か
す
が
野
や
き
け
ば
身
に
し
む
さ
を
し

　
　
か

の

声

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
七
八
四

こ
の
三
首
に
お
け
る
春
日
明
神
と
石
清
水
八
幡
と
の
関
係
を
み
て
み
る

と
、
⑧
は
西
園
寺
（
藤
原
）
公
経
と
の
贈
答
で
（
五
六
一
五
番
歌
が
慈

円
の
詠
、
五
六
一
六
番
歌
が
公
経
の
詠
）
、
共
に
「
春
の
日
」
を
春
日

明
神
の
意
で
詠
ん
で
い
て
、
二
神
の
関
係
に
つ
い
て
、
五
六
一
五
番
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
春

日
明
神
と
石
清
水
八
幡
の
「
両
神
の
協
調
」
を
詠
み
、
五
六
一
六

番
歌
が
春

日
明
神
の
神
威
に
よ
り
石
清
水
八
幡
が
澄
ん
で
（
住
む
を
掛

け
る
）
い
る
と
詠
ん
で
い
る
。
次
に
⑨
は
「
を
と
こ
山
」
が
石
清
水
八

幡
の
意
、
「
か
す
が
野
」
が
春
日
明
神
の
意
で
、
石
清
水
八
幡
と
春
日

明
神
の
二
神
に
よ
る
「
か
よ
ふ
契
」
と
い
う
約
諾
を
交
わ
し
た
関
係
が

詠

ま
れ
て
い
る
。
⑧
と
⑨
に
み
ら
れ
る
春
日
明
神
と
石
清
水
八
幡
と
の

関
係
性
は
、
五
五
〇
五
番
歌
と
同
じ
認
識
に
よ
っ
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
慈
円
の
和
歌
に
み
ら
れ
る
石
清
水
八
幡
と
春

日
明
神
の
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
⑩
『
愚
管

抄
』
巻
七
の
記
載
を
み
て
み
た
い
。

　
　

ト
ホ
ク
ハ
伊
勢
大
神
宮
ト
鹿
島
ノ
大
明
神
ト
、
チ
カ
ク
ハ
八
幡
大

　
　
菩
薩

ト
春
日
ノ
大
明
神
ト
、
昔
今
ヒ
シ
ト
議
定
シ
テ
世
ヲ
バ
モ
タ

　
　
セ

給
フ
ナ
リ
。
今
文
武
兼
行
シ
テ
君
ノ
御
ウ
シ
ロ
ミ
ア
ル
ベ
シ
ト
、

　
　
コ
ノ
末
代
、
ト
ウ
ッ
リ
カ
ウ
ウ
ツ
リ
シ
モ
テ
マ
カ
リ
テ
、
カ
ク
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
ダ
メ
ラ
レ
ヌ
ル
事
ハ
ア
ラ
ハ
ナ
ル
コ
ト
ゾ
カ
シ
。

こ
の
⑩
で
は
、
慈
円
が
生
き
る
「
チ
カ
ク
ハ
」
及
び
「
今
」
及
び
「
コ

ノ
末
代
」
と
い
う
時
代
に
お
い
て
「
八
幡
大
菩
薩
」
と
「
春
日
ノ
大
明

神
」
と
が
「
ヒ
シ
ト
議
定
」
を
し
て
世
の
中
の
こ
と
を
決
め
て
い
る
と

い

う
関
係
が
記
さ
れ
て
い
て
、
「
文
武
兼
行
シ
テ
君
ノ
御
ウ
シ
ロ
ミ
」

と
し
て
摂
関
家
か
ら
将
軍
が
輩
出
さ
れ
る
こ
と
も
こ
の
二
神
が
決
め
た

こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
『
愚
管
抄
』
の
八
幡
神
と
春
日
明
神
と
関
係

に

つ
い

て

の

慈

円
の
考
え
方
の
根
底
に
は
、
「
ト
ホ
ク
ハ
伊
勢
大
神
宮

ト
鹿
島
ノ
大
明
神
ト
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
神
宮
と
鹿
島
の
約
諾
と
い

う
意
識
が
あ
る
。
大
神
宮
と
鹿
島
の
約
諾
は
、
皇
祖
神
で
あ
る
伊
勢
大

神
宮

と
春
日
明
神
と
の
約
諾
の
こ
と
で
、
『
愚
管
抄
』
の
中
で
度
々
記

さ
れ
て
い
る
。

⑪

『
愚
管
抄
』
巻
三

　
　
サ

テ
コ
ノ
・
チ
、
臣
家
ノ
イ
デ
キ
テ
世
ヲ
オ
サ
ム
ベ
キ
時
代
ニ
ゾ
、
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ヨ

ク
ナ
リ
イ
ル
時
マ
デ
マ
タ
天
照
大
神
ア
マ
ノ
コ
ヤ
ネ
ノ
春
日
ノ

　
　
大
明
神
二
同
侍
殿
内
能
為
防
護
ト
御
一
諾
ヲ
ハ
リ
ニ
シ
カ
バ
、
臣

　
　
家
ニ
テ
王
ヲ
タ
ス
ケ
タ
テ
マ
ツ
ラ
ル
ベ
キ
期
イ
タ
リ
テ
。

⑫

『
愚
管
抄
』
巻
七

　
　
太
神
宮
・
八
幡
大
菩
薩
ノ
御
ヲ
シ
ヘ
ノ
ヤ
ウ
ハ
、
「
御
ウ
シ
ロ
ミ

　
　

ノ
臣
下
ト
ス
コ
シ
モ
心
ヲ
オ
カ
ズ
ヲ
ハ
シ
マ
セ
」
ト
テ
、
魚
水
合

　
　
禮
ノ
禮
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
サ
ダ
メ
ラ
レ
タ
ル
也
。
コ
レ
計
ニ
テ
天
下

　
　

ノ
ヲ
サ
マ
リ
ミ
ダ
ル
s
事
ハ
侍
ナ
リ
。
ア
マ
ノ
コ
ヤ
ネ
ノ
ミ
コ
ト

　
　
ニ
、
ア
マ
テ
ル
ヲ
オ
ン
神
ノ
、
「
ト
ノ
・
ウ
チ
ニ
サ
ブ
ラ
イ
テ
ヨ

　
　

ク
フ
セ
ギ
マ
モ
レ
」
ト
御
一
諾
ヲ
ハ
ル
カ
ニ
シ
、
ス
エ
ノ
タ
ガ
ウ

　
　
ベ
キ
ヤ
ウ
ノ
露
バ
カ
リ
モ
ナ
キ
道
理
を
エ
テ
、
藤
氏
ノ
三
功
ト
イ

　
　
フ

事
イ
デ
キ
ヌ
。

『
愚
管
抄
』
に
お
い
て
大
神
宮
と
鹿
島
の
約
諾
つ
い
て
明
確
に
述
べ
ら

れ

て
い

る
主
な
も
の
を
あ
げ
て
み
た
が
、
⑪
を
み
る
と
「
天
照
大
神
ア

マ

ノ
コ
ヤ
ネ
ノ
春
日
大
明
神
」
と
あ
り
、
こ
の
二
神
が
「
同
侍
殿
内
能

為
防
護
」
と
い
う
内
容
の
約
諾
を
交
わ
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
天
照

大
神

と
天
児
屋
根
命
と
は
、
皇
祖
神
で
あ
る
伊
勢
大
神
宮
と
藤
原
氏
の

氏
神
で
あ
る
春
日
明
神
の
こ
と
で
、
こ
の
二
神
の
約
諾
の
内
容
が
伊
勢

大
神
宮
を
春
日
明
神
が
常
に
守
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
言
い
換
え
れ

ば
、
天
皇
を
藤
原
氏
（
九
条
家
）
が
補
佐
し
、
世
の
政
を
行
う
こ
と
を

記

し
て
い
る
。
⑩
に
み
ら
れ
た
「
鹿
島
」
は
、
鹿
島
と
春
日
の
祭
神
が

同
じ
天
児
屋
根
命
な
の
で
、
結
局
、
春
日
明
神
と
同
じ
意
と
し
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
⑫
を
み
る
と
「
太
神
宮
・
八
幡
大
菩
薩
ノ
御
ヲ

シ

ヘ

ノ
ヤ
ウ
ハ
」
と
伊
勢
大
神
宮
の
他
に
も
う
1
つ
の
皇
祖
神
と
し
て

八
幡
神

を
並
べ
て
、
こ
の
二
神
が
天
皇
と
臣
下
（
藤
原
氏
）
が
「
魚
水

合
艘
」
で
あ
る
こ
と
を
定
め
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
愚
管
抄
』
に

み

ら
れ
る
慈
円
の
意
識
に
は
、
こ
の
三
神
に
よ
り
国
の
王
法
（
政
治
）

が

決
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
根
底
に
あ
る
。
こ
の
慈
円
の
意
識

は
、
国
に
お
け
る
王
法
の
在
り
方
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
っ
た
と
思
わ

　
　
　
　

れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
⑩
で
み
ら
れ
た
「
コ
ノ
末
代
」
と
は
、
慈
円
に
と
っ
て

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
末
代
に
つ
い
て
⑬
『
門
葉

記
』
勤
行
二
「
天
台
勧
學
講
縁
起
」
で
は
、

　
　
去
建
久
四

五
年
之
比
。
中
心
思
惟
云
。
末
代
佛
法
修
學
道
凌
遅
誠

　
　
可
然
。
愚
癖
闇
鈍
之
人
次
第
受
生
之
故
也
。
不
儲
教
門
方
便
之
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
者
。
孚
扶
末
法
衰
微
之
法
哉
。
然
重
生
輕
法
者
末
代
也
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
⑬
は
建
久
四
・
五
年
の
頃
の
慈
円
の
考
え
る
末
代

に

つ
い

て
の

認
識
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
末
代
佛
法
修
學
道
凌

遅
誠
可
然
」
と
あ
る
よ
う
に
仏
教
の
修
学
が
次
第
に
衰
え
る
こ
と
、
ま

た

「
重
生
輕
法
者
」
と
あ
る
よ
う
に
「
経
」
　
（
仏
法
）
を
軽
ん
じ
る
状

況
が

記

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
状
況
で
「
宇
扶
末
法
衰
微

之
法
哉
」
と
末
法
に
お
い
て
必
ず
起
き
る
仏
法
の
衰
退
を
留
め
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

が
出
来
な
い
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
慈
円
の
末
法
観
は
、
拙
稿
で
も
述

べ
た

が
、
正
像
末
三
時
説
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
仏
法
王
法
相
依
相
即
観

に

よ
る
も
の
で
、
三
時
説
に
説
く
よ
う
な
仏
教
の
衰
退
や
滅
尽
だ
け
で

は

済

ま
さ
れ
ず
、
仏
法
が
滅
尽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
王
法
も
滅
尽
す
る
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め
　

こ
と
と
な
り
、
つ
い
に
は
天
下
・
国
家
も
滅
亡
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
⑭
『
愚
管
抄
」
巻
七
で
は
、

　
　
マ
コ
ト
ニ
ハ
末
代
悪
世
、
武
士
ガ
世
ニ
ナ
リ
ハ
テ
、
末
法
ニ
モ
イ

　
　

リ
ニ
タ
レ
バ
、
タ
’
7
塵
バ
カ
リ
コ
ノ
道
理
ド
モ
ヲ
君
モ
思
ヲ
ボ
シ

　
　
メ
シ
イ
デ
s
、
コ
ハ
イ
カ
ニ
ト
オ
ド
ロ
キ
サ
メ
サ
セ
給
テ
、
サ
ノ

　
　
ミ
ハ
イ
カ
ニ
コ
ノ
邪
魔
悪
霊
ノ
手
ニ
モ
イ
ル
ベ
キ
ト
ヲ
ボ
シ
メ
シ
、

　
　
近
臣
ノ
男
女
モ
イ
サ
s
力
驚
ケ
カ
シ
ト
ノ
ミ
コ
ソ
念
願
セ
ラ
レ
侍

　
　
レ
o

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
⑭
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
末
代
は
、
「
武
士

ガ

世
」
に
な
っ
た
こ
と
と
「
末
法
」
の
時
代
に
入
っ
た
こ
と
の
二
つ
を

あ
げ
て
悪
世
で
あ
る
と
す
る
。
慈
円
い
う
末
代
悪
世
と
は
、
本
来
、
天

皇

を
中
心
と
し
藤
原
氏
が
天
皇
を
補
佐
す
る
こ
と
に
よ
り
保
た
れ
て
き

た

王
法
が
武
士
の

世

と
な
り
滅
尽
の
危
機
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
末
法
の

時
代
に
入
っ
た
こ
と
で
仏
法
の
滅
尽
に
よ
り
相
依
相
即
の
関
係
に
あ
る

王
法
も
滅
尽
す
る
危
機
に
あ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
末
代

と
末
法
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
結
局
、
「
武
士
ガ
世
」
と
「
末

法
」
の
行
き
着
く
先
が
王
法
の
滅
尽
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な
末
代
悪
世
の
危
機
の
中
で
現
れ
た
の
が
頼
朝
で
、
慈
円
は
頼
朝

を
⑬
に
あ
げ
た
「
天
台
勧
學
講
縁
起
」
の
中
で
、
「
干
時
有
右
大
將
軍

源
朝
臣
頼
朝
之
者
。
威
勢
満
一
天
o
守
王
法
崇
佛
法
。
」
と
、
「
王
法
」

を
守
り
「
仏
法
」
を
崇
め
る
人
物
で
あ
る
と
し
て
、
『
愚
管
抄
』
巻
六

で

は
「
イ
カ
ニ
モ
イ
カ
ニ
モ
末
代
ノ
将
軍
二
有
ガ
タ
シ
。
ヌ
ケ
タ
ル
器

量

ノ
人
ナ
リ
」
と
、
⑭
で
み
ら
れ
た
末
代
悪
世
の
要
因
の
一
つ
で
あ
る

F武
士
ガ
世
」
の
中
で
類
い
希
な
人
物
と
し
て
、
ま
た
、
「
又
コ
ノ
源
氏

頼
朝
将
軍
昔
今
有
難
キ
器
量
ニ
テ
。
ヒ
シ
ト
天
下
ヲ
シ
ヅ
メ
タ
リ
ツ
ル
」

と
末
代
だ
け
で
な
く
「
昔
今
」
に
お
い
て
も
類
い
希
な
人
物
と
し
て
、

ま
た
王
法
の
危
機
と
な
る
争
乱
の
世
を
鎮
め
た
人
物
と
し
て
認
識
し
て

い

た
。
つ
ま
り
、
慈
円
か
ら
み
て
頼
朝
は
、
仏
法
王
法
相
依
相
即
観
を

根
底
に

す
る
末
法
を
理
解
し
、
行
動
し
た
人
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
そ

れ

で

は
次
に
、
慈
円
の
王
法
観
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た

の

か

に

つ
い

て
み

て
み
た
い
。

⑮

『
愚
管
抄
』
巻
三

　
　
唯
國
王
之
威
勢
バ
カ
リ
ニ
テ
コ
ノ
日
本
國
ハ
ア
ル
マ
ジ
、
夕
．
・
ミ

　
　
ダ
レ
ニ
ミ
ダ
レ
ナ
ン
ズ
、
臣
下
ノ
バ
カ
ラ
イ
ニ
佛
法
ノ
カ
ヲ
合
テ
、

　
　

ト
オ
ボ
シ
メ
シ
ケ
ル
コ
ト
ノ
ハ
ジ
メ
ハ
ア
ラ
バ
ニ
心
得
ラ
レ
タ
リ
。

　
　
サ

レ

バ

ソ
ノ
ヲ
モ
ム
キ
ノ
マ
・
ニ
テ
、
今
日
マ
デ
モ
侍
ニ
コ
ソ
o

⑮
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
慈
円
の
王
法
の
あ
る
べ
き
姿
と
は
、
「
國
王
ノ

威
勢
」
だ
け
で
は
国
は
成
り
立
た
な
い
と
し
、
国
を
成
り
立
た
せ
る
た

め
に
は
天
皇
の
権
威
に
加
え
「
臣
下
ノ
バ
カ
ラ
イ
」
と
「
仏
法
ノ
カ
」

と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
⑮
を
先
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま

え

て
み

る
と
、
「
臣
下
ノ
バ
カ
ラ
イ
」
は
⑪
の
「
臣
家
ニ
テ
王
ヲ
タ
ス

ケ
タ
テ
マ
ツ
ラ
ル
」
と
⑫
の
天
皇
と
臣
下
の
「
魚
水
合
髄
ノ
禮
」
と
い
っ

た

天
皇
を

藤
原
氏

（九
条
家
）
が
補
佐
す
る
こ
と
を
決
め
た
伊
勢
大
神

宮

と
鹿
島
の
約
諾
、
f
仏
法
ノ
カ
」
は
王
法
と
互
い
に
助
け
合
う
相
依

相
即
の
関
係
に
あ
る
仏
法
と
い
う
仏
法
王
法
相
依
相
即
観
が
関
係
し
て
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い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
慈
円
の
王
法
観
に
は
、
国
を
泰
平
に

治
め

る
た
め
に
は
天
皇
の
権
威
の
他
に
伊
勢
大
神
宮
と
鹿
島
の
約
諾
と

仏
法
王
法
相
依
相
即
観
と
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
が
重
要
な
こ
と
で
あ
る

と
い
え
る
。
ま
た
、
伊
勢
大
神
宮
と
鹿
島
の
約
諾
つ
い
て
は
⑩
に
み
ら

れ

る
よ
う
に
、
慈
円
の
生
き
る
時
代
で
は
伊
勢
大
神
宮
に
変
わ
り
同
じ

皇
祖
神
と
し
て
八
幡
神
が
春
日
明
神
と
議
定
し
て
世
の
中
の
こ
と
決
め

て
い

る
の
で
、
慈
円
の
王
法
観
に
お
い
て
、
八
幡
神
が
春
日
明
神
と
共

に

重
要

な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
『
愚
管

抄
』
は
慈
円
の
晩
年
で
あ
る
承
久
年
間
（
一
1
1
1
九
～
1
1
1
1
1
1
）
に

お
け
る
考
え
方
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
頼
朝
と
贈
答
が
交
わ
さ
れ
た

建
久
六
年
当
時
、
慈
円
が
こ
の
よ
う
な
考
え
を
既
に
持
ち
得
た
か
は
、

知

る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
慈
円
の
兄
で
あ
る
兼
実
の
『
玉
葉
』
を
み

る
と
、
治
承
四
年
（
＝
八
〇
）
五
月
十
六
日
条
に
は
、
以
仁
王
の
謀

叛
、
そ
れ
に
寺
門
と
山
門
の
両
派
が
参
加
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

懸
念
に

対

し
「
愚
意
案
之
、
我
国
之
安
否
、
ロ
ハ
在
干
此
時
欺
、
伊
勢
太

神
宮
、
正
八
幡
宮
、
春
日
大
明
神
、
定
有
神
慮
之
御
計
歎
、
於
1
身
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

中
心
無
過
、
所
遼
ロ
ハ
仏
神
三
宝
而
已
」
と
、
ま
た
建
久
二
年
（
一
一
九

一
）
四

月
五
日
条
に
頼
朝
の
娘
が
入
内
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
を
或
人
か
ら
聞
い
て
「
如
此
之
大
事
、
ロ
ハ
大
神
宮
、
八
幡
、
春
日
御

計
也
、
非
人
意
之
成
敗
者
欺
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
玉
葉
』
で
は
、

人
為

を
越
え
た
計
ら
い
を
議
定
す
る
存
在
と
し
て
伊
勢
大
神
宮
と
石
清

水
八
幡
と
春
日
明
神
と
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
兼
実
は
、
こ
の
贈
答
が

交
わ

さ
れ
た
建
久
六
年
よ
り
前
に
『
愚
管
抄
』
と
同
様
な
三
神
の
関
係

性

を
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
慈
円
と
兼
実
の
関
係
を
鑑

み

れ

ば
、
建
久
六
年
に
お
い
て
、
慈
円
に
も
今
ま
で
述
べ
て
き
た
石
清

水
八
幡
と
春
日
明
神
の
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
が
あ
っ
た
と
十
分
に
考

え
ら
れ
る
。

　
以
上

を
ふ
ま
え
、
な
ぜ
五
五
〇
五
番
歌
で
慈
円
が
F
す
ゑ
も
す
み
な

ん
」
と
い
う
目
的
の
た
め
の
「
み
か
さ
山
さ
し
て
た
の
ま
ば
」
と
い
う

仮
定
条
件

を
付
け
た
石
清
水
詠
を
頼
朝
に
贈
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え

て
み

る
と
、
そ
れ
は
、
頼
朝
に
春
日
へ
の
信
仰
を
勧
め
る
た
め
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
春
日
へ
の
信
仰
を
勧
め
る
目
的
に
は
、
源
氏

の

子
孫
の
繁
栄
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
伊
勢
大
神
宮
と
鹿
島
の
約
諾
を

よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
石
清
水
八
幡
と
春
日
明
神
の
関
係
性
を
教
授
し
よ

う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、

慈
円
が
頼
朝
に
春
日
へ
の
信
仰
を
勧
め
た
根
底
に
は
、
大
神
宮
と
鹿
島

の

約
諾
が

あ
り
、
頼
朝
が
慈
円
の
末
法
観
に
お
い
て
、
慈
円
の
た
め
に

末
法
お

け
る
仏
法
の
興
隆
を
目
的
と
し
た
勧
学
講
を
開
設
す
る
用
途
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
島
庄
を
寄
進
し
た
こ
と
等
で
「
守
王
法
崇
佛
法
」
と
自
身
の
仏
法
王

法
相
依
相
即
観
に
相
応
す
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
頼
朝
の
石

清
水
八
幡
に
対
す
る
信
仰
心
が
深
い
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
、
更
に
王

法

を
守
る
た
あ
に
、
石
清
水
八
幡
と
春
日
明
神
の
二
神
が
世
の
こ
と
を

議
定

し
て
決
め
て
い
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
石
清
水
八

幡
へ
の
信
仰
に
加
え
、
春
日
明
神
へ
の
信
仰
の
重
要
性
を
呼
び
か
け
て

い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
察
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
先
行
研
究
に
み
ら
れ
た
源
氏
と
藤
原
氏
と
の
協
調
に
つ
い
て
、
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こ
の
贈
答
に
慈
円
が
九
条
家
の
一
人
と
し
て
頼
朝
と
の
氏
同
士
の
協
調

や

連
携

を
結
ぼ
う
と
し
た
意
図
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
慈
円
個
人
に
お

け
る
源
氏
と
藤
原
氏
と
い
う
氏
同
士
の
関
係
は
、
こ
の
五
五
〇
五
番
歌

と
五
五
〇
八
番
歌
の
贈
答
が
交
わ
さ
れ
た
以
降
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
氏
同
士
の
関
係
は
、
七
十

四
首
に

及
ぶ
贈
答
歌
を
交
わ
す
と
い
う
頼
朝
と
慈
円
の
私
的
な
は
な
は

だ

親
密

な
関
係
の
中
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注
（1
）

（2
）

（3
）

（
4
）

（5
）

（6
）

（7
）

（8
）

（9
）

『
拾
玉

集
』
の
本
文
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
以
下
和
歌
の

引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

拙
稿
「
頼
朝
と
慈
円
の
［
十
八
日
ご
と
に
三
千
遍
の
を
が
み
を
す
る

よ
し
」
を
詠
ん
だ
贈
答
歌
に
つ
い
て
　
（
F
日
本
文
学
研
究
」
第
五
十

四
号
、
平
成
二
十
七
年
二
月
）

久
保
田
淳
氏
「
頼
朝
と
和
歌
」
（
「
文
学
」
五
十
六
号
、
昭
和
六
十
三

年
）上

宇
都
ゆ
り
ほ
氏
「
慈
円
と
八
幡
信
仰
」
（
国
文
第
八
十
五
号
、
お

茶
の
水
女
子
大
学
、
国
語
国
文
学
会
、
平
成
八
年
）

石
川
一
氏
、
山
本
一
氏
『
拾
玉
集
下
』
和
歌
文
学
大
系
五
十
九
（
明

治
書
院
、
平
成
二
十
三
年
五
月
）
の
脚
注
を
参
照

清
水
眞
澄
氏
「
慈
円
と
頼
朝
ー
『
勧
学
講
條
々
』
を
始
点
と
し
て
」

（聖
徳
大
学
言
語
文
化
研
究
所
論
叢
、
十
三
号
、
平
成
十
七
年
二
月
）

注

二
に

同
じ

注
五
に
同
じ
※
四
九
九
七
番
歌
の
脚
注
を
参
照

石

川
一
氏
、
山
本
1
氏
『
拾
玉
集
上
』
和
歌
文
学
大
系
五
十
八
（
明

A13
v

　　　　　　　121110
v　　v　　v

（1
4
）

（1
5
）

（1
6
）

（1
）

（1
8
）

治
書
院
、
平
成
二
十
年
十
二
月
）
の
二
八
四
二
番
歌
の
脚
注
を
参
照

注
三
に

同
じ

注
五
に

同
じ
※
五
六
一
五
番
歌
の
脚
注
を
参
照

『
愚
官
抄
』
の
本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

大
隅
和
夫
氏

『
愚
管
抄

を
読
む
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
平
成
十
一

年
）石

毛
忠
氏

「
中
世
に
お
け
る
歴
史
意
識
を
め
ぐ
る
対
立
」
（
『
日
本
思

想
論
争
史
』
、
ペ
リ
カ
ン
社
、
昭
和
五
十
七
年
新
装
版
）
な
ど
を
参

照F天
台
勧
學
講
縁
起
」
、
『
門
葉
記
』
巻
九
一
、
勤
行
二
（
『
大
正
新
脩

大
蔵
経
』
、
図
像
十
一
）

拙
稿
「
頼
朝
と
慈
円
の
「
藤
島
庄
」
に
関
す
る
贈
答
歌
に
つ
い
て
」

（
日
本
文
学
研
究
、
第
五
十
一
号
、
平
成
二
十
四
年
二
月
）

関
口

忠
男
氏
『
中
世
文
学
序
考
』
（
武
蔵
野
書
院
、
平
成
四
年
三
月
）

を
参
照

『
玉
葉
』
の
本
文
は
国
書
双
書
刊
行
会
『
玉
葉
』
に
よ
る
。

注
十
四
に
同
じ
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