
本
能
寺
本
﹃
芝
草
句
内
岩
橋
上
﹄
訳
注

伊

藤

伸

江
・

奥

田

勲

心
敬
に
は
、
和
歌
と
連
歌
の
自
作
を
お
さ
め
た
全
八
冊
か
ら
な
る
集
﹃
芝
草
﹄

が
あ
っ
た
。
彼
は
、
こ
の
﹃
芝
草
﹄
所
収
の
自
句
、
自
歌
に
み
ず
か
ら
注
を
つ

け
、
弟
子
た
ち
に
適
宜
与
え
て
い
た
。﹃
芝
草
句
内
岩
橋
﹄
も
そ
の
よ
う
な
心
敬

の
営
為
に
よ
る
一
作
品
で
あ
り
、
現
在
京
都
の
古
刹
本
能
寺
に
上
下
二
冊
が
蔵

せ
ら
れ
て
い
る
。
本
能
寺
本
の
上
巻
は
、
連
歌
の
発
句
及
び
付
句
に
自
注
を
ほ

ど
こ
し
た
も
の
で
あ
り
、
下
巻
は
和
歌
と
そ
の
自
注
を
お
さ
め
て
い
る
。
下
巻

の
奥
書
に
﹁
文
明
第
二
暦
初
秋
日
於
奥
州
會
津

興
俊
大
徳
依
頻
競
望
白
地
註

之
左
道
〳
〵

旅
客
隠
士

心
敬
﹂
と
記
さ
れ
、
文
明
二
年
七
月
、
会
津
滞
在

中
に
、
興
俊
︵
兼
載
︶
に
送
っ
た
こ
と
が
わ
か
る注

一

。
ま
た
、
表
題
に
あ
る
﹁
岩

橋
﹂
は
、
本
書
が
奥
州
会
津
の
地
で
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
磐
梯
山
の

古
称
で
あ
る
﹁
岩
橋
山
﹂
の
﹁
岩
橋
﹂
を
添
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

上
巻
と
同
内
容
の
伝
本
と
し
て
、
太
田
武
夫
氏
蔵
の
文
明
十
一
年
写
本
と
明

応
十
年
写
本
が
存
す
る
が
、
下
巻
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
他
の
伝
本
は

管
見
に
入
ら
な
い
。

心
敬
の
自
句
、
自
歌
解
説
は
、
彼
の
創
作
を
理
解
す
る
う
え
で
最
も
重
要
な

指
標
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
﹃
芝
草
句
内
岩
橋
﹄
は
、
本
能

寺
本
と
太
田
氏
蔵
二
本
の
計
三
本
に
つ
い
て
横
山
重
・
野
口
英
一
両
氏
に
よ
る

翻
刻注

二

が
終
戦
直
後
に
出
さ
れ
、
本
能
寺
本
の
影
印
が
﹃
連
歌
貴
重
文
献
集
成

第
五
集注

三

﹄
に
収
め
ら
れ
た
の
み
で
、
そ
の
内
容
面
の
研
究
は
い
ま
だ
進
ん
で
い

な
い
。
そ
こ
で
、
伊
藤
と
奥
田
は
、
こ
の
作
品
の
重
要
性
に
鑑
み
、
今
回
新
た

に
翻
刻
と
注
釈
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
。

注注
一
、
作
品
内
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
句
・
歌
に
は
、
文
明
二
年
中
秋
以
後
、

ま
た
文
明
三
年
春
と
推
定
さ
れ
る
句
、
ま
た
文
明
三
年
五
月
の
正
徹
十
三

回
忌
百
首
和
歌
か
ら
の
歌
が
あ
り
、
文
明
二
年
の
奥
書
に
疑
問
が
呈
さ
れ

た
︵﹃
連
歌
貴
重
文
献
集
成

第
五
集
﹄︵
勉
誠
社
・
昭
和
五
四
︶
山
根
清

隆
氏
解
説
︶。
こ
の
点
は
、
奥
書
以
後
も
若
干
の
増
補
が
な
さ
れ
た
か
と

三
九



推
定
さ
れ
て
い
る
︵
金
子
金
治
郎
﹃
心
敬
の
生
活
と
作
品
﹄
前
編
第
四
章

︵
桜
楓
社
・
昭
和
五
七
︶︶。

注
二
、
横
山
重
・
野
口
英
一
校
訂
﹃
心
敬
集

論
集
﹄︵
吉
昌
社
・
昭
和
二
一
︶。

注
三
、
金
子
金
治
郎
編
﹃
連
歌
貴
重
文
献
集
成

第
五
集
﹄︵
勉
誠
社
・
昭
和

五
四
︶。

︻
凡
例
︼

一
、
底
本
は
本
能
寺
蔵
﹃
芝
草
句
内
岩
橋
上
﹄
で
あ
る
。
対
校
本
は
、
太
田
武

夫
氏
蔵
文
明
十
一
年
古
写
本
︵
文
明
本
︶、
同
じ
く
太
田
武
夫
氏
蔵
明
応
十
年
古

写
本
︵
明
応
本
︶
の
二
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
両
本
の
閲
覧
が
困
難
な
状

況
に
あ
り
、両
本
と
の
対
校
は
原
本
に
よ
っ
て
は
な
し
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

両
本
は
横
山
重
・
野
口
英
一
校
訂
﹃
心
敬
集

論
集
﹄︵
吉
昌
社
・
昭
和
二
一
︶

の
翻
刻
に
依
っ
た
の
で
、
不
審
な
点
は
そ
の
旨
を
注
記
し
た
。
略
称
と
し
て
文

明
本
は
﹁
文
﹂、
明
応
本
は
﹁
明
﹂
と
す
る
。

一
、
翻
字
本
文
は
、
本
能
寺
本
を
厳
密
に
翻
刻
し
、
原
文
の
表
記
の
誤
り
か
と

考
え
ら
れ
る
箇
所
に
は
、
校
注
者
が
︿

﹀
書
き
で
﹁
マ
マ
﹂
と
注
し
た
。

一
、
注
釈
本
文
は
、
読
解
の
便
を
は
か
る
た
め
、
底
本
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
表

記
に
改
め
、
必
要
に
応
じ
て
濁
点
を
付
し
、
句
読
点
を
補
っ
た
。
改
め
た
仮
名

遣
い
部
分
は
、
文
字
の
右
横
に
小
字
に
て
原
文
を
示
し
た
。
翻
字
本
文
を
適
宜

参
照
さ
れ
た
い
。
原
文
の
表
記
の
誤
り
か
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
は
改
め
、
あ
て

字
、
異
体
字
、
送
り
仮
名
は
標
準
的
な
表
記
に
直
し
て
示
し
た
。
漢
字
表
記
が

自
然
で
あ
る
語
句
に
関
し
て
は
、
全
体
の
統
一
を
考
え
て
漢
字
に
直
し
、
難
読

語
句
に
は
、
校
注
者
が
︵

︶
書
き
で
振
り
仮
名
を
付
し
、
踊
り
字
は
す
べ
て

開
い
た
。

一
、
注
釈
本
文
の
各
句
に
は
、
便
宜
上
、
校
注
者
に
よ
る
通
し
番
号
を
付
し
た
。

一
、
訳
注
に
お
い
て
は
、︻
校
異
︼、︻
他
出
文
献
︼、︻
語
釈
︼、︻
現
代
語
訳
︼
の

項
目
を
設
け
、
必
要
な
場
合
に
は
︻
考
察
︼︻
補
説
︼
等
の
項
目
も
設
け
た
。

一
、︻
語
釈
︼
に
あ
げ
た
和
歌
、
連
歌
、
歌
論
、
連
歌
論
な
ど
の
引
用
は
、
後
述

引
用
文
献
に
依
る
。
読
解
に
有
効
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
先
例
の
み
な
ら

ず
後
代
の
作
品
も
例
示
す
る
場
合
が
あ
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
私
に
濁
点
を

付
し
、
片
仮
名
な
ど
読
解
に
不
便
な
文
字
は
必
要
に
応
じ
平
仮
名
に
改
め
た
。

︻
翻
刻
︼

芝
草
の
道
の
く
ち
葉
と
も
ひ
ろ
ひ

給
て
色
な
き
こ
と
の
お
ほ
つ
か
な
さ
と
も

た
つ
ね
た
ま
ひ
候
ひ
と
へ
に
そ
の
席
の

と
ゝ
こ
ほ
り
ぬ
る
を
お
き
ぬ
ひ
侍
る

は
か
り
な
れ
は
さ
ら
に
落
つ
き
侍
ら
ぬ

事
の
み
な
る
へ
く
哉
又
は
此
句
と
も
に

四
〇



か
き
ら
す
愚
作
の
み
た
り
か
は
し
さ
の
﹂

ふ
し
む
は
悉
は
へ
る
へ
き
を
い
ま
め
か

し
く
こ
と
に
ふ
し
く
れ
た
ち
か
ま
ひ
す

し
き
物
と
も
し
る
し
い
た
し
給
へ
る

か
つ
は
う
た
て
し
く
か
つ
は
心
あ
さ
く
哉

︻
校
異
︼

く
ち
葉
│
朽
葉
︵
文
︶、
く
ち
は
︵
明
︶

ひ
ろ
ひ
│
拾
ひ
︵
文
︶

な
き
こ
と
│

な
き
事
︵
文
︶

お
ほ
つ
か
な
さ
と
も
│
お
ほ
つ
か
な
さ
を
も
︵
文
︶、
お
ほ
つ

か
な
き
を
︵
明
︶

た
つ
ね
た
ま
ひ
│
尋
給
︵
文
、
明
︶

ひ
と
へ
に
│
偏
に

︵
明
︶

そ
の
席
│
其
席
︵
文
、
明
︶

お
き
ぬ
ひ
│
置
侘
︵
文
︶

は
か
り
│

計
︵
文
、
明
︶

さ
ら
に
│
更
に
︵
文
、
明
︶

落
つ
き
│
お
ち
つ
き
︵
文
︶

事
│
こ
と
︵
明
︶

哉
│
や
︵
文
、
明
︶

句
と
も
│
句
共
︵
文
、
明
︶

ふ

し
む
│
不
審
︵
文
、
明
︶

悉
は
へ
る
│
こ
と
〳
〵
く
侍
︵
文
︶、
こ
と
〳
〵
く

侍
る
︵
明
︶

い
ま
め
か
し
く
│
今
め
か
し
く
︵
明
︶

こ
と
に
│
殊
に
︵
文
︶

い
た
し
│
出
し
︵
明
︶

哉
│
や
︵
文
、
明
︶

︻
本
文
︼

芝
草
の
道
の
朽
ち
葉
ど
も
拾
ひ
給
ひ
て
、
色
な
き
こ
と
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
ど

も
、
尋
ね
給
ひ
候
ふ
。
ひ
と
へ
に
、
そ
の

席
︵
む
し
ろ
︶

の
と
ど
こ
ほ
り
ぬ
る
を
お
ぎ
ぬ

ひ
侍
る
ば
か
り
な
れ
ば
、
さ
ら
に
落
ち
着
き
侍
ら
ぬ
事
の
み
な
る
べ
く
や
。

ま
た
は
、
こ
の
句
ど
も
に
か
ぎ
ら
ず
、
愚
作
の
み
だ
り
が
は
し
さ
の
不
審
は

悉
︵
つ
く
し
︶

侍
る
べ
き
を
、
今
め
か
し
く
こ
と
に
ふ
し
く
れ
だ
ち
、
か
ま
び
す
し
き
物

ど
も
記
し
出
だ
し
給
へ
る
、
か
つ
は
う
た
て
し
く
か
つ
は
心
浅
く
や
。

︻
語
釈
︼

⃝
芝
草
⋮
イ
ネ
科
の
雑
草
の
総
称
。
葉
が
細
長
く
、
穂
を
だ
す
。
芝
。
﹁
こ
ほ

り
か
さ
ね
お
き
そ
ふ
霜
の
芝
草
は
ふ
み
な
ら
す
べ
き
跡
だ
に
も
な
し
﹂
︵
百
番

歌
合
応
安
三
年
～
永
和
二
年

・
路
霜
・
七
・
三
位
︶。﹁
ま
よ
ふ
程
身
に
も
覚
ゆ

る
恋
の
道
／
芝
草
た
か
し
人
の
こ
ぬ
や
ど
﹂︵
顕
証
院
会
千
句
第
二
百
韻
・
八

三
／
八
四
・
忍
誓
／
宗
砌
︶。﹁
芝
草
の
道
﹂
は
、
元
来
、
雑
草
の
生
え
た
荒
れ

た
道
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
﹁
道
﹂
は
、
め
ざ
し
て
も
実
り
の
な
い
自
ら
の
和
歌
・

連
歌
の
道
︵
敷
島
の
道
︶
を
さ
す
。
そ
の
道
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ま
で
詠
ん

だ
稚
拙
な
自
詠
を
﹁
芝
草
﹂
と
卑
下
し
て
表
現
し
て
い
る
。
作
品
集
名
も
﹃
芝

草
﹄
と
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
も
﹁
芝
草
﹂
は
謙
称
の
意
を
示
す
。
そ
の
作
品

集
の
中
か
ら
﹁
朽
ち
葉
﹂
を
拾
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。﹁
世
に
し
げ
き
言
の
葉

見
ば
や
敷
島
の
道
の
芝
草
夏
に
逢
ふ
ま
で
﹂︵
草
根
集
・
路
夏
草
・
一
四
八
二
・

永
享
二
年
六
月
八
日
詠
︶。﹁
敷
島
や
わ
れ
七
十
年
の
春
も
い
ぬ
い
つ
露
わ
け
ん

道
の
芝
草
﹂︵
松
下
集
・
暮
春
路
芝
・
九
一
〇
︶。
⃝
朽
葉

朽
ち
た
落
葉
。
こ

四
一



こ
は
自
身
の
詠
作
を
卑
下
し
て
言
う
。
心
敬
の
念
頭
に
は
次
の
定
家
歌
が
あ
っ

た
か
。﹁
つ
れ
も
な
く
猶
す
み
の
え
に
手
向
草
ひ
き
す
て
ら
る
る
道
の
く
ち
ば

を
﹂︵
拾
遺
愚
草
・
承
元
二
年
の
秋
、
少
将
具
親
三
社
に
て
歌
講
ず
べ
き
よ
し
申

し
し
中
に
、
住
吉
・
二
八
九
五
︶。
⃝
色
な
き

風
情
の
な
い
。
枯
葉
が
色
あ
せ

て
い
る
こ
と
と
、
自
身
の
詠
草
に
風
趣
が
な
い
こ
と
を
重
ね
る
。﹁
老
い
の
行

方
よ
何
に
か
か
ら
む
／
色
も
な
き
言
の
葉
に
だ
に
あ
は
れ
し
れ
﹂︵
水
無
瀬
三

吟
百
韻
・
二
二
／
二
三
・
宗
祇
／
肖
柏
︶。
⃝

席
︵
む
し
ろ
︶

連
歌
の
会
席
。﹁
大
む
ね
、

指
合
・
嫌
物
は
そ
の
席
に
よ
る
べ
く
哉
﹂︵
さ
さ
め
ご
と
︵
改
編
本
︶・
末
︶。
⃝

お
ぎ
ぬ
ふ
︵
補
ふ
︶

﹁
お
ぎ
な
ふ
﹂
の
古
形
。
不
足
し
た
と
こ
ろ
を
足
す
。

⃝
み
だ
り
が
は
し

乱
れ
て
不
愉
快
だ
。
⃝
ふ
し
く
れ
だ
つ

表
現
が
ご
つ
ご

つ
し
て
い
る
こ
と
。﹁
言
葉
ふ
し
く
れ
だ
ち
つ
ま
づ
き
、
姿
太
り
あ
た
た
か
な

る
句
の
う
ち
に
は
、
あ
り
が
た
く
侍
る
べ
し
﹂︵
さ
さ
め
ご
と
︵
草
案
本
︶・
本
︶。

︻
現
代
語
訳
︼

ま
る
で
芝
の
生
え
た
荒
れ
た
道
に
落
ち
た
枯
葉
を
拾
う
よ
う
に
、
私
の
拙
い

集
﹃
芝
草
﹄
か
ら
下
手
な
作
品
に
目
を
と
め
て
お
取
り
上
げ
に
な
り
、
風
情
が

な
く
て
、
不
審
に
思
わ
れ
る
点
を
お
た
ず
ね
に
な
ら
れ
ま
す
。
私
の
作
は
、
た

だ
ひ
た
す
ら
連
歌
の
会
席
が
停
滞
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
を
、
出
し
て
補
っ
た

だ
け
の
句
で
し
た
か
ら
、
一
向
に
し
っ
く
り
し
な
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

ま
た
そ
れ
は
、
こ
の
句
ど
も
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
愚
作
の
不
都
合
な

出
来
の
、そ
の
い
ぶ
か
し
い
点
は
充
分
に
明
ら
か
に
す
べ
き
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

目
新
し
く
て
、
と
り
わ
け
ご
つ
ご
つ
し
て
う
る
さ
い
句
を
書
き
だ
し
て
お
ら
れ

ま
す
の
を
み
る
と
、
好
ま
し
く
な
い
こ
と
と
も
感
じ
、
ま
た
心
浅
い
と
も
感
じ

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

︻
翻
刻
︼

此
暮
を
た
に
た
の
ま
ぬ
は
か
り
の
世
の

中
に
跡
な
し
こ
と
の
筆
の
す
さ
み

落
ち
り
侍
ら
は
道
に
執
心
あ
る
に

見
え
侍
ら
ん
も
ほ
い
な
く
て
さ
ま
〳
〵
﹂

い
な
み
侍
と
も
し
ゐ
て
の
あ
や
に
く
度
ゝ

な
る
を
む
な
し
く
か
へ
し
侍
る
も

か
へ
り
て
つ
み
ふ
か
く
又
は
ひ
と
へ
に

た
わ
こ
と
の
み
に
し
つ
み
侍
ら
む
も
心

く
る
し
き
ま
ゝ
を
ろ
か
な
る
心
の

一
す
ち
を
し
る
し
侍
る
斗
也

四
二



︻
校
異
︼

た
の
ま
ぬ
│
ま
た
ぬ
︵
文
、
明
︶

世
の
中
│
世
中
︵
文
︶

す
さ
み
│
す
さ

ひ
︵
文
︶

落
ち
り
│
お
ち
散
︵
文
︶、
落
散
︵
明
︶

あ
る
│
有
︵
明
︶

ほ

い
な
く
て
さ
ま
〳
〵
い
な
み
侍
と
も
│
ナ
シ
︵
文
︶、
ほ
い
な
く
て
様
〳
〵
い
な

み
侍
と
も
︵
明
︶

し
ゐ
て
│
し
ひ
て
︵
文
︶

つ
み
│
罪
︵
明
︶

ひ
と
へ

│
偏
︵
明
︶

た
わ
こ
と
│
た
は
事
︵
文
︶、
た
は
こ
と
︵
明
︶

侍
ら
む
│
侍

ら
ん
︵
文
、
明
︶

を
ろ
か
な
る
│
お
ろ
か
な
る
︵
文
、
明
︶

一
す
ち
│
一

筋
︵
明
︶

斗
│
計
︵
文
、
明
︶

︻
本
文
︼

こ
の
暮
れ
を
だ
に
た
の
ま
ぬ
ば
か
り
の
世
の
中
に
、
あ
と
な
し
ご
と
の
筆
の

す
さ
み
、
落
ち
散
り
侍
ら
ば
、
道
に
執
心
あ
る
に
見
え
侍
ら
ん
も
、
本
意
な
く

て
、
さ
ま
ざ
ま
い
な
み
侍
れ
ど
も
、
し
ひゐ

て
の
あ
や
に
く
度
々
な
る
を
む
な
し

く
か
へ
し
侍
る
も
、
か
へ
り
て
罪
深
く
、
又
は
ひ
と
へ
に
た
はわ

ご
と
の
み
に
し

づ
み
侍
ら
む
も
心
苦
し
き
ま
ま
、
おを

ろ
か
な
る
心
の
一
す
ぢ
を
し
る
し
侍
る
ば

か
り
な
り
。

︻
語
釈
︼

⃝
こ
の
暮
れ
を
だ
に
た
の
ま
ぬ

こ
の
今
日
の
暮
れ
の
よ
う
な
わ
ず
か
先
で
さ

え
、
生
き
て
い
る
と
確
信
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。﹁
た
の
ま
ぬ
後
の
夕
暮
れ

の
空
／
身
を
思
ふ
鐘
に
は
明
日
の
声
も
な
し
﹂︵
心
玉
集
・
雑
・
一
四
六
四
／
一

四
六
五
︶。﹁
暮
れ
﹂﹁
世
の
中
﹂
を
用
い
る
と
恋
の
イ
メ
ー
ジ
も
添
う
。
⃝
あ
と

な
し
ご
と

と
り
と
め
の
な
い
こ
と
。﹁
あ
と
な
し
ご
と
に
な
れ
る
あ
ら
ま

し
／
か
け
こ
し
は
夕
べ
の
雲
を
契
り
に
て
﹂︵
竹
林
抄
・
恋
上
・
七
〇
六
・
智
蘊
︶。

⃝
筆
の
す
さ
み

筆
に
ま
か
せ
た
手
慰
み
。﹁
つ
れ
づ
れ
の
あ
ま
り
、
古
き
連

歌
の
付
句
を
あ
つ
め
て
、
そ
れ
に
又
お
ろ
か
な
る
心
に
思
よ
り
た
る
一
は
し
を

筆
の
す
さ
み
に
書
き
侍
り
て
﹂︵
筆
の
す
さ
び
︶。
⃝
執
心

執
着
心
。
⃝
し
ひ

て

無
理
に
。
原
文
表
記
﹁
し
ゐ
て
﹂
を
本
文
で
は
﹁
し
ひ
て
﹂
に
改
め
た
。

⃝
あ
や
に
く

に
く
ま
れ
ぐ
ち
。
心
敬
の
歌
句
に
対
す
る
不
審
。
批
判
。

︻
現
代
語
訳
︼

こ
の
今
日
の
暮
れ
ま
で
生
き
延
び
る
こ
と
さ
え
も
あ
て
に
な
ら
な
い
、
そ
ん

な
は
か
な
い
世
の
中
に
、
と
り
と
め
の
な
い
手
慰
み
の
書
き
物
が
世
に
も
れ
て

広
ま
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
道
に
執
着
心
が
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
も

不
本
意
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
お
断
り
し
て
来
ま
し
た
が
、
何
度
も
、
た
っ
て
の
こ

と
と
し
て
言
わ
れ
る
ご
不
審
に
そ
の
ま
ま
何
も
お
答
え
せ
ず
返
し
ま
す
の
も
、

か
え
っ
て
罪
深
く
思
い
、
あ
る
い
は
お
答
え
し
た
時
に
は
、
ひ
た
す
ら
意
味
の

な
い
言
葉
ば
か
り
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
も
、
心
苦
し
く
思
う
ま
ま
、
私

の
不
十
分
な
考
え
の
一
端
を
記
す
ば
か
り
な
の
で
す
。

四
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︻
翻
刻
︼

此
道
は

ひ
た
す
ら
冷
煖
自
知
無
師
自

語
︿
マ
マ
﹀

の

う
へ
に
侍
れ
は
い
か
は
か
り
秀
逸
名

﹂

句
も
こ
と
は
り
を
と
き
こ
と
葉
に
あ
ら
は

せ
は
裳
に
落
侍
る
な
と
ゝ
先
人
も

申
侍
り
い
は
ん
や
つ
た
な
く
あ
さ
は
か

の
塵
と
も
こ
と
は
り
侍
ら
ん
は
か
た

は
ら
い
た
き
こ
と
也
露
は
か
り
も
あ
た
る

へ
き
に
あ
ら
す
た
ゝ
餘
人
所
不
見

言
亡
慮
絶
の
さ
か
ゐ
な
る
こ
と
を
を

の
れ
と
さ
と
り
し
り
給
は
す
は
ち
か
ら
な
き
﹂

こ
と
の
み
な
る
へ
し
ま
こ
と
に
斉
桓
公

の
文
道
を
ま
な
ひ
し
を
車
作
お

き
な
と
や
ら
ん
の
難
し
侍
る
も
こ
と
は
り

な
ら
す
哉

﹂

︻
校
異
︼

自
語
│
自
悟
︵
文
、
明
︶

う
へ
│
上
︵
文
、
明
︶

秀
逸
│
秀
句
︵
文
︶

こ

と
は
り
を
と
き
こ
と
葉
に
あ
ら
は
せ
は
│
こ
と
は
り
を
と
き
こ
と
は
に
あ
ら
は

せ
は
︵
文
︶、
言
葉
に
と
き
こ
と
は
り
に
あ
ら
は
し
侍
れ
は
︵
明
︶

裳
に
落
│

裳
と
を
ち
︵
明
︶

こ
と
は
り
侍
ら
ん
は
│
こ
と
は
り
侍
ら
ん
︵
明
︶

か
た

は
ら
い
た
き
こ
と
也
│
か
た
は
ら
い
た
き
事
也
︵
文
、
明
︶

あ
た
る
へ
き
に

あ
ら
す
│
あ
た
り
侍
へ
き
に
も
あ
ら
す
︵
明
︶

餘
人
所
不
見
言
亡
慮
絶
の
さ

か
ゐ
│
余
人
所
不
見
云
亡
慮
絶
の
さ
か
ひ
︵
文
︶、
餘
人
所
不
見
言
亡
慮
絶
の
さ

か
ひ
︵
明
︶

こ
と
│
事
︵
文
︶

を
の
れ
と
│
を
の
れ
に
︵
文
︶

ち
か
ら

な
き
こ
と
│
ち
か
ら
な
き
事
︵
文
、
明
︶

な
る
へ
し
│
成
へ
し
︵
文
︶、
な
る

へ
く
や
︵
明
︶

ま
こ
と
に
│
誠
︵
文
︶、
誠
に
︵
明
︶

斉
桓
公
│
斉
の
桓
公

︵
文
︶、
斉
恒
公
︵
明
︶

文
道
を
│
文
道
︵
文
︶

車
作
お
き
な
│
車
作
の
翁

︵
文
︶、
車
作
翁
︵
明
︶

と
や
ら
ん
の
│
と
や
見
ん
か
︵
文
︶、
と
や
ら
ん
か
︵
明
︶

難
し
侍
る
も
│
難
し
侍
る
︵
文
︶

哉
│
や
︵
文
︶、
や
、
一
見
之
則
可
被
成
煙

也
︵
明
︶

︻
本
文
︼

こ
の
道
は
、
ひ
た
す
ら
冷
煖
自
知
無
師
自
悟
の
う
へ
に
侍
れ
ば
、
い
か
ば
か
り

秀
逸
、
名
句
も
、
こ
と
は
り
を
と
き
、
言
葉
に
表
は
せ
ば
、
裳
に
落
ち
侍
る
な

ど
と
先
人
も
申
し
侍
り
。
い
は
ん
や
つ
た
な
く
あ
さ
は
か
の
塵
ど
も
こ
と
は
り

侍
ら
ん
は
、
か
た
は
ら
い
た
き
事
也
。
露
ば
か
り
も
あ
た
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。

四
四



た
だ
余
人
見
ざ
る
所
、
言
亡
慮
絶
の
境
な
る
こ
と
を
、
を
の
れ
と
悟
り
知
り
給

は
ず
は
力
な
き
こ
と
の
み
な
る
べ
し
。
ま
こ
と
に
斉
の
桓
公
の
文
道
を
学
び
し

を
、
車
作
の
お
き
な
と
や
ら
ん
の
難
じ
侍
る
も
こ
と
は
り
な
ら
ず
や
。

︻
語
釈
︼

⃝
冷
煖
自
知

水
が
冷
た
い
か
暖
か
い
か
は
、
自
分
で
手
を
入
れ
て
み
て
わ
か

る
よ
う
に
、
悟
り
は
他
人
か
ら
教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
体
得
す
る

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。﹁
さ
れ
ば
、
い
か
ば
か
り
の
聖
教
・
抄
物
に
眼
を
さ
ら

せ
る
も
、
冷
煖
自
知
の
所
な
く
ば
至
り
が
た
し
と
な
り
。﹂︵
さ
さ
め
ご
と
︵
草

案
本
︶・
末
︶。
⃝
無
師
自
悟

師
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
自
然
と
真
性
を
悟

る
こ
と
。﹁
世
縁
、
俗
念
止
み
、
重
昏
以
て
除
こ
ほ
り
、
静
か
に
明
な
る
心
の
上

に
、
人
の
教
へ
を
待
た
ず
し
て
、
知
ら
る
る
所
あ
る
べ
し
。
無
師
自
悟
の
智
と

も
、
自
然
の
悟
と
も
云
ふ
は
こ
れ
な
り
﹂︵
沙
石
集
・
巻
五
末
ノ
六
・
哀
傷
之
歌

の
事
︶。﹁
こ
れ
ら
の
秀
歌
、
ま
こ
と
に
法
身
の
體
・
無
師
自
悟
の
歌
な
る
べ
し
。

詞
に
は
こ
と
わは

り
が
た
か
る
べ
し
。﹂︵
さ
さ
め
ご
と
︵
草
案
本
︶・
末
︶。
⃝
裳

に
落
ち
侍
る

品
格
が
な
く
な
る
。
俗
に
く
だ
け
て
し
ま
う
。﹁
歌
を
言
葉
に

て
い
ひ
あ
ら
は
し
候
へ
ば
、
い
か
ば
か
り
の
秀
逸
さ
へ
、
裳
に
お
ち
無
下
に
な

り
候
、
と
古
人
申
候
﹂︵
寛
正
四
年
百
首
奥
書
︶。
⃝
か
た
は
ら
い
た
し

気
恥

ず
か
し
い
。
決
ま
り
が
悪
い
。
⃝
あ
た
る

ま
さ
し
く
該
当
す
る
。
⃝
言
亡
慮

絶

言
葉
で
言
い
表
そ
う
と
し
て
も
表
現
で
き
ず
、
思
慮
に
よ
っ
て
思
い
は
か

ろ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
こ
と
。
⃝
桓
公

中
国
春
秋
時
代
の
斉
国
の
君
主
。

⃝
車
作
り
の
お
き
な
と
や
ら
ん
の
難
じ
侍
る

﹃
荘
子
﹄
天
道
編
に
存
す
る
、

書
物
を
読
ん
で
い
る
桓
公
に
向
か
い
、
車
作
り
の
翁
が
、
道
の
真
意
は
書
物
で

は
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
た
話
を
さ
す
。﹃
八
雲
御
抄
﹄
巻
六
に
こ

の
話
を
引
き
、﹁
歌
も
又
是
に
お
な
じ
﹂
と
述
べ
て
い
る
。﹁
斉
桓
公
の
文
を
学

べ
る
を
車
作
翁
が
難
じ
て
、
先
人
の
心
を
ば
学
て
は
得
べ
か
ら
ず
と
い
へ
る
と

な
り
﹂︵
さ
さ
め
ご
と
︵
改
編
本
︶・
末
︶。

︻
現
代
語
訳
︼

こ
の
道
は
、
た
だ
も
う
﹁
冷
煖
自
知
、
無
師
自
悟
﹂
と
い
う
よ
う
に
自
ら
体

得
し
、
自
然
と
理
解
す
る
道
で
す
の
で
、
ど
れ
ほ
ど
の
す
ば
ら
し
い
作
品
、
名

句
で
も
、
そ
の
道
理
を
説
い
て
、
言
葉
に
表
現
す
れ
ば
、
品
格
が
な
く
な
る
な

ど
と
先
人
も
申
し
ま
す
。

ま
し
て
、
拙
く
浅
は
か
な
塵
の
よ
う
な
私
の
句
を
説
明
し
ま
す
の
は
、
恥
ず

か
し
い
こ
と
で
す
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
的
確
に
説
明
で
き
る
は
ず
な
ど
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
、
他
人
が
気
づ
か
な
い
所
、
言
葉
で
言
い
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て

も
言
え
ず
、
思
い
は
か
ろ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
そ
の
境
に
あ
る
こ
と
を
、
自

然
と
お
わ
か
り
に
な
り
ご
理
解
な
さ
ら
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と

ば
か
り
で
し
ょ
う
。

本
当
に
、斉
の
桓
公
が
文
の
道
を
学
ん
で
い
た
の
を
、
車
作
り
の
老
人
で
あ
っ

四
五



た
か
、
そ
れ
を
非
難
し
ま
し
た
の
も
道
理
で
な
い
で
し
ょ
う
か
︵
い
や
、
道
理

で
あ
り
ま
し
ょ
う
︶。

︻
翻
刻
︼発

句

あ
ら
玉
の
枝
お
り
え
た
る
今
年
哉

こ
の
心
は
蓬
来
宮
に
玉
の
枝
と
て
い
み
し
き

宝
侍
り
あ
ら
玉
の
年
を
待
え
た
る
に
た
と
へ

て
節
え
た
る
と
い
へ
り
光
源
氏
の
絵
合
の
所

な
と
に
ひ
く
事
な
り

︻
校
異
︼

お
り
え
た
る
│
折
え
た
る
︵
明
︶

今
年
哉
│
こ
と
し
か
な
︵
文
︶

此
心
│

こ
の
心
︵
文
︶、
此
句
心
︵
明
︶

宝
侍
り
│
宝
あ
り
︵
文
︶

あ
ら
玉
│
新
玉

︵
明
︶

節
え
た
る
│
折
え
た
る
︵
文
、
明
︶

所
│
と
こ
ろ
︵
文
︶

ひ
く
事
│

さ
ま
〳
〵
に
引
事
︵
明
︶

︻
本
文
︼

発
句

一
、
あ
ら
た
ま
の
枝
折
り
え
た
る
今
年
か
な

こ
の
心
は
、
蓬
来
宮
に
玉
の
枝
と
て
い
み
じ
き
宝
侍
り
。
あ
ら
た
ま
の

年
を
待
ち
え
た
る
に
た
と
へ
て

節
︵
を
り
︶

え
た
る
と
い
へ
り
。
光
源
氏
の
絵

合
の
所
な
ど
に
ひ
く
事
な
り
。

︻
語
釈
︼

⃝
蓬
萊
宮

蓬
萊
は
中
国
の
伝
説
上
の
仙
境
。﹃
列
子
﹄
に
よ
れ
ば
、
渤
海
の
東

の
海
に
あ
る
山
で
、
す
べ
て
金
銀
珠
玉
で
で
き
て
い
る
。
そ
こ
に
は
仙
人
の
す

み
か
蓬
萊
宮
が
あ
る
。﹁︵
か
ぐ
や
姫
︶﹁
く
ら
も
ち
の
皇
子
に
は
、
東
の
海
に
蓬

来
と
い
ふ
山
あ
る
な
り
。
そ
れ
に
、
銀
を
根
と
し
、
金
を
茎
と
し
、
白
き
玉
を

実
と
し
て
立
て
る
木
あ
り
。
そ
れ
一
枝
折
り
て
賜
は
ら
む
﹂
と
い
ふ
﹂︵
竹
取
物

語
︶。
⃝
あ
ら
た
ま
の

﹁
年
﹂
も
し
く
は
﹁
春
﹂
に
か
か
る
枕
詞
。
こ
こ
は
﹁
玉
﹂

の
縁
か
ら
﹁
枝
﹂
を
続
け
て
い
る
。﹁
露
深
き
秋
の
よ
も
ぎ
が
島
か
げ
に
玉
の
枝

こ
そ
は
な
さ
き
に
け
れ
﹂︵
柿
園
詠
草
二
・
秋
海
棠
の
う
た
・
九
五
二
︶。
⃝

節
︵
を
り
︶

え
た
る

そ
の
季
節
を
迎
え
て
い
る
。﹁
折
り
え
た
る
﹂と﹁

節
︵
を
り
︶

え
た
る
﹂

を
掛
け
た
表
現
。﹁
季
冬

し

は
す

の
節を

り

に
し
て
、
風
亦
烈
し
く
寒
し
﹂︵
允
恭
紀
・
元
年

︵
訓
読
文
︶︶。
⃝
光
源
氏
の
絵
合
の
所

﹃
源
氏
物
語
﹄
絵
合
の
巻
に
、
竹
取
物

語
と
宇
津
保
物
語
の
絵
の
勝
負
の
場
面
が
あ
り
、
そ
こ
で
﹁
車
持
の
親
王
の
、

四
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ま
こ
と
の
蓬
萊
の
深
き
心
も
知
り
な
が
ら
、
い
つ
は
り
て
玉
の
枝
に
瑕
を
つ
け

た
る
を
、
あ
や
ま
ち
と
な
す
﹂
と
評
さ
れ
て
い
る
。﹁
絵
た
け
と
り
の
お
き
な

う
つ
ほ
物
語
名
な
り
﹂︵
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
・
絵
合
︶。
心
敬
が
初
心
者
に

教
え
る
に
あ
た
り
、﹃
竹
取
物
語
﹄
原
典
の
記
述
と
い
う
よ
り
は
、
有
益
な
知
識

と
し
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
巻
に
あ
る
場
面
を
教
え
て
お
く
と
い
う
姿
勢
が
見
ら

れ
る
箇
所
で
あ
ろ
う
。

︻
他
出
文
献
︼

心
玉
集
︵
静
︶
六
三
八
、
心
玉
集
︵
野
︶
二
︵
第
二
句
﹁
お
り
み
た
る
﹂︶、
芝

草
句
内
発
句
七

︻
現
代
語
訳
︼

発
句

初
春
の
こ
の
時
を
迎
え
、
ま
る
で
蓬
萊
に
あ
る
美
し
い
玉
の
枝
を
折
り
と
る
こ

と
が
で
き
た
か
の
よ
う
な
、
す
ば
ら
し
い
今
年
と
な
っ
た
こ
と
よ
。

こ
の
句
の
意
味
は
、
蓬
萊
宮
に
玉
の
枝
と
い
っ
て
す
ば
ら
し
い
宝
が
ご
ざ

い
ま
す
。
新
年
を
待
ち
わ
び
、
や
っ
と
そ
の
時
と
な
り
え
た
こ
と
に
、
蓬

萊
の
す
ば
ら
し
い
玉
の
枝
を
折
り
と
る
と
い
う
こ
と
を
た
と
え
て
入
れ

て
、﹁

節
︵
を
り
︶

え
た
る
﹂
と
い
っ
て
い
る
。
光
源
氏
の
物
語
で
、
絵
合
の
所
な

ど
に
引
く
こ
と
で
あ
る
。

︻
翻
刻
︼

見
ぬ
嶋
は
さ
そ
な
蓬
か
庭
の
春

わ
か
よ
も
き
あ
さ
ち
に
ふ
り
た
る
庭
な
と
た
に

春
は
な
に
と
な
く
え
ん
に
侍
れ
ば
蓬
萊
の

嶋
は
い
か
は
か
り
め
て
た
く
侍
る
ら
ん
と
也

﹂

︻
校
異
︼

蓬
│
よ
も
き
︵
文
︶

あ
さ
ち
に
│
あ
さ
ち
か
︵
文
︶、
か
原
の
庭
︵
明
︶

な

と
│
⃝な

と

︵
明
︶

何
│
な
に
︵
文
︶

侍
れ
は
│
侍
□
に
︵
明
︶

は
か
り
│

計
︵
文
、
明
︶

め
て
た
く
│
目
出
た
く
︵
明
︶

︻
本
文
︼

二
、
見
ぬ
嶋
は
さ
ぞ
な
蓬
が
庭
の
春

わ
が
よ
も
ぎ
浅
茅
に
古
り
た
る
庭
な
ど
だ
に
、
春
は
な
に
と
な
く
艷
に

侍
れ
ば
、
蓬
萊
の
嶋
は
い
か
ば
か
り
め
で
た
く
侍
る
ら
ん
と
な
り
。

四
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︻
語
釈
︼

⃝
見
ぬ
嶋

見
た
こ
と
の
な
い
嶋
。
こ
こ
は
蓬
萊
の
嶋
。﹁
お
ぼ
つ
か
な
き
は

た
だ
船
の
う
ち
／
目
に
も
見
ぬ
蓬
が
嶋
を
名
に
聞
き
て
﹂︵
行
助
句
集
・
一
九
〇

五
／
一
九
〇
六
︶。
⃝
蓬
が
庭

蓬
が
茂
っ
た
荒
れ
た
古
庭
。
蓬
は
山
野
に
自

生
す
る
キ
ク
科
の
多
年
草
で
あ
り
、
荒
れ
て
古
び
た
庭
や
邸
宅
の
形
容
に
用
い

ら
れ
る
。﹁
露
を
見
よ
蓬
が
庭
は
花
も
な
し
﹂︵
芝
草
句
内
発
句
・
秋
・
二
六
六
︶。

﹁
な
れ
し
月
さ
へ
う
と
く
な
る
こ
ろ
／
人
は
今
蓬
が
庭
に
秋
ふ
け
て
﹂︵
園
塵
第

一
・
恋
・
五
四
九
／
五
五
〇
︶。
⃝
浅
茅

丈
が
低
い
チ
ガ
ヤ
。
蓬
と
同
じ
く
荒

れ
た
場
所
の
形
容
に
用
い
ら
れ
る
。﹁
霜
に
虫
な
く
声
の
寂
し
さ
／
人
と
は
ぬ

浅
茅
が
庭
に
日
は
暮
れ
て
﹂︵
竹
林
抄
・
雑
上
・
一
二
四
七
・
賢
盛
︶。
⃝
艷
に

何
と
も
言
え
ず
美
し
く
。
優
美
で
。
⃝
蓬
萊
の
嶋

蓬
萊
山
を
海
の
中
の
嶋
と

見
て
の
呼
称
。

︻
他
出
文
献
︼

心
玉
集
︵
静
︶
六
四
八
、
心
玉
集
︵
野
︶
一
二
︵
初
句
﹁
と
ほ
し
ま
は
﹂︶、
芝

草
句
内
発
句
一
〇
、
芝
草
内
連
歌
合
︵
天
理
︶
二
五
四
八
、
芝
草
内
連
歌
合
︵
松

平
︶
一
三

︻
現
代
語
訳
︼

見
た
こ
と
の
な
い
あ
の
蓬
萊
の
嶋
は
、
春
に
は
さ
ぞ
美
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
な

あ
。
私
の
蓬
の
生
え
た
古
庭
で
も
春
に
な
れ
ば
華
や
い
で
い
る
の
だ
か
ら
。

自
分
の
家
の
蓬
や
茅
が
生
え
た
古
い
庭
な
ど
で
さ
え
も
、
春
に
な
れ
ば
何

と
な
く
美
し
い
の
だ
か
ら
、
蓬
な
ら
ぬ
あ
の
蓬
萊
の
嶋
は
、
春
に
は
ど
れ

ほ
ど
ば
か
り
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
と
︵
い
う
こ
と
で
あ
る
︶。

︻
翻
刻
︼

年
を
の
み
つ
む
敷
し
ま
の
わ
か
な
哉

わ
か
哥
の
道
の
と
し
を
の
み
か
ひ
な
く
つ
み
て

い
た
つ
ら
な
る
こ
と
を
し
き
し
ま
の
わ
か
な
と
そ
へ
て

心
懐
を
の
へ
侍
る
こ
ゝ
ろ
な
り

︻
校
異
︼

年
│
と
し
︵
文
︶

し
ま
│
嶋
︵
文
、
明
︶

わ
か
な
哉
│
若
菜
か
な
︵
文
︶、

若
菜
哉
︵
明
︶

わ
か
│
我
︵
明
︶

と
し
│
年
︵
文
︶

か
ひ
な
く
│
ナ
シ

︵
明
︶

い
た
つ
ら
│
徒
︵
文
、
明
︶

こ
と
│
事
︵
文
︶

と
そ
へ
て
│
に
よ

そ
へ
て
︵
文
︶、
と
い
へ
る
つ
ゐ
て
に
︵
明
︶

こ
ゝ
ろ
な
り
│
心
也
︵
文
︶、

計
也
︵
明
︶

四
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︻
本
文
︼

三
、
年
を
の
み
つ
む
敷
嶋
の
若
菜
か
な

わ
が
歌
の
道
の
、
年
を
の
み
か
ひ
な
く
積
み
て
い
た
づ
ら
な
る
こ
と
を
、

敷
島
の
若
菜
と
そ
へ
て
心
懐
を
述
べ
侍
る
心
な
り
。

︻
語
釈
︼

⃝
年
を
積
む

年
を
重
ね
る
。﹁
積
む
﹂
と
﹁
摘
む
﹂
と
を
掛
け
る
。﹁
沢
に
お

ふ
る
若
菜
な
ら
ね
ど
い
た
づ
ら
に
年
を
つ
む
に
も
袖
は
ぬ
れ
け
り
﹂︵
新
古
今
・

春
上
・
若
菜
・
藤
原
俊
成
・
一
五
︶。
⃝
敷
嶋
の

本
来
は
﹁
大
和
﹂
に
か
か
る

枕
詞
。
こ
こ
は
﹁
道
﹂
に
か
か
る
意
味
を
持
ち
、﹁
敷
島
の
道
﹂
す
な
わ
ち
和
歌

の
道
の
略
。﹁
敷
島
の
若
菜
﹂
は
連
歌
的
な
省
略
表
現
と
い
え
る
。﹁
敷
島
の
道

の
ほ
か
に
も
春
の
野
の
広
き
雪
間
に
つ
む
若
菜
か
な
﹂︵
為
富
集
︵
持
為
︶・
野

若
菜
・
三
︶。
⃝
若
菜

新
春
に
摘
む
菜
。
⃝
心
懐

心
に
思
っ
て
い
る
こ
と
。

︻
他
出
文
献
︼

心
玉
集
︵
静
︶
六
四
四
、
心
玉
集
︵
野
︶
八
︵
初
句
﹁
と
ほ
し
ま
は
﹂︶、
芝
草

句
内
発
句
一
一

︻
現
代
語
訳
︼

年
の
は
じ
め
に
は
若
菜
を
摘
む
が
、
今
新
た
な
年
を
積
み
重
ね
た
こ
と
よ
︵
し

か
し
年
を
積
ん
で
も
一
向
に
上
達
し
な
い
、
こ
の
私
の
和
歌
の
道
で
あ
る
こ
と

だ
︶。私

の
歌
の
道
は
、
稽
古
を
重
ね
た
年
月
だ
け
が
そ
の
甲
斐
も
な
く
積
み
重

な
っ
て
、
む
な
し
く
上
達
し
な
い
。
そ
の
こ
と
を
、﹁
敷
島
の
若
菜
﹂
と
詞

を
添
え
て
、
心
中
の
思
い
を
述
べ
ま
し
た
、
そ
う
い
う
句
意
な
の
で
あ
る
。

︻
引
用
文
献
典
拠
一
覧
︼

和
歌
の
引
用
は
原
則
と
し
て
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
よ
り
、﹃
草
根
集
﹄
は
﹃
新

編
私
家
集
大
成
﹄
本
に
よ
っ
た
。
ま
た
、﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
番
号
は
西
本
願
寺
本

︵
旧
国
歌
大
観
番
号
︶
に
よ
っ
て
い
る
。

顕
証
院
会
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
二
﹄︵
昭
和
五
五
︶
所
収
内
閣
文
庫

本

筆
の
す
さ
び
⋮
﹃
連
歌
論
集
三
﹄︵
三
弥
井
書
店
・
昭
和
六
〇
︶

沙
石
集
⋮
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
沙
石
集
﹄︵
小
学
館
・
平
成
一
三
︶

さ
さ
め
ご
と
︵
草
案
本
︶
⋮
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
連
歌
論
集

俳
論
集
﹄︵
岩

波
書
店
・
昭
和
三
六
︶

さ
さ
め
ご
と
︵
改
編
本
︶
⋮
﹃
連
歌
論
集
三
﹄︵
三
弥
井
書
店
・
昭
和
六
〇
︶

寛
正
四
年
百
首
⋮
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
中
世
和
歌
集

室
町
編
﹄︵
岩
波
書

店
・
平
成
二
︶

四
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竹
取
物
語
⋮
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
竹
取
物
語

伊
勢
物
語

大
和
物
語

平

中
物
語
﹄︵
小
学
館
・
昭
和
四
七
︶

光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
⋮
古
典
文
庫
﹃
良
基
連
歌
論
集
三
﹄︵
昭
和
三
〇
︶
所
収

銘
感
肝
腑
集
鈔
本

允
恭
紀
⋮
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
日
本
書
紀

上
﹄︵
角
川
書
店
・
昭
和
四
二
︶

行
助
句
集
⋮
﹃
七
賢
時
代
連
歌
句
集
﹄︵
角
川
書
店
・
昭
和
五
〇
︶

芝
草
句
内
発
句
⋮
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
角
川
書
店
・
昭
和
四
七
︶

園
塵
第
一
⋮
続
群
書
類
従
第
十
七
輯
下

五
〇
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