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北
相
公
本
業
平
集
の
資
料
と
な
っ
た
伊
勢
物
語

『
伊
興
物
語
』
は
、
一
時
に
成
立
し
た
作
品
で
は
な
く
、
不
断
の
成
長
増

益
を
繰
り
返
し
て
現
存
の
形
態
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
考
え
方

は
、
現
在
、
大
半
の
研
究
者
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
成

長
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
に
よ
っ
て
‘
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説

が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
伊
現
物
語
三
段
階
成
長
論
は
、
片
桐
洋
一
先
生
に
よ
っ
て
提
唱

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

命
V

古
今
集
所
収
の
業
平
歌
の
う
ち
、
他
に
比
し
て
あ
ま
り
に
も
長
大
な
飼

自
を
持
つ
和
歌
は
、
最
も
原
初
形
態
の
伊
現
物
館
か
ら
採
録
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か

②
在
中
将
集
と
、
苗
陵
部
蔵
御
所
本
業
平
集
中
の
雄
平
本
は
、
勅
探
集
や

t~ 
t'J 

木

賜

鶴

f

伊
興
物
語
な
ど
か
ら
業
平
関
係
の
和
歌
を
撰
び
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

伊
興
物
語
か
ら
採
録
さ
れ
た
和
歌
が
全
体
の
半
数
に
も
講
た
な
い
の
は
、

二
集
が
編
纂
さ
れ
た
頃
の
伊
掛
物
語
が
、
現
存
の
も
の
よ
り
も
か
な
り

小
規
模
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、

と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
、
伊
現
物
語
の
成
立
段
階
を
便
宣
上
三
次
に
分
目
、

古
今
集
成
立
以
前
に
既
に
存
在
し
、
そ
の
撰
集
資
料
に
も
九
ゆ
っ
た
も
の
を
第

一
次
、
古
今
集
以
降
、
在
中
将
集
・
雅
平
本
業
平
集
編
纂
の
頃
ま
で
に
成
立

し
た
も
の
を
第
二
次
、
そ
れ
以
降
の
も
の
を
第
三
次
、
と
比
定
し
た
も
の
で

あ
る
。

《
注

1
》

さ
て
、
本
稿
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
自
陵
部
蔵
御
所
本
業
平
集
の
末
尾

に
{
他
本
」
と
し
て
付
加
さ
れ
て
い
る
北
相
公
本
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
北
相

公
本
に
よ
っ
て
、
雅
平
本
と
そ
れ
に
続
く
三
条
三
位
入
道
本
に
な
い
和
歌
の

み
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
北
相
公
本
の
全
容
を
確
実
に
把
握
ず
る
の



は
難
し
い
が
、

「
他
本
」
の
部
分
の
前
半
十
八
首
が
、
ほ
ほ
在
中
将
集
の
配

列
の
傾
に
並
ん
で
お
り
、
在
中
将
集
に
あ
っ
て
一
他
本
・
一
の
部
分
に
な
い
和

歌
で
も
、
既
に
存
在
す
る
雄
平
本
や
三
条
三
位
入
道
本
に
左
合
点
が
付
さ
れ

て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
在
中
将
集
と
相
似
た
形
態
の
も
の
で
あ
ろ

う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
《
注

2
》

し
か
し
、
続
く
十
三
首
は
、
例
外
二
目
を
除
い
て
《
注
3
》
、
在
中
将
集

を
は
じ
め
、
他
の
ど
の
業
平
集
に
も
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
包
そ
の
出
典
を

表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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従
本
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在
中
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集

ω
・
雅
平
本

{
M
V
と
重
出
す
る
。

※
②
前
歌
集
平
。
元
永
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聞
紙
巻
子
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・
寛
親
本
は
業
平
e
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③
前
歌
業
平
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※
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※
⑤
掘
河
本
は
業
平
ロ

出
品
@
掘
河
本
・
承
保
三
年
奥
宮
本
は
業
平
。
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さ
て
、
右
の
表
か
ら
、

①
初
引
お
お
の
四
首
と
初
却
の
贈
答
、
あ
わ
せ
て
六
首
は
、
勅
撲
集
か
ら

探
録
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る

s
mは
拾
遺
集
七
二
八
の
業
平
歌
な
の
で
問
題
以
な
い
が
、



そ
れ
以
外
は
、
い
ず
れ
も
業
平
と
は
無
関
係
の
和
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
引

〈
拾
遺
七
二
九

v
-
a
A古
今
六
一
九

v
-
m
A古
今
九
O
ニ
〉
は
、
出
典

の
勅
摂
集
で
雪
ぐ
前
に
業
平
歌
が
位
置
し
て
お
り
、
お
は
古
今
集
元
永
本
・

唐
紙
巻
子
本
・
寛
親
本
、
お
は
古
今
集
畏
殊
院
本
に
作
者
名
が
な
く
、
前
歌

に
続
い
て
業
平
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

mm叫
〈
後
撰

-
O
八一

-
O
八
二
}
は
、
掘
河
本
・
志
保
三
年
奥
富
本
に
は
河
原
左
大
臣
と
業
平
と

の
贈
答
と
さ
れ
て
い
る
(
た
だ
し
、
作
者
名
の
横
に
「
行
イ
」
と
い
う
異
本

宮
入
が
あ
る
v

。
お
そ
ら
く
、
北
相
公
本
が
資
料
に
用
い
た
勅
鰐
集
に
も
業

平
作
と
あ
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
採
録
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

申
A
V

や~、
②
勅
撰
集
と
伊
勢
物
詩
に
重
出
し
て
い
る
和
歌
肱
叩
却
引
の
三
首
で
あ
る
。

」
の
う
ち
、
北
相
公
本
初
の
和
敬
、

仁
和
の
み
か
ど
の
せ
り
が
は
の
行
幸
に
、
た
も
と
に
つ
る
の
か
た

を
え
り
て
か
き
つ
く

お
き
な
さ
び
ひ
と
な
と
が
め
そ
か
り
ご
ろ
も
け
ふ
ば
か
り
と
ぞ
か
り
も

h
u
p
/

、h
u
p
A
V

は
、
伊
努
物
語
一
一
四
段
と
、
後
撰
集
雑
て
一

O
七
六
に
重
出
す
る
。
後

撰
集
の
普
通
の
形
は
、

仁
和
の
み
か
ど
、
嵯
峨
の
御
時
の
例
に
て
、
せ
り
河
に
御
幸
し
た

ま
ひ
け
る
日

在
原
行
平
朝
臣

嵯
峨
の
山
み
ゆ
き
た
え
に
し
せ
り
河
の
千
世
の
ふ
る
み
ち
あ
と
は
有
り

り
り

2
0七
五
〉

お
な
じ
目
、
た
か
が
ひ
に
て
、
か
り
さ
ぬ
の
た
も
と
に
つ
る
の
か

た
を
ぬ
ひ
て
か
き
つ
り
た
り
吋
る

お
き
な
さ
び
人
な
と
が
め
そ
狩
去
日
ふ
ば
か
り
と
ぞ
た
づ
も
な
く
な
る

(

一

O
七
六

行
幸
の
又
の
日
な
ん
致
仕
の
表
た
て
ま
つ
り
け
る
。

で
あ
る
が
、
掘
河
本
は
「
お
き
な
さ
び
」
の
歌
の
作
者
を
一
在
原
業
平
朝
臣

(
イ
無
V

」
と
し
、
雲
州
本
拡
こ
の
こ
首
の
頗
序
を
逆
に
し
て
、

「
お
き
な

さ
び
」
の
歌
の
問
自
を
、

仁
和
の
帝
、
せ
り
が
は
に
行
幸
し
給
り
る
ひ
、
た
か
ず
ひ
に
て
か
り
ぎ

ぬ
の
た
も
と
に
つ
る
の
か
た
を
す
り
て
か
き
つ
け
て
侍
付
・
る

と
す
る
{
傍
線
部
分
は
天
福
本
に
も
朱
簡
に
よ
る
異
本
歯
入
れ
が
あ
る
)
。

伊
現
物
語
伝
本
の
大
半
は
「
つ
る
の
か
た
を
」
云
々
の
記
述
を
持
た
な
い
の

で
、
震
州
本
の
よ
う
な
飼
曹
を
持
ち
、
既
に
作
者
を
業
平
と
し
て
い
る
後
撰

-3一

集
伝
本
か
ら
採
録
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
伊
現
物
語
伝
本
の
う
ち
で
も



塗
簡
・
本
に
は
「
つ
る
の
か
た
を
つ
く
り
て
か
き
つ
り
、
る
」
と
い
う
記
述
が

見
え
る
の
で
、
伊
勢
物
語
か
ら
採
録
し
た
可
能
性
も
全
く
否
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
た
、
和
歌
の
第
五
旬
「
か
り
も
な
く
な
る
」
は
、
後
探
集
・

伊
努
物
語
の
大
半
の
伝
本
に
「
た
づ
も
な
く
な
る
」
と
あ
る
が
、
伊
現
物
路

皇
太
后
宮
越
後
本
は
「
か
り
も
な
く
な
る
」
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

る
の
か
た
を
」
云
々
の
記
述
を
持
ち
、
か
つ
「
か
り
も
な
く
な
る
」
と
す
る

伝
本
も
存
在
し
、
北
相
公
本
は
そ
の
よ
う
な
形
の
伝
本
か
ら
採
録
し
た
可
能

性
が
あ
る
と
思
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
北
相
公
本
が
資
料
に
用
い
た

伝
本
は
、
後
撰
集
に
せ
よ
、
伊
興
物
語
に
せ
よ
、
現
存
本
の
い
ず
れ
と
も
全

く
一
致
は
し
な
い
も
の
の
、
存
在
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
一
伝
本
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

。

後
摂
集
掘
河
本
が
こ
の
和
歌
を
業
平
作
と
す
る
の
は
、
伊
興
物
語
-
一
四

段
の
彫
留
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
は
、
後
損
集
に
あ
る
行
平
の
和
歌
を
利
用
し

て
物
語
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
逆
に
そ
の
伊
現
物
語
の
彫
留
に
よ

っ
て
、
業
平
作
と
雪
る
後
慣
集
伝
本
が
生
ま
れ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
北
相
公
本
初
却
に
採
ら
れ
た
、
後
撰
集
雑
て

-
O八
-
・
一

O

八
二
の
、
河
原
左
大
臣
源
融
と
行
平
と
の
贈
答
も
、
掘
河
本
・
事
保
三
年
奥

自
本
で
は
河
原
左
大
臣
と
業
平
と
の
贈
答
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ

た
。
そ
の
鈎
却
の
贈
答
は
、

-4ー

月
あ
か
き
夜
、
か
は
ら
の
左
大
臣
の
い
へ
に
ま
か
り
て
、
か
へ
り

な
む
と
思
へ
る
肘
し
さ
を
み
て
の
た
ま
ふ

つ

て
る
月
を
ま
さ
の
き
の
つ
な
に
よ
り
つ
け
て
あ
か
で
わ
か
る
、
ひ
と
を

つ
な
が
む

か
へ
し

か
ぎ
り
な
さ
お
も
ひ
の
つ
な
の
な
く
は
こ
そ
ま
さ
き
の
か
つ
ら
よ
り
も

な
や
ま
め

と
い
う
も
の
で
あ
る
e

後
撰
集
に
も
、

家
に
行
平
朝
臣
ま
う
で
き
た
り
り
る
に
、
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
に

さ
げ
ら
な
ど
た
う
べ
て
、
ま
か
り
た
た
む
と
し
り
る
ほ
ど
に

(一

O
八
一
飼
曾
}
《
注
5
》

と
あ
る
。
月
夜
に
融
邸
で
宴
が
あ
り
、
退
出
す
る
頃
に
な
っ
て
も
別
れ
か
拍

て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
摂
集
掴
河
本
・
承
保
三
年
奥
由
本
が
こ
れ

を
業
平
と
の
贈
答
と
す
る
の
も
、
伊
郵
物
路
の
彫
留
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

伊
勢
物
語
八
一
段
に
、
左
大
臣
源
融
が
、
賀
茂
河
の
ほ
と
り
、
六
条
わ
た

り
の
自
邸
に
親
王
た
ち
を
招
い
て
宴
を
催
し
、
人
々
が
そ
の
屋
数
の
素
晴
ら



し
さ
を
ほ
め
る
和
歌
を
部
ん
だ
時
、
最
後
に
主
人
公
の
翁
も
「
し
ほ
が
ま
に

い
つ
か
来
に
り
む
:
:
:
」
の
歌
を
跡
ん
だ
と
い
う
話
が
あ
る
。
こ
の
段
は
、

融
と
業
平
と
の
つ
な
が
り
を
想
起
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
八

一
段
の
世
界
を
背
慣
に
、
右
の
贈
答
を
触
と
業
平
と
の
贈
答
と
し
て
読
む
後

撰
集
の
事
受
が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
右
の
贈
答
を
取
り
込

ん
だ
伊
組
問
物
館
伝
本
が
存
在
し
た
と
し
て
も
不
思
蹴
で
は
な
い
と
思
う
。
し

た
が
っ
て
、
北
相
公
本
は
、
既
に
作
者
を
業
平
と
し
て
い
る
後
撰
集
伝
本
か

ら
採
録
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
こ
の
贈
答
を
含
み
こ
ん
だ
形
の
、
今
は

な
い
伊
努
物
語
の
異
本
か
ら
採
録
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
、
北
相
公
本
が
勅
撰
集
か
ら
採
録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
和
歌

は
初
れ
お
お

m
m却
の
七
首
で
あ
る
が
、
業
平
の
真
作
は
初
-
首
だ
け
で
、

そ
れ
以
外
は
業
平
と
は
無
関
係
の
和
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
北
相
公

本
が
資
料
に
用
い
た
勅
撰
集
の
鼠
り
に
従
っ
た
だ
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
う
ち

m
m却
の
三
首
は
、
今
は
存
在
し
て
い
な
い
伊
興
物
商

の
異
本
か
ら
採
録
し
た
可
能
性
も
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
思
う
の
で

あ
る
。

。

と
こ
ろ
で
、
北
相
公
本
の
そ
の
よ
う
な
作
業
は
、
い
つ
行
な
わ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
巴

現
存
す
る
業
平
集
は
す
べ
て
、
古
今
集
・
償
提
集
・
伊
興
物
語
・
大
和
物

品
開
な
ど
か
ら
業
平
関
係
の
和
歌
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
在
中
将
集
と
深
い

関
わ
り
の
あ
る
北
相
公
本
も
同
様
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
-
度
編
集

さ
れ
た
後
に
、
そ
こ
に
漏
れ
て
い
る
勅
擬
集
の
業
平
歌
を
増
補
す
る
、
と
い

う
作
業
も
、
当
然
行
な
わ
れ
得
る
と
思
う
。
そ
れ
は
私
家
集
に
-
般
的
に
見

ら
れ
る
編
集
方
針
だ
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
内
閣
文
庫
本
前
恒
集
{
『
私
家
集
大
成
1
』
弱
恒
E
V
の
末

尾
に
は

「
乍
入
選
集
漏
家
集
」
と
し
て
古
今
集
J
新
続
古
今
集
の
錦
恒
歌

が
増
補
さ
れ
て
い
る
し
、

『
続
国
歌
大
観
』
に
収
め
ら
れ
た
忠
ヰ
集
・
仲
文

集
・
是
則
集
な
ど
の
末
尾
に
も
、
同
様
の
増
補
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
流
布

本
系
小
町
集
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
〈
断
わ
り
畠
き
V

を
し
な
い
で
掴
補

す
る
も
の
で
あ
る
。
間
集
は
、
片
桐
洋
一
先
生
に
よ
れ
ば
《
注
6
》
、
古
今

集
・
後
援
集
の
小
町
関
係
の
和
歌
を
中
心
と
す
る
第
二
郎
、
小
町
作
と
も
否

と
も
判
定
し
が
た
い
和
歌
中
心
の
第
二
郎
、
小
町
作
で
な
い
こ
と
明
ら
か
な

和
歌
を
載
せ
る
第
三
部
、

「
又
、
他

「
他
本
」
に
よ
っ
て
補
っ
た
第
四
部
、

本
」
に
よ
る
第
五
郎
、
と
い
う
五
部
構
成
を
と
る
が
、
そ
の
第
二
郎
と
第
五

-5ー

部
の
末
尾
部
分
に
、
古
今
集
・
後
撰
集
の
小
町
歌
が
増
補
さ
れ
て
い
る

g

勅



撰
集
に
ま
だ
小
町
の
歌
が
あ
る
の
に
気
つ
い
て
補
っ
た
の
で
あ
る

g

し
た
が

っ
て
、
北
相
公
本
も

一
度
形
を
な
し
た
後
に
、
勅
探
集
か
ら
増
補
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

。

さ
て
、
勅
摸
集
と
伊
努
物
語
に
重
出
し
て
い
る
和
歌
の
う
ち
、
残
る
叩
引

の
場
合
怯
ど
う
だ
ろ
う
か
巴
"
の
和
歌
、

い
と
い
た
う
う
ら
め
し
き
人
に

い
拡
ね
ふ
み
か
さ
な
る
山
拡
へ
だ
て
ね
ど
あ
拡
ぬ
日
お
ほ
く
こ
む
わ
た

る
か
な

は
、
万
葉
集
巻
十
一
、
二
四
こ
こ
に
、

f
パ
下
さ

ξ
η
作

T
H
F
マハ

Zτ
干
ド
毛
同
V
パ
克
己

7
f
F

石
根
踏
重
成
山
強
不
有
不
相
回
数

コcqfLWη
毛

恋
度
鴨
(
作
者
不
明
}

と
あ
り
、
拾
遺
集
恋
五
、
九
六
九
に
も
「
暗
唱
し
ら
ず

思
上
郎
女
」
と
し
て

載
せ
ら
れ
て
い
る
が
《
註
7
》
、
北
相
公
本
の
詞
自
は
、
伊
努
物
商
七
四
段
、

む
か
し
、
を
と
こ
、
女
を
い
た
う
う
ら
み
て
、

い
は
ね
ふ
み
か
さ
な
る
山
に
あ
ら
ね
ど
も
あ
は
ぬ
日
お
ほ
く
こ
ひ
わ

た
る
哉
《
注

8
v

か
ら
探
録
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
万
葉
集
や
拾
遺
集
の
別
人
の
和
歌
を

わ
ざ
わ
ざ
業
平
集
に
採
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
引
の
和
敬
、

身
の
う
れ
へ
侍
て
、
あ
づ
ま
の
か
た
へ
ま
か
り
て
、
と
も
だ
ち
の

-6ー

も
と
へ
い
ひ
を
く
り
侍

わ
す
る
な
よ
ほ
ど
は
く
も
ゐ
に
な
り
ぬ
と
も
そ
ら
ゆ
く
月
の
め
ぐ
り
あ

ふ
ま
で

の
場
合
も
、
拾
遺
集
雑
上
、
四
七
O
〈
拾
遺
抄
雑
下
、
五
二
八
}
と
伊
艶
物

語
一
一
段
に
重
出
す
る
が
、
拾
遺
集
や
拾
遺
抄
に
は
「
た
ち
ば
な
の
た
だ
も

と
」
が
「
人
の
む
ず
め
」

(
拾
遺
抄
「
人
の
め
」
}
に
贈
っ
た
歌
と
な
っ
て

お
り
、
こ
れ
も
伊
勢
物
荷
か
ら
の
採
録
た
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、

③

u
n
uは
、
現
存
文
献
に
よ
る
限
り
、
伊
組
問
物
語
だ
付
に
採
ら
れ
て
い

る
和
歌

で
あ
り
、
伊
現
物
語
八
段
・
五
七
段
ニ
ニ
四
段
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
北
相
公
本
は
、
他
の
柴
平
集
と
共
通
す
る
章
段
以
外
に
、
八
・

}
一
・
三
四
・
五
七
・
七
四
の
五
事
段
、
も
し
く
は
前
述
し
た
一
一
四
段
を

含
め
て
六
章
段
か
ら
採
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
北
相
公
本
が
こ
れ
ら
を

採
録
し
た
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
右
の
草
段
の
性
格
を
分
析
し
つ
つ
考
え
て

み
た
い
。
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冒
頭
で
述
べ
た
、
片
桐
洋
一
.
先
生
の
伊
努
物
語
の
成
長
に
つ
い
て
の
御
説

に
よ
れ
ば
、
古
今
集
以
前
に
既
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
章
段
の
前

後
に
頼
従
本
業
平
集
に
採
ら
れ
て
い
る
草
段
が
位
置
し
、
さ
ら
に
そ
の
前
後

に
、
在
中
将
集
・
雅
平
本
に
採
ら
れ
て
い
る
草
段
が
位
置
し
て
い
る
、
と
い

う
よ
う
に
、
古
今
集
以
前
の
第
-
次
伊
興
物
語
を
中
骸
と
し
て
、
前
後
に
草

段
が
増
益
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
は
明
ら
か
で
あ
る
c

主
人
公
の
東
下
り
を
テ
|

マ
と
雪
る
七
段
J
一
五
段
を
例
に
と
れ
ば
、
第
一
次
成
立
の
九
段
A

「
八
橋
」

の
場
面
と
「
隅
田
河
」
の
場
面
と
に
分
か
れ
て
い
た
)
を
中
肢
と
し
て
、
在

中
将
集
・
雅
平
本
に
採
ら
れ
て
い
る
九
段
の
「
富
士
」
の
場
面
や
、

「
武
蔵

国
」
の
一

O
段
が
増
益
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
前
後
に
第
三
次
成
立
草
段
が
泊

益
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
北
相
公
本
は
、
七
段
J
一
五
段
の
う
ち
、
在
中
将
集
に
も
探

ら
れ
て
い
る
九
・
一

O
段
の
和
歌
の
ほ
か
に
、
八
段
と
一
一
段
だ
け
を
採
録

し
て
い
る
。
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
事

段
は
、
前
後
の
草
段
よ
り
早
い
時
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る

八
段
は

J
1
 

む
か
し
、
を
と
こ
有
り
げ
り
。
京
や
す
み
う
か
り
け
ん
、
あ
づ
ま
の
方

ロ
B
I
l
l
i
-
-
-
l
ハ
4
1
1
1
I
l
l
i
-
-
l
B
E
l
l
i
-
-

に
ゆ
き
て
す
み
所
も
と
む
と
て
、
と
も
と
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て

ゆ
き
け
り
。

と
書
き
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
九
騒
の
、

ィ，

a

む
か
し
、
を
と
こ
あ
り
げ
り
e

そ
の
を
と
こ
、
身
を
え
う
な
き
物
に
思

Ut1111111111111 

ひ
な
し
て
、
「
京
に
臥
あ
ら
じ
。
あ
づ
ま
の
方
に
す
む
べ
き
く
に
も
と

め
に
一
と
て
、
ゆ
き
け
り
。
も
と
よ
り
友
と
司
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
し

て
い
き
け
り
。

と
対
応
し
て
い
る
。
主
人
公
の
県
下
り
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
{
イ
}
、
目

的
{
口
v

、
雄
と
行
っ
た
の
か
{
ハ
v

を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

七
段
で
は
、

，a
・

む
か
し
、
を
と
こ
あ
り
け
り
。
京
に
あ
り
わ
び
て
、
あ
づ
ま
に
い
き
け

る
に
、

と
、
原
因
の
み
が
記
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
七
段
は
、
既
に
存
在
し
て
い
た

八
・
九
段
の
設
定
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
簡
略
な
説

明
だ
け
で
事
足
り
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

-7ー

ま
た
、
七
段
の
和
歌
、



い
と
ず
し
く
す
ぎ
ゆ
く
か
た
の
こ
ひ
し
さ
に
う
ら
や
ま
し
く
も
か
へ
る

な
み
か
な

は
、
後
撰
集
開
旅
、
二
ニ
五
二
に
、

あ
づ
ま
へ
ま
か
り
け
る
に
、
す
ぎ
ぬ
る
方
こ
ひ
し
く
お
ぼ
え
り
る
ほ
ど

に
、
河
を
わ
た
り
け
る
に
な
み
の
た
ち
防
る
を
見
て

と
い
う
問
自
の
も
と
に
載
せ
ら
れ
た
業
平
の
和
歌
で
あ
る
が
、
七
段
で
陪
、

「
伊
興
・
尾
強
の
あ
は
ひ
の
梅
づ
ら
を
ゆ
く
」
時
の
作
と
践
定
し
て
い
る
。

な
ぜ
「
伊
鈎
・
尾
強
」
と
眼
定
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
和
歌
を
読
む
限
り
、
そ

し
て
、
後
撰
集
の
問
自
を
読
む
限
り
、

一
あ
づ
ま
一
へ
行
く
途
中
な
ら
ど
こ

に
設
定
し
て
も
よ
い
し
、
い
っ
そ
「
あ
づ
ま
」
に
省
い
て
し
ま
っ
て
か
ら
の

作
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
と
思
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
伊
努
・
尾
張
」

と
限
定
し
て
い
る
の
は
、
次
の
八
段
の
一
信
濃
国
浅
間
獄
」
と
い
う
場
面
践

定
の
影
響
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
京
か
ら
「
あ
づ
ま
」
へ
と
下
つ

て
ゆ
く
主
人
公
を
物
館
る
の
に
、
八
段
よ
り
も
東
の
場
所
に
は
当
然
践
定
で

き
な
い
し
、
ま
た
、
後
撰
集
詞
書
の
「
あ
づ
ま
へ
ま
か
り
付
る
に
」
と
い
う

よ
う
な
漢
然
と
し
た
書
き
方
、

「
あ
づ
ま
」
に
着
い
て
し
ま
っ
た
と
も
受
げ

と
れ
る
書
き
方
で
も
困
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
七
隈
は
、
九
・
十
段
の
次
に
八
段
が
成
立
し
た
後
の
段
階

で
こ
の
物
語
に
取
り
込
ま
れ
、
北
相
公
本
は
、
七
段
が
ま
だ
成
立
し
て
い
な

い
頃
の
伊
努
物
語
を
資
料
に
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

-8ー

次
に
、
一
一
段
は
、

昔
、
を
と
こ
、
あ
づ
ま
へ
ゆ
き
け
る
に
、
友
だ
ち
ど
も
に
、
み
ち
よ
り
、

い
ひ
お
こ
せ
け
る
。

わ
す
る
な
よ
ほ
ど
は
雲
ゐ
に
な
り
ぬ
と
も
そ
ら
ゆ
く
月
の
め
ぐ
り
あ

ふ
ま
で

と
い
う
段
で
あ
る
。
主
人
公
が
「
あ
づ
ま
-
に
下
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実

と
し
て
、
そ
の
「
道
よ
り
」

「
友
だ
ち
ど
も
」
に
和
歌
を
よ
こ
し
た
、
と
い

う
の
で
あ
る
。

そ
の
前
に
位
置
す
る
第
二
次
成
立
の
一

O
段
は
、

「
武
蔵
国
』
ま
で
「
ま

ど
ひ
歩
」
い
た
主
人
公
が
そ
の
国
の
女
と
契
る
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
九
段

の
最
後
の
場
面
、

「
武
蔵
固
と
下
総
固
と
の
中
」
に
あ
る
隅
田
河
の
場
面
に

因
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
一
段
を
は
さ
ん
で
-
二
段
は
、
主
人
公

が
「
人
の
む
ず
め
」
を
盗
九
で
「
武
蔵
野
」
ま
で
連
れ
て
ゆ
く
話
、
二
二
段

も
「
武
蔵
な
る
男
」
と
京
の
女
と
の
話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
武
蔵
国

の
話
で
あ
り
な
が
ら
、
二
了
二
二
段
が
一

O
段
の
す
ぐ
次
に
位
置
し
て
い

な
い
の
は
何
放
だ
ろ
う
ロ
ま
た
、
続
く
一
四
・
一
五
騒
は
、
主
人
公
が
さ
ら



に
「
み
ち
の
く
」
ま
で
出
か
け
る
結
で
あ
る
。

「
あ
づ
ま
一
へ
行
く
途
中
で

和
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
の
な
ら
、
そ
の
一
-
段
は
、
武
蔵
国
関
係
草
段
の
前

か
後
、
つ
ま
り
一

O
段
の
前
か
一
三
段
の
後
に
位
置
し
て
い
て
も
よ
い
の
で

U
な
い
か
e

こ
の
現
象
は
、
-
-
段
の
成
立
が
二
一
・
二
ニ
隠
の
成
立
よ
り
も
古
い
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
惟
喬
親
王
と
の
主
従
の
愛
を
猫
く
八

-
八
三
段
、
長
岡
の
問
と
の
親
子
の
震
を
描
く
八
四
段
な
ど
の
第
一
次
成
立

草
段
の
次
に
、
再
び
惟
喬
親
王
と
の
交
流
を
テ
ー
マ
に
す
る
第
二
次
成
立
の

八
五
段
が
位
園
し
て
い
る
よ
う
に
、
九
段
に
続
い
て
一

O
段
が
成
立
し
、
そ

の
後
、
二
了
一
一
二
段
が
成
立
し
た
時
に
は
既
に
一
-
段
が
存
在
し
て
い
た

た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
配
列
に
な
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
s

つ
ま
り
、
北
相

公
本
は
、
ま
だ
二
一
・
一
三
段
が
成
立
し
て
い
な
い
頃
の
伊
興
物
語
を
資
料

に
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

」
の
よ
う
に
、
北
相
公
本
が
新
た
に
採
録
し
て
い
る
八
段
・
一
一
段
は
、

現
存
本
の
草
段
配
列
や
内
容
か
ら
見
て
、
前
後
の
章
段
よ
り
も
早
い
時
期
に

成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

。

次
に
、
伊
努
物
語
か
ら
の
採
録
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
-
一
四
段
を
取

り
上
げ
た
い
a

こ
の
あ
た
り
、
一

O
八
段
、
t
一
二
四
段
の
和
歌
は
す
べ
て
、

在
中
将
集
に
も
雅
平
本
に
も
操
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
第
三
次
成
立

草
段
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
一
一
二
段
か
ら
一
二
四
段
ま
で
の
成
立

に
つ
い
て
は
、
片
桐
洋
-
先
生
が

一
一
四
段
か
ら
こ
九
段
ま
で
は
、
阿
波
国
文
庫
本
・
谷
菰
本
・
神
宮

文
庫
本
・
大
島
本
な
ど
に
は
な
い
。
ま
た
泉
州
本
で
も
-
一
七
段
の
次

か
ら
の
段
序
が
甚
だ
し
く
乱
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
あ
え
て
措
定
を
鼠
み

れ
ば
、
先
の
「
死

「
短
き
命
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
一

O
五
・
一

O
九

-
一
一

0
・
一
一
一
に
続
く
の
は
臨
終
辞
世
の
駄
の
一
二
五
隠
で
協
な

か
っ
た
の
か
、
本
来
な
ら
ば
最
末
尾
に
付
加
す
る
も
の
が
、
先
に
述
べ

た
よ
う
に
臨
終
の
段
の
後
で
は
落
ち
つ
か
ぬ
ゆ
え
に
、
-
一
二
段
J
一

二
四
段
を
ま
と
め
て
そ
の
前
に
付
加
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。
《
注
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》

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
存
本
の
状
況
や
草
段
の
テ
ー
マ
か
ら
考
え

て
、
後
の
付
加
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。

そ
の
中
で
、
一
一
四
段
だ
け
が
特
に
古
い
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
し
か
し
次
の
点
U
注
意
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
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そ
れ
は
大
島
本
の
配
列
で
あ
る
。
大
島
本
は
、
一
一
五
段
J
一
一
七
段
を



持
た
ず
、
一
-
八
・
一
一
九
段
に
は
「
或
本
有
之
」
と
註
記
す
る
が
、
一
一

四
段
は
、
一
二
四
段
と
一
二
五
段
と
の
聞
に
置
い
て
い
る
。
一
二
四
段
は
、

む
か
し
、
を
と
こ
、
い
か
な
り
け
る
事
を
思
ひ
け
る
を
り
に
か
、
よ
め

る
お
も
ふ
こ
と
い
は
で
ぞ
た
ず
に
や
み
ぬ
べ
き
我
と
ひ
と
し
き
人
し
な

り
れ
ば

と
い
う
段
で
あ
る
。
思
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
口
に
出
さ
ず
に
や
め
て

し
ま
う
{
死
ん
で
し
ま
う
}
方
が
よ
い
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
心
が
通
じ
る

人
な
ど
い
な
い
の
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
の
和
歌
は
、
や
は
り
臨
終
の
一
二
五

段
の
直
前
に
置
か
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
れ
な
の
に
、
大
島
本
が
こ
の

段
と
ご
-
五
段
と
の
間
に
一
一
四
段
を
は
さ
む
の
は
、
一
一
四
段
の
方
が
先

に
付
加
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
片
綱
先
生
の
言
わ
れ
る
よ
う
に

「
臨
終
の
段
の
後
で
は
港
ち
つ
か
ぬ
ゆ
え
」
に
、

一
二
五
段
の
前
に
一
一
四

段
、
さ
ら
に
そ
の
前
に
一
二
四
段
、
と
い
う
具
合
に
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
-
四
段
は
や
は
り
古
い
時
期
に
成

立
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
大
島
本
は
、
現
存
本
の
よ
う
な
配

列
に
整
え
ら
れ
る
以
前
の
伊
努
物
語
の
形
態
を
留
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

さ
て
、
北
相
公
本
が
新
た
に
採
録
し
て
い
る
草
段
の
う
ち
、
残
る
三
四
・

-10ー

五
七
・
七
四
の
三
車
段
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
草
段
と
は
遣
っ
て
、
第

二
次
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
事
段
鮮
と
遊
離
し
て
存
在
し
て
お
り
、
現
存
本

の
配
列
と
関
連
さ
せ
て
成
立
時
期
の
古
さ
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、

「
つ
れ
な
か
り
け
る
人
の
も
と
に
」

{
三
四
段
)
、

「
つ
れ
な

き
人
の
も
と
に
」

{
五
七
段
}
、

「
女
を
い
た
う
う
ら
み
て
」

(
七
四
段
}

と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
三
車
段
の
テ
l
マ
は
、
い
ず
れ
も
つ
れ
な
い
女
に
対

す
る
恋
の
嘆
き
で
あ
り
、
女
に
つ
れ
な
く
さ
れ
な
が
ら
も
な
お
一
一
途
に
そ
の

女
を
思
い
続
け
る
主
人
公
の
獲
を
描
い
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

第
一
次
伊
現
物
語
の
主
人
公
が
、
二
条
后
や
斎
宮
な
ど
の
恋
し
て
は
な
ら

な
い
人
に
対
し
て
も
、
み
ず
か
ら
の
烈
し
い
情
熱
の
た
め
に
一
途
に
突
き
進

ん
で
ゆ
く
タ
イ
プ
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
、
第
二
次
伊
興
物
語
で
も
、
恋
死

を
す
る
ま
で
に
女
を
愛
す
る
〈
四
O
段
}
な
ど
、
そ
の
業
平
像
が
受
日
継
が

れ
て
い
る
が
、
第
三
次
伊
努
物
語
に
な
る
と
、

「
つ
く
も
髪
」
の
老
女
に
ま

で
「
り
じ
め
見
せ
ぬ
心
」
を
見
せ
る
会
ハ
三
段
〉
と
い
う
よ
う
に
、
色
好
み

業
平
、
プ
レ
l
ポ
l
イ
業
平
と
し
て
描
か
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
は
、
既
に

片
桐
先
生
が
櫛
指
摘
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
《
注
叩
》



そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
こ
の
三
草
段
を
見
る
と
き
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る

一
途
な
主
人
公
の
姿
は
、
第
二
次
ま
で
の
伊
勢
物
簡
の
業
平
像
と
通
じ
る
も

の
が
あ
る
と
思
う
。
思
っ
て
も
思
っ
て
も
、
立
は
つ
れ
な
い
。
し
か
し
、
な

お
あ
き
ら
め
ず
に
そ
の
愛
を
貫
こ
う
と
言
る
主
人
公
の
蜜
は
、
少
な
く
と
も

〈
色
好
み
業
平
〉
に
変
貌
し
て
し
ま
う
以
前
の
も
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
こ
の
三
章
程
の

-
7
1
マ
が
共
通
し
て
い
る
の

も
、
偶
然
で
は
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
e

こ
れ
ら
の
草
段
は
、
あ
る

時
期
、
ま
と
め
て
ど
こ
か
に
加
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て

現
存
本
に
至
る
過
程
で
、
同
一
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
気
に
し
て
分
徹
さ
れ

た
と
考
え
て
は
ど
う
か
。
東
下
り
章
段
の
よ
う
に
大
き
な
一
つ
の
テ
ー
マ
で

結
ぼ
れ
て
い
る
草
段
群
は
、
伝
流
の
過
程
で
分
散
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た

が
、
こ
の
三
章
段
の
場
合
は
、
逆
に
テ
ー
マ
が
あ
ま
り
に
も
似
す
ぎ
て
い
た

た
め
に
、
現
存
本
に
歪
る
過
程
に
お
い
て
分
散
し
て
配
置
さ
れ
た
、
と
い
う

可
能
性
も
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
北
相
公
本
に
新
た
に
採
録
さ
れ
た
帝
段
は
、

い
わ
ゆ
る
第
三
次
成
立
車
段
の
う
ち
で
も
、
比
較
的
古
い
時
期
に
成
立
し
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
あ
る
時
期
の

伊
勢
物
語
の
形
態
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

{
問
問
H
}

以
上
、
北
相
公
本
が
、
い
わ
ゆ
る
第
三
次
成
立
草
段
の
う
ち
の
一
部
の
章

段
し
か
採
録
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
は
北
相
公
本
が
資
料
に
し

た
伊
興
物
語
の
形
態
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
論
を
試

み
た
ロ
こ
れ
と
は
追
っ
て
、
北
相
公
本
の
編
纂
者
が
何
ら
か
の
基
準
で
〈
選

ん
で
採
っ
た
〉
と
す
る
考
え
方
も
、
一
方
で
は
成
り
立
ち
得
る
だ
ろ
う
。
し

か
し

〈
選
ん
で
採
っ
た
〉
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
基
準
で
選

び
採
ら
れ
た
の
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
草
段
の
和
歌
が
、
い
ず
れ
も
業
平
作

で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
ら
れ
な
い
、
む
し
ろ
別
人
の
作
か
、
何
ら
か
の
伝
意

歌
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
実
で
あ
る
。

八
段
は
、
主
人
公
が
東
下
り
の
途
中
で
「
信
漉
国
浅
間
搬
」
を
望
ん
で
和

歌
を
鯨
む
も
の
で
あ
る
が
、
九
段
の
ご
と
く
ご
二
河
国
八
幡
」
や
「
富
士
」

を
経
て
-
あ
づ
ま
」
に
向
か
う
東
海
道
か
ら
は
「
浅
間
獄
」
は
見
え
な
い
。

東
海
道
を
下
る
、
い
わ
ば
〈
正
伝
〉
の
ほ
か
に
、
信
欄
国
を
経
て
東
に
下
る

〈
異
伝
〉
も
あ
っ
た
と
い
う
ポ

i
xで
、
こ
の
物
語
に
取
り
込
ま
れ
た
の
で

-11ー

あ
ろ
う
か
。
さ
て
、
八
段
の
和
歌
、



し
な
の
な
る
あ
さ
ま
の
た
け
に
た
つ
煙
を
ち
こ
ち
人
の
見
や
は
と
が
め

ぬ

は
、
現
存
文
献
に
よ
る
限
り
伊
興
物
語
だ
り
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
浅

間
獄
の
煙
に
み
ず
か
ら
の
(
こ
の
場
合
お
そ
ら
く
恋
の
}
思
い
を
託
雪
こ
と

は
、
拾
遺
集
恋
一
、
六
五
六
、

い
っ
と
て
か
わ
が
こ
ひ
や
ま
む
ち
は
や
ぶ
る
あ
さ
ま
の
た
け
の
付
ぶ
り

た
ゆ
と
も

(
題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず
〉

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
一
般
的
な
と
ら
え
方
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
折

口
信
夫
博
士
が
「
業
平
と
思
え
ば
不
合
理
だ
が
、
信
州
の
民
紹
と
と
れ
ば
よ

い
。
《
注
刊
》
一
と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
八
段
の
和
歌
は
、
本
来
伝
承
歌

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
そ
う
で
な
く
と
も
、
東
下
り
の
〈
正

伝
〉
か
ら
外
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。

次
に
、
一
一
段
の
「
わ
す
る
な
よ
」
の
歌
は
、
拾
遺
集
雑
上
、
四
七
O
に、

た
ち
ば
な
の
た
だ
も
と
が
人
の
む
す
め
に
し
の
び
て
物
い
ひ
侍
り
げ
る

こ
ろ
、
と
ほ
き
所
に
ま
か
り
侍
り
と
て
、
こ
の
女
の
も
と
に
い
ひ
っ
か

は
し
け
る

と
い
う
拘
留
の
も
と
に
、
橘
忠
基
の
作
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
和
歌

の
作
者
を
作
者
名
表
記
と
し
て
宙
か
ず
、
飼
留
の
主
語
と
し
て
提
示
す
る
拾

遺
集
の
形
は
、
そ
の
敬
語
り
的
性
絡
を
物
語
っ
て
い
る
s

さ
ら
に
、

『
古
来

風
体
抄
』
が
、
こ
の
歌
の
作
者
を
大
江
為
基
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
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「
た
だ
も
と
」
を
「
た
め
も
と
」
と
誤
写
し
た
可
能
性
と
同
時
に
、
作
者
を

為
基
と
す
る
別
の
伝
承
が
存
在
し
た
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
四
段
の
「
い
は
ね
ふ
み
」
の
歌
も
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
も
と
以
万

葉
集
の
作
者
不
明
歌
で
あ
る
が
、
拾
遺
集
に
坂
上
郎
女
の
作
と
し
て
収
め
ら

れ
て
い
る
。
和
歌
が
既
に
有
名
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
坂
上
郎
女
の
作
と

す
る
伝
承
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
伊
努
物
語
は
そ
の
伝
承
敬
を
利

用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
三
四
段
の
和
歌
、

い
へ
ば
え
に
い
は
ね
ば
む
ね
に
さ
わ
が
れ
て
心
ひ
と
つ
に
な
げ
く
こ
ろ

哉

は
、
類
歌
と
お
ぼ
し
い
も
の
が
古
今
六
帖
に
見
え
る
。

い
へ
ば
え
に
い
は
ね
ば
く
る
し
ょ
の
な
か
を
な
げ
さ
て
の
み
も
つ
く
す

べ
き
か
な

〈
一
一
三
九
五
0
・
作
者
名
無
}

偶
然
似
た
と
い
え
は
そ
れ
ま
で
だ
が
、
も
し
両
者
に
関
係
あ
り
と
す
れ
ば
、

ど
ち
ら
か
一
方
が
他
方
を
改
変
し
た
可
能
性
も
勿
論
あ
る
が
、
本
来
は
同
じ

一
つ
の
和
歌
で
あ
っ
た
も
の
が
、
伝
承
さ
れ
て
い
く
う
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
異



文
を
生
み
出
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る

2

ま
た
、
五
七
段
の
和
歌
、

」
ひ
わ
び
ぬ
あ
ま
の
か
る
も
に
や
ど
る
て
ふ
我
か
ら
身
を
も
く
だ
さ
っ

る
哉

は
、
現
存
の
資
料
で
は
伊
凱
刃
物
語
以
外
に
出
典
は
な
い
が
、
新
勅
撰
集
恋
二
、

七
二

O
に
「
題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
新

古
今
集
や
新
勅
撰
集
を
は
じ
め
と
す
る
錨
倉
時
代
以
降
の
勅
撰
集
で
は
、
伊

努
物
語
の
和
歌
は
、
業
平
作
で
な
い
こ
と
が
確
・
諒
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、

原
則
的
に
業
平
の
和
歌
と
し
て
入
集
さ
せ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
和
歌
が
柴

平
作
と
さ
れ
て
い
な
い
の
以
何
畝
だ
ろ
う
。
探
者
定
家
は
、
し
か
る
べ
き
樋

拠
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
業
平
作
で
な
い
こ
と
を

示
す
伺
ら
か
の
資
料
が
存
在
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
伊
努
拘
語
か
ら
の
採
録
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
一
一
四
段
の

{
お
き
な
さ
び
」
の
歌
も
、
後
撰
集
に
行
平
作
と
し
て
収
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
M
既
に
述
べ
た
。

。

」
の
よ
う
に
、
北
相
公
本
に
新
た
に
採
録
さ
れ
た
草
段
は
、
い
ず
れ
も
、

業
平
以
外
の
人
物
の
作
か
、
伝
示
歌
と
お
ぼ
し
い
和
歌
を
利
用
し
た
草
段
な

の
で
あ
る
。
も
し
、
北
相
公
本
の
編
纂
者
が
、
現
存
本
の
よ
う
な
形
態
の
伊

興
物
持
を
資
料
に
用
い
、
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
の
車
段
を
〈
選
ん
で
採
っ

た
〉
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
車
段
ば
か
り
を
選
び
採
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
特
に
、
一
一
・
七
四
・
一
-
四
の
三
車
段
は
、
勅
撰
集
を
見
れ
ば
他
人

の
作
と
す
ぐ
に
わ
か
る
和
歌
を
用
い
て
い
る
e

家
集
を
編
纂
し
よ
う
と
す
る

ほ
ど
の
人
物
が
、
当
時
必
須
の
教
養
と
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
勅
撰
集
の
知

識
を
全
く
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
a

と
な
れ
ば
、
北
相
公
本
の

編
纂
者
は
、
こ
れ
ら
の
和
歌
を
〈
選
ん
で
採
っ
た
〉
の
で
は
な
く
、
伊
鈎
物

結
に
含
ま
れ
る
和
歌
の
す
べ
て
を
、
業
平
の
歌
と
見
な
し
て
、
あ
る
い
は
柴

平
の
歌
と
す
る
伝
承
を
容
服
す
る
姿
勢
で
採
録
し
た
の
だ
が
、
資
料
と
し
て

用
い
た
伊
現
物
語
の
形
態
が
現
存
本
よ
り
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、

こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
が
躍
も
自
然
で
拘
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
北
相
公
本
の
資
料
と
な
っ
た
伊
勢
物
語
は
、
い
わ
ゆ
る
第
一

次
伊
勢
物
語
以
降
、
さ
ら
に
成
長
を
と
げ
た
、
あ
る
段
階
の
伊
現
物
語
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
伊
努
物
語
の
成
長
過
程
を
、
便
宜
上
、
三

段
階
成
立
と
い
う
形
で
説
明
な
さ
っ
て
い
る
片
桐
先
生
も
、
た
と
え
ば
同
じ

第
二
次
成
立
の
草
段
の
中
で
も
、
類
従
本
に
探
ら
れ
て
い
る
草
段
の
方
が
在
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中
将
集
や
雅
平
本
に
採
ら
れ
て
い
る
車
段
よ
り
も
古
い
成
立
で
あ
ろ
う
、
と



述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
正
確
に
は
不
断
の
成
長
を
続
け
て
い
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

E 

と
こ
ろ
で
、
現
存
の
伊
現
物
語
に
は
、
確
認
で
き
る
範
囲
に
限
っ
て
も
、

万
葉
集
や
古
今
集
・
後
撰
集
な
ど
に
見
え
る
別
人
の
、
あ
る
い
は
よ
み
人
し

ら
ず
の
和
歌
を
利
用
し
て
一
段
に
仕
立
て
た
草
段
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
第
三
次
成
立
草
段
に
は
そ
れ
が
多

い
c

こ
の
よ
う
な
草
段
は
、
第
一
次
の
、
古
今
集
の
絹
纂
資
料
に
も
な
っ
た

よ
う
な
、
業
平
真
作
の
和
歌
だ
げ
で
構
成
さ
れ
て
い
た
、
ま
さ
し
く
業
平
の

物
語
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
物
語
世
界
と
、
そ
の
物
語
世
界
を
受
け
継
ぎ
、

業
平
が
み
ず
か
ら
語
っ
て
い
る
か
の
ご
と
き
姿
努
を
随
所
に
見
せ
な
が
ら
、

第
一
次
伊
凱
刃
物
語
の
世
界
を
さ
ら
に
拡
げ
た
第
二
次
伊
勢
物
語
の
世
界
と
を

前
提
に
し
て
は
じ
め
て
、
伊
現
物
簡
に
取
り
込
ま
れ
得
た
の
で
あ
ろ
う
g

そ
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
、
北
相
公
本
が
編
纂
さ
れ
た
頃
の
伊
現
物
商

で
は
な
か
っ
た
か
。
東
下
り
の
〈
正
伝
〉
か
ら
は
外
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
浅
間
獄
一
を
望
む
和
歌
を
取
り
込
み
(
八
段
v

、
橘
忠
基
の
作
と
も
大
江

為
基
の
作
と
も
伝
え
る
伝
承
歌

A

一
一
段
)
や
、
段
上
部
女
の
作
と
す
る
伝

承
も
あ
っ
た
万
葉
歌
の
異
伝
(
七
四
段
)
を
取
り
込
み
、
そ
し
て
、
も
し
-
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一
四
段
も
増
補
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
兄
の
行
平
の
和
歌
さ
え
も
業
平
の

事
跡
と
し
て
取
り
込
む
、
と
い
う
よ
う
に
、
業
平
作
と
は
思
え
な
い
和
歌
を

意
図
的
に
用
い
て
草
段
化
す
る
。
そ
れ
は
、
は
な
は
だ
強
引
な
、
思
い
切
っ

た
増
補
の
方
法
で
は
あ
っ
た
が
、
以
後
の
伊
勢
物
語
の
成
長
を
さ
ら
に
自
由

か
つ
多
彩
な
も
の
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
北
相
公
本
が
編

箇
罰
さ
れ
た
頃
の
伊
興
物
語
の
あ
り
方
は
、
伊
現
物
語
成
長
史
に
お
い
て
、
ま

さ
し
く
大
き
な
転
挽
期
で
あ
っ
た
と
一
品
問
え
よ
う
a

。

伊
興
物
語
の
成
長
を
支
え
て
き
た
も
の
は
向
か
e

そ
れ
は
一
一
百
℃
言
え
ば
、

素
晴
ら
し
い
伊
勢
物
語
の
世
界
に
、
そ
し
て
そ
の
主
人
公
業
平
に
憧
れ
、
そ

の
世
界
を
少
し
で
も
拡
げ
た
い
、
と
い
う
数
多
く
の
人
々
の
熱
意
で
あ
る
と

私
は
思
う
・

2

業
平
集
が
、
業
平
作
ら
し
い
和
歌
を
少
し
で
も
多
く
集
め
よ
う
と
し
て
い

る
事
実
、
伊
興
物
館
自
体
が
、
明
ら
か
に
別
人
の
和
歌
を
用
い
て
ま
で
そ
の

世
界
を
舷
げ
よ
う
と
し
て
い
る
事
案
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
勅
撰
集
の
本
文

で
さ
え
も
伊
鈍
物
語
の
影
響
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事



実
は
、
人
々
が
如
何
に
伊
興
物
語
の
世
界
を
大
切
に
し
て
い
た
か
を
物
語
つ

て
い
る
。
人
々
川
崎
、
伊
興
物
相
を
、
そ
し
て
業
平
を
、
愛
し
、
慈
し
み
、
そ

の
イ
メ
ー
ジ
を
次
か
ら
次
へ
と
膨
ら
ま
せ
て
い
っ
た
c

そ
の
よ
う
な
人
々
の

愛
情
、
そ
の
よ
う
な
事
受
の
世
界
こ
そ
、
伊
興
物
語
の
成
長
を
支
え
る
も
の

で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

伊
現
物
傾
の
成
長
過
程
は
、
や
怯
り
大
き
な
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
a

し
か

し
、
北
相
公
本
に
捕
わ
れ
て
い
る
わ
ず
か
な
草
段
か
ら
、
そ
の
一
端
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

《
註

1
》
『
伊
興
物
館
の
研
究
〔
研
究
篇
)
』

《
注

2
》
《
注

1
》
に
周
じ
。

《
注

3
》
表
の
M
の
和
歌
で
あ
る
。
雅
平
本
に
も
本
来
日
に
存
在
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
現
存
本
は
飼
富
の
み
で
和
歌
を
欠
い
て
い
る
ロ
北
相
公

本
掴
補
の
段
階
で
既
に
こ
の
和
歌
が
欠
落
し
て
い
た
た
め
に
こ
こ
に

補
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

《
注

4
》
「
他
本
」
の
部
分
の
和
歌
を

1
2
:
:
:と
数
え
る
。
以
下
同
じ
。

《
注

5
》
「
行
平
朝
臣
」
、
掘
河
本
で
は
「
在
原
業
平
一
、
承
保
三
年
奥
富

本
で
は
「
在
原
柴
平
朝
臣
一
と
ヲ
る
。

《
注

6
》
『
小
野
小
町
追
跡
』

(
笠
間
選
書
〉

《
註
7
》
た
だ
し
、
第
二
旬
以
下
、

「
か
さ
な
る
山
は
な
り
れ
ど
も
あ
は
ぬ

日
か
ず
を
(
異
本
「
ひ
か
げ
も
」
}
こ
ひ
や
わ
た
ら
ん
」

《
注

8
》
定
家
の
天
福
本
以
外
は
、
第
二
・
第
三
旬
を
、
北
相
公
本
と
同
じ

く
一
か
さ
な
る
山
は
へ
だ
て
ね
ど
」
と
す
る
も
の
が
多
い
a

《
注

9
》
《
注
1
》
に
同
じ
。

(
二
五
五
J
二
五
六
頁
}

《
注
叩
》
《
注

1
》
に
同
じ
。

《
注
刊
》
『
折
口
信
夫
全
集
』
ノ

l
卜
篇
、
第
十
三
巻
伊
興
物
語
。

《
古
附
刷
+
爪
胤
T
》

*
北
相
公
本
業
平
集
:
:
:
『
私
家
集
大
成

1
』
業
平

E

*
伊
興
物
語
:
:
:
池
田
亀
鑑
博
士
・
大
津
有
一
博
士
『
伊
組
問
物
語
に
就
き

て
の
研
究
』
本
文
篇
・
補
遺
篇
〈
塗
飽
本
・
皇
太
后
宮
越
後
本
〉
・

明
治
宙
院
刊
『
校
註
古
典
躍
由
』
〈
上
記
以
外
〉

*
後
撰
集
:
:
:
大
阪
女
子
大
学
『
後
撰
和
歌
集
総
索
引
』
〈
掘
河
本
〉
・

小
松
茂
美
氏
『
後
撰
和
萄
集
校
本
と
研
究
・
校
本
篇
』
〈
承
保
三
年

奥
歯
本
〉
・
未
刊
国
文
資
料
『
後
撰
和
歌
集
(
雲
州
本
)
と
研
究
』
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〈
震
州
本
〉
・
『
新
編
国
歌
大
観
』
〈
上
記
以
外
〉



歌
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
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*
古
今
集
・
拾
遺
集
・
新
勅
撰
集
:
:
:
『
新
縮
図
歌
大
観
』

歌
番
号
も
同
習
に
よ
る
}

*
万
葉
集
:
:
:
『
校
本
万
葉
集
』
底
本
の
寛
永
版
本

*
古
今
和
歌
六
帖
:
:
:
『
図
富
寮
叢
刊
h

本
文
儲

※
引
用
の
際
、
私
に
濁
点
を
施
し
た
。


