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狂
歌
の
名
人
蜀
山
人
と
し
て
知
ら
れ
る
大
田
南
畝
は
、
古
稀
を
迎
え
た

文
政
元
二
八
一
八
）
年
、
揮
毫
を
需
め
る
世
の
人
々
に
応
え
て
「
蜀
山

百
首
』
と
題
す
る
自
撰
歌
集
を
編
み
、
版
下
も
自
筆
で
、
私
家
版
と
し
て

限
定
千
部
を
板
行
す
る
。
そ
の
百
首
を
閲
す
る
に
、
必
ず
し
も
南
畝
生
来

の
鋭
敏
な
言
語
感
覚
を
生
か
し
た
技
巧
的
な
詠
が
多
く
を
占
め
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
に
気
付
く
。

南
畝
が
も
と
も
と
得
意
と
し
て
い
た
技
巧
的
な
詠
み
口
と
は
、
た
と
え

ば
次
の
詠
に
端
的
に
窺
え
る
。
宿
屋
飯
盛
こ
と
石
川
雅
望
が
編
み
、
北
尾

政
演
こ
と
山
東
京
伝
が
描
い
た
肖
像
狂
歌
集
『
吾
妻
曲
狂
歌
文
庫
』
（
天

明
六
・
一
七
八
六
年
刊
）
に
お
い
て
南
畝
の
肖
像
に
添
え
ら
れ
た
そ
の
表

歌
の
一
つ
で
あ
る
。

あ
な
う
な
ぎ
い
づ
く
の
山
の
い
も
と
せ
を
さ
か
れ
て
後
に
身
を
こ
が

す
と
は

「
あ
な
憂
」
…
…
な
ぎ
。
ど
こ
の
山
の
芋
が
化
し
た
鰻
な
の
か
、
背
割
き

に
さ
れ
て
蒲
焼
き
に
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
ど
こ
ぞ
の
男
女
が
仲
を
裂

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

大
田
南
畝
晩
年
の
狂
歌

か
れ
て
恋
に
身
を
焦
が
す
と
は
、
と
。
山
の
芋
が
化
し
て
鰻
と
な
る
と
い

う
俗
伝
を
生
か
し
な
が
ら
、
掛
詞
を
多
用
し
て
、
鰻
に
寄
せ
る
恋
の
情
を

詠
む
鮮
や
か
な
手
際
が
印
象
深
い
。
こ
う
し
た
技
巧
的
な
機
知
が
壮
年
期

の
南
畝
の
真
骨
頂
で
あ
っ
た
。

「
蜀
山
百
首
」
の
多
く
を
占
め
る
歌
の
趣
は
こ
れ
と
は
か
な
り
異
な
る
。

か
っ
て
『
日
本
古
典
文
学
大
系
川
柳
狂
歌
集
』
で
こ
の
作
品
に
注
を
施

し
た
横
田
義
一
郎
は
、
こ
れ
を
晩
年
の
凡
作
が
多
く
「
い
さ
さ
か
杜
撰
」

と
評
し
て
、
壮
時
の
佳
詠
の
数
々
を
挙
げ
て
「
百
首
中
の
凡
作
と
か
え
た

い
狂
歌
は
い
く
ら
も
あ
る
」
（
同
解
説
）
と
い
う
。
「
こ
の
作
者
ら
し
い
リ

ズ
ム
も
速
度
も
な
い
凡
作
」
な
ど
と
酷
評
さ
れ
る
作
は
少
な
く
な
い
。
そ

の
た
め
か
、
「
古
典
大
系
』
刊
行
以
後
、
数
十
年
を
経
て
も
こ
の
自
選
集

へ
の
論
及
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
た
ん
な
る
加
齢

に
よ
る
怠
慢
や
言
語
感
覚
の
弛
緩
と
し
て
等
閑
視
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
晩
年
に
至
っ
た
南
畝
が
よ
し
と
す
る
詠
い
ぶ
り
に
変
化
が
見
ら
れ
た

と
考
え
て
、
そ
の
背
景
を
探
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

小
林
ふ
み
子
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大田南畝晩年の狂歌

○

「
蜀
山
百
首
』
に
見
ら
れ
る
の
は
、
た
と
え
ば
こ
ん
な
、
夏
越
の
祓
に

行
わ
れ
た
茅
輪
を
読
む
詠
。

心
だ
に
ち
の
わ
の
ご
と
く
ま
る
か
ら
ば
く
守
ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら

ん

今
日
で
は
偽
書
と
さ
れ
る
「
鴨
長
明
四
季
物
語
」
な
ど
に
よ
っ
て
北
野
天

神
の
詠
歌
と
も
俗
伝
さ
れ
た
と
い
う
Ｓ
玉
勝
間
」
巻
八
ほ
か
）
、
「
心
だ

に
ま
こ
と
の
道
に
か
な
ひ
な
ば
祈
ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら
ん
」
を
も
じ
る
。

と
は
い
え
、
茅
輪
の
よ
う
に
円
い
人
柄
な
ら
ば
、
と
、
本
歌
の
方
向
性
は

そ
の
ま
ま
に
、
そ
れ
を
茶
化
し
た
り
は
し
な
い
。
あ
る
い
は
、
狸
諺
「
果

報
は
寝
て
待
て
」
を
使
っ
た
次
の
よ
う
な
詠
。

ね
て
ま
て
ど
く
ら
せ
ど
さ
ら
に
何
事
も
な
き
こ
そ
人
の
果
報
な
り
け

れ

寝
て
待
て
と
は
言
う
も
の
の
、
む
し
ろ
そ
う
し
て
何
事
も
な
く
無
事
に
過

ご
せ
る
こ
と
こ
そ
が
最
大
の
幸
福
な
の
だ
と
い
う
、
欲
を
離
れ
た
老
境
な

ら
で
は
の
一
首
と
い
え
よ
う
。
次
の
歌
も
同
じ
く
、
世
の
常
識
を
突
き
放

す
と
こ
ろ
に
年
の
功
を
覗
か
せ
る
。

今
さ
ら
に
何
か
お
し
ま
ん
神
武
よ
り
二
千
年
来
く
れ
て
ゆ
く
と
し

次
の
二
首
は
連
続
し
て
載
せ
る
こ
と
で
、
隠
者
を
志
向
す
る
心
は
あ
り

な
が
ら
も
現
実
的
に
は
叶
わ
な
い
と
い
う
、
長
年
の
葛
藤
に
対
す
る
あ
き

ら
め
を
あ
っ
さ
り
と
提
示
す
る
。

日
の
鼠
月
の
兎
の
か
は
ご
ろ
も
着
て
帰
る
べ
き
山
里
も
が
な

世
を
す
て
て
山
に
い
る
と
も
味
噌
醤
油
さ
け
の
通
ひ
ぢ
な
く
て
か
な

は
じ

「
月
日
の
鼠
」
と
い
う
よ
う
に
年
月
は
あ
っ
と
い
う
ま
に
過
ぎ
去
る
の
だ

か
ら
、
月
の
兎
な
ら
ぬ
兎
装
の
地
昌
左
伝
」
穏
公
十
一
年
）
、
す
な
わ
ち

官
を
辞
し
て
隠
棲
す
る
地
が
ほ
し
い
も
の
だ
’
と
は
い
え
、
隠
棲
し
た

と
こ
ろ
で
生
活
の
糧
（
と
酒
）
か
ら
離
れ
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
よ
、
と
。

池
澤
一
郎
や
高
橋
章
則
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
南
畝
は
青
年
期
か
ら

こ
う
し
た
隠
棲
志
向
を
も
ち
な
が
ら
繋
累
を
断
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
葛
藤
を
抱
え
、
市
隠
、
つ
ま
り
市
中
の
塵
挨
の
中
で
こ
そ
隠
者
の
心
で

（
１
）

生
き
る
と
い
う
境
地
に
そ
の
道
を
見
出
し
て
き
た
。
そ
れ
が
こ
の
一
一
首
の

並
び
に
よ
っ
て
、
も
は
や
寸
分
の
迷
い
も
た
め
ら
い
も
な
く
、
俗
世
に
生

き
ね
ば
な
ら
な
い
現
実
は
現
実
だ
と
し
て
受
け
入
れ
る
姿
を
披
露
す
る
。

こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
す
べ
て
、
三
十
代
の
天
明
期
に
刊
行
し
た
狂
歌
集
に
は

見
え
ず
、
写
本
の
狂
歌
稿
類
に
照
ら
し
て
、
寛
政
期
の
狂
歌
詠
作
の
中
断

を
経
て
五
十
代
も
半
ば
を
過
ぎ
た
文
化
期
以
降
に
蜀
山
人
の
名
で
狂
歌
を

（
２
）

再
開
し
て
以
降
の
、
晩
年
の
詠
と
み
ら
れ
る
。
『
蜀
山
百
首
』
に
は
壮
年

期
の
作
も
収
め
て
い
る
が
、
そ
れ
も
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
、
な
だ
ら
か

で
句
意
の
わ
か
り
や
す
い
も
の
が
多
い
。

世
の
中
は
い
つ
も
月
夜
に
米
の
め
し
さ
て
ま
た
ま
う
し
か
ね
の
ほ
し

さ
よ

か
っ
て
自
ら
編
ん
だ
『
万
載
狂
歌
集
』
（
天
明
一
一
一
・
一
七
八
三
年
刊
）
に

収
め
た
詠
。
満
ち
足
り
た
状
態
を
い
う
狸
諺
「
い
つ
も
月
夜
に
米
の
飯
」

を
用
い
て
、
そ
れ
で
も
さ
ら
に
「
金
の
ほ
し
さ
よ
」
と
い
う
人
情
を
つ
い

た
も
の
。
下
の
句
は
「
そ
れ
に
付
て
も
金
の
ほ
し
さ
尖
と
い
へ
る
下
の

句
は
、
い
づ
れ
の
歌
に
も
連
属
す
る
と
卑
劣
千
万
に
覚
え
」
（
平
賀
源
内

「
放
屈
論
後
編
ご
と
さ
れ
る
、
常
套
句
を
あ
え
て
用
い
る
。
「
蜀
山
百
首
」

中
、
他
の
詠
も
、
古
歌
や
諺
、
漢
籍
を
ふ
ま
え
た
り
、
掛
詞
を
用
い
た
り

多
少
の
縁
語
で
構
成
し
た
り
は
す
る
も
の
の
、
概
し
て
単
純
で
わ
か
り
や
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す
い
。
も
は
や
言
語
を
弄
し
て
次
々
と
言
葉
遊
び
を
繰
り
出
す
滑
稽
者
で

は
な
く
、
世
の
穴
を
穿
ち
、
教
訓
を
垂
れ
る
老
練
の
士
、
智
恵
者
と
い
う

相
貌
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
板
に
上
せ
る
以
上
、
読
者
へ
の
見
せ
方

を
意
識
し
た
意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
う
し
た
平
易
あ
る
い
は
率
直
で
俗
耳
に
入
り
や
す
く
、
か
つ
あ
る
種

の
世
の
真
実
を
つ
く
よ
う
な
詠
風
は
、
彼
を
狂
歌
の
蜀
山
人
と
し
て
も
て

は
や
す
人
々
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
書
に
見
え
る
狂
歌
に
、

お
れ
を
み
て
又
う
た
を
よ
み
ち
ら
す
か
と
梅
の
思
は
ん
事
も
は
づ
か

し

『
源
氏
物
語
』
の
桐
壷
の
巻
に
み
違
え
る
、
桐
壷
更
衣
を
亡
く
し
た
そ
の
母

君
の
、
古
歌
を
ふ
ま
え
て
長
命
を
恥
じ
る
言
「
松
の
思
は
む
こ
と
だ
に
は

づ
か
し
う
」
を
借
り
て
、
今
年
の
春
も
狂
歌
を
詠
み
散
ら
す
「
お
れ
」
を
、

松
な
ら
ぬ
梅
が
蔑
む
の
で
は
な
い
か
と
お
ど
け
て
見
せ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に

南
畝
の
筆
を
求
め
る
人
々
は
引
き
も
切
ら
な
か
っ
た
。
狂
歌
稿
「
放
歌
集
』

（
写
）
に
見
え
る
文
化
九
（
一
八
一
三
年
初
の
詠
に
も
、

又
こ
と
し
扇
何
千
何
百
本
か
き
ち
ら
す
べ
き
口
ぴ
ら
き
か
も

こ
う
し
た
技
巧
に
乏
し
い
分
か
り
や
す
い
詠
風
を
衆
人
へ
の
迎
合
と
い

は
ば
言
え
。
百
俵
五
人
扶
持
の
御
家
人
の
暮
ら
し
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た

揮
毫
に
対
す
る
謝
礼
は
馬
鹿
に
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
蜀
山
百

首
』
の
わ
か
り
や
す
さ
は
、
そ
の
延
長
上
に
あ
っ
て
、
い
わ
ば
飯
の
種
の

問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
一
因
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。

○

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
南
畝
晩
年
に
は
、
刊
本
に
載

せ
な
か
っ
た
狂
歌
の
な
か
に
も
素
朴
な
詠
み
口
が
目
立
っ
て
く
る
。
狂
歌

稿
「
を
み
な
へ
し
』
（
写
）
の
文
化
五
年
頃
の
条
に
見
え
る
「
述
懐
」
と

題
す
る
次
の
歌
は
あ
ま
り
に
も
直
裁
で
は
な
い
か
。

と
て
も
世
に
つ
な
が
る
、
身
は
い
と
せ
め
て
思
ふ
人
に
ぞ
あ
は
ま
ほ

し
け
れ

し
が
ら
み
で
世
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
我
が
身
で
あ
る
か
ら
、
せ
め

て
「
思
ふ
人
」
に
会
い
た
い
も
の
だ
、
と
。
若
き
日
に
落
籍
さ
せ
な
が
ら

も
、
早
く
に
命
を
落
と
し
た
愛
妾
お
賎
を
南
畝
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
悼
み

続
け
た
、
そ
の
人
で
あ
ろ
う
。
「
つ
な
ぐ
」
と
、
副
詞
に
掛
け
ら
れ
た
「
糸
」

の
縁
語
以
外
に
巧
む
と
こ
ろ
は
な
い
。

ま
た
、
次
は
『
六
々
集
」
（
写
）
に
見
え
る
文
化
十
二
年
頃
の
「
題
し

ら
ず
」
の
一
首
。

と
も
す
れ
ば
野
中
の
清
水
ぬ
る
む
也
も
と
の
心
の
わ
す
ら
れ
な
く
に

「
古
今
集
」
雑
上
の
「
い
に
し
へ
の
野
中
の
清
水
ぬ
る
け
れ
ど
も
と
の
心

を
知
る
人
ぞ
汲
む
」
を
ふ
ま
え
、
学
問
を
志
し
た
少
年
の
日
の
「
も
と
の

心
」
が
忘
れ
ら
れ
な
い
の
に
、
つ
い
怠
け
て
し
て
し
ま
う
己
れ
を
言
う
の

だ
ろ
う
、
な
ど
と
想
像
さ
せ
る
。
同
書
、
翌
年
の
条
に
は
、
次
の
よ
う
な

「
述
懐
」
歌
も
収
め
ら
れ
る
。

功
な
ら
ず
身
も
又
い
ま
だ
退
か
ず
名
ば
か
り
と
げ
て
何
の
役
な
し

御
徒
か
ら
、
寛
政
の
改
革
時
の
学
問
吟
味
に
応
じ
て
支
配
勘
定
と
な
っ
た

も
の
の
、
子
息
の
問
題
で
五
十
を
過
ぎ
て
も
家
督
を
譲
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
南
畝
に
と
っ
て
、
狂
歌
の
「
名
」
な
ど
役
に
も
立
た
ぬ
と
い
う
の

は
偽
ら
ざ
る
心
情
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
あ
や
め
草
』
（
写
）
に
収
め
ら
れ

る
、
亡
く
な
る
直
前
の
文
政
五
（
一
八
一
三
）
年
、
床
に
伏
せ
っ
て
詠
ん

だ
次
の
一
首
は
、
多
少
の
お
ど
け
は
割
り
引
く
と
し
て
も
、
ま
さ
に
そ
の

心
と
身
体
を
率
直
に
詠
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

2６
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大田南畝晩年の狂歌

こ
し
お
れ
の
う
た
の
む
く
ひ
か
あ
さ
ま
し
や
う
し
ろ
に
し
め
し
前
に

し
、
筒

拙
い
狂
歌
を
詠
み
散
ら
し
て
き
た
報
い
で
、
下
の
用
も
ま
ま
な
ら
ぬ
身
に

な
っ
た
の
か
、
と
。

こ
う
し
た
心
情
を
直
裁
に
吐
露
す
る
か
の
よ
う
な
詠
風
は
、
『
蜀
山
百

首
』
の
、
世
の
中
に
対
す
る
穿
っ
た
見
方
を
巧
む
と
こ
ろ
な
く
平
易
な
言

葉
で
説
く
詠
み
ぶ
り
と
ど
こ
か
通
じ
あ
う
。

○

こ
れ
ら
を
収
め
る
南
畝
晩
年
の
狂
歌
稿
に
は
、
と
き
に
「
本
歌
」
と
称

す
る
詠
、
ま
た
同
じ
題
に
よ
る
狂
歌
と
「
本
歌
」
の
詠
み
分
け
の
例
も
散

見
し
、
南
畝
が
狂
歌
と
和
歌
と
の
区
別
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
歌
意
や
表

現
の
点
で
そ
の
い
ず
れ
な
の
か
、
暖
昧
な
歌
を
口
ず
さ
ん
で
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
す
で
に
上
方
で
は
、
小
澤
蘆
庵
が
伝
統
的
な
歌
語
に
囚
わ
れ

る
こ
と
な
く
そ
の
心
を
詠
う
「
た
だ
ご
と
歌
」
を
唱
え
て
久
し
い
こ
の
時

代
、
南
畝
の
こ
れ
も
、
俗
の
狂
歌
の
側
か
ら
の
そ
れ
へ
の
接
近
と
、
ひ
と

ま
ず
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
事
は
単
純
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
近
世

の
人
々
が
そ
の
心
を
詠
む
と
い
う
こ
と
が
そ
う
易
々
と
行
わ
れ
た
の
か
、

あ
ら
た
め
て
考
え
る
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
歌
人
が
そ
の
心
を
詠
う

こ
と
が
疑
い
よ
う
の
な
い
前
提
と
考
え
ら
れ
て
い
る
和
歌
で
さ
え
も
、
渡

部
泰
明
に
よ
れ
ば
『
万
葉
集
」
以
来
、
長
ら
く
和
歌
の
「
心
」
に
則
っ
た

（
３
）

演
技
で
あ
っ
た
と
い
う
。
漢
詩
は
近
世
初
期
の
宋
学
の
道
徳
的
文
学
観
か

ら
解
放
さ
れ
、
古
義
学
以
来
「
人
情
」
を
詠
む
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
を
承
け
た
古
文
辞
学
派
の
詩
は
ま
さ
に
演
技
で
あ
っ
た
こ
と
を
日
野

（
４
）

龍
夫
が
描
き
出
し
て
い
る
。
彼
ら
の
自
己
と
は
、
揖
斐
高
の
一
一
一
一
口
葉
を
借
り

れ
ば
儒
学
を
学
ぶ
中
で
形
成
さ
れ
た
「
士
大
夫
的
な
自
我
」
の
そ
れ
で
あ

（
５
）

り
、
詩
人
た
ち
が
古
典
主
義
を
克
服
し
、
そ
の
個
性
に
従
っ
て
経
験
を
詠

じ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
に
は
、
明
代
の
公
安
派
に
よ
る
性
霊
説
の
紹
介

（
６
）

と
宋
詩
風
と
い
う
規
範
の
助
け
が
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
の
性
霊
派
の
詩
風
が
主
流
と
な
っ
た
世
に
あ
っ
て
も
、
前
代
の
古
文

辞
格
調
派
ら
し
い
擬
唐
詩
の
風
を
維
持
し
た
南
畝
で
あ
る
。
詩
人
は
詩
人

ら
し
い
心
情
を
吟
じ
、
そ
し
て
狂
歌
師
は
狂
歌
師
と
し
て
滑
稽
者
に
徹
す

る
と
い
う
あ
り
方
か
ら
、
簡
単
に
脱
け
出
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

逆
に
言
え
ば
、
南
畝
が
漢
詩
で
は
な
ぜ
擬
唐
詩
に
こ
だ
わ
っ
て
「
士
大
夫

的
な
自
我
」
を
表
現
し
通
し
、
天
明
期
に
は
江
戸
の
「
め
で
た
さ
」
を
識（
７
）

い
あ
げ
る
万
歳
の
太
夫
・
才
蔵
を
演
じ
続
け
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
は
文
芸
の
内
部
で
完
結
す
る
問
題
で
は
な
か
ろ
う
。
近
世
に
お
け

る
個
の
あ
り
よ
う
に
深
く
根
ざ
す
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

日
本
近
世
は
「
役
の
体
系
」
か
ら
成
る
社
会
で
あ
っ
た
と
み
る
措
定
が
あ

り
、
そ
こ
で
は
身
分
に
応
じ
て
課
せ
ら
れ
る
「
役
」
を
務
め
る
こ
と
が
義

務
と
さ
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
暮
ら
す
こ
と
が
正
し
い
生
き
方
で
あ
っ
た
と

（
８
）

い
う
。
同
様
の
こ
と
を
法
制
史
家
は
家
ご
と
の
「
職
分
」
と
し
て
論
じ
、

（
９
）

近
世
日
本
を
「
職
分
（
家
職
）
国
家
」
と
称
し
て
い
る
。
た
し
か
に
『
男

重
宝
記
』
（
元
禄
六
・
一
六
九
三
年
刊
）
で
は
巻
一
の
一
か
ら
当
然
の
ご

と
く
身
分
別
に
な
す
べ
き
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
「
子
孫
鑑
』
（
寛
文
十
三
・

’
六
七
三
年
刊
）
上
に
は
「
そ
れ
人
は
先
、
其
家
々
の
職
第
一
に
勤
く
し
。

是
則
庶
人
の
忠
也
」
と
教
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
考
え
方
は
、
た
と
え
ば

談
義
本
「
田
舎
荘
子
』
（
享
保
十
二
・
一
七
二
六
年
刊
）
巻
上
の
寓
話
に

み
え
る
、
艀
蛎
の
口
を
借
り
た
次
の
よ
う
な
言
に
さ
え
も
垣
間
見
て
よ
か

ろ
う
。
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此
形
を
受
け
て
生
れ
出
し
よ
り
死
す
る
ま
で
の
間
に
は
、
物
あ
れ
ば

則
あ
り
と
て
、
此
形
に
付
て
の
職
分
あ
り
。
其
職
に
随
て
其
中
に
遊

ぶ
も
の
を
君
子
と
い
ふ
。
其
職
を
つ
と
め
ず
し
て
、
其
形
に
私
す
る

者
を
小
人
と
い
ふ
。

「
物
あ
れ
ば
則
あ
り
」
と
は
「
詩
経
」
大
雅
の
言
葉
。
蝉
蛎
に
さ
え
、
万

物
の
定
め
と
し
て
各
々
に
生
来
の
職
分
が
あ
り
、
そ
れ
に
精
励
す
る
の
を

範
と
す
る
、
と
言
わ
し
め
る
。
そ
れ
は
個
人
が
家
業
そ
の
も
の
に
専
心
す

る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
際
お
の
お
の
身
分
や
職
業
に
応
じ
て
格

式
化
さ
れ
た
髪
型
・
服
装
、
言
語
・
振
る
舞
い
の
作
法
に
従
っ
て
、
「
ら

し
く
」
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
だ
か
ら
、
浮
世
絵
や
版
本
挿
絵

な
ど
に
描
か
れ
た
人
物
の
身
分
や
職
業
、
年
齢
な
ど
が
考
証
で
き
る
）
。

こ
う
し
た
社
会
で
は
、
身
分
や
役
割
を
離
れ
た
、
何
者
で
も
な
い
素
の

（
Ⅲ
）

「
自
己
」
は
想
像
し
に
く
い
。
公
ｌ
私
が
対
立
概
念
で
は
な
く
、
「
大
き
な

宅
」
を
原
義
と
す
る
「
お
ほ
や
け
」
が
「
わ
た
く
し
」
を
包
含
す
る
近
世

日
本
で
は
、
「
わ
た
く
し
」
は
「
お
ほ
や
け
」
に
奉
仕
す
べ
く
そ
れ
ぞ
れ

（
、
）

の
「
役
」
を
務
め
る
存
在
で
あ
る
。
家
庭
人
で
あ
る
「
わ
た
く
し
」
も
イ

エ
と
い
う
、
よ
り
低
次
の
「
お
ほ
や
け
」
の
な
か
で
「
役
」
を
務
め
る
か

ら
、
そ
こ
に
お
け
る
人
情
も
現
代
の
意
味
で
私
的
な
感
情
で
は
な
く
、
類

型
に
則
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
離
れ
た
個
人
、
個
性
を
も
つ
「
わ
た

く
し
」
と
い
う
認
識
が
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
し
た
自
己
規
定
の
世
界
を
生
き
る
人
々
だ
か
ら
こ
そ
、
言
語
表
現

を
行
う
に
も
ま
ず
務
め
る
べ
き
「
役
」
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
前
に
も

引
用
し
た
日
野
論
文
は
、
こ
の
点
を
端
的
に
描
出
す
る
。

近
世
社
会
で
は
、
武
士
は
武
士
ら
し
く
、
町
人
は
町
人
ら
し
く
、
約

束
事
に
従
っ
て
ら
し
く
生
活
す
る
こ
と
が
最
高
の
道
徳
と
さ
れ
る
。

詩
人
と
い
え
ど
も
こ
の
道
徳
か
ら
自
由
で
は
な
い
か
ら
、
彼
等
も
ま

た
何
も
の
か
ら
し
く
振
る
舞
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
。

こ
れ
は
、
「
詩
人
」
と
い
う
型
の
成
立
に
先
立
っ
て
唐
の
詩
人
に
自
己
を

擬
え
「
古
人
」
と
し
て
振
る
舞
っ
た
古
文
辞
派
の
詩
人
に
つ
い
て
述
べ
た

も
の
で
あ
る
が
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
多
か
れ
少
な
か
れ
あ
て
は
ま
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
詩
を
吟
じ
る
に
は
「
古
人
」
な
い
し
「
詩
人
」
と
し
て
な

す
べ
き
発
想
と
表
現
が
あ
り
、
歌
を
詠
む
に
は
「
歌
人
」
と
し
て
詠
う
べ

き
内
容
が
あ
り
言
葉
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
俳
譜
の
一
座
に
加
わ
る
な
ら

「
俳
譜
師
」
と
し
て
の
、
狂
歌
に
遊
ぶ
な
ら
狂
歌
師
と
し
て
の
、
そ
れ
ぞ

れ
の
振
る
舞
い
方
が
あ
り
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
発
想
に
よ
っ
て
表
現
す

る
。
散
文
で
も
作
者
・
戯
作
者
と
し
て
、
板
元
・
座
元
、
そ
し
て
購
買
者

の
期
待
に
即
し
て
散
文
作
品
や
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
台
帳
を
書
く
。
そ
れ
は

自
ら
の
内
面
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
外
側
の
期
待
に
応
じ
た
も

の
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
そ
れ
を
自
身
が
内
面
化
し
た
も
の
で
も
あ
っ

た
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
そ
の
表
現
は
演
技
で
す
ら
な
い
。
中
村
幸
彦
が

「
場
に
つ
い
て
」
「
型
の
文
章
」
と
い
う
二
つ
の
文
章
で
、
近
世
の
文
学
で

は
場
・
形
式
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
「
型
」
に
従
っ
て
表
現
が
な
さ
れ
た
こ

（
肥
）

と
を
三
口
っ
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
曰
く
「
近
世
の

文
学
は
近
世
の
社
会
を
反
映
し
て
、
様
々
の
意
味
で
、
類
型
の
文
学
で
あ

る
」
と
。
さ
ら
に
前
者
の
な
か
で
「
号
の
あ
る
文
学
」
と
い
う
項
を
立
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
、
そ
の
一
員
と
し
て
加
わ
る
た
め
に
号
が
あ
る
と

言
っ
た
の
は
、
号
が
斯
界
の
一
員
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
す

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
号
に
同
一
化
し
た
個
は
そ
こ
で
そ
の
「
役
」

（
過
）

に
ふ
さ
わ
し
く
振
る
舞
い
、
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

南
畝
の
盟
友
、
朱
楽
菅
江
が
「
狂
歌
大
体
」
（
写
、
天
明
七
年
成
）
に

2８
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大田南畝晩年の狂歌

「
狂
歌
じ
ゃ
と
て
、
わ
ら
ふ
時
あ
れ
ば
な
く
時
も
あ
る
べ
し
」
と
述
べ
た

の
は
逆
説
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
通
念
と
し
て
狂
歌
師
は
「
泣
く
時
も
あ
る
」

と
は
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

南
畝
は
そ
う
し
た
文
芸
的
「
役
」
の
使
い
分
け
の
名
人
で
あ
っ
た
。
中

村
は
前
に
触
れ
た
「
型
の
文
章
」
で
、
「
大
田
南
畝
が
才
人
で
あ
る
の
は
、

そ
の
類
型
を
破
る
こ
と
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
の
類
型
を
知
り
、
よ
く
こ

な
す
こ
と
を
得
た
の
を
言
う
…
…
言
う
処
の
類
型
の
中
の
人
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
脱
出
し
よ
う
と
す
る
才
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

そ
れ
は
、
ジ
ャ
ン
ル
・
形
式
ご
と
に
表
現
を
使
い
分
け
た
と
い
う
だ
け
で

は
な
い
．
狂
歌
師
と
し
て
も
、
「
役
」
の
あ
り
方
ｌ
現
代
的
に
い
え
ば

「
キ
ャ
ラ
」
か
ｌ
を
種
々
模
索
し
て
い
た
．
「
天
明
の
四
方
赤
良
、
文
化

の
蜀
山
人
」
と
は
、
浮
世
絵
師
鳥
文
斎
栄
之
が
描
い
た
肉
筆
の
そ
の
肖
像

画
〈
現
・
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
に
、
南
畝
自
身
が
加
賛
し
た
狂
歌
の
詞

書
き
で
あ
っ
た
。
「
四
方
赤
良
」
と
「
蜀
山
人
」
は
別
で
あ
る
、
と
自
ら

い
う
の
で
あ
る
。

「
蜀
山
百
首
』
は
、
そ
の
「
蜀
山
人
」
の
役
作
り
の
問
題
で
あ
る
。
「
役

作
り
」
と
い
う
の
は
、
役
を
「
作
る
」
、
つ
ま
り
「
役
」
を
外
側
か
ら
見

る
超
越
的
な
自
己
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
先
ほ
ど
「
役
」

を
内
面
化
し
た
詠
作
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
演
技
で
は
な
い
と
記
し
た
が
、

こ
こ
で
は
そ
れ
が
演
技
と
な
る
。

幕
臣
と
し
て
務
め
、
詩
人
と
し
て
詩
を
作
り
、
知
識
人
な
い
し
学
者
と

し
て
読
書
・
抄
書
に
い
そ
し
み
、
狂
歌
師
と
し
て
狂
歌
を
詠
じ
て
き
た
。

そ
れ
ぞ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
型
を
使
い
分
け
れ
ば
よ
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
さ
ま
ざ
ま
な
「
役
」
「
型
」
に
即
し
て
表
現
を
模
索
す
る
中
で
、

南
畝
は
漢
詩
文
と
狂
歌
狂
文
と
、
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
間
で
発
想
や
表
現

（
Ｍ
）

を
越
境
さ
せ
る
試
み
ｊ
、
少
な
か
ら
ず
手
が
け
た
。
そ
の
間
に
は
前
述
の
よ

う
な
詩
人
の
心
情
と
生
活
者
の
事
情
の
葛
藤
も
あ
れ
ば
、
滑
稽
者
と
し
て

期
待
さ
れ
る
役
割
と
知
識
人
と
し
て
の
誇
持
の
矛
盾
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
過
程
で
、
種
々
の
「
役
」
を
横
断
す
る
自
己
、
あ
る
い
は
そ
れ

ら
か
ら
は
み
出
し
て
し
ま
う
自
己
の
よ
う
な
も
の
が
、
「
役
」
や
「
型
」

を
超
越
す
る
次
元
に
お
い
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
社
会
的
な
「
役
」

を
生
き
る
自
己
と
も
重
な
る
統
合
的
な
自
己
と
し
て
表
明
さ
れ
る
に
至
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
い
か
。

○

晩
年
の
南
畝
は
、
諦
念
と
と
も
に
、
詩
文
や
学
問
で
は
な
く
、
狂
歌
を

自
ら
の
表
芸
と
す
る
こ
と
を
受
け
容
れ
て
い
た
。

い
つ
し
か
白
髪
一
一
一
千
丈
、
か
く
の
ご
と
き
親
父
と
な
り
ぬ
。
狂
歌
ば

か
り
は
い
ひ
た
て
の
一
芸
に
し
て
、
王
侯
の
懸
物
を
よ
ご
し
、
遠
国

波
涛
の
飛
脚
を
労
し
、
犬
う
つ
童
は
も
扇
を
出
し
、
猫
ひ
く
芸
者
も

裏
皮
を
ね
が
ふ
。
わ
ざ
を
ぎ
人
の
羽
織
に
染
め
、
う
か
れ
め
の
は
れ

ぎ
ぬ
に
も
、
そ
こ
は
か
と
な
く
か
い
や
り
す
て
ぬ
れ
ば
…
…

「
吉
書
初
」
（
『
四
方
の
留
粕
」
巻
上
、
文
政
二
・
一
八
一
九
年
刊
）

「
巴
人
集
拾
遺
」
に
は
「
甲
戌
の
春
」
と
題
し
て
収
め
ら
れ
、
文
化
十
一

（
一
八
一
四
）
年
、
六
十
六
歳
の
弁
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
文
章
で
あ
る
。

こ
の
、
狂
歌
に
対
す
る
卑
下
慢
と
も
い
え
る
屈
折
し
た
言
い
方
は
、
「
狂

歌
の
蜀
山
人
」
を
喜
ぶ
人
々
の
期
待
に
応
え
た
「
役
」
の
そ
れ
で
あ
る
。

た
だ
、
詩
歌
で
も
学
問
で
も
な
く
、
「
狂
歌
ば
か
り
」
を
看
板
と
せ
ね
ば

な
ら
な
い
ほ
ろ
苦
さ
が
そ
こ
に
漂
う
の
は
、
そ
こ
に
そ
れ
を
甘
ん
じ
て
受

け
入
れ
る
、
「
役
」
を
超
え
た
南
畝
の
個
が
垣
間
見
え
る
か
ら
で
は
な
い

か
。
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注（
１
）
池
澤
一
郎
『
江
戸
文
人
論
』
（
汲
古
書
院
、
二
○
○
○
）
第
一
部
第
一

章
「
大
田
南
畝
に
お
け
る
「
吏
隠
」
の
意
義
」
（
初
出
一
九
九
七
）
、
高

橋
章
則
「
鴬
谷
吏
隠
大
田
南
畝
」
含
日
本
思
想
史
そ
の
普
遍
と
特

殊
』
ペ
リ
か
ん
社
、
一
九
九
七
）
。

（
２
）
「
心
だ
に
…
」
は
他
に
時
期
未
詳
の
写
本
『
春
夏
帖
」
（
無
窮
会
平
沼
文

庫
、
『
新
百
家
説
林
』
所
収
）
に
し
か
見
え
ず
、
「
ね
て
ま
て
ど
…
…
」

は
時
期
が
ば
ら
ば
ら
の
詠
を
取
り
集
め
た
『
巴
人
集
」
所
収
で
、
い
ず

れ
も
詠
作
の
時
期
未
詳
。
「
今
さ
ら
に
…
…
」
は
『
あ
や
め
草
」
の
文

化
六
年
条
、
「
日
の
鼠
…
…
」
は
『
六
々
集
」
文
化
十
一
年
条
に
そ
れ

ぞ
れ
見
え
る
。
「
世
を
す
て
て
…
…
」
は
他
に
見
え
ず
、
未
詳
。

（
３
）
渡
部
泰
明
『
和
歌
と
は
何
か
」
（
岩
波
新
書
、
二
○
○
九
）
序
章
「
和

歌
は
演
技
し
て
い
る
」
。

（
４
）
『
日
野
龍
夫
著
作
集
一
江
戸
の
儒
学
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
○
○
五
）

所
収
「
演
技
す
る
詩
人
た
ち
１
１
古
文
辞
派
の
詩
風
ｌ
」
（
初
出
一

九
六
七
）
。

（
５
）
揖
斐
高
『
江
戸
詩
歌
論
」
（
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
）
第
一
章
「
漢
詩

の
隆
盛
」
。

『
蜀
山
百
首
』
も
ま
た
、
揮
毫
を
求
め
る
人
々
の
期
待
に
応
え
て
、
老

巧
の
士
と
し
て
の
「
蜀
山
人
」
の
役
ど
こ
ろ
を
わ
か
り
や
す
く
演
じ
つ
つ
、

し
か
し
「
狂
歌
師
」
に
も
「
詩
人
」
に
も
「
学
者
」
に
も
、
も
ち
ろ
ん
幕

臣
大
田
直
二
郎
に
も
、
ど
れ
一
つ
に
も
収
ま
り
き
れ
な
い
「
個
」
の
あ
り

よ
う
を
、
平
易
な
言
葉
の
中
に
映
し
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

か
。

（
６
）
同
書
第
三
章
「
性
霊
論
ｌ
江
戸
漢
詩
に
お
け
る
古
典
主
義
の
克
服
」
．

（
７
）
天
明
狂
歌
師
の
演
技
の
問
題
は
拙
著
『
天
明
狂
歌
研
究
」
（
汲
古
書
院
、

二
○
○
九
）
第
一
章
第
一
節
。

（
８
）
尾
藤
正
英
『
江
戸
時
代
と
は
何
か
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
）
所
収

「
江
戸
時
代
の
政
治
思
想
と
社
会
の
特
質
」
（
初
出
一
九
八
二
ほ
か
。

（
９
）
石
井
紫
郎
『
日
本
人
の
国
家
生
活
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
）

第
四
章
「
近
世
の
武
家
と
武
士
」
（
初
出
一
九
七
四
）
。

（
Ⅲ
）
現
代
で
も
、
ド
ナ
ル
ド
．
Ｅ
・
ス
ー
パ
ー
の
「
ラ
イ
フ
キ
ャ
リ
ア
レ
イ

ン
ポ
ー
」
理
論
の
よ
う
に
、
個
人
の
生
涯
を
職
業
人
／
家
庭
人
と
し
て

そ
の
人
が
引
き
受
け
る
「
役
割
の
束
」
と
み
な
す
考
え
方
が
行
わ
れ
る
。

つ
ま
り
近
世
人
の
自
己
意
識
が
今
日
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
現
代
で
は
「
本
当
の
私
」
と
い
う
言
い
方
が
広
く
行
わ

れ
、
ま
た
文
学
が
「
作
者
自
身
の
思
想
・
感
情
な
ど
を
表
現
し
、
人
間

の
感
情
や
情
緒
に
訴
え
る
芸
術
作
品
」
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）
と
、

作
者
の
負
う
種
々
の
社
会
的
役
割
か
ら
離
れ
た
、
個
人
に
よ
る
表
現
と

し
て
見
な
さ
れ
る
点
に
決
定
的
な
相
違
が
あ
ろ
う
。

（
、
）
渡
辺
浩
「
お
ほ
や
け
」
「
わ
た
く
し
」
の
語
義
」
（
佐
々
木
毅
ほ
か
編

『
公
と
私
の
思
想
史
（
公
共
哲
学
二
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○

二
参
照
。

（
皿
）
「
中
村
幸
彦
著
述
集
』
（
中
央
公
論
社
、
’
九
八
二
第
二
巻
第
一
章
「
場

に
つ
い
て
」
・
第
四
章
「
型
の
文
章
」
。

（
Ⅲ
）
米
国
に
拠
点
を
置
く
歴
史
社
会
学
／
文
化
社
会
学
者
池
上
英
子
は
、
近

世
日
本
の
遊
芸
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
美
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
圏
（
美
的
社
交
世

界
）
と
呼
び
、
公
的
な
身
分
階
層
と
は
別
の
次
元
の
「
隠
れ
家
」
的
性

格
を
持
つ
そ
れ
が
「
人
び
と
に
、
身
分
と
義
務
に
縛
ら
れ
た
自
己
で
は

3０
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大田南畝晩年の狂歌

（
Ⅲ
）
日
野
龍
夫
「
大
田
南
畝
全
集
」
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、
’
九
八
六
）
解

題
、
前
掲
池
澤
『
江
戸
文
人
論
」
第
一
部
三
章
「
大
田
南
畝
の
自
潮
」

向
第
四
章
「
漢
詩
と
狂
詩
Ｉ
大
田
南
畝
に
お
け
る
雅
俗
意
識
ｌ
Ｌ

（
初
出
各
一
九
九
八
・
一
九
九
九
）
、
同
『
雅
俗
往
還
」
（
若
草
書
房
、

二
○
一
二
）
第
三
部
第
十
一
章
「
大
田
南
畝
の
漢
詩
と
狂
歌
」
・
同
第

十
二
章
「
陸
瀞
と
と
も
に
花
を
見
る
大
田
南
畝
」
（
初
出
各
二
○
○
八

・
二
○
｜
｜
）
、
拙
著
『
天
明
狂
歌
研
究
」
第
二
章
第
四
節
「
詩
文
と

戯
作
ｌ
「
七
観
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
初
出
二
○
○
二
｝
等
．

は
な
い
か
。

な
く
、
寄
り
広
い
見
地
か
ら
自
分
の
真
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
つ

い
て
考
え
直
す
き
っ
か
け
を
与
え
た
」
（
『
美
と
霊
説
の
絆
日
本
に
お

け
る
交
際
文
化
の
政
治
的
起
源
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
○
○
五
年
、
引
用

は
四
六
○
頁
）
と
論
じ
る
が
、
そ
う
し
た
遊
芸
の
世
界
に
お
け
る
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
ま
た
そ
の
「
型
」
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

こ
と
だ
け
で
「
真
の
」
自
己
の
発
見
に
至
る
と
す
る
の
は
や
や
早
計
で

（
こ
ば
や
し
ふ
み
こ
・
本
学
准
教
授
）
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