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（
一
）

　
四
月
十
五
日
草
廬
に
於
い
て
萬
葉
集
輪
講
會
を
開
く
。
議
論
こ
も
／
″
＼

出
で
ゝ
を
か
し
き
事
面
白
き
事
い
と
多
か
り
。
文
字
語
句
の
解
釋
は
諸
書
に

く
は
し
け
れ
ば
こ
ゝ
に
い
は
ず
。
只
我
思
ふ
所
を
い
さ
ゝ
か
述
べ
て
教
を
乞

は
ん
と
す
。

　
　
　
　
籠
も
よ
み
籠
も
ち
、
ふ
ぐ
し
も
よ
み
ふ
ぐ
し
も
ち
、
此
岡
に
菜
摘

　
　
　
　
ま
す
子
、
家
聞
か
な
名
の
ら
さ
ね
、
空
見
つ
や
ま
と
の
國
は
、
お

　
　
　
　
し
な
べ
て
吾
こ
そ
居
れ
、
し
き
な
べ
て
吾
こ
そ
を
れ
、
我
こ
そ
は

　
　
　
　
せ
と
は
の
ら
め
、
家
を
も
名
を
も
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右
は
雄
略
天
皇
御
製
な
り
。
文
字
は
總
て
原
書
に
據
ら
ず
。
籠
に
は
「
コ
」

と
「
カ
タ
マ
」
と
の
兩
説
あ
り
。
ふ
ぐ
し
は
篦へら
の
如
き
道
具
に
て
土
を
掘
る

も
の
と
ぞ
。
籠
ふ
ぐ
し
な
ど
持
ち
て
菜
を
摘
み
居
る
少
女
に
向
ひ
名
を
の
れ

と
の
た
ま
ふ
は
妻
に
な
れ
と
の
た
ま
ふ
な
り
。
當
時
の
御
代
に
て
は
斯
る
む

つ
ま
じ
き
御
事
も
あ
り
け
ん
。

　
此
御
歌
善
き
か
惡
き
か
と
問
ふ
に
面
白
か
ら
ず
と
い
ふ
人
あ
り
。
吾
は
驚

き
ぬ
。
思
ふ
に
諸
氏
の
し
か
い
ふ
は
此
調
が
五
七
調
に
そ
ろ
ひ
居
ら
ね
ば
な

る
べ
し
。
若
し
然
ら
ば
そ
は
甚
だ
し
き
誤
な
り
。
長
歌
を
五
七
調
に
限
る
と

思
へ
る
は
五
七
調
の
多
き
た
め
な
る
べ
け
れ
ど
五
七
調
以
外
の
此
御
歌
の
如

き
は
な
か
〳
〵
に
珍
し
く
新
し
き
心
地
す
る
と
共
に
古
雅
な
る
感
に
打
た
る
ゝ

な
り
。
趣
向
の
上
よ
り
い
ふ
も
初
め
に
籠
ふ
ぐ
し
の
如
き
具
象
的
の
句
を
用
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ゐ
、
次
に
其
少
女
に
い
ひ
か
け
、
次
に
ま
じ
め
に
自
己
御
身
の
上
を
説
き
、

終
に
再
び
其
少
女
に
い
ひ
か
け
た
る
處
固
よ
り
た
く
み
た
る
程
に
は
あ
ら
で

自
然
に
情
の
あ
ら
は
る
ゝ
歌
の
御
樣
な
り
。
殊
に
此
趣
向
と
此
調
子
と
善
く

調
和
し
た
る
や
う
に
思
は
る
。
若
し
此
歌
に
し
て
普
通
五
七
の
調
に
て
あ
ら

ば
言
葉
の
飾
り
過
ぎ
て
眞
摯
の
趣
を
失
ひ
却
て
此
歌
に
て
見
る
如
き
感
情
は

起
ら
ぬ
な
る
べ
し
。
吾
は
此
歌
を
以
て
萬
葉
中
有
數
の
作
と
思
ふ
な
り
。

　
此
歌
に
は
限
ら
ず
萬
葉
中
の
歌
を
以
て
單
に
古
歌
と
し
て
歴
史
的
に
見
る

人
は
多
け
れ
ど
其
調
を
學
び
て
歌
に
詠
む
人
は
稀
な
り
。
其
人
の
い
ふ
所
を

聞
け
ば
調
古
く
し
て
今
の
耳
に
か
な
は
ず
と
い
ふ
に
あ
り
。
我
等
は
調
の
古

き
と
こ
ろ
が
大
に
耳
に
か
な
ふ
や
う
に
覺
ゆ
れ
ど
そ
れ
も
人
々
の
感
情
な
れ

ば
せ
ん
方
も
無
き
事
な
り
。
萬
葉
を
善
し
と
い
ふ
人
す
ら
猶
五
七
調
の
歌
を

5



善
し
と
し
て
此
歌
の
如
き
を
排
す
る
は
如
何
に
ぞ
や
。
尋
常
俗
人
の
心
に
て

は
見
馴
れ
聞
き
馴
れ
た
る
者
を
面
白
く
思
ひ
、
見
馴
れ
ざ
る
聞
き
馴
れ
ざ
る

者
を
不
調
和
に
感
ず
る
な
り
。
極
端
に
い
へ
ば
俗
人
は
陳
腐
を
好
み
て
新
奇

を
排
す
る
の
傾
向
あ
り
。
故
に
古
今
調
の
歌
に
馴
れ
た
る
耳
に
は
萬
葉
調
を

不
調
和
に
思
ひ
、
輪
廓
畫
に
馴
れ
た
る
目
に
は
沒
骨
畫
を
不
調
和
に
思
ふ
が

如
き
類
少
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
多
少
專
門
的
に
事
物
を
研
究
す
る
人
は
陳
腐

を
取
り
て
新
奇
を
捨
つ
る
の
愚
を
學
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
新
奇
な
る
者
に
就

き
て
虚
心
平
氣
に
其
調
和
せ
り
や
否
や
を
考
へ
て
後
に
取
捨
す
べ
き
な
り
。

歌
を
研
究
す
る
者
に
し
て
萬
葉
集
を
知
ら
ざ
る
が
如
き
不
心
得
の
者
は
姑
し
ば
らく

置
く
。
苟
も
萬
葉
を
研
究
せ
ん
と
す
る
人
に
し
て
一
概
に
五
七
を
の
み
歌
の

調
と
思
ひ
三
言
四
言
六
言
等
の
趣
味
も
變
化
も
知
ら
ず
、
或
は
歌
は
い
か
め
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し
く
眞
面
目
な
る
事
を
の
み
詠
む
も
の
と
思
ひ
て
滑
稽
（
萬
葉
第
十
六
の
如

き
）
の
歌
を
知
ら
ざ
る
が
如
き
は
量
見
の
狹
き
事
な
り
。
若
し
我
を
し
て
臆

測
せ
し
め
ば
諸
氏
は
短
歌
の
み
を
作
り
て
長
歌
を
作
る
に
習
は
ざ
る
た
め
に

此
趣
味
を
解
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
か
。
今
日
の
歌
界
に
於
け
る
諸
氏
は
愚

蒙
の
群
中
に
一
頭
地
を
拔
き
た
る
た
め
に
先
鞭
者
の
名
を
こ
そ
負
へ
れ
他
日

歌
界
一
般
に
進
歩
し
た
る
時
、
空
し
く
人
後
に
落
ち
て
陳
腐
好
き
の
俗
輩
と

伍
せ
ら
れ
ざ
ら
ん
事
を
祈
る
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
日
本
附
録
週
報
　
明
治33

・
５
・14

　
一
〕

　
　
　
　
　
　
（
二
）
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天
皇
登
香
具
山
望
國
之
時
御
製
歌

　
　
　
　
や
ま
と
に
は
む
ら
山
あ
れ
ど
、
と
り
よ
ろ
ふ
天
の
香
具
山
、
の
ぼ

　
　
　
　
り
た
ち
國
見
を
す
れ
ば
、
國
原
は
煙
立
ち
立
つ
、
海
原
は
か
ま
め

　
　
　
　
立
ち
立
つ
、
う
ま
し
國
ぞ
あ
き
つ
島
や
ま
と
の
國
は

　
舒
明
天
皇
御
製
な
り
。
と
り
よ
ろ
ふ
は
足
り
と
ゝ
の
へ
る
意
、
か
ま
め
は

鴎
な
り
。
海
原
は 

埴  
安 

は
に
や
す

の
池
を
い
へ
り
と
ぞ
。

　
簡
明
に
し
て
蒼
老
、
大
な
る
た
く
み
な
く
て
却
て
趣
盡
き
ぬ
妙
あ
り
。

「
の
ぼ
り
た
ち
」
よ
り
「
國
見
を
す
れ
ば
」
に
つ
ゞ
く
處
平
凡
な
る
如
く
な

れ
ど
も
實
際
作
歌
の
場
合
に
は
こ
れ
だ
け
の
連
續
が
出
來
ず
し
て
冗
長
に
失

す
る
こ
と
あ
る
も
の
な
り
。
「
立
ち
立
つ
」
と
二
つ
重
ね
て
物
の
多
き
有
樣

を
現
す
な
ど
極
め
て
巧
な
る
語
な
る
を
、
後
世
の
人
時
に
此
語
を
襲
用
し
て
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其
儘
に
「
立
ち
立
つ
」
と
使
ふ
も
、
他
の
語
に
此
語
法
を
應
用
す
る
の
機
轉

す
ら
な
し
。
支
那
の
古
詩
に
行
々
重
行
々
と
い
へ
る
も
同
じ
き
語
法
に
し
て
、

蕪
村
は
「
行
き
〳
〵
て
こ
ゝ
に
行
き
行
く
夏
野
か
な
」
と
使
へ
り
。
古
今
集

以
後
の
歌
人
の
氣
が
利
か
ぬ
こ
と
今
更
に
あ
ら
ね
ど
呆
れ
た
る
次
第
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
天
皇
遊
獵
内
野
之
時
中
皇
命
使 

間   

人   

連   

老  

ハ
シ
ビ
ト
ノ
ム
ラ
ジ
オ
ユ

獻
歌

　
　
　
　
や
す
み
し
ゝ
我
大
君
の
、
あ
し
た
に
は
取
り
撫
で
た
ま
ひ
、
夕
に

　
　
　
　
は
い
よ
せ
立
て
ゝ
し
、
み
と
ら
し
の
梓
の
弓
の
、
な
か
筈
の
音
す

　
　
　
　
な
り
、
朝
狩
に
今
立
た
す
ら
し
、
夕
狩
に
今
立
た
す
ら
し
、
み
と

　
　
　
　
ら
し
の
梓
の
弓
の
、
な
か
筈
の
音
す
な
り

　
中
皇
命
は
舒
明
天
皇
の
皇
女
な
り
。
な
か
筈
に
つ
き
て
、
長
筈
長
筈
等
の

諸
説
あ
り
。
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「
す
な
り
」
は
「
す
る
な
り
」
の
略
な
り
。
若
し
文
法
學
者
が
い
ふ
如
く
嚴

格
な
る
規
則
を
立
て
ゝ
一
々
之
に
よ
り
て
律
す
る
事
と
せ
ば
此
語
も
亦
文
法

違
犯
た
る
を
免
れ
ず
。
然
れ
ど
も
文
法
に 

拘  

々 

こ
う
こ
う

た
る
後
世
の
歌
人
皆
此
文

法
違
犯
を
襲
用
し
て
却
て
平
常
の
事
と
す
る
は
さ
す
が
に
此
便
利
な
る
語
を

棄
つ
る
に
忍
び
ざ
る
な
る
べ
し
。
由
來
韻
文
を
律
す
る
に
嚴
格
な
る
文
法
を

以
て
す
る
は
理
窟
を
以
て
感
情
を
制
す
る
弊
あ
り
。
歌
は
感
情
を
現
す
者
な

れ
ば
感
情
の
激
發
し
た
る
際
に
は
自
ら
文
法
を
破
る
事
も
あ
る
べ
く
、
文
法

を
破
り
た
り
と
て
意
味
だ
に
通
ず
れ
ば
さ
ま
で
咎
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
又
其

言
葉
を
面
白
く
す
る
た
め
に
こ
と
さ
ら
に
文
法
を
破
る
こ
と
も
あ
る
べ
く
、

そ
は
寧
ろ
作
者
の
手
柄
と
し
て
見
る
べ
き
者
少
か
ら
ず
。
然
る
に
日
本
の
文

法
學
者
は
文
法
を
以
て
韻
文
を
律
す
る
の
み
な
ら
ず
、
文
法
の
例
に
は
歌
を
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引
く
を
常
と
す
。
簡
單
な
る
歌
を
以
て
文
法
の
例
と
な
す
を
得
ば
文
法
上
に

は
便
利
な
る
事
な
ら
ん
。
但
文
法
の
例
に
引
か
る
ゝ
や
う
な
歌
を
つ
く
り
て

滿
足
し
居
る
歌
人
の
鼻
毛
こ
そ
海
士
が
引
く
千 

尋 

𣑥 

繩 

ち
ひ
ろ
た
く
な
は

よ
り
も
長
か
め
れ

と
氣
の
毒
に
思
は
る
ゝ
な
り
。
あ
る
人
自
己
の
歌
集
を
世
に
公
に
す
る
と
て

其
は
じ
め
に
、
多
く
作
れ
る
中
よ
り
語
格
の
誤
少
か
ら
ん
を
選
み
て
云
々
と

書
け
る
よ
し
、
此
等
の
人
は
何
の
た
め
に
歌
を
つ
く
り
居
る
に
や
、
文
法
學

者
に
頼
ま
れ
て
文
法
の
例
歌
を
つ
く
り
居
る
に
や
。

　
蕪
村
は
「
す
な
り
」
に
倣
ひ
て
「
す
か
な
」
と
使
ひ
し
に
文
法
學
者
は

「
す
な
り
」
を
許
し
な
が
ら
「
す
か
な
」
を
咎
む
る
な
り
。
し
か
も
近
時
の

俳
人
は
眼
中
に
文
法
な
ど
あ
ら
ば
こ
そ
「
す
か
な
」
は
常
に
用
ゐ
ら
れ
て
今

は
怪
む
者
も
無
き
迄
普
通
に
な
り
ぬ
。
さ
り
と
て
文
法
を
盡
く
破
れ
と
に
は
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あ
ら
ず
、
破
り
て
却
て
面
白
き
處
に
は
破
れ
と
い
ふ
な
り
。
文
法
學
者
に
支

配
せ
ら
る
ゝ
程
の
歌
人
は
物
の
用
に
も
立
つ
ま
じ
き
事
論
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
反
歌

　
　
　
　
玉
き
は
る
内
の
大
野
に
馬
な
め
て
朝
ふ
ま
す
ら
ん
其
草
深
野

　
其
草
深
野
の
一
句
縁
語
の
如
く
に
て
縁
語
に
あ
ら
ず
。
言
葉
を
短
く
す
る

に
は
必
要
な
る
語
法
な
り
。
「
朝
ふ
ま
す
」
の
如
き
語
法
も
萬
葉
に
多
く
あ

り
て
後
人
却
て
知
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
日
本
附
録
週
報
　
明
治33

・
５
・21

　
二
〕

　
　
　
　
　
　
（
三
）
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幸
讚
岐
國
安
益
郡
之
時
軍
王
見
山
作
歌

　
　
　
　
霞
立
つ
長
き
春
日
の
、
暮
れ
に
け
る
わ
づ
き
も
知
ら
ず
、
む
ら
肝

　
　
　
　
の
心
を
痛
み
、
ぬ
え
子
鳥
う
ら
歎ナゲ
居
れ
ば
、
玉
だ
す
き
か
け
の
よ

　
　
　
　
ろ
し
く
、
遠
つ
神
我
大
君
の
、
い
で
ま
し
の
山
ご
し
の
風
の
、
獨

　
　
　
　
り
座ヲ
る
我
衣
手
に
、
朝
夕
に
か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば
、
ま
す
ら
を
と
思

　
　
　
　
へ
る
我
も
、
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
、
思
ひ
や
る
た
づ
き
を
知
ら
に
、

　
　
　
　
網
の
浦
の
あ
ま
を
と
め
ら
が
、
燒
く
鹽
の
思
ひ
ぞ
燒
く
る
、
我
が

　
　
　
　
下
心

「
わ
づ
き
」
に
説
あ
り
。
「
遠
つ
神
」
を
人
に
遠
き
意
と
解
す
る
は
い
か
ゞ
。

此
歌
を
讀
ん
で
第
一
に
感
ず
る
事
は
始
よ
り
終
迄
切
斷
せ
し
處
無
く
一
文
章

を
成
し
た
る
點
な
り
。
元
來
長
歌
は
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
句
を
つ
ゞ
け
て
作
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る
が
癖
に
て
終
止
言
を
用
ゐ
る
事
少
き
は
一
般
に
同
じ
け
れ
ば
特
に
此
歌
に

限
る
わ
け
は
な
き
や
う
な
れ
ど
、
此
歌
の
如
く
「
う
ら
な
げ
居
れ
ば
」
と
い

ふ
句
よ
り
一
轉
し
て
「
玉
だ
す
き
か
け
の
よ
ろ
し
く
遠
つ
神
我
大
君
の
」
に

移
り
し
が
如
き
は
類
例
少
き
か
と
覺
ゆ
。
殊
に
「
い
で
ま
し
の
山
ご
し
の
風

の
」
と
い
ふ
句
の
造
句
法
に
は
注
意
を
要
す
。
極
め
て
め
づ
ら
し
く
面
白
き

句
な
り
。
百
忙
の
中
に
「
玉
だ
す
き
か
け
の
よ
ろ
し
く
」
の
一
閑
句
を
插
み

た
る
も
手
柄
あ
り
。
普
通
に
萬
葉
集
を
讀
む
に
は
解
釋
す
る
側
よ
り
見
る
故

多
少
の
意
匠
を
凝
ら
し
た
る
句
に
逢
へ
ば
只
難
澁
の
句
と
の
み
思
ひ
そ
れ
を

と
に
か
く
に
解
釋
す
る
を
以
つ
て
滿
足
す
る
者
多
し
。
然
れ
ど
も
歌
と
し
て

萬
葉
を
研
究
せ
ん
と
す
る
人
は
作
者
の
側
に
立
つ
て
熟
考
す
る
の
必
要
あ
り
。

例
へ
ば
「
い
で
ま
し
の
山
ご
し
の
風
の
」
と
い
ふ
句
の
意
義
を
知
る
に
止
め
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ず
、
更
に
進
ん
で
作
者
は
如
何
に
し
て
此
句
を
作
り
し
か
、
若
し
我
作
ら
ば

如
何
に
作
る
べ
き
か
と
考
へ
見
よ
。
さ
て
後
に
此
句
が
夷
の
思
ふ
所
に
非
る

を
知
ら
ん
。
萬
葉
の
歌
人
は
造
句
の
工
夫
に
意
を
用
ゐ
し
故
に
面
白
く
、
後

世
の
歌
人
は
造
句
を
工
夫
せ
ず
し
て
寧
ろ
古
句
を
襲
用
す
る
を
喜
び
し
故
に

衰
へ
た
り
。
今
の
萬
葉
を
學
ぶ
者
萬
葉
を
丸
呑
に
せ
ず
萬
葉
歌
人
工
夫
の
跡

を
噛
み
碎
き
て
味
は
ゞ
明
治
の
新
事
物
も
亦
容
易
に
消
化
す
る
を
得
ん
か
。

此
歌
に
就
き
て
は
猶
歌
以
外
に
研
究
す
べ
き
事
あ
り
。
今
の
人
に
し
て
行
幸

に
供
奉
し
た
ら
ん
程
の
人
、
歌
を
詠
ま
ば
ま
さ
か
に
旅
中
の
悲
な
ど
は
い
は

ざ
る
べ
し
。
こ
は
如
何
。
第
一
に
時
代
の
相
違
、
第
二
に
人
間
の
思
想
の
相

違
に
あ
る
べ
し
。
昔
の
旅
は
交
通
不
便
な
る
地
に
行
き
て
不
自
由
を
す
る
事

故
都
の
人
は
旅
に
あ
り
て
故
郷
を
憶
ふ
情
今
日
よ
り
は
遙
に
強
か
り
し
な
ら
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ん
。
其
上
昔
の
人
は
法
律
學
も
政
治
學
も
知
ら
ず
權
利
義
務
の
考
も
薄
け
れ

ば
國
家
な
ど
ゝ
い
ふ
觀
念
も
た
し
か
な
ら
ず
只
感
情
ば
か
り
に
て
尊
し
と
も

悲
し
と
も
思
ふ
わ
け
な
れ
ば
供ぐ
奉ぶ
中
に
て
も
悲
し
き
時
は
悲
し
き
と
歌
よ
み

た
る
べ
し
。
畢
竟
古
の
人
は
愚
な
る
だ
け
に
虚
飾
の
少
か
り
し
や
に
見
ゆ
。

明
治
の
人
に
は
明
治
の
思
想
あ
れ
ば
そ
れ
を
歌
に
詠
む
は
い
ふ
迄
も
な
き
事

な
が
ら
虚
飾
的
の
忠
君
愛
國
な
ど
は
之
を
詠
ん
で
何
の
妙
も
な
か
る
べ
し
。

古
よ
り
慷
慨
悲
憤
の
詩
歌
に
佳
作
無
き
は
虚
飾
多
き
た
め
な
り
。
此
歌
軍
王

と
あ
る
は
考
ふ
る
所
無
し
と
古
人
も
い
へ
り
。
此
歌
に
裏
面
の
事
情
あ
り
や

否
や
は
知
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
反
歌

　
　
　
　
山
ご
し
の
風
を
時
じ
み
寢
る
夜
落
ち
ず
家
な
る
妹
を
か
け
て
し
ぬ
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び
つ

「
と
き
じ
み
」
に
説
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
額
田
王
歌

　
　
　
　
秋
の
野
の
み
草
刈
り
葺
き
や
ど
れ
り
し
宇
治
の
宮
子
の
假
庵
し
お

　
　
　
　
も
ほ
ゆ

「
み
や
こ
」
と
い
ふ
事
に
就
き
て
兼
ね
て
論
あ
り
。
皇
居
の
あ
る
と
こ
ろ
を

都
と
い
ふ
は
い
ふ
迄
も
な
け
れ
ど
、
此
歌
に
て
は
行
在
に
て
も
都
と
い
ふ
が

如
し
。
鎌
倉
の
都
と
い
ひ
得
べ
き
か
否
か
に
就
き
て
、
あ
る
人
、
昔
は
國
府

を
鄙
の
都
と
い
ひ
し
例
も
あ
れ
ば
鎌
倉
の
如
く
江
戸
の
如
く
覇は
府ふ
あ
り
し
地

は
都
と
い
ひ
て
も
よ
か
る
べ
し
、
と
い
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
額
田
王
歌

17



　
　
　
　
熟
田
津

ニ
ギ
タ
ヅ

に 

船  

乘 

フ
ナ
ノ
リ

せ
む
と
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
こ
ぎ
い

　
　
　
　
で
な

　
伊
豫
の
熟
田
津
よ
り
西
國
に
行
幸
あ
る
時
の
歌
な
る
べ
し
と
。
「
月
待
て

ば
」
は
實
際
は
潮
を
待
つ
な
ら
ん
。
「
ふ
な
の
り
」
と
い
ふ
語
今
は
俗
語
に

用
ゐ
ら
れ
て
歌
な
ど
に
詠
ま
れ
ぬ
が
如
し
。

　
莫
囂
圓
隣
云
々
の
歌
讀
方
諸
説
あ
り
。
今
省
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
日
本
附
録
週
報
　
明
治33

・
６
・11

　
三
〕

　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
　
　
　
　
　
　
中
皇
命
往
于
紀
伊
温
泉
之
時
御
歌
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君
が
代
も
わ
が
代
も
知
ら
む
磐
代
の
岡
の
草
根
を
い
ざ
結
び
て
な

　
上
二
句
は
磐
と
い
ふ
字
に
か
ゝ
り
て
い
へ
る
に
て
、
磐
は
永
久
の
者
な
れ

ば
君
が
代
を
も
わ
が
代
を
も
知
る
筈
な
り
と
い
へ
る
な
り
。
磐
を
擬
人
に
し

た
る
な
り
。
併
し
其
の
磐
は
地
名
な
れ
ば
地
名
に
あ
や
か
り
て
其
處
の
草
を

む
す
ぶ
と
い
ふ
な
る
べ
し
。
草
を
結
ぶ
と
か
木
を
結
ぶ
と
か
い
ふ
事
此
頃
の

習
慣
な
り
と
見
ゆ
。

　
　
　
　
吾
勢
子
は
假
廬
つ
く
ら
す
萱
な
く
ば
小
松
が
下
の
萱
を
刈
ら
さ
ね

「
萱
な
く
ば
」
に
就
き
て
議
論
あ
り
。
「
刈
り
た
る
萱
な
く
ば
」
と
見
る
が

穩
當
な
ら
ん
。
「
小
松
が
下
」
は
別
に
意
味
あ
る
に
あ
ら
ず
。
意
味
無
き
此

一
句
あ
る
た
め
一
首
活
き
た
り
。

　
　
　
　
わ
が
ほ
り
し
野
島
は
見
せ
つ
底
深
き
阿
胡
根
の
浦
の
珠
ぞ
ひ
ろ
は
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ぬ

　
第
二
句
一
に
「
見
し
を
」
と
あ
り
。
野
島
は
既
に
見
た
れ
ど
阿
胡
根
の
浦

は
ま
だ
見
ず
と
の
意
に
や
。
「
底
深
き
」
は
前
の
「
小
松
が
下
」
と
同
じ
く

無
意
味
の
裝
飾
的
の
語
な
れ
ど
「
小
松
が
下
」
の
自
然
な
る
に
如
か
ず
。
併

し
こ
こ
も
惡
き
に
非
ず
。
以
上
三
首
皆
面
白
し
。

　
　
　
　
　
　
　
三
山
歌

　
　
　
　
か
ぐ
山
は
う
ね
び
を
ゝ
し
と
、
耳
梨
と
あ
ひ
あ
ら
そ
ひ
き
、
神
代

　
　
　
　
よ
り
か
く
な
る
ら
し
、
い
に
し
へ
も
し
か
な
れ
こ
そ
、
う
つ
せ
み

　
　
　
　
も
妻
を
あ
ら
そ
ふ
ら
し
き

　
天
智
御
製
な
り
。
男
山
女
山
と
い
ふ
事
に
就
き
て
即
ち
初
二
句
の
解
釋
に

就
き
て
論
あ
り
た
れ
ど
そ
は
如
何
や
う
に
も
あ
る
べ
し
。
戀
の
爭
ひ
と
い
は
ゞ
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俗
に
も
聞
ゆ
べ
き
を
、
山
の
爭
ひ
を
比
喩
に
引
き
し
た
め
に
氣
高
く
聞
ゆ
。

結
末
七
言
二
句
の
代
り
に
十
言
一
句
を
置
く
、
亦
一
法
な
り
。
「
こ
そ
」
の

係
「
ら
し
き
」
の
結
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
反
歌

　
　
　
　
か
ぐ
山
と
耳
梨
山
と
あ
ひ
し
時
立
ち
て
見
に
來
し
伊
奈
美
國
原

　
出
雲
の
阿あ
菩ぼ
の
大
神
が
三
山
の
爭
ひ
を
諫
め
ん
た
め
に
播
磨
の
印
南
郡
に

到
り
し
が
爭
ひ
や
み
た
り
と
聞
き
て
行
か
で
や
み
き
と
な
り
。
反
歌
に
は
戀

の
意
無
し
。

　
　
　
　
わ
だ
つ
み
の
豐
旗
雲
に
入
日
さ
し
こ
よ
ひ
の
月
夜
あ
き
ら
け
く
こ

　
　
　
　
そ

　
此
歌
、
題
を
逸
す
。
雲
が
旗
の
や
う
に
靡
き
た
る
を
見
て
旗
雲
と
い
ふ
熟
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語
を
こ
し
ら
え
、
そ
れ
が
大
き
い
か
ら
豐
と
い
ふ
形
容
を
添
へ
て
豐
旗
雲
と

い
ふ
熟
語
を
こ
し
ら
え
た
り
。
豐
旗
雲
を
只
成
語
と
し
て
見
ず
、
古
人
が
如

何
に
し
て
此
熟
語
を
こ
し
ら
え
し
か
を
考
へ
、
自
己
が
あ
る
物
を
形
容
す
る

時
の
造
語
法
を
悟
る
べ
し
。
成
語
ば
か
り
を
用
ゐ
て
歌
を
作
ら
ん
に
は
言
葉

の
範
圍
狹
く
し
て
思
ふ
事
を
悉
く
言
ひ
得
ざ
ら
ん
か
。
此
歌
の
意
義
に
就
き

て
現
在
と
未
來
と
の
議
論
あ
り
。
余
は
初
三
句
を
現
在
の
實
景
と
し
、
末
二

句
を
未
來
の
想
像
と
解
し
た
し
。
且
つ
結
句
「
こ
そ
」
の
語
を
希
望
の
意
と

解
せ
ず
し
て
「
こ
そ
あ
ら
め
」
の
意
と
解
し
た
く
思
へ
ど
、
萬
葉
に
此
樣
の

語
法
あ
り
や
否
や
は
知
ら
ず
。
三
句
を
現
在
と
解
す
れ
ば
第
三
句
よ
り
第
四

句
へ
の
續
き
具
合
よ
か
ら
ず
と
非
難
も
あ
れ
ど
、
「
入
日
さ
し
」
と
接
續
的

の
輕
き
語
を
用
ゐ
た
る
が
却
て
面
白
き
や
う
に
思
ふ
な
り
。
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天
皇
詔
内
大
臣
藤
原
朝
臣
競
憐
春
山
萬
花
之
艶
秋
山
千
葉

　
　
　
　
之
彩
時
額
田
王
以
歌
判
之
歌

　
　
　
　
冬
ご
も
り
春
さ
り
く
れ
ば
、
鳴
か
ざ
り
し
鳥
も
來
鳴
き
ぬ
、
咲
か

　
　
　
　
ざ
り
し
花
も
咲
け
れ
ど
、
山
を
茂
み
入
り
て
も
取
ら
ず
、
草
深
み

　
　
　
　
取
り
て
も
見
ず
、
秋
山
の
木
の
葉
を
見
て
は
、
黄
葉
を
ば
取
り
て

　
　
　
　
ぞ
し
ぬ
ぶ
、
青
き
を
ば
お
き
て
ぞ
な
げ
く
、
そ
こ
し
う
ら
め
し
秋

　
　
　
　
山
吾
は

　
此
歌
、
秋
山
を
以
て
春
山
に
ま
さ
れ
り
と
判
斷
は
す
れ
ど
、
其
ま
さ
れ
り

と
す
る
理
由
は
少
し
も
分
ら
ず
。
或
は
思
ふ
、
天
智
天
武
兩
帝
同
じ
思
ひ
を

額
田
王
に
か
け
給
ひ
き
と
聞
け
ば
、
此
歌
も
暗
に
春
山
を
天
智
帝
に
比
し
秋

山
を
天
武
帝
に
比
し
、
此
時
い
ま
だ
志
を
得
ら
れ
ざ
る
天
武
帝
を
ひ
そ
か
に
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な
つ
か
し
く
思
ふ
旨
を
言
ひ
い
で
ら
れ
た
る
に
は
非
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
日
本
　
明
治33

・
７
・
３
　
四
〕
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