
平

安

時

代

の

戸

隠

史

の

文

献

従
米
'
戸
隠
の
行
水
を
示
す
最
も
帝
い
柵
鵠
な
資
料
は
'

『
渠

牌
秘
抄
』

(治
承
四
年
､

二

八
〇
ご
ろ
成
立
)
と
さ
れ
て
き
た
｡

四
方
の
霊
験
所
は
伊
豆
の
辻
鮎
､
信
濃
の
戸
閲
へ
駿
河
の
富

士
の
山
､
伯
背
の
大
山
､
丹
後
の
成
柵
と
か
､
土
佐
の
室
生

戸
､
粥
蚊
の
志
度
の
道
場
と
こ
そ
捌
け
Q

こ
の
歌
訳
は
､
当
時
既
に
戸
隠
が
､
今
回
的
に
名
の
過
っ
た
器

機
と
し
て
#
.え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

旧
和
四
十
六
年
八
月
刊
行
の

『
戸
隠

-

総
q
rLL学
術
調
教
報
告
』

(信
膿
毎
日
新
聞
社
戸
隠
総
合
学
術
調
査
実
行
委
員
会
)
の

｢
歴

史
概
説
｣

(米
山

1
政
氏
執
筆
)
も
､

『拾
迫
往
生
伝
』
に
言
及

は
し
て
い
る
も
の
の
､
後
述
の
よ
う
な
邸
幣
か
ら
'
結
局
は
'
こ

の

『
実
塵
秘
抄
』
を
最
も
古
い
文
献
と
し
て
あ
げ
て
い
る
O

『
阿

裟
婆
抄
』
に
は
､
平
安
未
納
に
成
立
が
遡
り
得
る

『
戸
倍
寺
縁
起
』

が
所
収
さ
れ
て
い
る
と
い
う
｡
し
か
し
前
述
の
総
合
調
査
で
も
言

わ
れ
る
通
り
､
こ
れ
は
､
鎌
愈
時
代
中
期
成
立
の
同
書
に
引
か
れ

て
い
る
第
二
次
的
資
料
に
過
ぎ
ず
､
し
か
も
､
仁
明
天
皇
の
嘉
祥

二
年

(∧
凶
九
坪
)
こ
ろ
'
学
問
長
者
が
九
蘭
竜
神
を
岩
戸
に
封

滝
澤
貞
夫

じ
込
め
た
と
す
る
縁
起
の
内
容
は
､
多
分
に
伝
説
的
で
'
他
に
も

同
類
の
縁
起
が
見
ら
れ
る
点
か
ら
み
て
も
､
確
述
性
は
多
分
に
疑

わ
し
い
文
献
と
せ
ざ
る
を
柑
な
い
で
あ
ろ
う
C

一
方
､
総
合
洞
炎
に
報
告
さ
れ
て
い
る
通
り
､
講
堂
姓
は
､

『
軌
光
祐
流
記
EB
に

承
徳
二
年
成
･:-=
七
月
十
二
日
成
午
'
本
院
経
堂
始
建
立

と
あ
る
､
承
拙
二
咋

二

〇
九
八
)
蝕
立
を
十
分
現
わ
せ
る
も
の

で
あ
り
'
十
世
紀
以
前
で
は
有
り
得
ず
'
嫌
愈
時
代
以
後
に
下
降

さ
せ
る
輩
の
な
い
冶
梢
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡

抑
河
大
島
の
時
代
に
､
か
な
り
の
堂
塔
が
建

っ
て
い
た
と
す
る
戸

隠
で
の
言
い
伝
え
は
､
こ
の
発
桝
調
速
に
よ
り
'
即
実
と
し
て
裏

付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
､
戸
際
が
文
献
資
料
に
登
場
す
る
の
は

そ
れ
よ
り
八
十
坤
も
後
で
'
こ
の
期
閲
は
空
白
の
ま
ま
､
戸
隠
の

歴
史
は
､
語
ら
れ
､
現
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

で
は
'
本
当
に
現
存
最
古
の
戸
隠
を
記
す
文
献
は

『
架
頗
秘
抄

な
の
で
あ
ろ
う
か
O
実
は

1
見
何
の
関
係
も
な
い
と
放
わ
れ
る
和

歌
関
係
の
平
安
末
期
の
資
料
の
中
に
'
戸
隠
が
現
れ
て
い
る
の
で

あ
り
､
こ
れ
ら
の
文
献
の
存
在
に
よ
り
､
郷
土
史
家
の

『
拾
遺
往

生
伝
』
の
取
り
扱
い
に
疑
義
が
持
た
れ
る
の
で
あ
る
｡
小
稿
は
､



京
極
興

仙
信
大
名
誉
教
授
の
御
退
官
記
念
号
に
ち
な
み
､
教
授
の

御
出
身
地
で
あ
り
現
在
お
住
ま
い
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
戸
隠
の
'

最
古
の
文
献
資
料
に
つ
い
て
准
即
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
｡

二

『
椎
田
歌
枕
』

(広
木
)
の

｢
国
々
の
所
々
名
｣
の
信
濃
に
は
､

さ
か
さ
ま
川

き
は
ふ
の
嬰

ち
く
ま
河

さ
ら
し
な

あ

ふ
ち
の
閲

は
～
木
々

を
は
す
て
山

ま

つ
か
は

う
ら

の
埋

き
そ
の
か

け
は
し

も
ち
月

あ
さ
ま
の
た
け

こ

ま
が
た
け

と
が
く
し

そ
の
は
ら

と
'
戸
隠
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
本
署
の
成
立
年
次
は
未
詳
だ

が
､
能
因
の
晩
年
の
著
作
ら
し
く
､
敏
の
叔
終
詠
歌
の
永
疎
左
咋

(
lr
〇
五
〇
)
前
後
に
薯
か
れ
た
こ
と
は
問
迎
い
な
い
で
あ
ろ
う
O

前
述

の
『
梁
塵
秘
抄
』
よ
り
少
な
く
と
も
百
三
十
咋
は
咋
代
を
遡

る
も
の
で
'
こ
れ
が
私
が
調
釜
し
た
戸
隠
が
記
さ
れ
た
現
存
最
古

の
文
献
で
あ
る
｡
し
か
も
､
こ
の
文
献
の
信
感
性
に
関
し
て
は
､

胴
和
五
十

1
年
十

1
月
刊
の

『
し
な
の
文
学
夜
話
』
上

(信
浪
毎

日
新
聞
社
)
と
昭
和
六
十

一
坪
田
月
刊
の

『
名
所
歌
枕
臨
冊
銅
の

本
文
の
研
究
』

(設
問
背
院
)
で
述
べ
た
こ
と
の
繰
り
返
し
と
な

る
が
､
偶
因
が
実
際
に
信
濃
の
地
を
訪
れ
､
歌
枕
と
な
り
得
る
地

を
蒐
集
し
た
も
の
の
み
が
省
き
尉
め
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
､
実

地
蛸
壷
の
裏
付
け
の
あ
る
も
の
と
胤
わ
れ
る
.

す
な
わ
ち
'
寛
仁
四
年

二

〇
二
〇
)
頃
､
三
河
守
と
し
て
赴

任
す
る
友
人
源
為
替
に
随
伴
し
て
機
関
は
､
御
坂
峠
､
帯
木
､
園

原
を
通
過
し
て
､
現
在
の
国
道

1
五
三
号
線
に
馳

っ
て
三
河
国
府

へ
と
向
か
っ
た
｡
こ
の
時
の
詠
は
､

為
善
朝
日
'
三
河
守
に
て
下
り
侍
り
け
る
に
'
す

の
ま
た
と
い
う
わ
た
り
に
お
り
ゐ
て
､
し
な
の
の

み
さ
か
を
み
や
り
て
よ
み
侍
り
け
る

し
ら
憲
の
上
よ
り
み
ゆ
る
足
引
の
山
の
た
か
ね
や
み
さ
か
な

る
ら
ん

と
､

『
後
拾
遺
和
歌
狼
』
覇
旅
､
五

1
四
番
に
収
録
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
ま
で
は
､
こ
こ
に
い
う

｢
す
の
ま
た
｣
を
､
岐
阜
県
の
由
南
､

長
良
川
仲
岸
に
あ
る
規
股
町
を
当
て
て
い
る
が
､
同
地
か
ら
恵
那

山

(
株
高
二

l
九
〇
米
)
の
背
後
に
付
迎
す
る
御
坂
峠
が
見
え
る

筈
は
な
く
､

｢
お

り
ゐ
て
｣
と
あ
る
通
り
､
峰
か
ら
焼
高
差
八
〇

〇
米
下

っ
た
阿
恕
駅
で
､
振
り
返
り
､
仰
ぎ
見
て
の
詠
だ

っ
た

の

で
は
な
か
ろ
う
か
｡
岡
地
の

｢
す
の
ま
た
｣
と
は
､
川
の
合
流
点

や
道
の
分
岐
点
を
本
来
示
す
普
通
名
詞
で
あ

る
か
ら
､
現
在
の
束

山
道
と
三
州
街
道
と
が
分
岐
し
た
阿
轡
川
大
桶
の
辺
り
を
想
定
す

れ
ば
､
峠
の
眺
望
も
可
能
で
あ
り
全
て
の
条
件
が
叶
う
こ
と
と
な

る
｡能

凶
の
二
度
日
の
信
濃
通
過
は
､
川
村
施
姓
氏
が

｢
能
関
の
旅

-

陸
奥
下
向
前
後
-

｣

(和
歌
文
学
研
究
三
十
五
号
'
五
十

一
昨
九
月
)
で
､
初
度
陸
奥
下
向
野
賞
で
あ

っ
た
と
す
る
説
に
従

い
た
い
｡
純
凶
が
辿

っ
た
順
路
は
'
前
述
の
阿
智
駅
か
ら
天
滝
川

を
遡
り
'
杖
柴
崎
か
ら
細
訪
へ
山
'
山
浦

(現
在
の
茅
野
市
)
か



ら
雨
境
峠

(立
科
町
)
を
通
過
'
春
日

(望
月
町
)
に
下
り
､
下

輿

(佐
久
市
)
辺
り
で
千
曲
川
を
波
り
'
淑
川
沿
い
に
長
愈
駅

(御
代
田
'
軽
井
沢
)
に
山
'
入
山
峠
を
越
え
て
上
野
国
へ
と
向

っ
た
ら
し
い
｡
こ
の
旅
の
途
上
に
､

｢ま
つ
か
は
｣

｢
駒
ヶ
岳
｣

｢
ち
-
ま
河
｣

｢も
ら
月
｣

｢浅
間
の
た
け
｣
が
存
批
し
て
い
る
｡

所
在
不
明
の

｢
さ
か
さ
ま
川
｣
が
大
井
川
の
こ
と
な
ら
'
紺
紡
棚

に
椛
ぐ
川
が
有
名
｡

｢藷
は
ふ
の
Sj
｣
も
､
下
伊
那
郡
市
木
村
阿

偽
の
帰
牛
原
と
の
税
に
従
う
の
な
ら
､

｢
き
そ
の
か
け
梢
｣
は
'

木
曽
谷
の
険
阻
な
山
道
に
捕
軌
さ
れ
て
い
る
桟
道
で
あ
ろ
う
か
ら
､

ど
こ
で
も
よ
く
､
二
度
日
の
信
批
通
過
で
､

｢
さ
ら
Jij
な
｣

｢
お

ぼ
す
て
｣

｢
う
ら
の
里
｣

｢
と
が
く
L
L
以
外
は
す
べ
て
髄
因
の

足
跡
の
及
ん
だ
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

能
因
の
三
皮
目
の
信
濃
通
過
は
､
長
元
元
年

二

〇
三
八
)
境

の
再
度
の
陸
奥
下
向
の
帰
途
で
あ
っ
た
｡
披
の
家
集

で
そ
の
巡
路

を
辿
る
と
､
凍
海
道
経
由
で
'
筑
波
か
ら
信
夫
の
嬰
'
武
即
の
松
､

末
の
松
山
'
塩
釜
の
捕
､
-
り
原
の
郡
､
音
無
の
滝
､
昔
川
'
八

十
烏
､
象
潟
と
向
か
い
､
再
び
陸
奥
路
を
引
き
返
し
'
武
蔵
､
と

か
は
､
綾
の
瀬
か
ら
は
こ
そ
山

(日
崎
徳
衛
氏
は
上
野
国
碓
氷
郡

の
山
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
｡

『
平
安
文
化
史
論
』
四
十
三
年
十

1
月
)
､
千
曲
川
上
流
か
ら
東
信
潰
'
北
信
濃
を
通
路
し
､
荒
川

沿
い
に
下
っ
て
日
本
海
岸
に
出
て
'
越
前
の
た
い
ふ
の
山
を
通
過

し
て
帰
京
し
た
ら
し
い
｡
こ
の
時
､
焼
蛤
に
や
っ
て
き
た
こ
と
は
'

九
月
十
三
夜
の
月
を
､
ひ
と
り
望
月
詠
之

さ
ら
し
な
や
を
ば
す
て
山
に
旅
ね
し
て
こ
よ
ひ
の
月
を
む
か

し
見
し
灘

と
､
後
年
伊
予
の
地
で

i
人
月
を
観
放
し
な
が
ら
詠
じ
た

山
首
に

ょ
っ
て
用
心
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
こ
の
巡
和
は
､
光
の

｢
さ

ら
し
な
｣

｢
を
ば
す
て
｣

｢
う
ら
の
朋
｣

(上
関
市
棚
野
)

｢
と

が
-
し
｣
の
す
べ
て
を
通
過
し
得
る
遺
恨
と
な
る
｡
醜
陸Ⅰ
が
記
す

信
濃
の
所
の
名
は
､
脚
に
机
上
で
弛
張
し
た
よ
う
な
も
の
で
な
く
へ

彼
の
実
地
踏
査
に
よ
っ
て
響
か
れ
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
｡
こ
れ

は
信
磯
ば
か
り
で
な
く
､
他
の
借
国
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
こ

と
を
前
掲
拙
著
で
考
許
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､
こ
こ
に

記
さ
れ
た

｢
と
が
く
L
L
も
､
必
ず
や
傾
国
が
訪
れ
､
確
実
に
足

跡
を
留
め
た
上
で
の
こ
と
と
桝
さ
れ
よ
う
｡
し
か
も

｢
と
が
し
山
｣

で
な
く

｢
と
が
く
し
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
能
因

の
訪
れ
た
の
は
紫
塔
で
あ

っ
た
筈
で
あ
る
｡

三

r
値
因
歌
枕
』
は
､
妨t
河
天
皇
の
時
代
か
な
り
な
望
燐
が
出
来
､

軽
え
ら
れ
て
い
た
と
の
地
元
の
伝
承
を
更
に
七
十
年
程
遡
る
資
料

で
あ
る
.
現
在
ま
で
の
奥
社
の
発
掘
調
査
の
成
果
は
'
脚
河
天
皇

の
時
代
以
後
の
年
代
の
も
の
で
あ
り
､
そ
の
点
に

｢
と
が
く
し
｣

と
い
う
地
名

1
つ
を
記
す
だ
け
の

『
能
因
歌
枕
』
の
資
料
の
弱
点

を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
｡
と
こ
ろ
が
､
こ
の
点
を
和
也
す
る
に
恰

好
の
資
料
が
現
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
C
康
保
四
年

(
]
一
〇
二
)

か
ら
天
永
二
年

(
1
1
1
こ

の
間
に
成

っ
た
三
善
為
朗
の

『拾



退
往
生
伝
』
の
下
巻

一
七
に
は
､
戸
隠
の
持
経
者
良
明
の
火
定
の

こ
と
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
｡
永
保
年
間

(
!
〇
八

1
-

一
〇
八

≡
)
の
出
来
事
で
､
著
者
と
同
峠
代
に
起
き
た

こ
と
で
あ
り
'
こ

れ
は
部
実
と
み
て
問
迎
い
な
い
で
あ
ろ
う
｡
永
保
咋
間
に
'
火
淀

に
入
る
ほ
ど
去
勢
な
修
行
僧
が
お
り
'
そ
れ
が
為
康
の
耳
に
入
る

程
広
-
評
判
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
時
代
既
に
か

な
り
の
規
模
を
誇
る
霊
場
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
.
こ
の
貿
料
の
存
在
か
ら
み
て
､
更
に
五
十
咋
程
遡
る

『
能
因
歌
枕
』
の

｢
と
が
く
し
｣
は
､
決
し
て
唐
突
な
も
の
で
は

な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
｡

､-

戸
隠
の
越
水
ケ
原
に
は
､

｢
釈
長
明
火
産
之
所
｣
の
石
碑
が
建

ち
､
古
い
石
塔
が
見
ら
れ
る
｡
良
明
の
火
定
は
､
戸
隠
で
古
く
か

ら
伝
承
さ
れ
て
き
て
有
名
で
あ
る
｡
し
か
し
従
来
は
､
こ
の
文
献

と
し
て
鎌
愈
時
代
の
貞
応
元
年

(
二

二
二
〇

成
立
の

『
元
事
釈

暫
』
を
採
り
上
げ
て
き
た
｡

『
信
濃
史
料
』
也
二
の
刊
行
時
'

『拾
迫
往
生
伝
』
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
､
止
む

を
得
な
か
っ
た
結
塊
と
い
え
る
｡

『
元
掌
釈
雷
』
は
'
広
く
僧
侶

に
読
ま
れ
た
告
物
だ

っ
た
の
で
'

『天
台
優
焼
』

『東
国
高
僧
伝
』

も
同
憩
か
ら
良
明
火
定
を
顛
さ
等
し
て
い
る
C

『信
濃
史
料
』
は
'

丹
念
に
こ
れ
ら
も
収
録
し
て
い
る
D
聞
出
は
､
こ
の

『
元
撃
釈
恕
』

は
､
明
ら
か
に

『拾
迫
往
生
伝
』
の
長
明
火
定
を
そ
の
ま
ま
宙
き

写
し
て
お
り
､
永
保
年
間
を
不
用
意
に
康
保
咋
問

(九
六
四
～
九

六
七
)
と
誤
写
し
て
し
ま

っ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
そ
し
て
郷

土
史

家
は
十
七
-3
紀
後
半
に
あ

っ
た
と
す
る
こ
の
火
定
事
件
を
､
資
料

的
に
あ
ま
り
に
か
け
維
れ
た
昔
の
出
来
事
な
の
で
､
伝
配
の
世
界

の
こ
と
と
見
な
し
て
き
て
し
ま
っ
た
｡
火
建
事
件
は
､
第

1
資
料

で
あ
る

『拾
迫
往
生
伝
』
に
よ
っ
て
即
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
､

紛
れ
も
な
-
､
十

1
1世
紀
末
に
起
こ
っ
た
歴
史
上
の
啓
件
と
す
べ

き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
O

四

能
関
が
戸
隠
を
訪
れ
て
か
ら
約
三
十
咋
後
､
彼
を
敬
慕
し
て
い

た
受
佃
歌
人
楠
為
伸

(生
咋
未
詳
～
応
旭
二
年

･
1
〇
八
五
)
が
､

越
後
の
固
守
在
任
中

(延
久
元
咋

･
1L〇
六
九
-

1〇
七
三
)
に

戸
隠
を
訪
れ
て
い
る
｡
牧
の
家
妓
乙
本

に
､
越

後
国
府
(当
時
は

新
井
巾
か
板
倉
村
に
あ

っ
た
)
か
ら
上
水
内
郡
小
川
の
小
川
神
社

(式
内
祉
)

へ
参
詣
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

乙
木
の

一
〇
不
敬
に
'

九
月
十
三
夜
'
小
川
の
社
に
参
り
て
､
月
い

と
明
か
し

訪
ふ
人
や
夜
ご
ろ
の
月
に
待
た
れ
ま
し
わ
れ
ひ
と
り
の
み
こ

し
ぢ
な
ら
ず
は

と
あ
り
､

『
橘
為
伸
集
全
駅
』
の
著
者
石
井
文
夫
蛇
も

｢
『
延
歯

式
』
港
節
十
神
祇
十
神
名
下
の

『
信
他
国
四
八
座
』
の
と
こ
ろ
に
､

『
水
内
抑
九
座

大

1
座
小
八
座
』
と
し
て
'

『
小
川
神
社
』
の

名
が
あ
げ
ら
れ
て
あ
る
｡
現
在
の
長
野
県
上
水
内
郡
小
川
村
に
あ

る
小
川
神
社
で
あ
ろ
う
｡
越
後
の
国
の
中
に
小
川
神
社
を
兄
い
だ
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す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
｣
と
さ
れ
る
よ
う
に
､
上
水
内
郡
の
小

川
神
社
以
外
に
は
該
当
す
る
官
礼
は
見
当
た
ら
な
い
｡
そ
こ
で
為

伸
は
､
越
後
国
府
か
ら
関
川
沿
い
に
上
り
､
更
に
鳥
居
川
を
遡
っ

て
戸
閲
に
適
し
､
鬼
加
盟
経
由
で
小
川
神
社

へ
や
っ
て
来
た
の
で

あ
ろ
う
0
古
道
と
し
て
は
､
こ
の
巡
路
以
外
は
あ
り
得
ず
､
戸
隠

と
小
川
の
問
に
は
'
白
餅
神
社
や
高
山
寺
が
あ
り
'
川
中
島
合
繊

の
際
は
､
戸
隠
寺
や
神
社
が
小
川
へ
疎
開
し
た
こ
と
が
物
語
る
よ

う
に
関
係
が
深
く
､
い
わ
ば
戸
隠
の
輿
の
院
の
よ
う
な
存
在
で
あ

っ
た
O
そ
こ
で
､
家
塊
に
直
接
戸
隠
の
名
は
現
れ
て
い
な
い
が
'

こ
れ
も
戸
隠
に
碑
按
な
関
係
の
あ
る
資
料
と
見
な
せ
首
と
思
う
.

為
伸
の
信
油
腫
訪
は
'
能
凶
の
足
跡
を
追
い
､
そ
の
作
品
を
迫

体
験
し
よ
う
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
家
鶏
乙
本
は
'
小
川
神

社
の
詠
に
次
い
で
'

十
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
'
雪
降
り
た
る
に
'

信
池
の
守
た
か
も
と
が
ま
う
で
き
て
､
遊
び

L
に
､

腿
ひ
き
や
越
路
の
雪
を
踏
み
わ
け
て
米
ま
せ
る
君
に
会
わ
む

も
の
と
は

返
し

今
さ
ら
に
い
な
と
思
い
し
路
な
れ
ど
君
に
あ
ふ
ち
の
関
ぞ
う

れ
し
き都

井
と
い
ふ
所
に

都
井
と
聞
く
に
影
だ
に
ゆ
か
し
き
に
水
も

つ
ら
ら
に
な
り
に

け
る
か
な

園
原
を
発
ち
て
'
御
坂
を
過
ぐ
と
て

よ
そ
に
の
み
聞
き
し
御
坂
は
自
掌
の
上
ま
で
の
ぼ
る
懸
路
な

り
け
り嫉

桧
山
の
月
を
見
て

こ
れ
や
こ
の
月
見
る
た
び
に
m
心
ひ
い
づ
る
蜘
捨
山
の
ふ
も
と

な
る
ら
む

の
信
狼
で
の
詠
が
続
く
｡

｢
m
心
い
き
や
｣
の
淋
陳
兆
の
詠
は
'
在

原
光
年
の

｢
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
放
ふ
放
ひ
さ
や
雪
踏
み
分
け
て

君
を
見
ん
と
は
｣
の
名
歌
を
踏
ま
え
､
信
潰
同
府
か
､
為
伸
の
旅

先
さ
へ
軍
ね
て
来
て
の
詠
と
僻
さ
れ
よ
う
｡
そ
れ
に
対
す
る
為
伸

の
返
歌
は
､
信
班
の
地
名

｢
伊
那
｣
と

｢
あ
ふ
せ
の
側
｣
を
詠
み

入
れ
て
､
随
光
の
治
め
る
借
地
を
礼
出
し

つ
つ
'
京
都
を
述
く
離

れ
た
信
濃
で
の
再
会
を
､
何
よ
り
も
拍
し
い
と
'
率
鮭
に
泳
ん
だ

も
の
と
解
さ
れ
る
｡
為
仲
詠
の

｢
あ
ふ
ち
の
関
｣
は
､

『
鵬
凶
歌
'

枕
』
が
取
り
あ
げ
て
い
る
地
名
で
あ
る
｡
次
の

｢
郡
井
｣
は
､

『
大
日
本
地
名
辞
書
』
な
ど
に
言
う
'
諏
訪
大
社
の
井
戸
と
思
わ

れ
こ
れ
も
能
因
が
､
か
つ
て
通
過
し
た
地
を
訪
れ
た
際
の
詠
と
現

解
で
き
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
'
国
司
は
在
任
中
も
時
々
上
洛
し
て
い
た
｡
例
の

『
源
氏
物
語
』
で
､
伊
予
介
が
任
期
中
に
上
洛
L
t
空
蝉
を
伴

っ

て
再
び
任
国
伊
予
へ
下

っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
C
こ
れ
は
'
架

空
の
物
語
の
世
界
だ
け
で
な
-
､

『
更
級
日
記
』
の
作
者
の
父
菅

原
孝
標
も
､
上
総
介
在
任
中
､
し
ば
し
ば
上
洛
し
て
､
京
都
で
住

む
家
を
1-
人
し
て
い
る
｡

｢
よ
そ
に
の
み
｣
の
詠
は
､
為
伸
が
信



鎖
へ
出
て
､
穀
山
道
を
使

っ
て
の
上
洛
の
際
､
信
濃
側
の
比
に
あ

る
園
原
か
ら
'
御
坂
峠
を
登

っ
て
美
池
へ
向

っ
た
際
の
詠
だ
と
思

わ
れ
る
O
更
に
注
目
す
べ
き
は
､
こ
の
詠
が
､
能
因
の
､

｢
白
雲

の
上
よ
り
見
ゆ
る
足
引
の
山
の
高
槻
や
御
坂
な
る
ら
ん
｣
を
､
十

分
意
識
し
､
詠
歌
視
点
を
逆
転
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
そ
こ
で

｢
よ
そ
に
の
み
問
き
し
｣
と
は
､
能
因
の
歌
に
よ
っ
て
長
年
憤
れ

て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
､

次
の

｢
こ
れ
や
こ
の
｣
詠
で
も
同
様
で
､
為
仲
は
'
城
絵
の
月
へ

の
長
年
の
位
促
に
よ
っ
て
､

｢
こ
れ
や
こ
の
｣
と
感
激
､
能
因
の

後
咋

｢
さ
ら
し
な
や
を
ば
す
て
山
に
旅
ね
し
て
こ
よ
ひ
の
月
を
む

か
し
見
し
哉
｣
と
回
想
し
た
如
く
'
自
分
も

｢
月
見
る
た
び
に
恩

ひ
山
づ
る
｣
の
だ
ろ
う
と
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
為
仲
の
能
因

へ
の
心
酔
は
､
こ
の
二
百
か
ら
だ
け
で
も
十
分
規
い
知
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
り
､
為
仲
の
信
濃
遍
歴
が
､
こ
れ
ら
能
凶
の
足
跡
を
迫

っ
て
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
'

前
述
の
長
明
の
火
定
よ
り
卜
年
程
前
に
､

1
人
の
受
餌
歌
人
が
戸

隠
へ
や
っ
て
米
'
更
に
そ
の
奥
の
院
と
も
言
う
べ
き
小
川
神
社

へ

参
詣
し
た
可
能
他
は
'
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
も
の
と
腿
わ
れ
る
｡

五

為
仲
と
同
様
の
試
み
を
､
そ
れ
も
全
国
規
模
で
敢
行
し
た
の
が

所
行
で
あ
る
｡
西
行
の
信
地
の
歴
訪
は
､
こ
れ
ま
で
川
田
脳
を
始

め
'
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
否
定
的
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
､
現
存
す

る
西
行
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
地
名
は
､

｢雪
山
｣

｢
暦
国
｣

｢
壷

碑
｣
を
除
き
､
全
て
彼
が
実
際
に
足
跡
を
刻
し
た
可
能
性
を
持

つ

も
の
ば
か
り
で
あ
る

(拙
稿

｢
蛸
行
の
歌
枕
｣

『
諭
袋
西
行
』
和

歌
文
学
会
編

･
平
成
二
年
九
月

)

O
坤
で
も
信
淵
は
､

あ
さ
ま

か
ぎ
ご
し
の
み
ね

き
そ
の
か
け
は
し

(4
)

信
浪

諏
訪

(2
)

は
は
き
ぎ

伏
屋

お
ぼ
す

て
(3
)

(注
)
括
弧
内
の
数
字
は
2
以
上
の
使
用
回
数

と
､
他
の
猶
国
に
比
し
て
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
O
取
り
分
け

｢
あ
さ
ま
｣

｢
き
そ
の
か
け
は
し
｣

｢
ほ
は
き
ざ
｣

｢
お
ぼ
す
て
｣

は

『
能
因
歌
枕
』
に
あ

っ
た
地
名
で
あ
る
｡
酉
行
は
､
こ
の
う
ち

｢
き
そ
の
か
け
は
し
｣
と

｢
を
ば
す
て
｣
を
後
年
'
何
度
も
釈
教

歌
の
中
で
取
り
上
げ
へ
己
れ
の
信
仰
の
確
認
や
深
化
の
手
立
て
と

し
て
い
る
｡
そ
の
嚢
弊
な
詠
み
ぶ
り
か
ら
み
て
も
､
信
渡
を
訪
れ

た
こ
と
は
聞
追
い
の
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
も
'
そ
こ
に

詠
ま
れ
た
季
節
の
迎
い
か
ら
少
な
-
と
も
二
度
信
班
へ
や
っ
て
来

た
も
の
と
推
定
で
き
る
｡

桃
捨
を
訪
れ
た
蛸
行
の
旅
は
､
恐
ら
-
初
皮
陸
奥
の
旅
の
帰
途

だ

っ
た
と
想
像
さ
れ
る
｡
そ
の
巡
雌
は
'
陸
奥
を
含
め
て
知
ら
れ

る
限
り
､
能
凶
の
協
A
n
と
共
通
す
る
地
点
が
多
い
O
そ
こ
で
西
行

も
､
上
野
国
か
ら
碓
氷
峠

(当
時
は
入
山
峠
)
を
越
え
､
千
曲
川

に
沿

っ
て
下
り
､
桃
櫓
を
訪
れ
'
日
本
縦
に
出
て
､
北
陸
道
を
通

っ
て
i=i
帰
へ
戻

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

そ
の
暢
合
紋
日
さ
れ
る
の
が
､
西
行
が
新
し
-
詠
ん
だ
と
腿
わ

こし

れ
る

｢
越
の
中
山
｣
で
あ
る
｡
こ
の
山
は
､
戸
隠
の
北
隣
に
準
え
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立

つ
妙
南
山
の
こ
と
で
'
妙
高
山
は
二
諸
式
の
火
山
で
､
叔
初
誠

純
と
な
る
カ
ル
デ
ラ
の
広
い
火
-;
が
あ
り
､
そ
の
カ
ル
デ
ラ
の
中

に
､
後
に
大
き
な
高
い
火
山
が
噴
Lll
し
て
山
米
た
山
で
あ
る
｡
地

なか

元
で
は
､
そ
の
特
異
な
山
容
の
特
徴
を
捕
え
て
'
中
山
と
呼
ん
だ
｡

昭
和
二
十
咋
代
ま
で
､
魔
の
村
は
名
香
山
村
と
い
い
､
現
在
も
そ

の
北
隣
に
中
郷
村
が
存
在
し
て
い
る
G
小
山
は
'
好
字
を
宛
て
て
､

銘
布
山
と
な
り
､
い
つ
し
か
浮
説
み
し
て
､
仏
典
に
名
高
い
妙
高

山
と
同
じ
発
音
か
ら
､
更
に
好
字
を
純
て
て
､
軸
祝
で
は
､
妙
高

山
に
呼
称
は
統

一
さ
れ
て
い
る
｡

.E3
打
が
､
勅
捨
か
ら
こ
の
妙
高
山
瀧
を
過
り
'
日
本
縦

へ
と
抜

け
る
協
八日
へ
他
肘
へ
の
;以
北
か
ら
'
そ
の
ELLJi跡
に
兆
油
点
が
多
い

以
I
F
能
何
に
な
ら

っ
て
州;
行
も
戸
隠
へ
や

っ
て
来
た
可
能
性
は

極
め
て
高
い
も
の
と
m
心
わ
れ
る
｡
そ
の
似
脅
､
版
卸
商
脱
や
日
の

御
子
礼
を
伝
説
の
場
所
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
西
行
伝
説
は
全
-

細
関
係
で
あ
る
｡
何
故
な
ら
ば
､
こ
う
し
た
西
行
伝
説
は
全
国
各

地
に
存
在
し
'
独
稚
児
の
許
は
津
市
の
商
の
雲
山
川
に
'
ワ
ラ
ビ

の
話
も
栃
木
県
上
都
封
郷
に
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
伝
承
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

以
上
､
戸
際
の
名
を
記
す
戯
古
の
文
献
は
､

『
梁
塵
秘
抄
』
で

あ
り
'
そ
れ
以
後
は
､

『
吾
妻
鏡
』
に
'
戸
隠
山
新
光
寺
の
名
が

録
さ
れ
る
の
を
始
め
､
欝
智
に
そ
の
名
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
群
解
さ
れ
て
き
た
戸
隠
の
歴
史
で
あ
る
が
､
こ
の
よ
う
に
平
安

末
期
の
文
献
に
戸
願
は
出
て
き
て
お
り
'

『
梁
塵
秘
抄
』
で
､
全

国
屈
指
の

一
大
霊
域
に
発
展
す
る
ま
で
の
過
程
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
次
第
で
あ
る
｡

(た
き
ぎ
わ

さ
だ
お

信
州
大
学
教
授
)


