
大
作
坂
上
郎
女
「
怨
恨
歌
」
再
考
の
た
め
の
覚
書

は
じ
め
に

　
大
坪
坂
士
郎
女
「
怨
恨
歌
」
を
と
り
あ
げ
た
、
注
目
す
べ
き
労
作
が
、

最
近
二
つ
書
か
れ
て
い
る
。

　
一
つ
は
、
小
野
寺
静
子
氏
の
「
怨
恨
の
歌
丿
犬
坪
坂
士
郎
女
の
志
向

す
る
世
界
ｊ
」
（
「
万
葉
」
第
七
十
九
号
、
Ｓ
4
7
・
５
）
で
あ
り
、
今

一
つ
は
寺
田
透
氏
が
岩
波
「
図
書
」
　
（
Ｓ
4
9
・
７
）
に
書
か
れ
た
「
人

件
坂
上
郎
女
怨
恨
歌
」
で
あ
る
。
（
寺
田
氏
は
本
年
四
月
以
降
大
作
坂

上
郎
女
、
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
書
き
こ
っ
け
て
お
ら
れ
、
「
怨
恨
歌
」

は
そ
の
一
環
で
あ
る
。
）

　
後
述
す
る
よ
う
に
、
小
野
寺
氏
が
こ
の
歌
の
中
に
、
郎
女
の
「
言
葉

の
息
づ
く
世
県
を
志
向
し
」
な
が
ら
も
、
現
実
に
は
既
に
霊
力
を
失
っ

て
し
ま
っ
た
言
葉
へ
の
怨
恨
の
心
＝
「
崩
壊
す
る
旱
自
代
性
“
へ
の
怨

み
」
を
み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
寺
田
氏
は
そ
こ
に
甥
に
し
て
娘
婿
で

〃

古
　
　
庄

ゆ
き
子

あ
る
家
持
の
政
治
的
死
へ
の
挽
歌
＝
「
犬
作
家
の
運
命
に
持
げ
ら
れ
た

歌
」
を
み
て
お
ら
れ
る
。

　
圃
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
角
で
そ
こ
に
到
達
で
き
た
（
寺
田
氏
は
先
行
　
3
2

の
小
野
寺
論
文
を
よ
み
、
刺
戟
は
受
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
独
自

の
視
角
で
こ
れ
を
抱
え
、
叉
小
野
寺
論
文
を
評
し
て
お
ら
れ
る
。
）
に

つ
い
て
は
、
両
氏
共
通
し
て
こ
の
歌
を
収
録
し
て
い
る
巻
四
の
全
巻
相

聞
で
あ
る
と
い
う
立
前
、
巻
四
の
部
立
か
ら
こ
の
歌
を
解
き
放
つ
と
い

う
考
え
に
立
た
れ
て
い
る
こ
と
が
基
底
に
あ
る
。

　
小
野
寺
氏
は
こ
の
歌
の
詞
句
の
分
析
か
ら
、
詞
句
、
修
辞
、
発
想
、

手
法
の
中
に
相
聞
的
要
素
ば
か
り
で
な
く
、
挽
歌
の
そ
れ
を
も
混
在
さ

せ
て
い
る
こ
と
を
探
り
出
さ
れ
た
。
寺
田
氏
は
も
っ
と
積
極
的
に
、
天

皇
、
。
聖
家
族
〃
に
さ
さ
げ
る
挽
歌
の
形
式
を
履
ん
で
い
る
も
の
だ
と

さ
え
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
従
来
こ
の
歌
は
、
男
に
去
ら
れ
た
女
の
怨
み
、
な
げ
き
の
歌
と
し
て



疑
い
も
な
く
受
け
と
ら
れ
て
き
て
い
た
。
そ
し
て
研
究
者
は
こ
の
歌
を

つ
く
る
誘
因
と
な
っ
た
人
物
「
君
」
が
誰
で
あ
っ
た
か
の
穿
さ
く
に
忙

し
か
っ
た
。

　
　
「
按
ズ
ル
ニ
、
此
郎
女
藤
原
麻
呂
朝
臣
二
カ
レ
テ
後
、
大
作
柄
奈
磨

ノ
妻
ト
ナ
リ
テ
、
女
子
ド
モ
生
テ
後
、
又
離
別
セ
ル
ニ
ヤ
ト
見
ユ
レ
バ
、

其
気
色
ノ
ツ
ケ
ル
比
ョ
メ
ル
ナ
ル
ベ
シ
」
と
考
え
た
『
代
匠
記
』
の
著

者
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
を
あ

げ
て
相
手
の
「
君
」
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
つ
と
め
た
。

　
直
接
体
験
を
そ
の
ま
ま
歌
っ
た
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
持
っ
た
研
究

者
は
い
た
。

　
こ
の
歌
を
純
粋
な
抒
情
詩
で
な
く
、
「
親
族
宴
・
か
何
か
の
席
上
で

吟
歌
唱
和
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
藤
原
芳
男
氏
、
彼
女
の
中
に
「
誦

詠
歌
人
的
性
格
」
を
見
、
「
文
学
」
が
常
に
「
経
験
」
と
同
時
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
疑
問
を
出
さ
れ
な
が
ら
、
こ

の
歌
を
も
「
不
実
な
男
を
こ
の
よ
う
に
痛
烈
に
怨
ん
で
み
せ
」
だ
「
道

演
戯
」
つ
ま
り
「
架
空
の
恋
の
作
品
」
と
考
え
ら
れ
る
久
米
常

ど
で
あ
る
。

　
だ
が
こ
の
両
氏
に
し
て
も
相
聞
歌
以
外
の
も
の
と
し
て
こ
の
歌
を
考

え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視

点
か
ら
、
こ
の
「
君
」
を
、
藤
原
麻
呂
・
大
作
宿
奈
麻
呂
・
大
汗
駿
河

麻
呂
等
に
当
て
る
研
究
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。

　
小
野
寺
、
寺
田
氏
の
説
は
、
だ
か
ら
従
来
な
か
っ
た
全
く
新
し
い
光

を
こ
の
歌
に
当
て
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
の
あ
り
よ
う
、
彼
女
自
身
の
存
在
の
し
か
た
等

等
に
早
口
代
作
〃
、
古
代
に
お
け
る
女
の
あ
り
よ
う
の
残
存
を
み
よ
う

と
す
る
私
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
彼
の
歌
、
生
活
、
歌
と
生
活
の
か
か
お

り
よ
う
、
男
性
貴
族
と
相
対
的
に
ち
が
う
生
活
、
文
化
の
あ
り
よ
う
等

等
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
小
論
を
ま
と
め
て
き
た
が
、
た
ま
た
ま
小

野
寺
氏
の
前
掲
論
文
と
は
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
「
怨
恨
の
歌
－
大
伴
坂

士
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
口
（
「
国
文
学
研
究
」
第
七
号
、
梅
光
女

学
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
）
を
書
い
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
小

野
寺
、
寺
田
氏
の
「
怨
恨
の
歌
」
の
よ
み
方
に
は
、
特
別
興
味
が
湧
い

た
し
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
相
聞

の
中
か
ら
挽
歌
を
と
り
出
し
て
い
く
手
続
き
、
そ
れ
を
通
し
て
彼
女
の

　
「
怨
恨
」
の
内
実
を
さ
ぐ
り
当
て
る
方
法
に
私
は
も
っ
と
も
大
き
な
示
　
3
3

唆
を
受
け
た
。

　
私
は
こ
の
歌
の
誘
因
と
な
っ
た
人
物
が
誰
で
あ
る
か
の
穿
さ
く
に
あ

ま
り
意
味
は
見
出
せ
な
い
と
考
え
て
い
た
。
土
屋
文
明
氏
の
言
わ
れ
る

よ
う
に
「
怨
恨
」
が
「
既
に
歌
題
の
如
き
も
の
に
な
っ
て
居
り
、
此
の

歌
の
如
き
も
題
詠
的
動
機
に
よ
る
作
か
も
知
れ
な
い
」
と
ま
で
は
考
え

ご
い
な
か
っ
た
が
、
個
別
的
動
機
よ
り
も
、
彼
女
た
ち
奈
良

性
共
通
の
人
間
的
苦
悩
と
し
て
理
解
し
、
そ
れ
を
彼
女
や
紀

持
ち
の
形
式
で
表
現
し
た
と
い
う
程
に
は
と
ら
え
て
い
た
。

子女

　
そ
れ
に
し
て
も
怨
恨
歌
―
恋
を
裏
切
ら
れ
た
女
の
怨
み
、
怒
り
、
か

な
し
み
（
そ
れ
が
作
品
と
し
て
鮮
烈
に
結
晶
し
て
い
る
と
は
思
わ
ぬ
し
、

な
ぜ
そ
う
な
の
か
に
つ
い
て
の
一
応
の
考
察
も
前
掲
拙
文
の
中
で
し
て



み
た
の
だ
が
）
と
み
る
１

‐
‐
‥
は
、
従
来
の
論
を
そ
の
ま
ま
受
け
つ
ぐ
む
の

で
あ
っ
か
ツ

　
以
下
小
野
乍
、
乍
田
論
文
を
通
し
て
、
八
二
度
二
万
壮
士
ど
う
よ
む

か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
注
１
　
「
万
葉
」
第
二
六
‥
ゲ
（
Ｓ
3
3
・
Ｉ
）
収
‐
１
ね
も
こ
ろ
に
君
が
聞
こ
し
て
」

　
注
２
　
「
大
伴
坂
上
部
女
」
『
万
葉
の
歌
人
』
（
和
歌
史
学
全
編
、
桜
楓
杜
刊

　
　
　
Ｓ
4
4
・
５
）
収

　
注
３
　
『
万
葉
集
私
注
』
ニ

　
注
４
　
紀
部
女
に
は
巻
四
に
「
怨
恨
の
歌
三
首
」
の
詞
書
を
も
つ
組
歌
三
首
が
あ
る
。

　
　
　
も
っ
と
も
歌
そ
の
も
の
は
「
怨
恨
歌
」
と
い
う
は
ど
の
も
の
で
は
な
い
。

　
念
の
た
め
に
這
心
根
歌
」
を
こ
こ
に
揚
げ
て
お
こ
う
。

　
　
大
汗
坂
士
郎
反
の
怨
恨
の
歌
∇
目
昇
に
組
歌

押
し
照
る
　
難
波
の
菅
の
　
ね
～
？
」
ろ
に
　
君
が
聞
し
て
　
年
深
く

長
く
し
言
え
ば
　
ま
そ
鏡
　
磨
ぎ
し
情
を
　
許
し
て
し
　
そ
の
日
の
撮

み
波
の
む
た
な
び
く
ド
藻
の
　
か
に
か
く
に
　
心
は
持
た
ず
　
大
船

の
　
た
の
め
る
時
に
　
ち
は
や
よ
る
　
神
や
離
け
け
む
　
う
つ
せ
み
の

人
か
禁
ふ
ら
む
通
は
し
し
君
も
末
ま
さ
ず
　
ド
惶
の
　
使
も
見
え
ず

な
り
ぬ
れ
ば
　
い
た
も
す
べ
無
み
　
ぬ
ば
た
ま
の
　
夜
は
す
が
ら
に

赤
ら
ひ
く
　
目
も
汀
る
る
ま
で
　
嘆
け
ど
も
　
し
る
し
を
無
み
　
思
へ

と
も
　
た
つ
き
を
加
ら
に
　
使
節
と
　
言
は
く
も
笞
く
　
手
玉
の
　
ね

の
み
泣
き
つ
つ
　
た
も
と
は
リ
　
君
が
使
を
　
待
ち
や
か
ね
て
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
　
　
六
一
礼
）

　
初
め
よ
り
長
く
い
ひ
つ
つ
た
の
め
ず
は
か
か
る
思
に
八
‥
は
ま
し
も
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
　
　
六
二
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
1

｡
｡
目
典
文
学
大
系
本
）

　
　
小
野
‐
４
氏
は
ゝ
一
の
歌
の
供
用
句
的
部
分
を
と
り
出
し
、
そ
れ
が
ど
の

’
巻
の
、
ど
の
部
立
に
み
ら
れ
る
か
を
確
か
め
、
そ
の
詞
句
の
多
く
が
相

　
聞
、
片
歌
に
相
わ
た
り
、
巻
十
三
の
長
歌
群
の
中
に
そ
の
類
縁
を
も
つ

　
こ
と
を
見
出
さ
れ
る
。

　
　
そ
し
て
こ
の
歌
が
「
郎
女
の
実
生
活
卜
の
怨
張
力
対
象
者
全
て
を
怨

　
む
と
い
う
素
振
り
を
と
る
が
、
実
は
「
怨
恨
の
歌
｀
と
い
う
題
詞
を
も

　
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
立
場
か
ら
、
更
に
フ
ィ
ク

　
シ
ョ
ン
を
作
ら
せ
た
原
動
力
は
、
彼
女
と
関
係
の
あ
っ
た
男
性
で
は
な
　
3
4

　
く
、
万
葉
の
中
で
古
体
を
留
め
て
い
る
と
い
わ
れ
る
巻
十
三
の
長
歌
群

　
こ
そ
そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
史
に
、
ｙ
一
の
歌
の
怨

　
恨
の
対
象
の
曖
昧
さ
も
、
怨
恨
の
情
に
リ
ア
ル
さ
の
矢
け
て
い
る
の
も
、

　
巻
十
三
長
歌
群
へ
の
回
帰
を
志
向
し
な
が
ら
も
、
既
に
こ
れ
ら
の
歌
の

　
詞
句
が
自
ら
の
観
念
の
表
現
と
な
り
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ら

　
だ
と
結
論
さ
れ
る
。

　
　
か
田
氏
の
よ
み
方
は
小
野
乍
氏
に
比
べ
て
け
る
か
に
政
治
的
で
あ
る
。

　
い
や
政
治
的
と
い
う
よ
り
、
定
か
な
ら
ぬ
表
現
の
中
に
政
治
を
見
、
感

　
じ
て
い
る
と
い
っ
た
万
が
当
る
だ
ろ
う
。

　
　
氏
は
「
ま
そ
鏡
磨
ぎ
し
情
を
許
し
て
し
　
そ
の
日
の
極
み
　
波
の

　
し
た
　
な
び
く
玉
藻
の
　
か
に
か
く
に
　
心
は
持
た
ず
」
の
措
辞
を
「



女
の
男
に
対
す
る
信
頼
と
忠
節
の
哲
‥
ひ
と
し
て
異
風
」
だ
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の
措
辞
に
は
「
性
的
な
、
あ
る
ひ
は
愛
欲
の
句
ひ
’
｀
が
う
す

く
、
「
む
し
ろ
、
何
か
の
叱
団
の
八
針
を
示
さ
れ
、
毘
ハ
心
な
く
そ
れ
に

従
ひ
、
動
揺
す
る
ゝ
一
と
の
な
い
こ
と
を
哲
‥
っ
た
も
の
の
自
己
表
白
」
が

感
し
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
作
田
氏
は
、
小
野
寺
氏
が
郎
久
の
巻
ト
三
へ
の
回
帰
を
考
え
ら
れ
る

の
に
対
し
て
、
巻
三
、
四
四
三
番
の
歌
「
九
万
元
年
已
巳
、
但
汗
国
の

班
田
の
史
生
支
部
能
麿
み
づ
か
ら
経
き
み
ま
か
り
し
時
、
判
官
大
汗
宿

瘤
三
中
の
作
る
歌
一
首
、
抒
び
に
短
歌
」
を
媒
介
と
し
て
、
巻
二
の
挽

歌
群
と
の
つ
な
が
り
を
見
出
さ
れ
る
上
天
心
九
皇
族
の
死
、
王
権
に
つ

な
が
る
も
の
の
死
（
史
生
と
い
う
低
い
身
分
に
し
ろ
）
と
の
関
左
の
中

に
お
い
て
考
え
、
「
政
治
的
存
在
の
死
に
際
し
て
作
ら
れ
る
挽
歌
の
様

式
で
描
き
出
さ
れ
る
「
君
」
で
あ
る
た
め
、
単
に
作
者
の
愛
の
表
出
の

型
た
る
域
を
脱
し
て
、
政
治
の
領
域
に
入
っ
て
行
く
ヤ
っ
に
感
ぜ
ら
れ

る
。
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
こ
の
相
手
た
る
「
れ
」
は
ご
恐
ら
く
自
分
の
女
と
し
て
の
郎

久
に
、
長
く
変
ら
ぬ
関
係
を
誓
っ
た
の
で
は
な
く
、
か
の
女
と
か
れ

の
関
係
が
ど
う
い
う
風
に
し
て
か
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る

」
つ
の
勢
力
を
夢
み
、
そ
れ
を
郎
女
の
う
ち
に
も
値
ゑ
つ
け
、
郎
女
の

ぢ
も
そ
れ
を
、
清
明
な
心
を
も
っ
て
受
け
入
れ
、
仁
ず
る
ヤ
っ
に
な
っ

た
」
の
だ
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
「
年
深
く
　
長
く
し
言

へ
ば
　
ま
そ
鏡
・
…
：
　
｀
の
歌
い
よ
り
を
あ
げ
ら
れ
る
。
‐
‐
１
大
船
の
…

…
玉
梓
の
　
使
も
見
え
ず
　
な
り
ぬ
れ
ば
」
も
し
た
が
っ
て
、
「
単
に

個
人
的
な
心
変
り
な
ど
と
は
種
類
の
異
る
事
態
の
急
転
が
男
を
妨

げ
て
、
か
の
女
の
許
に
来
さ
せ
ぬ
や
う
に
し
た
こ
と
を
語
っ
て
ゐ
る
と

思
は
せ
る
」
と
展
開
さ
れ
る
。

　
　
「
ち
は
や
ぶ
る
　
神
や
離
け
け
む
　
う
つ
せ
み
の
　
人
か
禁
ふ
ら
む
」

に
は
、
「
こ
れ
ら
の
原
囚
が
、
女
の
と
ど
か
ぬ
境
域
で
醸
成
さ
れ
発
現
し

た
こ
と
を
意
味
し
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
ら
れ
、
「
恐
ら
く
は
そ
の

男
す
ら
、
自
分
だ
け
の
意
Ｌ
心
と
感
情
に
よ
っ
て
郎
女
の
も
と
に
米
な
く

な
っ
た
の
で
は
な
く
、
か
の
女
同
様
無
力
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
郎
反

は
見
技
い
て
ゐ
る
⊃
個
の
個
人
に
お
そ
ひ
か
か
り
、
か
れ
の
自
由
を
妨

ん
で
し
ま
ふ
も
の
を
、
言
ひ
あ
て
て
ゐ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
か

ら
う
か
」
と
も
討
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
「
こ
の
歌
が
挽
歌
で
あ
る
の
は
、
人
件
家
の
運
命
に
捧
げ
ら
　
3
5

れ
た
歌
だ
か
ら
で
あ
り
、
相
聞
と
し
て
分
類
さ
れ
る
の
は
、
作
者
坂
士

郎
女
が
、
か
っ
て
そ
の
妻
と
な
る
娘
に
代
っ
て
歌
っ
た
歌
を
贈
っ
た
相

手
で
あ
る
家
持
に
贈
ら
れ
た
歌
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
結
論
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
二

乙
削
に
も
の
べ
た
が
、
私
は
疑
い
も
な
く
こ
の
歌
を
男
に
去
ら
れ
た
女

の
怨
み
の
歌
と
受
け
と
っ
て
い
た
。
頻
繁
に
使
わ
れ
る
枕
詞
や
序
詞
、

刻
匂
の
作
り
方
や
調
べ
に
お
い
て
ー
技
朽
に
つ
い
て
い
う
と
、
深
い
用

意
が
し
て
あ
っ
て
、
そ
の
並
々
な
ら
ぬ
も
の
を
示
し
て
い
る
」
に
も
か
か
わ

ら
ず
「
全
休
と
し
て
平
板
で
、
立
体
感
の
乏
し
い
、
し
た
が
っ
て
魅
力



の
少
な
い
も
の
」
、
題
詞
の
深
刻
さ
と
従
っ
て
、
歌
そ
の
も
の
の
調
子

に
は
相
当
「
の
ん
き
乍
0
‐
加
あ
る
と
い
う
諸
家
白
評
語
加
出
て
く
る

原
囚
を
、
「
怨
恨
」
と
い
う
新
た
な
人
間
的
課
題
、
苦
悩
と
、
そ
れ
を

表
現
す
る
武
器
と
し
て
の
長
歌
と
の
間
の
矛
盾
か
ら
来
る
も
の
だ
と
い

う
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
今
尚
氏
の
論
文
を
通
し
て
私
の
小
論
を
省
み
る
と
、
個
々
の
詞
匂
に

つ
い
て
の
分
析
の
不
充
分
さ
が
あ
り
、
こ
の
長
歌
の
構
造
に
つ
い
て
の

見
渡
し
も
き
い
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
私
は
目
ド
小
野
寺
氏
の

論
に
引
か
れ
、
よ
り
強
く
、
寺
田
氏
の
論
に
全
面
的
片
息
を
長
し
た
く

な
っ
て
い
る
。

　
だ
が
介
少
し
考
え
て
み
た
い
点
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
第
一
は
寺
田
氏
加
「
性
的
な
、
あ
る
い
は
愛
欲
の
句
ひ
は
」
「
極
度

に
薄
く
、
む
し
ろ
何
か
の
集
団
の
方
針
を
示
さ
れ
、
異
心
な
く
そ
れ

に
従
ひ
、
勅
任
す
る
こ
と
の
な
い
こ
と
を
誓
っ
た
も
の
の
自
己
表
白
と

し
て
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
」
と
い
わ
れ
る
「
ま
そ
鏡
　
磨
ぎ
し
情
を
　
許

し
て
し
　
そ
の
日
の
極
み
　
波
の
む
た
　
な
び
く
玉
藻
の
　
か
に
加
く

に
　
意
は
持
た
ず
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
が
果
し
て
よ
狸
的
」
な

も
の
で
な
い
か
。

　
　
「
ま
そ
鏡
」
は
「
少
女
ら
加
　
千
に
取
り
持
た
る
　
栃
澄
鏡
」
　
（
巻

丿
九
四
一
九
二
）
で
あ
り
、
「
良
港
鏡
　
見
ま
せ
わ
が
背
子
　
わ
が
形

見
」
（
巻
ト
二
　
二
九
七
八
）
で
あ
り
、
「
け
が
形
見
と
　
わ
が
持
て

る
　
真
澄
鏡
」
（
巻
七
三
　
三
三
一
四
）
で
あ
り
、
古
く
か
ら
睨
的
吉

方
を
持
つ
女
の
護
身
旺
ハ
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
民
俗
学
の
教
え
る
と
こ

　
ろ
で
あ
る
。

　
　
た
し
か
に
そ
れ
は
「
愛
欲
」
と
い
う
よ
り
、
厳
粛
芒
を
感
じ
さ
せ
、

集
団
性
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
は
あ
る
。
真
澄
鏡
が
「
悦
郎
ら
斎
ふ
三

諸
の
真
澄
鏡
」
（
巻
十
一
　
二
九
八
コ
と
い
か
れ
、
「
白
衿
の
　
手

’
嶮
を
掛
け
　
ま
そ
鏡
　
手
に
取
り
持
ち
て
　
犬
つ
神
　
仰
ぎ
包
ひ
祈
み

　
地
つ
神
　
伏
し
て
額
づ
き
」
（
巻
五
　
九
〇
四
）
と
表
現
さ
れ
る
よ
う

　
に
、
神
を
祭
る
聖
器
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
午
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
だ

　
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
女
の
祭
器
な
の
だ
。

　
だ
か
ら
同
時
に
万
葉
の
女
た
ち
は
、
女
と
し
て
の
自
分
の
個
別
の
護

身
共
と
し
て
も
こ
れ
を
愛
し
、
そ
の
恋
入
た
ち
も
恋
し
い
女
の
形
見
と

み
た
の
で
あ
る
。

　
聖
な
る
祭
具
か
ら
個
別
的
護
身
共
へ
の
道
行
き
は
、
や
が
て
霊
力
よ

り
も
そ
の
照
ら
す
機
能
を
も
っ
て
抱
え
よ
う
と
す
る
勤
き
も
呼
び
起
す

で
あ
ろ
う
。
‐
１
れ
澄
鏡
　
清
き
月
夜
に
Ｌ
（
巻
ハ
　
ー
五
〇
七
）
「
真

澄
鏡
　
照
れ
る
月
夜
」
（
巻
十
一
　
二
八
一
コ
「
真
澄
鏡
　
照
り
出

づ
る
月
の
影
に
」
　
（
巻
十
一
　
二
四
六
二
）
は
、
そ
れ
を
証
明
す
る
も

の
だ
ろ
う
。

　
郎
女
の
「
真
澄
鏡
　
磨
ぎ
し
情
を
」
は
、
彼
女
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、

彼
女
は
他
で
も

ま
そ
鏡
磨
き
し
心
を
ゆ
る
し
て
は
後
に
言
ふ
と
も
し
る
し
あ
ら
め
や
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
　
　
六
七
三
）

　
と
使
っ
て
い
る
。
氏
神
の
祭
を
司
る
蜜
月
白
ら
し
い
枕
詞
の
転
用
で

あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
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寺
田
氏
は
こ
の
短
歌
に
関
し
て
「
か
の
女
が
自
分
の
恋
愛
の
形
を
、

二
心
な
く
純
化
さ
れ
た
心
情
を
相
手
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
意
識
し
て
ゐ

た
証
拠
を
提
供
し
て
は
ゐ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
短
歌
相
聞
の
中
で
そ

う
評
さ
れ
た
寺
田
氏
は
「
怨
恨
の
歌
」
の
中
の
同
一
の
詞
句
に
は
「

性
別
を
超
越
し
た
表
現
」
を
み
ら
る
。
そ
の
辺
が
わ
か
ら
ぬ
。
氏
と

同
様
、
私
も
こ
の
措
辞
に
は
、
彼
女
の
中
の
早
口
代
性
〃
を
感
じ
る
も

の
だ
。
し
か
し
そ
の
早
口
代
性
″
は
「
性
別
を
超
越
し
た
」
も
の
で
は

な
く
、
婚
姻
も
氏
族
の
も
の
と
し
て
、
家
刀
自
の
指
導
下
に
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
の
意
味
で
私
は
考
え
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
彼
女
が
一
族
の
婚
姻
の
主
宰
者
で
あ
り
、
娘

の
婚
姻
に
関
し
て
は
相
手
の
男
の
不
実
さ
を
「
親
族
共
同
の
恥
」
と
し

て
「
親
族
宴
」
の
席
上
で
歌
を
も
っ
て
責
め
る
権
威
を
保
持
し
て
い
た

こ
と
を
思
い
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
そ
の
歌
が
（
相
手
の
男
性
の
を
含
め
て
）
　
「
性
的
」
「
愛
欲
」

的
句
い
の
薄
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
、
「
実
用
」

の
歌
の
ま
ま
に
終
始
し
て
、
詩
的
ふ
く
ら
み
が
生
ま
れ
え
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

　
寺
田
氏
の
「
性
別
を
超
越
し
た
や
う
な
表
現
」
と
い
わ
れ
る
の
は
「
ね
も
こ

ろ
に
」
以
下
の
相
聞
的
表
現
を
官
能
的
美
に
い
ざ
な
え
る
は
ず
の
「
波

の
む
た
　
な
び
く
玉
藻
の
」
が
「
か
に
か
く
に
　
心
は
持
た
ず
」
と
萎

縮
し
て
し
ま
う
、
そ
の
詩
的
不
燃
焼
部
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

　
　
「
波
の
む
た
　
な
び
く
玉
藻
」
は
磯
に
生
え
て
い
る
藻
が
、
波
に
た

ゆ
た
う
さ
ま
を
、
占
代
人
が
一
つ
の
美
と
し
て
把
え
た
む
の
で

Ｌ
　
相
手
の
心
に
よ
り
そ
う
姿
の
比
喩

　
明
日
香
の
川
の
　
速
き
瀬
に
　
生
ふ
る
玉
藻
の
　
う
ち
磨
き
　
心
は

　
寄
り
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巷
レ
三
　
三
二
六
六
）

　
水
底
に
生
ふ
る
玉
藻
の
う
ち
磨
き
心
は
方
り
て
恋
ふ
る
こ
の
ご
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
巻
付
一
　
二
四
八
二
）

　
波
の
む
た
な
び
く
土
蔵
の
片
思
に
わ
が
思
ふ
人
の
言
の
繁
け
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
ト
二
　
三
〇
七
八
）

２
　
　
（
女
）
の
寝
た
姿
態
の
比
喩

　
荒
磯
や
に
生
ふ
る
玉
藻
の
う
ち
磨
き
独
り
や
寝
ら
む
吾
を
侍
ち
か
ね

　
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
四
　
三
五
六
二
）

３
　
男
女
共
寝
の
姿
態

　
大
海
の
沖
つ
玉
藻
の
磨
き
寝
か
早
来
ま
せ
君
待
た
ば
苫
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
二
　
二
〇
九
七
）

と
う
た
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
共
寝
の
官
能
的
姿
態
を
見
事
に
と
ら
え
た

　
荒
磯
の
上
に
　
か
々
な
る
　
玉
藻
沖
つ
藻
　
朝
羽
振
る
　
風
こ
そ
寄

　
せ
め
　
夕
羽
振
る
　
浪
こ
そ
末
方
せ
　
浪
の
共
　
か
よ
り
か
く
寄
る

‘
　
玉
藻
な
す
　
寄
り
寝
し
妹
を
　
　
　
　
　
（
巻
ニ
　
コ
ニ
コ

は
、
人
麿
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
郎
女
の
「
な
び
く
玉
藻
」
は
人
麿
の
豊
か
な
、
官
能
的
イ
メ
ー
ジ
に

ひ
ろ
が
ら
ず
、
１
・
２
の
素
朴
な
み
ず
み
ず
し
い
姿
も
と
ら
ず
、
「
か

に
か
く
に
　
心
は
持
た
ず
」
と
、
む
し
ろ
五
藻
の
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
っ
こ
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わ
し
て
い
る
。
単
に
理
で
「
か
に
か
く
に
」
を
よ
び
出
す
、
役
立
ず
の

措
辞
だ
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
寺
田
氏
は
こ
の
歌
を
、
相
聞
歌
と
し
て
は
家
持
に
宛
だ
も
の
で
あ
り
、

　
「
ま
そ
鏡
　
磨
ぎ
し
情
」
は
、
同
族
宿
奈
麻
呂
の
友
と
し
て
、
凋
落
の

影
深
い
犬
伴
家
の
氏
上
、
甥
に
し
て
靖
の
家
持
擁
立
の
心
情
だ
と
い
わ

れ
る
。
つ
ま
り
家
持
と
彼
女
の
関
係
に
「
性
的
」
「
愛
欲
的
」
な
も
の

が
な
い
と
い
う
淑
実
に
立
っ
た
表
現
だ
と
さ
れ
る
わ
け
号

　
校
歌
の
相
聞
で
こ
の
二
人
が
ま
さ
に
恋
人
の
ご
と
く
振
舞
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
か
っ
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
寺
田
氏
の
説

に
立
て
ば
、
二
人
の
関
係
を
厳
粛
な
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、
長
歌
と

い
う
形
式
で
あ
り
、
こ
の
歌
の
う
た
わ
れ
る
場
の
要
請
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
私
は
こ
こ
で
二
人
の
関
係
の
事
実
に
え
っ
て
の
表
現
と
み
る
よ

り
も
、
慣
用
句
的
相
聞
詞
句
が
モ
ザ
イ
ク
風
に
つ
ぎ
集
め
ら
れ
て
い
る

姿
を
み
る
。
寺
田
氏
が
「
自
己
描
写
」
と
み
ら
れ
る
「
た
わ
や
め
の

言
は
く
も
著
く
　
た
わ
ら
は
の
　
哭
の
み
泣
き
つ
つ
」
に
つ
い
て
も
、

私
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
挽
歌
の
慣
用
句
に
よ
り
す
が
っ
て
い
る
と
し

か
思
え
な
い
。
小
野
寺
氏
の
よ
う
に
、
。
目
い
こ
と
ば
に
回
帰
す
る
こ
と

を
志
向
し
な
が
ら
、
既
に
そ
れ
が
自
己
の
観
念
の
表
現
だ
り
え
な
い
も

の
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
注
１
　
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
Ｈ
空
穂
全
集
第
十
四
巻

　
　
２
　
土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』
二

　
　
３
　
巻
三
　
四
〇
二
は
入
伴
宿
称
駿
河
麿
と
二
嬢
の
婚
姻
に
か
か
わ
っ
て
、
駿

〃

４

河
麿
の
「
不
実
」
を
母
坂
上
郎
反
が
「
親
族
宴
」
の
席
上
で
責
め
て
い
る

歌
だ
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
四
〇
二
番
の
歌
の
「
結
ひ
の
恥
」

を
「
親
族
共
同
の
辱
」
と
解
釈
す
る
吉
野
裕
氏
の
説
に
立
つ
も
の
で
、
こ

の
説
を
と
ら
な
い
ヅ
ー
場
も
あ
る
。

「
人
件
坂
士
郎
女
ノ
ー
ト
」
「
日
本
瓦
学
」
九
三
号
収

　
　
　
　
　
　
　
三

　
万
葉
の
相
聞
は
短
歌
に
す
ぐ
れ
た
も
の
が
多
く
、
許
さ
れ
ざ
る
恋
人
、

け
ば
ま
れ
た
恋
人
た
ち
の
歌
に
そ
れ
が
多
い
’
、
額
円
ド
と
犬
海
人
皇
子

の
相
聞
を
あ
げ
て
み
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
民
衆
の
歌
に
お
い
て
も
同

様
で
あ
っ
た
。

　
長
歌
相
聞
で
秀
れ
て
い
る
の
は
ヽ
人
麿
の
「
石
見
固
よ
り
妻
に
別
れ
　
3
8

て
上
り
来
る
時
の
歌
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
彼
ら
地
方
出
向
き
の
役
人

に
禁
し
ら
れ
て
い
た
現
地
妻
へ
宛
だ
歌
だ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

る
ま
い
。

　
郎
女
の
主
宰
す
る
一
族
の
婚
姻
の
場
の
歌
が
、
お
上
そ
つ
ま
ら
ぬ
の

も
、
そ
の
揚
が
男
女
に
情
熱
的
出
介
い
を
約
束
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
に
か
か
わ
り
は
し
な
い
か
。

　
怨
恨
の
相
手
た
る
フ
君
」
と
郎
女
が
ど
の
上
う
な
関
係
で
あ
っ
た
か
。

寺
田
氏
は
集
団
的
で
清
明
な
誓
い
を
立
て
た
仲
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の

点
私
も
同
様
で
あ
る
。
相
聞
歌
の
視
点
を
す
て
て
い
な
い
わ
た
し
に
は
、

こ
の
歌
の
相
手
は
親
族
公
認
の
誓
い
を
こ
て
た
相
手
、
そ
の
上
う
な
集

団
的
誓
い
を
経
た
相
手
な
の
だ
と
考
え
る
。



　
　
「
押
し
照
る
　
難
波
の
菅
の
」
の
冒
頭
句
の
重
々
し
さ
は
、
寺
田
氏

の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
挽
歌
１
宮
廷
の
そ
れ
を
予
想
す
る
の
に
士
分
で

あ
る
。
だ
が
「
難
波
の
宮
」
で
も
な
く
「
難
波
の
国
」
で
も
な
く
、
ま

さ
に
「
難
波
の
菅
の
　
ね
む
こ
ろ
に
」
と
転
じ
た
と
こ
ろ
に
、
無
名
歌

に
類
縁
深
か
い
彼
女
の
位
置
が
う
か
が
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
「
大
船
の
…
…
…
使
も
見
え
ず
　
な
り
ぬ
れ
ば
」
に
つ
い
て
。

寺
田
氏
が
「
こ
れ
ら
の
原
因
が
、
女
の
手
に
と
ど
か
ぬ
境
域
で
醸
成
さ

れ
発
現
し
た
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
わ
れ
「
恐
ら
く

そ
の
男
す
ら
、
自
分
の
意
志
と
感
情
に
よ
っ
て
郎
女
の
も
と
へ
来
な
く

な
っ
た
の
で
は
な
く
、
か
の
女
同
様
無
力
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
郎
女

は
見
抜
い
て
ゐ
る
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
共
感
す
る
。
た
だ
私
は
「
女
の

手
の
と
ど
か
ぬ
境
域
で
醸
成
さ
れ
発
現
し
た
」
原
囚
を
政
治
と
の
み
は
考

え
な
い
。
男
の
裏
切
り
も
女
か
ら
す
れ
ば
「
手
の
と
ど
か
ぬ
境
域
」
で

つ
く
ら
れ
や
み
く
も
に
お
そ
い
か
か
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
か
。
「
男
の
心
変
り
や
裏
切
り
は
、
今
も
昔
も
、
女
に
と
っ
て
突

然
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
供
給
の
予
覚
と
と
も
に

じ
わ
じ
わ
、
少
し
づ
つ
認
識
さ
れ
て
行
く
」
も
の
で
こ
の
部
分
が
「
本

当
に
男
の
裏
切
り
に
対
す
る
自
分
の
無
力
さ
の
自
覚
の
表
明
だ
っ
た
と

す
れ
ば
、
坂
士
郎
女
の
鈍
感
さ
を
語
る
だ
け
だ
ら
う
。
」
と
皐
田
氏
は

い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
一
夫
多
妻
下
の
男
女
で
あ
る
二
と
夫
・
婦

同
居
で
な
く
通
い
夫
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
裏
切
り
が
「
断
絶
の

予
覚
と
と
も
に
じ
わ
じ
わ
」
来
る
と
は
限
る
ま
い
。
も
っ
と
気
分
気
ま

か
せ
な
通
い
跡
の
跡
絶
え
が
あ
っ
た
ろ
う
し
少
く
と
も
生
活
の
別
な

女
に
は
そ
う
見
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
待
つ
だ
け
の
女
が
そ
れ
を

ど
の
よ
う
な
思
い
で
受
け
と
め
た
か
。
男
に
向
っ
て
放
射
状
に
結
び
合

わ
さ
れ
る
女
た
ち
は
相
互
に
無
関
係
で
あ
る
、
源
氏
物
語
の
作
者
は
そ

れ
ら
の
相
互
関
係
を
鳥
瞰
で
き
た
恐
し
い
程
特
異
な
入
物
で
あ
っ
た
が
、

普
通
の
女
に
は
、
そ
し
て
郎
女
の
生
き
た
時
代
で
は
、
そ
れ
は
突
然
ふ

っ
て
わ
く
災
の
よ
う
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
も
は

や
ぶ
る
　
神
や
離
け
む
　
う
つ
せ
み
の
　
人
は
禁
ふ
ら
ん
」
は
人
間
の

人
間
に
対
す
る
裏
切
り
を
認
識
し
た
目
で
は
な
い
。
「
入
」
は
「
神
」

の
対
句
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
日
常
散
文
性
を
持
っ
た
人
間
で

は
あ
る
ま
い
。
彼
女
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
し
か
裏
切
り
と
か

人
間
と
か
が
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
何
か
不
可
抗
の
力
が
襲
い
か
か
っ

て
き
た
こ
と
を
彼
女
は
知
っ
た
。
そ
れ
は
不
幸
の
到
来
で
あ
り
、
誓
い
　
3
9

介
っ
た
仲
の
死
を
意
味
し
た
。
こ
の
歌
が
挽
歌
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る

の
は
、
そ
の
死
に
さ
さ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

時
代
は
怨
恨
歌
が
歌
題
に
な
り
う
る
と
こ
ろ
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
。

彼
女
の
主
宰
す
る
よ
う
な
氏
族
承
認
の
下
で
の
婚
姻
は
、
も
っ
と
も
裏

切
り
の
深
い
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
情
熱
的
恋
は
そ
の
婚
姻
の
外
に
花

咲
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

j

江
―
　
西
郷
僧
綱
氏
は
、
こ
の
歌
の
修
辞
、
イ
メ
ー
ジ
等
の
分
析
か
ら
「
地
方
官

　
　
が
部
内
の
子
女
を
娶
る
こ
と
は
大
字
十
六
年
の
格
で
禁
じ
ら
れ
た
が
、
こ
の

　
　
妻
は
や
は
り
石
処
女
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
と
い
わ
れ
て
い

　
　
る
。
（
『
万
葉
私
記
』
）
今
は
こ
れ
に
従
う
。

○
　
全
文
中
江
の
な
い
「
」
の
部
分
は
、
小
野
寺
、
寺
田
氏
の
論
文
の
引
用
で
あ

　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
本
学
教
授
－
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