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一

『
顕
昭
古
今
集
注
』
の
成
立
と
性
格

守
覚
法
親
王
は
、
寿
永
二
年

(
一
一
八
三
)
十
二
月

『古
今
集
序
注
』
を
、

続
い
て
文
治
元
年

(
一
一
八
五
)
十
月
か
ら
十

一
月
に
か
け
て

『古
今
集
注
』

を
、
い
ず
れ
も
顕
昭
に
奉
ら
せ
る
。

、
こ
れ
よ
り
前
、
治
承
元
年

(
一
一
七
七
)
六
月
、
守
覚
は
教
長
か
ら
古
今
集

注
釈
の
講
義
を
受
け
て
い
た
。
こ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
、
『教
長
古
今
集
註
』

で
あ
る
。
教
長
が
没
し
た
後
、
歌
合

の
判
者
と
し
て
頭
角
を
露
わ
し
、
清
輔
亡

き
後
の
有
力
歌
学
者
の

一
人
と
し
て
才
能
を
認
ぬ
ら
れ
つ
つ
あ

っ
た
顕
昭
に
、

守
覚
は
、
寿
永
二
年

(
=

八
三
)
に

『後
撰
集
』
か
ら

『詞
花
集
』
ま
で
の

五
代
の
勅
撰
集
の
注
釈
と
、
『堀
河
百
首
』
『散
木
奇
歌
集
』
注
釈
の
執
筆
を
依

頼
し
た
。
『後
撰
集
注
』
『金
葉
集
注

』
は
散
佚
し
て
い
る
が
、「
『
五
代
勅
撰
』

.と
い
う
五
注
釈
を
抄
出
し
た
後
世
の
書
に
逸
文
を
残
し
、
お
そ
ら
く
奏
覧
の
順

忙

、
五
代
の
勅
撰
集
の
注
釈
は
成
立

し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
教
長
の
古
今
集
注

釈

の
後
を
受
け
て
、
合
わ
せ
て
六
代

の
勅
撰
集

の
注
釈
を
揃
え
よ
う
と
し
た
も

.の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
古
今
集
注
釈
以
外

は
ほ
と
ん
ど
用
意
さ
れ
て
い
な
い
時
期
に

す
べ
て
の
勅
撰
集
の
注
釈
を
揃
え
よ
う
と
し
た
、
守
覚
法
親
王
の
意
図
に
は
注

も

紙

.

宏

行

.

目
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
『古
今
集
』
以
後
の
和
歌
史
を
通
史
的
に
記
述
し
た

も

の
は
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
存
在
せ
ず
、
勅
撰
集
の
注
釈
を
揃
え
ゐ
t
と
に
よ
っ

て
、
平
安
和
歌
史
を
通
観
し
よ
う
と
し
た
も

の
と

い
え
る
。
そ
れ
は
、
聖
教
や

仏
教
儀
礼
の
次
第
を
は
じ
め
と
し
て
.諸
学

の
文
献
を
類
聚
し
よ
う
と
し
た
守
覚

の
文
献
学
的
営
為
と
は
軌
を

一馳に
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の

　　
　

で
は
な
い
か
。

こ
の
後
に
守
覚
は
、
顕
昭
に
古
今
集
注
釈
執
筆
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
『
顕
昭
古
今
集
注
』
巻
二
十
奥
書
に
、

文
治
元
年
十
二
月
十
七
日
、
古
今

一
部
依
梁
園
教
命
勘
注
了
。
大
略
釈
奥

義
外
歌
。
先
是
宰
相
入
道
被
注
献
。
賜
件
本
加
披
閲
糺
邪
正
。
仍
多
引
載

彼
抄
而
己
。
重
賜
全
部
差
声
。

・

顕

昭

p
弘
安
五
年
二
月
廿
六
日

一
校
了
。

侍
従
雅
有

と
あ
る
よ
う
に
、・
教
長
の
注
釈
を
借
り
受
け
て

「披
閲
」
し
、
そ
の

「邪
正
を

糺
す
」
べ
く
同
注
釈
を

「引
き
載
せ
」
な
が
ら

「勘
注
」
を
加
え

て
い
っ
た
。

守
覚
と
し
て
は
、
古
今
集
注
釈
は
教
長
の
も
の
を
既
に
所
持
し
て
い
る
と
は
い

え
、馳
『後
撰
集
』E
以
下
の
注
釈
を
見
て
顕
昭
の
学
識
に
感
服
し
、
同
時
に
教
長

の
注
釈
が

「
邪
正
」
併
せ
持

っ
て
い
る
こ
と
を
気
づ
き
、
改
め
て
顕
昭
に

『古

今
集
』
の
注
釈
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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顕
昭
は
守
覚

の
要
請
を
受
け
、
教
長
の
注
釈
に
対
し
て
逐

一
引
用
し
、
真
剣

に
検
討
し
な
が
ら
容
赦
な
い
勘
注
を
加
え
て
い
く
。
批
判
的
に
で
は
あ
れ
、
顕

昭
の
古
今
集
注
釈
は
、
教
長
の
そ
れ
を
真
摯
に
継
承
す
る
形
で
成
立
し
た
。
定

家

の
古
今
集
注
釈
も
、
顕
昭
の

「古
今
秘
注
抄
」
を
見
せ
ら
れ
触
発
さ
れ
て
、

勘
注
を
書
き
加
え
る
こ
と
で
成
立
し
た

(
『顕
注
密
勘
』
識
語
)。
教
長
か
ら
顕

昭
へ
、
顕
昭
か
ら
定
家

へ
と
至
る
初
期
の
古
今
集
注
釈
は
、
前
代
の
注
釈
を
真

摯
に
受
け
止
め
、
批
判
的
に
継
承
す

る
と

い
う
、
学
問
的
に
は
、
あ
る
意
味
で

は
健
全
な
発
展
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

教
長
の
古
今
集
注
釈
は
、
師
弟
が
対
座
す
る
伝
授
の
場
に
お
い
て
注
釈
を
授

け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち

『教
長
古
今
集
註
』
序
註
の
奥
書
に
、

治
承
元
年
九
月
十

二
日
謁
教
長
入
道
親
受
訓
説
訖

7

仁
治
二
年
卯
月
廿
六
日
書
写
訖

と
あ
る
よ
う
に
、
守
覚
法
親
王
は
、
教
長
に

「謁
」
し

「親
し
ぐ
訓
説
を
受
け
」

た
の
で
あ
り
、
同
注
釈
は
数
次
に
渡
る
訓
説
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
顕
昭
の
場
合
は
、
右
に
引
用
し
た
奥
書
で

「古
今

一
部
依
梁
園
教
命
勘
注

了
」
「
依
仰
注
進
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
書

い
た
物
を
守
覚
法
親
王
に
奉

っ
た

よ
う
で
あ
る
。
顕
昭
は
、
守
覚
と
は
、
「親
し
く
」
「謁
」
し
て

「訓
説
」
を
講

述
す
る
よ
う
な
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
教
長
は
ロ
頭
に
よ

る
伝
授
の
場
が
あ
り
、
顕
昭
に
は
な
か

っ
た
と
い
う
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、

身
分
の
違

い
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。
教
長
は
、
保
元
の
乱
に
連
座
し
て
忌

避
さ
れ
る
身
で
あ

っ
た
と
は
い
え
、
も
と
は
崇
徳
院
の
近
臣
で
参
議
に
登
り

つ

め
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
顕
昭
は
、
顕
輔

の
猶
子
で
六
条
家
の

一
員
で
は
あ

る
が
、
も
と
も
と
出
自
未
詳
、
比
叡

山
に
い
て
最
近
仁
和
寺
に
出
入
り
す
る
よ

う
に
な

っ
た
、
下
級
の
僧
侶
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
教
長
は
自
身
の

所
持
し
て
い
た

『古
今
集
』
が
崇
徳
院
所
持
本
で
あ
る
と
い
う
浅
か
ら
ぬ
因
縁

を
強
調
し
て
お
り
、
守
覚
と
し
て
は
、
同
本
を
畏
怖
す
る
立
場
か
ら
、
教
長
に

　　
　

敬
意
を
払
う
必
要
を
感
じ
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
か
。

伝
授
の
場
を
持
た
な
か

っ
た
こ
と
は
、
顕
昭
の
注
釈
の
方
法
に
も
関
わ

っ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
顕
昭
の
注
釈
は
、
教
長
と
異
な
り
、
伝
授
の
場
と

い
う
閉

じ
ら
れ
た
空
間
で
の
師
の
声
に
よ
る
伝
授
の
聖
性
を
持
た
ず
、
教
長
の
説
と
真

っ

向
か
ら
鋭
く
対
峙
し
、
や
や
も
す
れ
ば
自
説
が
相
対
化
さ
れ
否
定
さ
れ
る
厳
し

い
状
況
に
直
面
し
た
。
顕
昭
は
、
教
長
注
釈
が
持
ち
え
た
伝
授
の
場
の
聖
性
を
、

文
字
に
よ
る
論
理
と
実
証
に
よ

っ
て
凌
駕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
.顕
昭
は
、
多
数
の
文
献
資
料
を
引
用
し
、
用
例
を
博
捜
し
て
論
理
と
実
証

を
積
み
上
げ
て
い
っ
た
。
も
と
も
と
ど
こ
の
馬
の
骨
と
も

つ
か
ぬ
顕
昭
が
、
仁

和
寺
に
お
け
る
僧
と
し
て
、
あ
る
い
は
清
輔
の
後
継
者
と
し
て
自
身
の
地
位
を

確
立
す
る
た
め
に
は
、
自
身
の
学
識
を
徹
底
的
に
披
瀝
す
べ
く
、
多
く

の
文
献

に
よ
る
実
証
と
い
う
論
理
的
方
法
が
唯

一
の
手
段
な
の
で
あ

っ
た
。

注
釈
の
対
象
と
す
る
歌
は
、
右
の
奥
書
の

「大
略
釈
奥
義
外
歌
」
と

い
う
こ

と
で
、
こ
れ
は

『拾
遺
抄
注
』
な
ど
に
も
、

寿
永
二
年
五
月
八
日
依
仰
注
進
之
。
大
様
除
奥
義
抄
歌
。
其
後
又
下
預
差

声
畢
。

・

顕

昭

建
久
元
年
七
月
廿
二
日
奉
授
二
品
大
王
了
。

顕

昭

弘
安
五
年
三
月
六
日

一
校
了
。

侍
従
雅
有

(『拾
遺
抄
注
』
奥
書
)

と
あ
る
よ
う
ヱ
、
後
撰
集
注
釈
以
下
の
注
釈
と
同
様
の
方
針
で
あ
る
。
順
序
は

逆
に
な

っ
た
と
は
い
え
、
『古
今
集
注
』
を
含
め
た
、
六
代

の
勅
撰
集
注
釈
は

一
連
の
も
の
と
し
て
執
筆
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『古
今
集
注
』

が

『後
撰
集
注
』
以
下
の
七
注
釈
書
と
決
定
的
に
違
う
の
は
、
七
注
釈
書
が
六
条

家
歌
学

の
継
承
と
し
て
書
か
れ
た
の
に
対
し
、
『古
今
集
注
』

は
、
教
長
注
釈

(2)
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と
対
峙
し
そ
れ
を
凌
駕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
も
う
ひ
と

つ
の
制
約
が

あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

前
に
引

い
た
よ
う
に

『教
長
古
今
集
註
』
に
対
し
て
は

「
糺
邪
正
」
、

一
方

『奥
義
抄
』
に
対
し
て
は

「大
略
釈
奥
義
外
歌
」
。
両
先
行
注
釈
に
対
す
る
対
照

的
な
態
度
は
、
六
条
家
の

一
人
と
し
て
は
当
然
の
態
度
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
教
長
注
釈

へ
の
批
判
と
六
条
家
歌
学
の
継
承
と
い
う
、
ふ
た

つ
の
執
筆

方
針
を
持
ち

つ
つ
、
顕
昭
の
古
今
集
注
釈
は
書
き
始
め
ら
れ
た
。
こ
の
ふ
た

つ

の
執
筆
方
針
は
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
始
め
か
ら
注

釈
の
性
格
が
規
制
さ
れ
て
い
た
と

い
え
よ
う

(顕
昭
の
古
今
集
注
釈
の
性
格
と

方
法
に
つ
い
て
は
次
号

「
下
」
に
診

い
て
論
述
す
る
予
定
で
あ
る
)。

二

文
献
的
実
証
主
義
と
仁
和
寺
移
住

顕
昭
の
和
歌
注
釈

・
難
義
考
証
は
、
用
例
を
収
集
し
傍
証
を
呈
示
し
、
客
観

的
根
拠
に
基
づ
い
て
帰
納
的
に
実
証

し
て
ゆ
く
方
法
に
拠

っ
て
い
て
、
そ
の
方

　ヨ
　

法
は
従
来
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。

考
証
の
際
に
依
拠
す
べ
き
客
観
的
資
料
と
し
て
、
顕
昭
は

『散
木
集
注
』
で

次

の
と
お
り
に
列
挙
し
て
い
る
。

和
歌

の
難
義
と
い
ふ
は
、
日
本
紀
、
万
葉
、
三
代
集
、
諸
家
集
、・
伊
勢

・

大
和
両
物
語
、
諸
家
歌
合
、
神
楽
、
催
馬
楽
、
風
俗
等

の
詞
な
ど
に
あ
る

詞
を
ぞ
、
む
ね
と
尋
ね
勘
ふ
る
こ
と
に
て
あ
る
に
、
こ
の
ま
そ
ほ
の
糸
は

件
書
等
に
ま
た
く
見
え
ず
。
た

"
俊
頼
計
よ
み
た
れ
ば
、
と
て
も
か
く
て

も
あ
り
ぬ
べ
し
。
非
大
事
歟
。

和
歌
関
係
書
及
び
宮
廷
的
な
範
躊

に
権
威
づ
け
ら
れ
た
書
を
あ
げ
て
い
る
の

で
あ
る
。
逆
に
、

宇
治
の
橋
姫
に
と
り
て
橋
姫

の
物
語
は
、
余
り
に
作
り
事
と
き
こ
ゆ
。

一

.

(
『袖
中
抄
』
宇
治
の
橋
姫
)

歌
物
語
は
由
縁
ば
か
り
を
書
き
て
は
詮
な
け
れ
ば
、
さ
も
た
よ
り
あ
る
古

語
を
書
き
加
ふ
る
定
事
な
り
。
或
は
ま
た
新
し
き
歌
詠
み
加
ふ
る
も
常
事

な
り
。
・

(
同
、
を
ば
す
て
や
ま
)

と
あ
る
よ
う
に
、
物
語
や
伝
承
な
ど
の
語
り

の
類
は
本
文

の
信
憑
性
に
不
審
が

あ
り
、
難
義
を
考
証
す
る
と
き
の
依
拠
資
料
と
は
な
ら
な
い
。
考
証
の
た
め
の

客
観
的
資
料
に
は
明
確
な
序
列
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
荒
木
浩
氏
に
よ

っ
て

「宇

　
る
　

治
大
納
言
物
語
」
を
軸
と
し
て
確
認
さ
れ
て
も

い
る
。
徹
底
し
た
文
献
主
義
の

表
明
で
あ
る
。

し
か
し
、
『散
木
集
注
』

の
段
階
か
ら

『袖
中
抄
』
に
至
る
と
次

の
よ
う
な

発
言
が
出
て
く
る
の
に
注
目
さ
れ
る
。

此
童
蒙
奥
義
は
、
慥
不
考
本
草
、
只
付
問
答
之
説
如
此
書
歟
。

(
『袖
中
抄
』
わ
す
れ
ぐ
さ
)

こ
れ
は
、
『童
蒙
抄
』
『奥
義
抄
』
で

「本
草
」
か
ら
の
引
用
と
す
る
部
分
が

実
際
に
は
本
草
書
に
は
見
え
な
い
こ
と
指
摘
し
、
「
問
答

(公
任

「歌
論
議
」
)

之
説
」
に
追
従
す
る
ば
か
り
で
、
論
証
が
杜
撰
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
依
拠
す
べ
き
客
観
的
資
料
と
し
て
こ
の

「本
草
」
が
加
わ

っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
事
実
、
『古
今
集
注
』
よ
り
前

の
七
注
釈
書
に
は
、
「本
草
」
か

ら
の
引
用
が
ひ
と

つ
と
し
て
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
『古
今
集
注
』
『袖
中
抄
』

で
は
数
多
く
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

実
際
、
本
草
に
限
ら
ず
、
『古
今
集
注
』
『袖
中
抄
』
と
そ
れ
以
前

の

『後
擬

集
』
以
下
の
七

つ
の
注
釈
書
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
引
用
書
目
の
多
様
さ
に

は
、
飛
躍
的
な
差
が
あ
る
。
依
拠
す
べ
き
資
料

の
拡
大
を
自
ら
に
認
め
た
わ
け

で
あ
る
ρ
そ
れ
と
と
も
に
考
証
の
緻
密
さ
に
も
大
き
な
差
が
あ
り
、
こ
の
間
に
、

(3)
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顕
昭
歌
学
の
飛
躍
的
な
発
展
が
あ

っ
た
こ
と
は

一
見
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。

そ
の
契
機
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
教
長
の
注
釈
を
披
閲
し
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
前
節
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
近
時
、
六
条
家

　ゑ

周
辺
の
陸
奥
関
係
者
か
ら
の
情
報
提
供
を
想
定
す
る
な
ど
、
様
々
の
方
面
か
ら

　　
　

顕
昭
歌
学

の
形
成
、
深
化
過
程
が
跡
づ
け
ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
、
顕
昭

歌
学

の
飛
躍
的
発
展
の
も
う
ひ
と

つ
の
契
機
と
し
て
本
稿
で
注
目
し
て
お
き
た

「い
の
は
、
顕
昭
の
仁
和
寺
移
住
で
あ

る
。

　
ア

　

コ

顕
昭
の
仁
和
寺
移
住
の
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
久
曽
神
昇
氏
は
寿

永
元
年
と
「推
定
し
、
そ
れ
が
長
く
定
説
と
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
西
沢
誠
人

氏
は
石
清
水
社
関
係
者
と
の
つ
な
が
り
か
ら
寿
永
二
年
か
ら
元
暦
元
年
こ
ろ
と

推
定
、馳
さ
ら
に
西
村
加
代
子
氏
は
寿
永
二
年
七
月
に
は
仁
和
寺
に
住
し
て
い
た

か
と
論
じ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
再
検
討
を
試
み
る
用
意
は
私
に
は
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
寿
永
二
年
前
後
が
顕
昭
に
と

っ
て
大
き
な
転
機
と
な

っ
た
も
の

と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
寿
永

二
年
は
、
『後
撰
集
』
以
下

の
五
代
の
勅
撰
集
と

『堀
河
百
首
』
『散
木
葉
』
の
注
釈
を
守
覚
法
親
王
に
奉

っ
た
年
で
あ
る
。

仁
和
寺
に
関
七
て
は
、"
土
谷
恵
氏
が
、
h
仁
和
寺
御
室
こ
と
に
守
覚
法
親
王

の
周
辺
に
は
、
語
り

・
記
録

・
管
絃

・
和
歌
の
世
界
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
の
で
あ
り
《
守
覚
を
申
心
に
中
世
初
頭
の
仁
和
寺
は
ひ
と

つ
の
文
化
圏
を
形

　
　
　

成
し
て
い
た
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
仁
和
寺
に
は
、
文
化
釣
な
場
が
存

し
て

い
た
。
さ
ら
に
そ
の
文
化
は
広
く
、
仏
教
教
学
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
漢

学
、
幽悉
曇
学
、
歴
史
、
ざ
ら
に
は
医
学
、
陰
陽
道
な
ゼ
の
学
問
か
ら
、
和
歌
や

漢
詩
文
や
芸
能
ま
で
幅
の
広

い
文
化

的
な
場
が
存
し
た
事
が
、
近
年
少
し
ず

つ

し
　

　

　

具
体
的
な
形
で
明
ら
か
に
さ
れ
、
「
仁
和
寺
文
化
圏
」

の
幅
広
さ
と
奥
行
き
の

深
さ
が
大
い
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
卜

顕
昭
の
歌
学
書

.
注
釈
書
に
は
、
和
歌
関
係
資
料
の
ほ
か
に
、
経
典

.
漢
籍

.

歴
史
書

・・故
実
書
な
ど
多
様
な
書
物
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
、
仁
和
寺
文
化
圏

の
影
響
が
想
像
さ
れ
る
。
実
際
、
太
田
晶
二
郎
氏
は
、
守
覚
法
親
王
の
蔵
書
目

録
で
あ
る

『古
蹟
歌
書
目
録
』
に
見
え
る

「鷹
相
経
」
な
る
異
色

の
書
が

『袖

中
抄
』鹽
に
見
え
る
こ
と
か
ら
」「こ
こ
に
目
録
さ
れ
た
法
親
王
の
蔵
書

の
中
に
は

顕
昭
が
利
用
を
許
さ
れ
た
も

の
も
お
そ
ら
く
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い

　　
　

う

「空
想
」
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
決
し
て
、「空
想
」
で
は
な
い
こ
と
と

思
う
。

右
の

「本
草
」
に
関
し
て
は
、
仁
和
寺

に
は
、
周
知
の
ご
と
く

『医
心
方
』

や

『新
修
本
草
』
な
ど

の
古
医
学
書
が
現
在
に
至
る
ま
で
伝
存
さ
れ
、
国
宝
に

指
定
さ
れ
て
か
ゐ
。
「『医
心
方
』
が
仁
和
寺

の
子
院
で
あ
る
心
蓮
院
に
も
た
ら

さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
杉
立
義

一
氏
が
考
証
し
て
い
る
。
ま
ず
ハ
「
仏
教

で
は
医
方
は
布
教
の
手
段
と
し
て
、
ま
た
僧
侶
の
集
団
生
活
の
健
康
面
を
守
る

た
め
に
も
重
要
な
修
法
の
ひ
と

つ
で
あ

っ
た
。
特
に
密
教
で
は
こ
の
傾
向
が
つ

よ
い
。
仁
和
寺
法
親
王
は
天
皇
家

の
病
気
や
出
産
の
際
、
あ
る
い
な
天
変
地
異

の
際
に
は
、
孔
雀
明
王
修
法
を
行

っ
て
平
癒
を
祈
願
す
る
の
を
例
と
し
た
」
と

い
う
、
仁
和
寺
の
社
会
的
役
割
を
確
認
し
た
上
で
、
現
存

『医
心
方
』
は
後

の

康
暦
元
年
に
心
蓮
院
に
入

っ
た
と
推
定
し
な
が
ら
も
、
同
本
の
装
丁
が
仁
和
寺

所
蔵
の
他
の
経
典
類
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
注
目
し
、
「『医
心
方
』
仁
和

寺
本
は
、
平
安
末
期
の
仁
和
寺
を
中
心
と
し
た
文
化
的
環
境
の
な
か
に
生
ま
れ
、

　　
　

か
つ
仁
和
寺
に
入

っ
て
伝
来
さ
れ
て
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

顕
昭
が
、
丹
波
家
な
ど
の
医
家
と
ど

の
よ
う
な
接
触
が
あ

っ
た
の
か
は
わ
か

ら
な
い
。
ひ
と
つ
だ
け
憶
測
を
試
み
る
と
、」
覚
性

・
守
覚

の
も
と
に
歌
人
と
し

て
出
入
り
し
て
い
た
、
印
性
と

い
う
六
条
家
出
身
で
顕
昭
と
同
族
の
仁
和
寺
僧

が
い
る
。
建
久
四
年
東
寺
長
者
之
な
る
が
、
そ
れ
は
俊
証
と
い
う
長
者
が
前
年

(4)
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死
去
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
後
に
加
任
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

(
『東
寺
長
者

補
任
』
)。
俊
証
は
、
件
の
心
蓮
院
の
四
代
住
職
で
、
東
寺
か
ら

『三
十
帖
冊
子
』

を
仁
和
寺
に
も
た
ら
し
た

(『仁
和
寺

諸
院
家
記
』
)。
『三
十
帖
冊
子
』
は
空
海

筆
、
料
紙
や
装
丁
が

『医
心
方
』
老
同
じ
で
、
丹
波
憲
基
が
こ
れ
を
念
頭
に
置

い
て
、
『医
心
方
』
を
書
写
、
整
定
し
た
も

の
か
と
、
杉
立
氏
は
論
じ
て
い
る
。

印
性
を
仲
介
と
し
て
、
顕
昭
は
心
蓮
院
さ
ら
に
は
丹
波
氏
と
接
触
が
あ

っ
た
の

で
は
な

い
か
と

い
う
憶
測
も
で
き
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
単
な
る
憶
測
は
さ
し

て
意
味
は
な
い
が
、
印
性
が
仁
和
寺

の
法

親
王
庁
別
当
で
あ
り
、
仁
和
寺

の
文
化
を
主
と
し
て
担

っ
た
の
が
彼

の
よ
う
な

　
ま

房
官
僧
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ

は
看
過
で
き
な

い
。
顕
昭
が
、
印
性
を
介

す
る
形
で
で
も
、
そ
の
よ
う
な
和
歌

に
限
定
さ
れ
な
い
幅
広

い
文
化
圏
に
接
す

る
こ
と
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
医
家
あ
る
い
は
本
草
書
に
も
ふ
れ
る

こ
と
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
顕
昭
は
、
仁
和
寺
と

い
う
大
き
な

学
問
の
場
の
中
で
、
多
種
多
様
な
学
恩
を
受
け
た
機
会
が
あ

っ
た
こ
と
と
推
測

し
て
お
き
た

い
。

三

本
草
と
顕
昭
の
注
釈

本
草
を
引
く
注
釈
か
ら
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。

「忘
草
」
に
関
す
る
注
釈
で
、
は
な
は
だ
長
い
が
、
こ
れ
を
と
り
あ
げ
て
み

る
。
所
説
の
要
点
は
、
忘
草
と
は
萱
草
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
忍
草
と
同

一
物
か

否
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
ま
ず
、
『古
今
集
注
』
で
は
、

ワ
ス
レ
グ
サ
タ
ネ
ト
ラ
マ
シ
ヲ
ア
フ
コ
ト
ノ
イ
ト
カ
ク
カ
タ
キ
モ
ノ
ト
シ

リ
セ
バ

(七
六
五
)

ワ
ス
レ
グ
サ
ト

ハ
、
万
葉

ニ
ハ
萱
草
ト
カ
キ
テ
ヨ
ミ
タ
リ
。
順
和
名
オ

ナ
ジ

。

又

忘

憂

ト

カ

キ

テ

オ

ナ

ジ

ク

ヨ

メ

リ
。

説

文

云

、
萱

令

人
忘

憂

也

云

々
。

又

此

集

云

、

ス

ミ

ョ

シ
ト

ア

マ

ハ
イ

フ
ト

モ
ナ

ガ

ヰ

ス

ナ

之
ト

ワ
ス

〃

グ

サ

キ

シ

ニ

オ

フ

ナ

リ

ト

ヨ

メ

リ
。

コ
レ

ハ
萱

草

ニ

ハ

ア

ラ

ヌ

ニ
ヤ

つ

シ

ノ
ブ

グ

サ

ト

イ

フ

モ

ノ

ナ

リ

。

垣

衣

ト

カ

ケ

リ

。
鳥

韮

ト

モ
カ

ケ

リ

。

苔

類

也

。

ヤ

ド

ノ
＼

キ

、

カ

キ

ナ

ド

ニ
オ

フ
ル

ナ

リ

。
而

本

草

ニ

ワ

ス

レ
グ

サ

ノ

一
名

ヲ

、

シ

ノ

ブ

グ

サ

ト

イ

フ

ナ

リ
ト

ミ

エ
タ

リ

。
奥

義

并
童

蒙

抄

二
、

如

此

注

セ

リ

。

伊

勢

物

語

云

、

ム

カ

シ

ヲ

ト

コ
後

涼

殿

ノ

ハ
ザ

マ

ヨ

リ

ワ

タ

リ

ケ

レ

バ

、

ア

ル
ヤ

ム
ゴ

ト

ナ

キ
人

ノ
御

ツ
ボ
ネ

ヨ
リ

、

ワ

ス

レ
グ

サ

ヲ

「
シ

ノ

ブ

グ

サ

ト

ヤ

イ

フ
」

ト

テ

、
イ

ダ

サ

セ

タ

マ

ヘ
リ

ケ

レ

バ
、

タ

マ

ハ
リ

テ

、

ワ

ス

レ
グ

サ

オ

フ
ル

ノ

ベ

ト

ハ
ミ

ユ

ラ

メ
ド

コ

ハ
シ

ノ
ブ

ナ

リ

ノ

チ

モ

タ

ノ

マ
ム

大

和

物

語

ニ

ハ
、

此

歌

ヲ
書

テ

ト

ア
リ

ケ

レ

バ
、

同

草

ヲ
ナ

ム
忍
草

ト

モ
、

忘

草

ト

モ
イ

ヘ
バ

、

ソ
レ

ニ

ヨ
リ

テ

ヨ
ミ

タ

ル
ト

ナ

ム
、
噛
ア

リ

ケ

ル

ト

カ

ケ

リ

。

今

案

二
、

是

ハ
ノ

キ

ノ

シ

ノ

ブ

ヲ
、

ワ

ス

レ
グ

サ

ト

イ

フ

コ

・
ロ

ト

キ

コ

エ
タ

リ

。

但

萱

草

ヲ

ヤ
イ

ダ

シ

タ

マ

ヘ
リ

ケ

ム
、
オ

ボ

ツ
カ

ナ
シ

。

フ

ル
キ

モ

ノ

ヲ

ミ

ル

ニ
、

シ

ノ

ブ

グ

サ

ヲ

ワ

ス

レ
グ

サ

ト

ヨ

ミ

タ

ル

コ
ト

ハ
ア

レ
ド

、

萱

草

ヲ

シ

ノ
ブ

グ

サ

ト

ヨ
メ

ル

コ
ト

ハ
ミ

エ
ズ

。

本

草

説

ニ

マ
タ

・ク

此

説

ナ

シ
、

如

何

。

又

古

今

ニ

ハ
、

ヒ
ト

リ

ノ

ミ
ナ

ガ

メ

フ

ル

ヤ

ノ

ツ

マ
ナ

レ

バ

人

ヲ

シ

ノ
ブ

ノ

ク

サ

ゾ

オ

ヒ

ケ

ル

コ
レ

ハ
シ

ノ
ブ

草

ノ
歌

也

。

後

拾

遺

云

、

ワ

ガ

ヤ

ド

ノ

・
キ

ノ

シ

ノ
ブ

ニ

コ
ト

ヨ
セ

テ

ヤ

ガ

テ

モ
シ

ゲ

ル

ワ

ス

レ

グ

サ

カ

ナ

(5)
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金
葉

二
俊
頼
歌
云
、

ワ
ス
レ
グ
サ
シ
ゲ
ル
ヤ
ド
ヲ
キ
テ
ミ
レ
バ
オ
モ
ヒ
ノ
キ
ョ
リ
オ
フ
ル
ナ

リ
ケ
リ

(傍
線
部
引
用
者
、
以
下
同
)

と
な

っ
て
い
る
。
な
お

『顕
注
密
勘
』
の
顕
昭
注

(
「古
今
秘
注
抄
」
)
は
ほ
ぼ

同
文
で
あ
る
が
、
傍
線
部
に
あ
た
る
記
述
が
な
く
、
『古
今
集
注
』
と
は
そ

の

先
後
の
問
題
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

忘
草
と
は
萱
草
で
あ
る
と
し
な
が
ら

「而
本
草

ニ
ワ
ス
レ
グ
サ
ノ

一
名

ヲ
、

シ
ノ
ブ
グ
サ
ト
イ
フ
ナ
リ
ト
ミ
エ
タ
リ
。
奥
義
并
童
蒙
抄

二
、
如
此
注
セ
リ
」

と
、
『奥
義
抄
』
『童
蒙
抄
』
の
説
に
従

っ
て
い
る
。
末
尾
で
は
、
両
書

の
引
く

「本
草
」
説
が
実
は
本
草
書
に
見
え
ず

、
「本
草
説

ニ
マ
タ
ク
此
説
ナ
シ
、
如
何
」

と
指
摘
し
な
が
ら
も
、
両
先
学
の
書
を
否
定
す
る
の
を
憚

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
『袖
中
抄
』
で
は
、

わ
す
れ
ぐ
さ

わ
す
れ
草
わ
が
ひ
も
に
つ
く
と
き
と
な
く
思
ひ
わ
た
れ
ば
生
け
り
と

も
な
し

顕
昭
云
、
忘
草
と
は
萱
草
と
書
け
り
。
本
草
云
、
萱
草
、

一
名
鹿
葱
花

名
宜
男
。
風
土
記
云
、
懐
妊
婦
人
佩
其
花
、
生
男
也
。
図
経
云
、
令
人
好

歓
楽
、
忘
憂
処

々
田
野
有
之
。
奮
康
養
生
論
云
、
合
歓
觸
忿
萱
草
忘
憂
。

古
今
云
、
忘
草
何
を
か
種
と
た
つ
ぬ
れ
ば

つ
れ
な
き
人

の
心
な
り
け
り

又
云
、
す
み
よ
し
と
あ
ま
は
告
ぐ
と
も
長
居
す
な
人
忘
草
生
ふ
と

い
ふ

な
り

古
歌
云
、
忘
草
た
ね
と
ら
ま
し
を
逢
ふ
事
の
い
と
か
く
か
た
き
も

の
と

知
り
せ
ば

今
云
、
此
歌
ど
も
萱
草
の
心
と
見
え
た
り
。

伊
勢
物
語
云
、
忘
草
生
ふ
る
野
辺
と
は
見
る
ら
め
ど
こ
は
し
の
ぶ
な
り

の
ち
も
頼
ま
む
、
其
詞
云
、
弘
徽
殿
の
は
ざ
ま
を
渡
り
け
れ
ば
、
あ
る
や

む
ご
と
な
き
人
の
お
む

つ
ぼ
ね
よ
り
、
忘
草
を
し
の
ぶ
草
と
や
い
ふ
と
て

出
だ
さ
せ
給

へ
り
け
れ
ば
、
業
平
が
詠
な
り
。
其
御

つ
ぼ
ね
は
、
二
条

の

后
と
な
む
。
此
歌
并
詞
の
書
様
に
て
は
、
忘
草
忍
草
は
同
物
と
聞
た
り
。

然
ど
萱
草
を
忍
草
と
は
よ
も

い
は
じ
。

簷
の
し
の
ぶ
に
忘
草
と

い
ふ
名
あ
る
に
や
。
其
心
見
ゆ
る
歌
、

我
が
宿
の

・
き
の
し
の
ぶ
に
こ
と
よ
せ
て
や
が
て
も
し
げ
る
忘
草
か

な
俊
頼
歌
云
、
忘
草
し
げ
れ
る
宿
を
来
て
み
れ
ば
思
の
き
よ
り
生
ふ
る
な

り
ナ
り

又
万
葉
歌
云
、
わ
が
宿
の

・
き
の
下
草
生
ふ
れ
ど
も
恋
忘
れ
草
み
れ
ど

生
ひ
せ
ず

今
云
、
此
歌
は
萱
草
と
も
書
か
ず
。
又
軒
の
下
草
な
ど
読
り
。
し
の
ぶ
草

の
異
名
歟
。
但
是
は
萱
草
を
詠
め
る
に
や
あ
ら
む
。
お
ぼ
つ
か
な
し
。

一
人
の
み
な
が
め
ふ
る
屋
の
つ
ま
な
れ
ば
人
を
し
の
ぶ
の
草
ぞ
生
ひ
け
る

童
蒙
抄
云
、
し
の
ぶ
草
は
垣
衣
と
書
け
り
。
苔
類
な
り
。
宿
の

・
き
、

か
き
な
ど
に
生
ふ
る
な
り
。
本
草
に
忘
草
の
.一
名
を
忍
草
と

い
ふ
な
り
と

見
え
た
り
。
さ
れ
ば
軒
の
つ
ま
に
も
、
又
す
み
よ
し
の
岸
に
も
生
ふ
と
詠

め
る
忘
草
は
、
萱
草
に
は
あ
ら
ず
ゆ
苔
の
た
ぐ
ひ
な
る
べ
し
。

奥
義
抄
云
、
本
草
に
は
、
忘
草
忍
草
は
同
物
と
見
え
た
り
。
伊
勢
物
語

に
も
し
か
侍
り
。
又
や
の
軒
に
生
ふ
る
草
を
も
忍
草
と
は

い
ふ
な
り
。

私
考
云
、
本
草
云
、
垣
衣
、
久
服
補
中
気
。
長
服
好
顔
色
、
一
名
昔
耶
、

一
名
烏
韮
、

一
名
垣
贏
、

一
名
天
韮
、

一
名
風
韮
、
生
土
垣
墻
或
屋
上
、

或
云
、
天
蒜
古
墻
北
陰
青
苔
衣
也
。
生
石
者
昔
耶
、
屋
上
者
屋
遊
と
。
古

瓦
美
子
云
、
垣
衣
地
衣
。

(6)
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今
案
云
、
忘
草
は
萱
草
な
り
。
忍
草
は
垣
衣
な
り
。
而
歌
に
忘
草
忍
草

同
と
詠
み
た
る
は
、
忍
草
に
忘

草
と
い
ふ
名
の
あ
る
べ
き
歟
。
忘
草
を
忍

草
と

い
ふ
に
は
あ
ら
じ
。

童
蒙
并
奥
義
に
、
忘
草

の

一
名
を
忍
草
と
い
ふ
と
書
け
る
、
お
ぼ
つ
か

な
し
。
本
草
に
萱
草

の
ほ
か
に
又
忘
草
と
見
ゆ
る
事
見
え
ず
。
是
は
問
答

抄
云
、
伊
勢
物
語

の
こ
は
し
の
ぶ
な
り
と
い
ふ
歌
に
付
て
、
忘
草
の

一
の

名
を
忍
草
と

い
ふ
事
あ
ら
は
な
り
。
本
草
に
記
せ
る
な
む
。
萱
草

一
名
忘

草
と

い
ふ
。
・ま
こ
と

の
草
に
は
あ
ら
ず
云
々
。

此
童
蒙
奥
義
は
、
慥
不
考
本
草
、
ロ
ハ付
問
答
之
説
如
此
書
歟
。

(
『神
中
抄
』
)

と
、
「童
蒙
并
奥
義
に
、
忘
草
の

一
名
を
忍
草
と

い
ふ
と
書
け
る
、
お
ぼ
つ
か

な
し
。
本
草
に
蠡呈
早
の
ほ
か
に
又
忘

草
と
見
ゆ
る
事
見
え
ず
」
と
記
し
、
『奥

、

義
抄
』
『童
蒙
抄
』
の
忘
草
忍
草
同

一
物
説
を
明
確
に
否
定

し
て
い
る
。
そ

の

否
定
の
根
拠
が

「本
草
」

の
記
述
な

の
で
あ
る
。
ち
な
み
に

『本
草
和
名
』
に

は
、

垣
衣

一
名
昔
耶
嬲
舷
飃
日
。

一
名
烏
韮
。

一
名
垣
羸
饂
玄
醵
。

一
名
天
韮
。

一
名
鼠
韮
。

一
名
天
蒜
黜
齣
。

一
名
青
苔
衣
。

一
名
屋
遊
轣
祉
馳
蘇
。
配
肚
。

一
名
悪
首
。

一
名
小
核
黜
鑼
。

和
名
之
乃
布
久
佐
。

一
名
古
介
。

と
あ
る
。
「
私
考
云
、
本
草
云
」
以
下

の
部
分
に
類
似

の
記
述
が
か
な
り
見
ら

れ
る
。
顕
昭
が
見
た
資
料
は
決
定
で
き
な
い
が
、
『本
草
和
名
』
あ
る

い
は
こ

れ
に
近
い
書
に
拠

っ
た
も

の
と
推
測
で
き
よ
う
。

次
に

『千
五
百
番
歌
合
』

の
判
詞
で
は
、

左
歌
に
つ
き
て
、
わ
す
れ
草
と

し
の
ぶ
草
と
、
ひ
と

つ
草
の
名
な
り
と
申

す
事
侍
り
。
萱
草
と
か
き
て
万
葉
に
は
わ
す
れ
草
と
よ
め
り
。
そ
の
ゆ
ゑ

に
、
順
が
和
名
に
は
又
忘
憂
草
と

い
へ
り
な
ど
い
へ
り
。
う
れ
へ
を
わ
す

る
と
申
す
心
な
り
。
又
垣
衣
と
書
き
て
し
の
ぶ
草
と
よ
め
り
、
垣
も
し
は

屋
の
う

へ
な
ど
に
お
ひ
た
り
。
苔

の
た
ぐ
ひ
な
り
と
侍
る
は
、
の
き

の
し

の
ぶ
な
ど
よ
む
に
こ
そ
。
さ
れ
ば
、
こ
れ
は
萱
草
と
し
の
ぶ
草
と
お
な
じ

事
に
は
よ
も
侍
ら
じ
。
の
き
の
し
の
ぶ
な
ど
を
わ
す
れ
草
と
申
す
事

の
侍

る
に
こ
そ
。
伊
勢
物
語
に
い
は
く
、
あ
る
み
つ
ぼ
ね
よ
り
、
わ
す
れ
草
を

し
の
ぶ
草
と
や
い
ふ
と
て
い
だ
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
男
た
ま
は
り
て
、
わ

す
れ
草
お
ふ
る
野
べ
と
は
見
る
ら
め
ど
こ
は
し
の
ぶ
な
り
の
ち
も
た

の
ま

ん
と
申
せ
り
け
る
。
こ
の
返
事
に
、
ひ
と
つ
と
い
ふ
事
は
い
で
き
て
侍
り

け
る
に
や
。
か
の
い
だ
さ
れ
た
り
け
る
わ
す
れ
草
ぞ
お
ぼ

つ
か
な
く
そ
侍

る
。
の
き
の
し
の
ぶ
に
て
侍
る
か
と

い
ふ
義
な
り
。
又
わ
す
れ
草
を
ば
住

吉
の
岸
に
も
よ
め
り
。
住
吉
と
あ
ま
は
い
ふ
と
も
な
が
ゐ
す
な
人
わ
す
れ

草
岸
に
お
ふ
な
り
、
こ
れ
は
し
の
ぶ
草
に
て
ぞ
あ
る
ら
む
と
申
す
め
り
。

あ
る
文
に
、
わ
す
れ
草
し
の
ぶ
草
は
、
同
物
と
は
本
草
に
見
え
た
り
と
書

か
れ
て
侍
れ
ば
、
ま
こ
と
か
と
見
侍
り
し
か
ど
、
ま
た
く
そ
の
事
見
え
ず
。

本
草
に
は
萱
草
の
ほ
か
の
わ
す
れ
草
侍
ら
ず
。
そ
れ
は
別
の
物
と
そ
あ
か

し

て
侍

る

め

る
。

さ

れ

ば

、
わ

す

れ
草

、

し

の
ぶ

草

、

ひ

と

つ
と

い
ふ
事

も
、
こ
は
し
の
ぶ
な
り
と

い
ふ
歌
よ
り
始
ま
り
た
る
か
。
さ
れ
ば
、
は
じ

め
て
う
た
が
ひ
申
す
に
は
侍
ら
ず
。

(
『千
五
百
番
歌
合
』
千
二
百
八
十
八
番
左
判
詞
)

と
あ
り
、
忘
草
忍
草
同

一
物
説
を
否
定
す
る
が
、
こ
こ
で
は
同
説
が
発
生
し
た

由
来
に
つ
い
て

『伊
勢
物
語
』
の

「
こ
は
し
の
ぶ
な
り
」
の
歌
で
あ
る
こ
と
に

ま
で
言
及
し
て
い
る
。

『古
今
集
注
』
で
は
、
忘
草
忍
草
同

一
物
説
に
つ
い
て
、
疑
問
を
呈
し

つ
つ

も
、
否
定
し
き
れ
な
か

っ
た
の
に
対
し
、
『袖
中
抄
』
で
は

「本
草
」

の
記
述

(7)
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を
根
拠
に
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
『千
五
百
番
歌
合
』
に
至

る
と
、
同
説

の

由
来
を

『伊
勢
物
語
』
に
比
定
し
、
や
は
り
本
草
か
ら

「
そ
れ
は
別

の
物
と

そ
あ
か
し
て
侍
る
め
る
」
と
明
確
で
あ
る
。
顕
昭
の
研
究
が
年
次
を
追
う
に
従

っ

て
進
歩
し
て
ゆ
く
さ
ま
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
研
究
進
展
の
、

具
体
的
に
は
説
の
明
確
化
の
根
拠
に
本
草
書
の
記
述
を
置

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
草
を
難
義
考
証
の
依
拠
資
料
と
し

て
よ
い
と
す
る
認
識
が
明
確
化
し
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
に

「
此
童
蒙
奥
義
は
、
慥
不
考
本
草
」
と

い
う
批
判
的
発
言
に
続

い
て
ゆ
く
。

本
草
か
ら
の
引
用
す
べ
て
が
、
仁
和
寺
の
場
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
短
絡
的

に
断
定
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
平
俗
に
い
え
ば
、
仁
和

寺
に
入
寺
し
な
く
と
も
見
る
こ
と
が

で
き
た
の
か
も
し
れ
な

い
し
、
そ
れ
を
実

証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
草
や
医
学
に
関
し
て
は
、
こ
こ

ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
仁
和
寺
移
住
の
時
期
や
、
仁
和
寺
と

い
う
本
草
や

医
学
に
近
し
い
文
化
的
環
境
を
勘
案
し
て
み
れ
ば
、
仁
和
寺
か
ら
得
た
可
能
性

を
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
此
童
蒙
奥
義
は
、
慥
不
考
本
草
」

と
い
う
批
判
的
発
言
は
、
顕
昭
新
た
に
得
た
自
信
を
明
か
し
て
い
る
。
本
稿
で
、

本
草
を
と
り
あ
げ
て
き
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

本
草
か
ら
の
成
果
の
顕
著
さ
を
他

の
分
野
に
拡
大
、
応
用
し
て
み
る
と
、
や

は
り
顕
昭
の
歌
学
に
は
、
仁
和
寺
と

い
う
学
問
の
場
か
ら
裨
益
さ
れ
た
も

の
が

多

い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る

の
で
あ
る
。
顕
昭
歌
学
は
、
仁
和
寺
移
住

を
契
機
に
飛
躍
的
に
発
展
し
た
。

四

仁
和
寺
に
お
け
る
和
歌
注
釈
の
場

仁
和
寺
移
住
を
契
機
と
し
た
顕
昭

の
学
の
発
展
は
、
文
献
資
料
を
数
多
く
披

見
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
仁
和
寺
と
い
う

場
の
影
響
が
大
き

い
の
で
は
な

い
か
。

そ
も
そ
も
、
仁
和
寺
に
お
け
る
和
歌
関
連
の
活
動
は
、
「仁
和
寺
和
歌
圏
」
」

な
ど
と
称
さ
れ
、
「守
覚
や
先
代

の
覚
性
法
親
王
を
中
心
と
し
て
歌
会
や
歌
合
が

盛
ん
に
催
さ
れ
、
出
入
り
し
て
い
た
歌
人
メ
ン
バ
ー
も
あ
る
程
度
特
定
さ
れ
、

　お
　

ひ

と

つ
の
歌

壇

が

形

成

さ

れ

て

い
た

こ

と

が

既

に

明

ら

か

に
さ

れ

て

い
る

。

歌

合

判

で
は

、

当

然

の

こ
と

歌

学

知

識

が
論

じ

ら

れ

た

。

仁

和

寺

で
も

、
歌

学

に

人

々

の
聞

で
大

い

に
話

題

に
な

っ
た

こ

と

で

あ

ろ
う

。

そ

の
中

で
興

味

深

い
の

は

、・
教

長

の
注

釈

を

見

た

人

も

い
た

ら

し

い
こ

と

で

あ

る

。教

長

卿

云

、

コ
ヒ

ヲ

ス

レ

バ

ム
ネ

ヲ

コ
ガ

ス
ト

イ

フ

ニ
、

ナ

ミ

ダ

"

ニ
ナ

カ

ラ

マ
シ
カ

バ
、

ケ

ス

カ

タ

モ

ナ

ク

テ

、

火

ノ
赤

キ

色

二
燃

ナ

マ
シ

ト

ヨ

メ
リ

。

或

人

云

、

此

義

ア

シ

カ

ラ

ヌ

ニ
、

イ

ロ

モ

エ
ナ

マ
シ
ト

イ

フ
、
色

ノ
字

イ

カ

ぐ
ト

キ

コ

ユ
。
木

草

ノ

メ

グ

ミ

イ

ヅ

ル

ヲ

バ

モ

ユ
ト

イ

フ
。
萌

黄

ト

イ

フ
其

心

也

。

コ
ヒ

ニ

コ
ガ

ル

・
ヲ

モ

ユ
ト

イ

ヘ
バ
、

ソ

レ

ニ

ョ
セ

テ
君

コ

フ

ル
紅

ノ

ナ

ミ
ダ

"

ニ
ナ

ク

ハ
、

ム
ネ

ノ

ア
タ

リ

ハ
モ

エ
ギ

ノ

イ

ロ

ニ
ヤ

ア

ラ

マ
シ
ト

ヨ

メ

ル

ニ
ヤ

。
前

ノ
義

ノ

コ

・
ロ

ニ
テ

ハ
、

ナ

ミ

ダ

ニ
ヌ

レ
ズ

ハ
、

衣

ノ

ム
ネ

ハ

コ
ガ

レ

ヤ

セ

マ
シ

ト

コ

ソ
イ

フ

ベ

ケ

レ

。
色

ノ
字

ノ
イ

ロ
λ
～

ア

ヤ

シ

キ

ナ

リ

。

両
義

御

案

可

候

。

但

是

ハ

ア

マ
リ

ノ

義

歟

。

(
『
古

今

集

注

』

五

七

二

)

、

こ

の
中

で

「
或

人

」

が

「
此

義

ア

シ

カ

ラ

ヌ

ニ
、

イ

ロ

モ

エ
ナ

マ
シ
ト
イ

フ
、

色

ノ
字

イ

カ

ゾ
ト

キ

コ

ユ
」

と

教

長

の
注

釈

の

一
節

を

引

き

な

が

ら

「
イ

カ

"

ト

キ

コ

ユ
」

と

疑

問

を

提

示

し

つ

つ
自

説

を

披

露

し

て

い

て
、

明

ら

か

に
教

長

注

を

見

て

い
る

。

冒

頭

に
確

認

し

た

よ
う

に

、
教

長

の
注

釈

は

仁

和

寺

で
守

覚

法

親

王

に

講

義

さ

れ

、

そ

れ

が

筆

記

き

れ

た
も

の
が

六
年

か

ら

八

年

後

に

顕

昭

(8)
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に
貸
し
与
え
ら
れ
て
、
顕
昭
の
古
今
集
注
釈
が
成

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
、

仁
和
寺
外
に
流
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
注
釈
が
教
長
か
ら
守
覚

へ

の
伝
授
で
あ
る
こ
と
や
、
顕
昭
自
身

が
仁
和
寺
に
住
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、

や
は
り
仁
和
寺
の
中
で

『教
長
古
今
集
註
』
を
見
た
人
物
が
い
た
と
す
る
ほ
う

が
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
人
物
の
批
判
を
顕
昭
は
書
き
載
せ
た

わ
け
で
、
守
覚
、
顕
昭
以
外
の
仁
和
寺
の
関
係
者
が
、
教
長
の
古
今
集
注
釈
を

見
て
い
た
の
で
あ
り
、
古
今
集
注
釈
あ
る
い
は
限
定
し
て
教
長
の
注
釈
を
批
評

し
合
う
場
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

さ
ら
に
、
顕
昭
は
、
教
長
と

「或
人
」
の
二
説
に
対
し
て
論
評
を
加
え
つ
つ
、

最
後
に

「
両
義
御
案
可
候
」
と
最
終
判
断
は
守
覚
法
親
王
に
委
ね
て
い
る
。
教

長
注
釈
の
捻
示
、
「或
人
」

の
批
判
、
顕
昭
の
論
評
と
判
断
、
さ
ら
に
守
覚

へ

の
最
終
判
断

の
促
し
、
と
生
き
生
き
と
し
た
和
歌
注
釈
の
場
の
よ
う
す
が
伝
わ

っ

て
く
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
場
の
存
在

を
実
体
的
に
想
定
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
何
ら
か
の
歌
学

の
場
の
存
在

が
、
顕
昭
に
、
教
長
注
釈
に
重
ね
て
の
古
今
集
注
釈
を
促
す
機
運
を
醸
成
し
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
み
た
い
。

本
草
に
も
ど
っ
て
い
え
ば
、
本
草
書
か
ら
の
引
用
ば
か
り
で
な
く
、

医
書
に
は
不
見
之
由
、
医
家
に
は
申
せ
ど
、
黄
菊
は
良
薬
と
申
伝
た
り
。

(
『袖
中
抄
』
そ
が
ぎ
く
)

或
医
師
の
申
侍
し
は
、
橙
は
宅
耕
反
た
う
と
よ
む
。
訓
は
あ
ま
た
ち
ば
な

也
。
橘
皮
に
は
不
用
也
。

(同
、
あ

へ
た
ち
ば
な
)

な
ど
と
、
医
師
か
ら
口
頭
で
教
示
さ
れ
た
こ
と
を
書
き
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
医
師
が
仁
和
寺
関
係
者
で
あ
る
と
は
も
ち
ろ
ん
わ
か
ら
な

い
が
、
仁
和
寺

の
文
化
的
環
境
か
ら
は
、

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
、
仁
和
寺
に
お
け

る
和
歌
注
釈
の
場
と
本
草
学
と

の
接
点
に
顕
昭
が
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

仁
和
寺
関
係
者
、
仁
和
寺
に
出
入
り
す
る
人
た
ち
か
ら
の
多
く
の
教
唆
を
得
な

が
ら
、
顕
昭
の
歌
学
は
厚
み
を
増
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

顕
昭
の
歌
学
書
、
特
に
顕
昭
歌
学
の
到
達
点
を
示
す

『袖
中
抄
』
の
注
釈
を

検
討
し
て
み
る
と
、
引
用
書
目
の
多
様
さ
に
よ
る
注
釈
量
の
圧
倒
的
増
大
を
指

摘
で
き
る
。
先
に
引
用
し
た

「わ
す
れ
草
」
の
項
の
引
用
書
目
を
列
記
し
て
み

る
と
、
傍
線
を
付
し
た
と
お
り
と
な
り
、
執
拗
に
引
用
を
重
ね
な
が
ら
そ
の
合

間
に
、
「今
云
」
「私
云
」
「今
案
云
」
な
ど
と
自
身

の
考
証
を
簡
単

に
加
え

て

い
る
の
で
あ
る
。
自
説

の
主
張
、
開
陳
と
い
う
よ
り
は
、
諸
注
集
成

の
様
相
を

呈
し
て
い
る
。
『古
今
集
注
』
と
比
べ
て
み
て
も

「大
略
釈
奥
義
外
歌
」
と

い

う
基
本
方
針
に
対
し
、
『袖
中
抄
』
で
は
、
『奥
義
抄
』
を
も
集
成
の
対
象
と
し
、

ハ
ぬ
　

集
成
的
性
格
が
際
だ

っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

冒
頭
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
守
覚
法
親
王
の
、
聖
教
や
儀
式
次
第
に
関
す
る
学

問
の
特
質
と
し
て
、
集
成
的
な
特
徴
が
、
阿
部
泰
郎
氏
ら
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ

　き

て
い
る
。
付
会
を
お
そ
れ
ず

い
え
ば
、
『袖
中
抄
』
の
諸
注
集
成
的
な
特
徴
も
、

守
覚
の
学
問
的
方
法
論
を
踏
襲
し
た
結
果
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
献
主
義

こ
そ
仁
和
寺
の
学
の
特
徴
で
あ
る
。
『袖
中
抄
』
は
、
そ
の
意
味
で
、
広
く
仁

和
寺
の
学
の
中
の
ひ
と

つ
の
産
物
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
、
憶
測
に
憶
測
を
重
ね
る
結
果
と
な

っ
た
が
、
顕
昭
歌
学

へ
の
仁
和
寺

の
場
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
た
い
。
ま
た
、

顕
昭
の
古
今
集
注
釈
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
号
を
期
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

(1
)
阿
部
泰
郎

「守
覚
法
親
王
に
お
け
る
文
献
学
」
(
阿
部
泰
郎

・
山
崎

誠
編

『守
覚
法
親
王
と
仁
和
寺
御
流

の
文
献
学
的
研
究

論
文
篇
』
平

10

・
2
)
は
、
「守
覚
に
お
け
る

"文
献
学
"
と
は
、
自
身

が
監
修
者

(9)
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と
な
り
制
作
者
と
な

っ
て
の
集
団
的
営
為
に
よ
る
、
文
献
の
蒐
集
と
そ

の
部
類
に
よ
る
体
系
化
.1
す
な
わ
ち
類
聚
で
あ
り
、
そ
の
方
法

の
許
に

更
な
る
あ
ら
た
な
範
型
を
創

出
し
よ
う
と
す
る
、
書
物
を
媒
ち
と
し
て

の
世
界
形
象

の
事
業
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ま
た
、
顕
昭
の
歌
学
書
に
つ

い
て
は

「守
覚

の
許
で
の
顕
昭
を
は
じ
め
と
す
る
歌
人

・
歌
学
者

の
歌

書
の
注
釈
進
講
と
、
そ
の
所
産
と
し
て
の
注
釈
書
進
献
と
い
う
事
跡
も
、

こ
う
し
た
守
覚
そ
の
人
の
積
極
的
な

"文
献
学
"
と

い
う
べ
き
志
向
と

活
動

の

一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
2
)
拙
稿

「古
今
集
注
釈
史
の
始
発

崇
徳
院
御
本
を
め
ぐ

っ
て

ー
」

(『文
芸
研
究
』
幽
集
、
平
10

・
3
)

(
3
)
橋
本
進
吉

「法
橋
顕
昭
の
著
書
と
守
覚
法
親
王
」
(
『史
学
雑
誌
』
大

9

・
3
、
著
作
集
第
十
二
冊

『伝
記

・
典
籍
研
究
』
昭
47

・
3
所
収
)
、

岡
田
希
男

「袖
中
抄

の
著
述
年
代
に
関
す
る
疑
問
」
(『
国
語
国
文
』
昭

7

・
4
、
5
、
昭
8

・
8
)
、
久
曽
神
昇

『顕
昭

・
寂
蓮
』
(昭
17

・
9
)、

吉
永
登

「袖
中
抄
に
お
け
る
万
葉
語
の
研
究
ー

特
に
そ
の
方
法
論

的

考

察

」

(
『
国

文

学

』

関

西

大

学

、

1
号

、

昭

25

・
5

)
、

西

村

加
代
子

「顕
昭
と
清
輔

学
説

の
継
承
と
対
立
を
め
ぐ

っ
て
ー

」

(
『
国

語

と

国

文

学

』

昭

52

・
7

、

『平

安

後

期

歌

学

の
研

究

』

平

9

・

9
所

収

)
な

ど

。

(4
)
荒
木
浩

「
「宇
治
大
納
言
物
語
」
享
受
史
上
の
分
岐

i

顕
昭
所

引
の
佚
文
を
め
ぐ

っ
て

」
(
『説
林
』
36
号
、
昭
63

・
2
)

(5
)
佐
藤
晃

「中
世
日
本
の
内
な
る
内
と
外
を
め
ぐ

っ
て
」
(『日
本
文
学
』

平
13

・
7
)

(
6
)
顕
昭
引
用
の
資
料
は
、
荒
木
浩
注

(
4
)
論
文
ほ
か
、
田
中
徳
定

「歌
学
書
に
み
ら
れ
る
説
話

に
つ
い
て

顕
昭
の
著
作
を
め
ぐ
る
二
、

三
の
報
告

」
(
『論
輯
』
駒
沢
大
学
大
学
院
国
文
学
会

、
13
号
、

昭
60

・
2
)、
白
山
芳
太
郎

「顕
昭

「古
今
集
序
注
」

の
引
用
書

に
関

す
る

一
考
察
」
(『皇
学
館
論
叢
』
8
巻
4
号
、
昭
50

・
8
)
な
ど
に
よ

つ

て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
橋
本
不
美
男

・
後
藤
祥
子

『袖

中
抄
の
校
本
と
研
究
』
(昭
60

・
2
)、
『歌
論
歌
学
集
成
』
第
四
、
五

巻

(川
村
晃
生
校
注
)
に
よ

っ
て
、
飛
躍
的
に
進
展
し
た
。
本
稿
で
も

両
書
に
は
大

い
に
学
恩
を
蒙

っ
て
い
る
。

(
7
)
顕
昭
の
伝
記
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
注

(3
)
の
橋
本
進
吉
、
久
曽

神
昇
氏
の
両
書
、
お
よ
び
西
沢
誠
人

「顕
昭
攷

仁
和
寺
入
寺
を

め
ぐ

っ
て

」
(『和
歌
文
学
研
究
』
28
号
、
昭
47

・
6
)
、
西
村
加

代
子

「仁
和
寺
移
住
前
後

の
顕
昭
」
(
『神
戸
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
』

15
号
、
昭
57

・
3
、
『平
安
後
期
歌
学
の
研
究
』
平
9

・
9
所
収
)、
川

上
新

一
郎

『六
条
藤
家
歌
学

の
研
究
』
(平
11

・
8
)
を
参
照
し
た
。

(
8
)
土
谷
恵

「
中
世
初
期
の
仁
和
寺
御
室

『古
今
著
聞
集
』

の
説
話

を

中

心

に

ー

」

(
『
日

本

歴

史

』

昭

60

・
12

)

(
9
)
仁
和
寺
紺
表
紙
小
双
紙
研
究
会
編

『守
覚
法
親
王
の
儀
礼
世
界

仁
和
寺
蔵
紺
表
紙
小
双
紙

の
研
究

』
(平
7

・
2
)、
阿
部
泰
郎

・

山
崎
誠
編

『守
覚
法
親
王
と
仁
和
寺
御
流
の
文
献
学
的
研
究

論
文
篇

・

資
料
篇

仁
和
寺
蔵
御
流
聖
教
』
(平
10

・
2
)
参
照
。
仁
和
寺

の
諸

学
問
に
つ
い
て
は
、
故
実
や
漢
学
に
関
し
て
、
山
崎
誠

「真
俗
交
談
記

考

ー

仁
和
寺
文
苑
の

一
考
察

」
(『国
語
と
国
文
学
』
昭
56

・

1
、
『
中
世
学
問
史
の
基
底
と
展
開
』
平
5

・
2
所
収
)
「秘
説
の
興
宴

真
俗
交
談
記

・
真
俗
擲
金
記

i

」
(
『日
本
文
学
』
昭
63

・
3
、

同
右
所
収
)
、
悉
曇
学

に
関
し
て
は
、
佐
藤
正
伸

「
守
覚
法
親
王
作

『十
八
道
次
第
』
に
つ
い
て
」
(阿
部
泰
郎

・
山
崎
誠
編

『守
覚
法
親
王

(10)
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●

と
仁
和
寺
御
流
の
文
献
学
的
研
究

論
文
篇
』
平
10

・
2
)
な
ど
。

(10
)
太
田
晶
二
郎

「
「桑
華
書
誌
」
所
載

「古
蹟
歌
書
目
録
」
i

「今

鏡
」
著
者
問
題
の

一
徴
証
な
ど

」
(『
日
本
学
士
院
紀
要
』
12
巻
3
号
、

昭
29

・
11
)

(
11
)
杉
立
義

一

『医
心
方
の
伝
来
』
(平
3

・
3
)

(
12
)
土
谷
恵
注

(8
)
論
文

(
13
)
西
村
加
代
子

「仁
和
寺
和
歌
圏
と
顕
昭

覚
性
法
親
王
時
代
に
お

け
る

ー

」
(
『国
文
論
叢
』
神
戸
大
学
、
9
号
、
昭
57

・
3
、
『平
安

後
期
歌
学
の
研
究
』
平
9

・
9
所
収
)
、
松
野
陽

一

『鳥
帚

-

千
載

集
時
代
和
歌
の
研
究

i

』

(平
7

・
11
)
な
ど
。

(
14
)
「集
成
的
」
と

い
う
指
摘
は
、
吉
永
登
注

(3
)
論
文
に
拠
る
。

(
15
)
阿
部
泰
郎
注

(1
)
論
文

本
文
は
、
『教
長
古
今
集
註
』
は
京
都
大
学
付
属
図
書
館
蔵
本

(
四
-
二

三
/
貴
/
コ
ー
)
の
紙
焼
写
真
本

に
、
『顕
昭
古
今
集
注
』

は

『
日
本
歌
学

大
系
別
巻
四
』
所
収
本
に
拠

っ
た

。
『袖
中
抄
』
は

『歌
論
歌
学
集
成
』
第

四
、
五
巻

(川
村
晃
生
校
注
)
所
収
本
に
拠
り
、
橋
本
不
美
男

・
後
藤
祥
子

『袖
中
抄
の
校
本
と
研
究
』
(昭
60

・
2
)
を
参
照
し
た
。
『千
五
百
番
歌
合
』

は

『国
歌
大
観
』
所
収
本
に
拠

っ
た
。
他
は
、
通
行

の
活
字
本
に
拠
る
。

(11)
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