
大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―

第
四
十
二
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈

武

田

元

治

こ
こ
で
と
り
上
げ
る

『

右
大
臣
家
歌
合』

は
、
治
承
三
年

(

一
一
七
九)

十
月
、

右
大
臣
藤
原
兼
実
が
自
邸
で
催
し
た
十
題
三
十
番
の
撰
歌
合
で
あ
る
。

そ
の
作
ら
れ
た
状
況
は
、
兼
実
の
日
記

『

玉
葉』

に
よ
る
と
、
歌
題
十
題
に
つ

い
て
左
右
の
歌
人
各
十
人
が
詠
ん
だ
歌
か
ら
、
左
方
右
方
そ
れ
ぞ
れ
の
合
議
で
左

右
各
三
十
首
を
撰
ば
せ
、
こ
れ
を
結
番
し
て
、
十
月
十
八
日
に
兼
実
邸
で
披
講
を

し
た
と
い
う
。
そ
し
て
十
月
二
十
日
、
こ
の
撰
歌
合
の
書
巻
を
藤
原
俊
成
の
も
と

に
送
り
、
勝
負
を
判
定
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

俊
成
は
左
方
の
歌
人
で
も
あ
っ
た
が
、
出
家
の
身
で
あ
り
、
ま
た
判
者
と
し
て

公
平
を
期
す
る
た
め
、
撰
歌
や
結
番
や
披
講
の
場
に
は
出
席
し
て
い
な
い
。
な
お
、

俊
成
判
の
兼
実
家
歌
合
で
現
存
す
る
の
は
、
こ
れ
が
唯
一
の
も
の
に
な
る
。

こ
の
歌
合
の
伝
本
は
、
二
類
に
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
類
本
に
属
す
る

版
本
を
底
本
と
す
る

『

新
編
国
歌
大
観』

の
本
文
に
よ
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
解
釈

を
試
み
る
。
た
だ
し
句
読
点
や
返
り
点
は
、
私
見
に
よ
っ
て
新
し
く
付
し
た
。

右
大
臣
家
歌
合
九
条
殿
下
兼
実

治
承
三
年
十
月
十
八
日

題

霞

花

子
規

月

紅
葉

雪

祝

恋

旅

述
懐

歌
人

左
方

女
房

皇
太
后
宮
大
夫
入
道

季
経
朝
臣

隆
信
朝
臣

行
頼
朝
臣

師
光

良
清

俊
恵

寂
蓮

別
当
局
皇
嘉
門
院
女
房

右
方

大
弐
入
道

源
三
位
頼
政

経
家
朝
臣

基
輔
朝
臣

資
隆
朝
臣

仲
綱

資

忠

顕
昭

道
因

丹
後
右
府
女
房

判
者

皇
太
后
宮
大
夫
入
道
釈
阿

一
番

霞

左
勝

皇
太
后
宮
大
夫
入
道

1

や
ま
た
か
み
峰
の
か
け
ぢ
を
見
わ
た
せ
ば
岩
も
霞
に
う
づ
も
れ
に
け
り

右

大
弐
入
道

2

た
ち
わ
た
る
春
の
霞
も
わ
か
れ
ぬ
は
け
ぶ
り
に
な
る
る
し
ほ
が
ま
の
浦

左
歌
、
山
の
霞
岩
を
う
づ
め
る
ば
か
り
な
ん
。
こ
と
な
る
事
見
え
侍
ら
ず
。

右
歌
、
し
ほ
が
ま
の
浦
は
す
こ
し
い
ぶ
せ
き
様
に
や
侍
ら
ん
。
彼
浦
は
、
松

の
か
げ
波
の
気
色
、
眺
望
か
ぎ
り
な
き
所
に
ぞ
侍
る
な
る
。
さ
れ
ば
伊
勢
物

語
に
も
、
我
が
御
門
六
十
余
国
の
中
に
し
ほ
が
ま
の
浦
に
似
た
る
所
な
か
り

け
り
と
ぞ
か
き
侍
る
め
る
。
霞
も
わ
か
れ
ず
け
ぶ
り
に
な
る
る
と
こ
ろ
ば
か

り
い
は
る
る
は
、
浦
も
ほ
い
な
く
や
侍
ら
ん
。
左
の
歌
よ
ろ
し
き
に
は
あ
ら

ね
ど
、
一
番
の
左
な
る
に
よ
り
て
、
勝
と
定
め
申
す
。

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈
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�通
釈
】一

番

霞

左
勝

皇
太
后
宮
大
夫
入
道

1

山
が
高
い
の
で
、
峰
の
険
し
い
道
を
見
渡
す
と
、
そ
び
え
る
岩
も
、
霞
に
す
っ

か
り
隠
さ
れ
て
い
た
。

右

大
弐
入
道

2

一
面
の
春
霞
も
、
そ
れ
と
見
定
め
か
ね
る
の
は
、(

藻
塩
を
焼
く)

煙
の
絶
え

な
い
塩
竈

し
お
が
ま

の
浦
だ
。

左
の
歌
は
、
山
の
霞
が
岩
を
覆
っ
て
い
た
と
詠
ん
だ
だ
け
の
作
で
す
。
格
別

な
取
り
柄
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
対
す
る
右
の
歌
の
塩
竈
の
浦
は
、
少
々
う
っ

と
う
し
い
有
様
で
し
ょ
う
か
。
あ
の
塩
竈
の
浦
は
、
松
の
形
と
い
い
波
の
様

子
と
い
い
、
眺
望
が
こ
の
上
も
な
く
優
れ
た
所
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
で

『

伊

勢
物
語』

に
も
、｢

わ
が
国
の
六
十
余
国
の
中
で
、
塩
竈
の
浦
に
匹
敵
す
る

景
色
の
所
は
な
か
っ
た｣

と
書
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
霞
も
見
定
め
難
い
ほ

ど

(

塩
を
焼
く)

煙
の
絶
え
な
い
と
こ
ろ
だ
け
を
詠
ま
れ
る
の
で
は
、
塩
竈

の
浦
と
し
て
不
本
意
な
こ
と
か
と
思
わ
れ
ま
す
。(

右
歌
は
そ
う
い
う
難
点

が
あ
る
の
で
、)

対
す
る
左
の
歌
は
、
別
に
よ
い
歌
で
は
な
い
が
、
一
番
の

左
の
歌
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
勝
と
判
定
し
ま
す
。

�注
】
○
峰
の
か
け
ぢ

峰
の
険
し
い
道
。｢

懸
路

か
け

ぢ｣

は
、
険
し
い
山
道
。
○
わ
か

れ
ぬ

見
定
め
ら
れ
ぬ
。｢

分わ

く｣

は
、
判
別
す
る
意
。
○
し
ほ
が
ま
の
浦

塩し
ほ

竈が
ま

の
浦
。
陸
奥

み
ち
の
く

の
歌
枕
。
今
の
宮
城
県
の
松
島
湾
の
支
湾
、
塩
竈
湾
の
古
名
。

『

古
今
集』

東
歌
の

｢

み
ち
の
く
は
い
づ
く
は
あ
れ
ど
し
ほ
が
ま
の
浦
こ
ぐ
舟
の

綱
手
か
な
し
も｣
(

一
〇
八
八)

な
ど
で
も
知
ら
れ
た
所
。｢

塩
竈｣

の
地
名
は
、

平
安
時
代
に
製
塩
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
○
わ
が
御
門
六
十
余
国

｢

御み

門か
ど｣

は
、
こ
こ
で
は
天
皇
の
治
め
る
国
土
。『

延
喜
式』

に
よ
れ
ば
当
時
六
十

六
国
二
島
が
あ
っ
た
。
な
お
以
下
の
引
用
は

『

伊
勢
物
語』

八
十
一
段
に
見
え
る
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、｢

峰
の
懸
路

か
け

ぢ｣

を
見
渡
す
と
、｢

岩
も
霞
に
う
づ
も
れ
に
け

り｣

と
、
そ
び
え
る
岩
を
押
し
包
ん
だ
春
霞
の
様
子
を
、
言
葉
を
飾
ら
ず
、
の
び

や
か
に
歌
っ
て
い
る
。
作
者
の
俊
成
は
、
歌
合
の
歌
は
お
お
ら
か
に
詠
む
の
が
よ

い
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
、
多
く
の
判
詞
か
ら
察
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
歌

な
ど
も
そ
の
考
え
を
実
践
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、｢

立
ち
わ
た
る
春
の
霞｣

を
見
定
め
か
ね
る
場
合
と
し
て
、
藻
塩

を
焼
く
た
め
に

｢

煙
に
な
る
る
塩
竈
の
浦｣

を
と
り
上
げ
る
、
着
想
上
の
工
夫
を

見
せ
て
い
る
。
こ
う
い
う
着
想
は
、
谷
山
茂
氏
が
日
本
古
典
文
学
大
系

『

歌
合
集』

に
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
古
歌
に
学
ん
で
工
夫
を
加
え
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
次
の
よ
う
な
古
歌
が
あ
る
。

浦
近
く
立
つ
秋
霧
は
藻
塩
焼
く
煙
と
の
み
ぞ
見
え
わ
た
り
け
る

(『

寛
平
御

時
后
宮
歌
合』

七
九
。『

後
撰
集』

二
七
三
、
よ
み
人
し
ら
ず)

藻
塩
焼
く
煙
に
な
る
る
須
磨
の
あ
ま
は
秋
立
つ
霧
も
わ
か
ず
や
あ
る
ら
ん

(『

拾
遺
集』

一
〇
九
六
、
よ
み
人
し
ら
ず)

こ
れ
ら
の
歌
の
発
想
に
基
づ
き
、
秋
霧
を
春
霞
に
換
え
て
詠
ん
だ
の
が
、
重
家
の

次
の
歌
と
見
ら
れ
る
。

た
ち
わ
た
る
春
の
霞
を
須
磨
の
あ
ま
は
お
の
が
藻
塩
の
煙
と
や
見
る

(

仁
安

二
年

『

清
輔
朝
臣
家
歌
合』

、『

重
家
集』

三
二
二)

そ
し
て
、
こ
の
一
首
に
さ
ら
に
手
を
加
え
、
場
所
を
須
磨
に
換
え
て
塩
竈
の
浦
と

し
て
詠
ん
だ
霞
の
歌
が
、
大
弐
入
道

(

重
家)

の
右
歌
、

た
ち
わ
た
る
春
の
霞
も
わ
か
れ
ぬ
は
け
ぶ
り
に
な
る
る
塩
竈
の
浦

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
自
作
の
左
歌
に
つ
い
て
は
、
山
の
霞
が
岩
を
う
ず
め
た
と
詠

ん
だ
だ
け
の
作
で
、
別
に
取
り
柄
は
な
い
と
言
う
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
詠
ま
れ
た
塩
竈
の
浦
は

｢

す
こ
し
い
ぶ
せ
き
様
に
や
侍
ら

ん｣

と
批
評
し
、『

伊
勢
物
語』

(

八
十
一
段)

に
も
全
国
で
似
た
所
の
な
い
景
勝

の
地
と
す
る
の
に
、
塩
を
焼
く
煙
の
絶
え
な
い
点
の
み
を
詠
ん
だ
こ
と
を
問
題
視

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
対
す
る
自
作
の
左
歌
を
、｢

よ

ろ
し
き
に
は
あ
ら
ね
ど｣

と
こ
と
わ
っ
た
上
で
勝
と
判
定
す
る
。

そ
の
場
合
、
自
作
が
一
番
左
歌
な
の
で
勝
と
し
た
と
も
俊
成
は
言
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
そ
う
い
う
歌
合
独
特
の
評
価
の
慣
例
に
よ
っ
た
と
す
る
ら
し
い
が
、
こ

の
慣
例
は
歴
史
的
に
見
て
、
あ
る
程
度
用
い
ら
れ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど

も
、
絶
対
的
な
基
準
で
は
な
か
っ
た
。
俊
成
が
判
者
を
務
め
た
近
い
例
で
見
る
と
、
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嘉
応
二
年

(

一
一
七
〇)

の

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

で
は
、
一
番
左
が
公
通
の

歌
、
右
が
俊
成
の
歌
だ
が
、
俊
成
は
持
と
判
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、

こ
の

『

右
大
臣
家
歌
合』

で
俊
成
が
自
作
を

｢

一
番
の
左
な
る
に
よ
り
て｣

勝
と

す
る
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
手
前
勝
手
と
見
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
た
だ
し
左

右
の
歌
自
体
を
比
較
し
た
場
合
、
左
歌
の
方
が
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
、

誤
り
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。

二
番

左
勝

女

房

3

霞
し
く
春
の
し
ほ
ぢ
を
見
わ
た
せ
ば
み
ど
り
を
分
く
る
お
き
つ
し
ら
な
み

右

源
三
位
頼
政

4

あ
づ
ま
ぢ
を
朝
た
ち
ゆ
け
ば
か
つ
し
か
や
ま
ま
の
継
橋
霞
み
わ
た
れ
り

左
歌
、
い
と
を
か
し
く
こ
そ
見
え
侍
れ
。
春
の
霞
、
蒼
海
の
う
へ
に
ひ
き
わ

た
る
さ
ま
、
あ
さ
み
ど
り
色
を
そ
へ
た
る
に
、
お
き
つ
白
な
み
た
ち
わ
け
た

ら
む
ほ
ど
、
面
影
お
ぼ
え
侍
れ
。
右
歌
、
か
つ
し
か
や
と
い
へ
る
、
彼
ま
ま

の
つ
ぎ
橋
や
ま
ず
か
よ
は
ん
と
い
へ
る
万
葉
集
の
歌
を
お
も
ひ
て
、
東
路
の

か
す
み
お
も
ひ
や
ら
れ
て
、
こ
こ
ろ
ぼ
そ
く
覚
え
侍
れ
ど
、
歌
の
す
が
た
は

し
ひ
て
こ
と
な
ら
ぬ
な
る
べ
し
。
な
ほ
、
み
ど
り
を
分
く
る
お
き
つ
し
ら
な

み
は
、
た
ち
ま
さ
り
て
侍
る
。

裏
書
云
、
あ
の
お
と
せ
ず
ゆ
か
ん
こ
ま
も
が
か
つ
し
か
の
ま
ま
の
つ
ぎ
は
し

や
ま
ず
か
よ
は
ん

�通
釈
】二

番

左
勝

女

房

3

霞
の
広
が
る
、
春
の
潮
路
を
見
渡
す
と
、
一
面
の
緑
を
分
け
て
沖
に
白
波
が
立

つ
。

右

源
三
位
頼
政

4

東
路

あ
ず
ま
じ

を
、
朝
、
出
掛
け
て
行
く
と
、
�
飾

か
つ
し
か

の
真ま

間ま

の
継
橋

つ
ぎ
は
し

の
辺
り
は
一
帯
に
霞

ん
で
い
た
。

左
の
歌
は
、
大
層
面
白
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
春
霞
が
青
い
海
の
上
に
広
く
た

な
び
い
て
い
る
状
態
で
、
薄
い
青
色
を
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
沖
の
白
波

が
立
ち
隔
て
た
と
見
え
る
様
子
が
、
面
影
と
し
て
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
の
で

す
。
右
の
歌
で
、｢

�
飾

か
つ
し
か

や｣

と
詠
ん
だ
の
は
、
あ
の

｢

真ま

間ま

の
継
ぎ
橋
や

ま
ず
通
は
ん｣

と
詠
ん
だ

『

万
葉
集』

の
歌
が
心
に
浮
か
び
、
東
路

あ
ず
ま
じ

の
霞
が

思
い
や
ら
れ
て
、
心
細
い
気
が
す
る
の
で
す
が
、
歌
の
姿
は
と
り
た
て
て
際

立
っ
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
や
は
り
、(

左
の)

｢

緑
を
分
く
る
沖
つ

白
波｣

の
歌
の
方
が
、
立
ち
ま
さ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

裏
書
き
に
記
す
歌
、｢

足あ

の
音お
と

せ
ず
行
か
む
駒こ
ま

も
が
�
飾

か
つ
し
か

の
真ま

間ま

の
継
橋

つ
ぎ
は
し

や

ま
ず
通
は
ん｣

�注
】
○
霞
し
く

霞
が
一
面
に
広
が
る
。
○
し
ほ
ぢ

潮
路
。
海
流
の
流
れ
る

道
筋
の
意
か
ら
、
海
上
、
海
原
の
意
に
も
用
い
ら
れ
た
。
○
み
ど
り

今
日
言
う

｢

み
ど
り｣

(

青
と
黄
の
間
色)

の
外
に
、
青
、
藍
の
色
も
含
め
て
広
く
表
わ
す
語

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
空
や
海
の
色
を
表
わ
す
の
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
○
あ
づ

ま
ぢ

東
路

あ
ず
ま
ぢ

。
都
か
ら
東
国
に
行
く
道
筋
。
○
か
つ
し
か
や
ま
ま
の
継
橋

�
か
つ

飾し
か

や
真ま

間ま

の
継
橋

つ
ぎ
は
し

。
下
総

し
も
ふ
さ

の
国
の
歌
枕
。｢

�
飾｣

は
、
今
の
東
京
都
の
東
部
か
ら

千
葉
県
の
西
部
な
ど
に
わ
た
る
、
江
戸
川
下
流
一
帯
の
地
。｢

真
間｣

は
、
今
の

千
葉
県
市
川
市
真
間
町
の
辺
り
。｢

継
橋｣

は
、
川
の
中
の
所
々
に
柱
を
立
て
、

そ
の
上
に
板
を
継
ぎ
足
し
て
渡
し
た
橋
。『

万
葉
集』

東
あ
づ
ま

歌う
た

に

｢

足あ

の
音
せ
ず
行

か
む
駒こ

ま

も
が
�
飾
の
真
間
の
継
橋
や
ま
ず
通
は
む｣

(

三
四
〇
五

三
三
八
七)

と
詠
ま
れ
て
い
る
。

○
面
影

お
も
か
げ
。
視
覚
的
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
。
後
に

｢

お
ぼ

ゆ｣
｢

あ
り｣

な
ど
の
語
を
添
え
、
歌
の
特
長
を
示
す
評
語
と
し
て
、
俊
成
が
判

詞
に
使
い
生
か
し
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お

｢

考
察｣

で
も
触
れ
る
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
霞
の
立
ち
こ
め
た
春
の
潮
路
を
見
渡
す
と
、｢

み
ど
り
を
分

く
る
沖
つ
白
波｣

が
眼
前
に
あ
る
と
詠
む
。
の
び
や
か
な
詠
み
様
で
、｢

み
ど
り｣

と
｢

白｣

の
配
合
も
印
象
的
な
一
首
と
見
え
る
。
な
お
、
作
者
は

｢

女
房｣

と
あ

る
が
、
右
大
臣
九
条
兼
実
の
作
で
あ
る
。

右
の
歌
は
、『

万
葉
集』

の
東
歌
に
歌
わ
れ
た

｢

�
飾｣

の

｢

真
間
の
継
橋｣

を
歌
材
と
し
て
、
そ
の
一
面
に
霞
む
様
子
を
詠
む
。｢

霞
み
わ
た
れ
り｣

の

｢

わ

た
る｣

は
、｢
橋｣

の
縁
語
で
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、｢

い
と
を
か
し
く｣

見
え
る
と
言
い
、

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈
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特
に
海
原
に
霞
の
立
ち
こ
め
た
青
の
世
界
を
白
波
が
分
け
る
イ
メ
ー
ジ
に
注
目
し

て
、｢

面
影
お
ぼ
え
侍
れ｣

と
評
し
て
い
る
。

こ
の

｢

面
影｣

の
語
を
用
い
て
歌
の
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
面
で
の
特
長
を
示

す
こ
と
は
、
俊
成
に
始
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
俊
成
は
こ
の

｢

面
影｣

の
語
を
、
こ

れ
以
前
に
は

『

広
田
社
歌
合』

と

『

別
雷
社
歌
合』

の
判
詞
に
各
一
例
用
い
て
い

る
が
、
当
面
の

『

右
大
臣
家
歌
合』

で
は
外
に
十
一
番
の
判
詞
に
も
用
い
、
俊
成

の
一
生
を
通
じ
て
合
計
十
五
例
ほ
ど
の
用
例
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い

う

｢

面
影｣

に
注
目
し
て
歌
を
見
る
観
点
は
、
後
に
定
家
な
ど
に
も
受
け
継
が
れ

て
ゆ
く
の
で
、
歌
論
史
上
注
目
さ
れ
る
と
思
う
。

一
方
、
右
歌
に
つ
い
て
は
俊
成
は
、
そ
の
用
語
か
ら

『

万
葉
集』

の
東
歌
を
思

い
浮
か
べ
、
東
路
の
霞
が
思
い
や
ら
れ
て

｢

心
細
く｣

は
感
じ
る
が
、
歌
の
姿
は

際
立
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
評
す
る
。
こ
の

｢

心
細
く｣

は
、
肯
定
的
な
評
語
で

あ
ろ
う
。
た
だ
左
右
を
比
べ
る
と
、
左
が
勝
る
と
し
て
い
る
。

�備
考
】
二
番
左
歌
は

『

千
載
集』

(

八)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

三
番

左
持

寂

蓮

5

た
ち
か
へ
り
く
る
と
し
な
み
や
こ
え
ぬ
ら
ん
霞
か
か
れ
る
す
ゑ
の
ま
つ
山

右

仲

綱

6

み
つ
し
ほ
に
か
く
れ
ぬ
沖
の
は
な
れ
石
か
す
み
に
し
づ
む
春
の
あ
け
ぼ
の

左
、
末
松
山
に
年
を
こ
し
浪
を
か
く
る
事
、
つ
ね
の
こ
と
な
る
様
に
侍
れ
ど
、

す
が
た
詞
優
に
侍
る
な
る
べ
し
。
右
、
こ
こ
ろ
も
め
づ
ら
し
く
侍
る
を
、
は

な
れ
石
や
こ
と
に
見
所
あ
る
物
に
侍
ら
ざ
ら
む
。
末
松
山
は
を
か
し
き
所
の

め
な
れ
た
る
様
に
侍
る
。
は
な
れ
石
、
か
ど
有
り
て
珍
し
。
こ
と
な
る
事
な

き
に
や
と
て
、
こ
れ
を
な
ず
ら
へ
て
持
と
申
す
べ
し
。

�通
釈
】三

番

左
持

寂

蓮

5

ま
た
訪
れ
た
新
し
い
年
が
、
越
え
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
霞
の
か
か
っ
て
い

る
末
の
松
山
よ
。右

仲

綱

6

満
ち
潮
に
隠
れ
な
い
沖
の
離
れ
岩
が
、
霞
に
深
く
包
ま
れ
て
し
ま
っ
た
、
春
の

あ
け
ぼ
の
よ
。

左
の
歌
は
、
末
の
松
山
で
新
年
を
迎
え
る
趣
で
、
波
を
掛
け
て
詠
む
の
は
、

珍
し
く
な
い
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、
歌
の
姿
や
言
葉
の
優
美
な
作
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
右
の
歌
は
、
着
想
は
目
新
し
い
の
で
す
が
、
離
れ
岩
と
い
う

も
の
は
さ
し
て
見
所
の
あ
る
歌
材
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。(

左
の)

末
の
松

山
の
歌
は
、
興
趣
あ
る
所
の
、
見
慣
れ
た
様
子
の
作
で
す
。
対
す
る

(

右
の)

離
れ
岩
の
歌
は
、
才
気
が
あ
っ
て
目
新
し
い
。
た
だ
際
立
っ
た
特
長
と
い
う

ほ
ど
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
、
左
右
を
同
列
に
置
い
て
持
と
判
定

し
ま
し
ょ
う
。

�注
】
○
た
ち
か
へ
り
く
る
と
し
な
み

ま
た
巡
っ
て
く
る
新
し
い
年
。｢

年
波

と
し
な
み｣

は
、｢

年｣

を
波
に
例
え
て
言
う
語
で
、
こ
こ
で
は
そ
の

｢

波｣

が

｢

た
ち｣

｢

か

へ
り｣

と
の
縁
語
関
係
を
作
る
。
○
す
ゑ
の
ま
つ
山

末
の
松
山
。
陸
奥

み
ち
の
く

の
国
の

歌
枕
。
今
の
宮
城
県
多
賀
城
市
八
幡
、
末
松
山

ま
つ
し
ょ
う
ざ
ん

宝
国
寺
の
裏
山
の
辺
り
と
伝
え

ら
れ
る
が
、
定
か
で
な
い
。『

古
今
集』

東
歌
の

｢

君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ

が
持
た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な
む｣

(

一
〇
九
三)

を
初
め
、
多
く
の
歌
に
詠

ま
れ
る
。
○
は
な
れ
石

｢

離
れ
岩｣

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
海
中
な
ど
に
孤
立
し

た
岩
。
○
か
ど
有
り
て

気
の
き
い
た
と
ら
え
方
が
さ
れ
て
い
て
。｢

か
ど｣

は

才
覚
の
意
が
中
心
だ
が
、｢

角か
ど｣

の
心
で

｢

石｣
(

岩)

に
縁
を
も
た
せ
た
表
現
で

あ
ろ
う
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
歌
枕

｢

末
の
松
山｣

を
取
り
入
れ
、
そ
こ
を
新
し
い
年
が

越
え
た
の
か
、
霞
が
か
か
っ
て
い
る
と
詠
む
。
一
般
に
こ
の

｢

末
の
松
山｣

を
詠

み
入
れ
る
歌
は
、
初
め
は

『

古
今
集』

の
東
歌
、

君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
持
た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な
む

(

一
〇
九

三)
の
一
首
の
影
響
を
受
け
、
恋
の
歌
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
に

比
べ
て
、
季
の
歌
と
し
て

｢

末
の
松
山｣

を
詠
む
こ
と
は
、
冬
の
歌
に
仕
立
て
た

少
数
の
例
に
と
ど
ま
る
状
況
が
長
く
続
い
て
い
る
。
し
か
し
平
安
時
代
も
末
に
近

づ
く
と
、
次
の
よ
う
な
俊
頼
の
歌
な
ど
か
ら
、
霞
を
配
し
て
春
の
歌
と
し
て
詠
む

― 18― ( 18 )



傾
向
が
新
し
く
生
ま
れ
て
い
る
。

い
つ
し
か
と
末
の
松
山
か
す
め
る
は
波
と
と
も
に
や
春
も
越
ゆ
ら
ん

(『

散

木
奇
歌
集』

五)
こ
の
俊
頼
の
歌
と
、
当
面
の
左
歌
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
主
な
語
句
の
配
置
が
上

下
の
句
で
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
発
想
上
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
が
認
め
ら

れ
る
。

右
の
歌
は
、
満
ち
潮
に
も
隠
れ
な
い

｢

沖
の
離
れ
石｣

が
、
春
の
あ
け
ぼ
の
、

霞
の
奥
に
沈
ん
で
見
え
な
い
由
を
詠
む
。｢

離
れ
石｣

と
い
う
言
葉
は
、
作
者
仲

綱
の
父
頼
政
の
家
集

(
四
二
五)

に
も
用
例
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
歌
に
は
使
わ
れ

な
か
っ
た
語
で
、
そ
れ
を
霞
の
歌
の
材
料
に
生
か
そ
う
と
し
た
着
想
に
特
色
の
認

め
ら
れ
る
作
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
着
想
は
新
し
さ
に
欠
け
る
よ
う
だ
が
、

歌
の
姿
や
言
葉
が
優
美
で
あ
る
と
評
し
、
右
歌
に
つ
い
て
は
、｢

離
れ
石｣

は
見

所
の
あ
る
歌
材
と
は
言
い
難
い
が
、
そ
れ
を
用
い
た
着
想
上
の
工
夫
は
目
新
し
さ

が
あ
る
と
し
て
、
持
と
判
定
し
て
い
る
。

四
番

花

左
持

女

房

7

み
な
人
の
わ
が
も
の
が
ほ
に
お
も
ふ
か
な
花
こ
そ
ぬ
し
は
定
め
ざ
り
け
れ

右

大
弐
入
道

8
春
の
う
ち
は
吉
野
の
山
の
み
ね
な
ら
ぬ
心
も
花
に
な
り
に
け
る
か
な

左
歌
、
旨
趣
珍
重
、
事
理
叶
へ
り
。
但
上
五
七
の
句
聊
俗
に
ち
か
く
や
侍
ら

む
。
右
、
よ
し
野
の
や
ま
の
峰
な
ら
ぬ
な
ど
を
か
し
く
侍
る
を
、
心
も
花
に

と
い
へ
る
や
、
あ
だ
な
る
さ
ま
の
花
心
に
な
れ
る
な
ん
と
聞
え
侍
る
。
歌
の

こ
こ
ろ
は
花
よ
り
外
の
他
事
な
く
な
ん
あ
る
と
い
へ
る
な
る
べ
し
。
左
歌
下

句
こ
と
に
よ
ろ
し
。
右
は
上
句
を
か
し
く
侍
り
。
為
�持
。

�通
釈
】四

番

花

左
持

女

房

7

人
は
皆
、
花
を
我
が
物
の
よ
う
に
思
う
、

花
か
ら
言
え
ば
、
あ
る
じ
は
だ

れ
と
も
、
決
め
て
い
な
い
の
だ
が
。

右

大
弐
入
道

8

春
の
間
は
、
吉
野
の
山
の
峰
で
も
な
い
の
に
、
心
が
花
で
占
め
ら
れ
て
し
ま
っ

た
。左

の
歌
は
、
趣
旨
が
優
れ
、
道
理
に
合
っ
た
作
で
あ
る
。
た
だ
歌
の
初
め
の

一
二
句
は
、
い
さ
さ
か
俗
に
近
い
言
葉
遣
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
右
の

歌
は
、｢

吉
野
の
山
の
峰
な
ら
ぬ

(

心)｣

な
ど
と
詠
ん
だ
の
が
面
白
く
思
わ

れ
ま
す
が
、｢

心
も
花
に

(

な
り
に
け
る
か
な)｣

と
言
っ
た
の
は
、
か
り
そ

め
の
花
心

(

移
り
や
す
い
心)

に
な
っ
た
と
い
う
風
に
誤
解
さ
れ
る
と
思
い

ま
す
。
こ
の
歌
の
真
意
は
、
花
以
外
の
こ
と
は
心
に
な
い
と
詠
ん
だ
の
で
し
ょ

う
。
左
の
歌
は
下
の
句
が
特
に
結
構
で
す
。
右
の
歌
は
上
の
句
が
面
白
い
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
で
持
と
す
る
。

�注
】
○
み
な
人

す
べ
て
の
人
。
○
吉
野
の
山

｢

吉
野｣

は
大
和
の
国
の
歌
枕
。

今
の
奈
良
県
吉
野
郡
一
帯
の
地
。『

万
葉
集』

で
は
吉
野
は
山
よ
り
川
が
多
く
詠

ま
れ
て
い
る
が
、
平
安
時
代
に
な
る
と
吉
野
山
の
歌
も
ふ
え
る
。
た
だ
初
め
は
隠

栖
に
ふ
さ
わ
し
い
山
と
い
っ
た
見
方
が
主
流
で
、
そ
の
花
を
詠
ん
だ
歌
は

『

古
今

集』

以
下
に
も
見
え
る
が
、
花
の
名
所
と
し
て
歌
わ
れ
る
の
は
平
安
時
代
後
期
に

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
に
な
る
。
○
聊

い
さ
さ
か
。
○
花
心

移
り
や
す
い
心
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
人
は
皆
花
を

｢

我
が
物
顔
に｣

思
う
が
、
花
は
だ
れ
か
を

主ぬ
し

と
定
め
る
わ
け
も
な
い
と
詠
む
。
人
の
花
へ
の
愛
着
を
、
花
の
立
場
に
立
っ
て

と
ら
え
た
点
に
特
色
が
見
ら
れ
る
。

右
の
歌
は
、
春
に
は

｢

吉
野
の
山
の
峰｣

で
も
な
い
の
に

｢

心｣

が

｢

花｣

に

な
っ
た
と
詠
む
。
花
の
み
が
心
を
占
め
る
状
態
を
、
花
の
咲
き
満
ち
た
吉
野
山
の

峰
に
な
ぞ
ら
え
た
作
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
そ
う
い
う
左
右
の
歌
そ
れ
ぞ
れ
の
着
想
上
の
工
夫
を
評
価
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
点
も
挙
げ
、
左
の
歌
に
つ
い
て
は
、｢

み
な

人
の
わ
が
も
の
顔
に｣

と
い
う
言
い
様
を
、｢

い
さ
さ
か
俗
に
近｣

い
と
批
判
す

る
。
ま
た
右
の
歌
に
つ
い
て
は
、｢

心
も
花
に
な
り
に
け
る
か
な｣

と
い
う
表
現

は
、｢

あ
だ
な
る
さ
ま
の
花
心
に
な
れ
る｣

こ
と
と
誤
解
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と

指
摘
す
る
。
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
な

『

古
今
集』

仮
名
序
の
一
節
を
意
識
し
た
指

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
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摘
と
思
わ
れ
る
。

今
の
世
の
中
、
色
に
つ
き
、
人
の
心
花
に
な
り
に
け
る
よ
り
、
あ
だ
な
る
歌
、

は
か
な
き
こ
と
の
み
い
で
く
れ
ば
、

五
番

左
持

隆
信
朝
臣

9

世
を
い
と
ふ
す
み
か
と
き
け
ど
春
に
あ
ふ
花
も
さ
き
け
り
み
よ
し
野
の
や
ま

右

道
因
法
師

10

わ
が
や
ど
の
花
を
や
風
に
ゆ
づ
ら
ま
し
ぬ
し
と
な
り
な
ば
惜
む
ば
か
り
に

左
右
両
首
と
も
に
心
詞
を
か
し
く
は
侍
る
を
、
左
は
、
み
よ
し
野
の
山
を
世

を
い
と
ふ
住
家
と
ば
か
り
は
き
き
お
き
て
、
は
る
花
さ
く
所
と
し
る
こ
と
の

お
そ
か
り
け
る
に
や
と
ぞ
き
き
侍
る
。
右
、
花
を
や
風
に
ゆ
づ
ら
ま
し
と
ま

で
お
も
ひ
よ
れ
る
は
、
花
を
を
し
む
心
も
ふ
か
く
侍
る
を
、
ゆ
づ
ら
ま
し
と

お
き
て
ぬ
し
と
な
り
な
ば
と
い
へ
る
詞
や
、
す
こ
し
け
な
る
様
に
侍
ら
ん
。

共
に
勝
負
不
�分
明
�
仍
為
�持
。

�通
釈
】五

番

左
持

隆
信
朝
臣

9

世
を
い
と
い
、
逃
れ
住
む
所
と
聞
い
た
が
、
吉
野
山
は
、
春
に
な
る
と
花
が
き

れ
い
に
咲
い
た
。右

道
因
法
師

10

わ
が
家
の
花
を
、
風
に
譲
ろ
う
か
と
思
う
、

(

風
も)

持
ち
主
に
な
っ
た

ら
、
ひ
た
す
ら
花

(

の
散
る
の)

を
惜
し
む
は
ず
だ
か
ら
。

左
右
の
二
首
は
、
と
も
に
心
言
葉
が
面
白
く
は
見
え
ま
す
が
、
左
の
歌
は
、

吉
野
山
の
こ
と
を
俗
世
を
避
け
て
住
む
所
と
だ
け
は
聞
い
て
お
い
て
、
春
に

花
の
咲
く
所
と
知
る
の
が
遅
れ
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
右
の
歌
は
、

花
を
風
に
ゆ
だ
ね
よ
う
と
い
う
気
に
ま
で
な
っ
た
の
は
、
花
を
大
事
に
す
る

心
も
深
い
と
感
じ
ま
す
が
、｢

ゆ
づ
ら
ま
し｣

と
言
っ
て

｢

ぬ
し
と
な
り
な

ば｣

と
続
け
た
言
葉
運
び
は
、
少
々
日
常
風
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

左
右
の
歌
は
と
も
に
勝
負
が
明
白
に
つ
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
持
と
す
る
。

�注
】
○
世
を
い
と
ふ

俗
世
を
い
と
い
逃
れ
る
。
○
み
よ
し
野
の
や
ま

｢

み
よ

し
野｣

の

｢

み｣

は
美
称
の
接
頭
語
。｢

よ
し
野
の
山｣

は
、
四
番
の

｢

注｣

参

照
。
○
け
な
る

｢

け｣

は
、
日
常
的
で
あ
る
こ
と
。
正
式
を
意
味
す
る

｢

晴
れ｣

に
対
す
る
語
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
吉
野
山
は

｢

世
を
い
と
ふ
す
み
か｣

と
聞
い
た
が
、
春
に

は
花
が
美
し
く
咲
い
た
と
詠
む
。
吉
野
山
を
俗
世
を
い
と
い
隠
れ
住
む
の
に
ふ
さ

わ
し
い
所
と
見
る
見
方
は
古
く
、

み
吉
野
の
山
の
あ
な
た
に
宿
も
が
な
世
の
う
き
時
の
か
く
れ
が
に
せ
む

(『

古
今
集』

九
五
〇
、
よ
み
人
し
ら
ず)

な
ど
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
左
歌
は
、
そ
の
吉
野
の
山
に
も
、
春
は
花
が
美
し
く
咲

く
の
を
発
見
し
た
心
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、
我
が
家
の
花
を
風
に
譲
り
渡
そ
う
と
思
う
と
上
句
に
詠
み
、
そ
の

理
由
を
下
句
に
、
風
も
花
の
主ぬ

し

と
な
れ
ば
惜
し
ん
で
散
ら
さ
な
い
で
あ
ろ
う
と
詠

む
。
ま
ず
意
表
を
つ
く
見
方
を
上
句
に
挙
げ
、
下
句
に
そ
の
理
由
を
示
す
と
い
う
、

着
想
上
の
趣
向
に
よ
っ
た
作
で
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
の
歌
が

｢

と
も
に
心
詞
を
か
し
く｣

と
評
価
し
た
上
で
、

問
題
点
に
も
触
れ
て
い
る
。
左
歌
に
つ
い
て
は
、
吉
野
山
を
花
の
咲
く
所
と
知
る

の
が
遅
す
ぎ
る
と
批
判
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
右
歌
に
つ
い
て
は
、｢

ゆ
づ
ら
ま
し｣

に
続
け
て

｢

ぬ
し
と
な
り
な
ば｣

と
言
っ
た
言
葉
運
び
が
、
少
し

｢

け
な
る
様｣

だ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
所
有
権
に
関
す
る
よ
う
な
日
常
生
活
臭
を
感
じ
さ

せ
る
言
い
様
だ
と
問
題
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

六
番

左
勝

寂

蓮

11

た
づ
ね
き
て
花
見
ぬ
人
や
お
も
ふ
ら
ん
吉
野
の
お
く
を
ふ
か
き
も
の
と
は

右

顕

昭

12

あ
や
し
さ
に
尋
ね
て
花
と
し
り
ぬ
れ
ば
よ
そ
め
う
れ
し
き
峰
の
白
雲

左
歌
、
こ
と
ば
に
花
と
お
き
、
吉
野
の
山
の
ふ
か
さ
あ
さ
さ
を
い
へ
ら
ん
様

に
こ
そ
き
こ
ゆ
れ
ど
、
花
を
た
づ
ね
て
見身
は
心
ざ
し
の
深
き
ゆ
ゑ
に

(

群
書
類
従)

ば
、
心
ざ
し
の
ふ
か
き
ゆ
ゑ
に
芳

野
山
も
ふふ
か
か
ら
ず
な
ど

(

刈
谷
図
書
館
本)

か
く
す
る
な
ど
お
ぼ
ゆ
る
と
侍
る
め
り
。
右
歌
、
た
づ
ね
て
花
と

し
り
ぬ
れ
ば
と
侍
る
に
は
、
ああ
ら
ざ
り
け
り

(

群
書
類
従
等)

は
ざ
り
け
り
と
聞
ゆ
る
ほ
ど
に
、
よ
そ
め
う
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れ
し
き
と
い
へ
る
、
花
は
ま
こ
と
の
雲
も
有
り
け
る
に
や
。
上
下
た
が
ひ
た

る
や
う
に
き
こ
ゆ
。
あ
や
し
さ
に
と
お
け
る
初
の
句
も
優
に
し
あ
ら
ぬ
に
や
。

左
よ
ろ
し
き
に
に
た
り
。
可
�勝
。

�通
釈
】六

番

左
勝

寂

蓮

11

吉
野
に
花
を
尋
ね
て
来
て
、
花
を
見
な
い
人
は
、(

山
に
分
け
入
る
に
つ
け)

思
う
こ
と
だ
ろ
う
か
、

吉
野
の
奥
を
深
い
も
の
だ
と
。

右

顕

昭

12(

本
当
に
雲
か
、)
不
審
に
思
い
尋
ね
て
来
て
、
花
と
知
っ
た
の
で
、
よ
そ
目
に

峰
の
白
雲
と
見
え
た
の
が
、
う
れ
し
い
こ
と
に
な
っ
た
。

左
の
歌
は
、
言
葉
に

｢
花｣

と
言
い
な
が
ら
、
吉
野
山
の
深
さ
浅
さ
を
詠
ん

だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
、
花
を
尋
ね
て
見
る
場
合
、
花
へ
の
志
が
深
い

た
め

(

山
に
分
け
入
る
と)

、
吉
野
山
も
深
い
と
こ
ろ
を
示
す
と
思
わ
れ
る

と
詠
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
右
の
歌
は
、｢

尋
ね
て
花
と
知
り
ぬ
れ
ば｣

と

あ
り
ま
す
の
で
、
白
雲
に
は
出
合
わ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
た
と
こ
ろ
、｢

よ

そ
目
う
れ
し
き

(

峰
の
白
雲)｣

と
詠
ん
で
い
る
の
で
、
花
の
中
に
は
本
物

の
雲
も
混
じ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
上
下
の
句
が
内
容
上
く
い
違
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。｢

あ
や
し
さ
に｣

と
言
っ
た
初
め
の
句
も
優
美
さ
に

欠
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
対
す
る
左
の
歌
は
わ
る
く
な
い
よ
う
に
思
う
。
左
の

勝
と
す
る
。

�注
】
○
吉
野

四
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
よ
そ
目

よ
そ
な
が
ら
見
る
こ
と
。

こ
こ
で
は
、
特
に
遠
く
か
ら
見
て
見
違
え
る
意
で
用
い
た
か
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
吉
野
の
花
を
尋
ね
て
見
な
い
人
は
、
吉
野
の
奥
を
深
い
も

の
と
思
う
で
あ
ろ
う
か
と
詠
む
。
こ
れ
は
そ
の
作
意
を
推
測
す
る
と
、
吉
野
の
花

を
尋
ね
て
来
て
花
を
見
な
か
っ
た
人
は
、
山
に
分
け
入
っ
て
花
を
求
め
る
に
つ
け
、

奥
が
深
い
と
思
う
こ
と
だ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
心
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
歌
は
、｢

よ
そ
目｣

に

｢

峰
の
白
雲｣

か
と
見
た
が
、
な
お
不
審
な
の
で

尋
ね
て
来
た
と
こ
ろ
、
花
と
分
か
っ
た
の
で
、
初
め
の

｢

よ
そ
目｣

は
う
れ
し
く

も
誤
解
だ
っ
た
と
の
心
か
と
思
う
。

俊
成
の
判
詞
の
内
、
左
歌
に
関
す
る
部
分
の
本
文
は
、
異
文
を
含
め
て
意
味
が

通
じ
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
当
面
底
本
の
本
文
に
よ
っ
て

｢

通
釈｣

の
よ
う
に

解
し
て
み
た
。
そ
の
場
合
、
左
歌
は
、
吉
野
の
花
を
尋
ね
て
山
に
分
け
入
る
人
の

志
の
深
さ
に
応
じ
て
、
吉
野
山
も
奥
深
さ
を
示
す
ら
し
い
と
詠
ん
だ
と
見
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
う
見
方
に
基
づ
い
て
、｢

左
よ
ろ
し
き
に
似
た
り｣

と
最
後
に
評
価
し
た
か
と
思
う
。

一
方
、
俊
成
は
右
歌
に
つ
い
て
は
、｢

峰
の
白
雲｣

を
尋
ね
て
行
っ
て

｢

あ
は

ざ
り
け
り｣

と
見
ら
れ
る
の
に
、｢

よ
そ
目
う
れ
し
き
峰
の
白
雲｣

と
言
う
の
は
、

花
の
中
に
雲
も
混
じ
っ
て
い
た
の
か
、
上
句
と
下
句
が
矛
盾
す
る
と
批
判
し
て
い

る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
花
の
題
の
歌
に
、
そ
れ
ほ
ど
雲
に
こ
だ
わ
っ
て
詠
む
こ
と

は
、
通
常
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。
右
歌
の
作
意
は
、
多
少
表
現
上
の
不
備

が
あ
る
と
し
て
も
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
解
す
る
の
が
普
通
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
点
で
こ
の
俊
成
の
受
け
取
り
方
は
、
誤
解
か
曲
解
の
気
味
が
あ
り
は
し
な
い

か
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
場
合
の
俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
比
べ
て
右

歌
に
き
び
し
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
左
歌
の
作
者

が
御
子
左
家
側
の
寂
蓮
で
、
右
歌
の
作
者
が
六
条
藤
家
の
顕
昭
で
あ
る
点
が
、
俊

成
の
判
詞
に
影
響
し
た
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
。

七
番

郭
公

左
持

皇
太
后
宮
大
夫
入
道

13

す
ぎ
ぬ
る
か
夜
は
の
ね
ざ
め
の
子
規
声
は
枕
に
あ
る
こ
こ
ち
し
て

右

資
隆
朝
臣

14

ほ
と
と
ぎ
す
過
ぐ
る
声
を
や
と
ど
む
る
と
雲
路
に
い
か
で
関
を
す
ゑ
ま
し

子
規
の
歌
に
、
雲
路
に
関
を
す
ゑ
ま
し
か
ば
と
い
へ
る
心
、
ち
か
う
も
き
き

な
れ
侍
る
。
声
を
や
と
ど
む
な
ど
い
へ
る
は
、
い
ま
す
こ
し
有有
り
が
た
く
や

(

刈
谷

り
た
く
や
と

ぞ図
書
館
本
、
群
書
類
従
本
等)

聞
ゆ
。
姿
は
を
か
し
く
こ
そ
侍
れ
。
左
歌
、
宜
し
か
ら
ず
こ
そ
侍
ら
め
。

且
は
依
�例
不
�能
�勝
負
�

�通
釈
】七

番

郭
公

左
持

皇
太
后
宮
大
夫
入
道

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈
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13

通
り
過
ぎ
た
か
、
夜
半
の
寝
覚
め
に
聞
く
ほ
と
と
ぎ
す
は
。

声
は
ま
だ
枕

元
に
残
る
気
が
す
る
が
。

右

資
隆
朝
臣

14

ほ
と
と
ぎ
す
の
、
過
ぎ
て
行
く
声
を
、
引
き
止
め
ら
れ
る
な
ら
、
雲
路
に
ど
う

か
関
を
置
き
た
い
。

(
右
歌
に
つ
い
て
言
え
ば
、)

ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
で
、
雲
路
に
関
を
置
け
る
な

ら
と
詠
ん
だ
心
は
、
近
い
こ
ろ
に
も
聞
き
慣
れ
て
い
ま
す
。
ほ
と
と
ぎ
す
の

｢

声
を
や
と
ど
む
る｣

な
ど
と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
い
さ
さ
か
実

(

有
り
が
た
く
や
ノ

現
の
む
ず

か本
文
ニ
ヨ
ル)

し
い
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
歌
の
姿
は
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
左
の
歌
は
、

出
来
の
よ
く
な
い
作
で
し
ょ
う
。
ま
た
、(

そ
れ
は
判
者
の
私
の
歌
な
の
で)

先
例
に
よ
っ
て
勝
負
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

�注
】
○
郭
公

ほ
と
と
ぎ
す
。
漢
字
表
記
に
は
、
郭
公
・
子
規
・
時
鳥
・
杜
鵑
・

霍
公
鳥
・
不
如
帰
そ
の
他
多
様
な
漢
字
が
用
い
ら
れ
る
。
中
形
の
鳥
で
、
初
夏
に

日
本
に
渡
来
し
、
八
・
九
月
ご
ろ
南
方
へ
去
る
。
特
に
鳴
く
声
が
印
象
深
く
受
け

と
ら
れ
、
古
来
夏
の
景
物
と
し
て
親
し
ま
れ
た
。
和
歌
で
は

『

万
葉
集』

の
こ
ろ

か
ら
多
く
詠
ま
れ
、『

古
今
集』

で
は
夏
の
歌
の
大
部
分
を
占
め
る
歌
材
に
な
っ

て
い
る
。
歌
合
で
も
、
古
く

『

民
部
�
家
歌
合』

に
歌
題
と
さ
れ
る
。
○
雲
路

雲
の
中
の
道
。
鳥
と
か
月
と
か
が
通
る
と
さ
れ
た
。
○
依
�例
不
�能
�勝
負
�

先

例
に
従
っ
て
、
勝
負
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
歌
合
で
判
者
が
作
者
で
も

あ
る
場
合
は
、
自
作
に
判
を
加
え
な
い
先
例
に
従
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
清
輔
の

『

袋
草
紙』

に
は
、｢

判
者
為ル

�作
者
�之
時
、
至リ
テ
ハ�
我ガ

歌ニ

�者
不
�加ヘ

�

判ヲ

。
故
実
歟
。
但シ

人
々ノ

心
々
也
。｣

と
見
え
る
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
夜
半
ふ
と
目
覚
め
て
声
を
聞
い
た
ほ
と
と
ぎ
す
に
つ
い
て
、

ま
ず

｢

過
ぎ
ぬ
る
か｣

と
言
い
、
後
に

｢

声
は
枕
に
あ
る
心
地
し
て｣

と
言
い
添

え
る
形
で
詠
ん
で
い
る
。
特
別
な
趣
向
を
用
い
ず
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
に
接
し
て

の
感
想
を
そ
の
ま
ま
並
べ
た
と
も
見
え
る
が
、
鳥
の
速
い
動
き
に
伴
う
瞬
時
の
声

の
印
象
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
歌
の
調
べ
は
な
だ
ら
か
で
も
、
単
調
で

は
な
く
、
五
、
七
五
、
七
七
と
切
れ
て
、
各
部
分
の
示
す
イ
メ
ー
ジ
が
適
切
に
重

ね
ら
れ
て
い
る
か
と
思
う
。

右
の
歌
は
、
飛
び
去
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
愛
惜
す
る
心
で
、
引
き
止
め
ら
れ

る
な
ら
雲
路
に
関
を
置
き
た
い
と
詠
む
。
こ
れ
は
雲
路
に
関
を
置
く
と
い
う
趣
向

に
特
色
を
示
そ
う
と
し
た
作
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
似
た
着
想
を
も
つ
次
の
よ
う
な

先
行
歌
が
あ
る
。

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
一
声
の
あ
か
な
く
に
過
ぐ
る
雲
路
の
関
と
な
ら
ば
や

(『

重
家
朝
臣
家
歌
合』

郭
公
三
番
右
、
弁)

こ
の
一
首
の
着
想
を
右
歌
は
借
り
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

俊
成
が
判
詞
に
、
右
歌
の

｢

雲
路
に
関
を｣

置
き
た
い
と
詠
ん
だ
心
を

｢

近
う

も
聞
き
な
れ
侍
る｣

と
評
し
た
の
も
、『

重
家
朝
臣
家
歌
合』

で
も
判
者
を
務
め

た
俊
成
と
し
て
、
こ
の
弁
の
一
首
が
念
頭
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、

右
歌
で
関
を
置
い
て
声
を
引
き
止
め
る
と
詠
ん
だ
の
を
俊
成
が
評
し
た
本
文
に

｢

有
り
た
く
や｣

｢

有
り
が
た
く
や｣

の
異
文
が
あ
る
点
は
、『

重
家
朝
臣
家
歌
合』

で
俊
成
が

｢

有
り
が
た
き
こ
と｣

と
評
し
て
い
る
の
と
同
様
と
す
れ
ば
、｢

有
り

が
た
く
や｣

と
見
る
方
が
よ
い
か
と
思
う
。

俊
成
は
左
歌
に
つ
い
て
は
、
自
作
で
あ
る
だ
け
に
、｢

宜
し
か
ら
ず
こ
そ
侍
ら

め｣

と
謙
遜
し
て
記
し
て
い
る
が
、
後
に

『

千
載
集』

に
収
め
て
い
る
か
ら
、
自

信
の
あ
る
作
で
あ
っ
た
か
と
思
う
。
勝
負
の
判
定
は
、
先
例
に
従
っ
て
避
け
る
と

言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

｢

注｣

で
触
れ
た
よ
う
に
、
判
者
が
歌
の
作
者
で
あ
る
場

合
判
定
し
な
い
先
例
に
従
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
俊
成
は
こ
の
先
例
に
従
う
こ
と

を
時
に
よ
っ
て
実
行
し
た
り
実
行
し
な
か
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
先

例
を
盾
に
判
定
を
避
け
た
か
と
思
わ
れ
る
。

�備
考
】
七
番
左
歌
は

『

千
載
集』

(

一
六
五)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

八
番

左
勝

行
頼
朝
臣

15

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
ゆ
く
か
た
を
た
づ
ぬ
れ
ば
は
な
橘
の
も
と
に
き
に
け
り

右

基
輔
朝
臣

16

忍
び
ね
に
里
な
れ
そ
む
る
ほ
と
と
ぎ
す
き
か
ぬ
が
ほ
に
て
ま
た
名
の
ら
せ
ん

左
、
子
規
に
は
な
た
ち
ば
な
な
ど
は
、
め
づ
ら
し
き
心
は
あ
ら
ね
ど
も
、
姿

こ
と
ば
こ
と
な
る
事
な
く
優
に
侍
る
め
り
。
右
、
心
は
を
か
し
く
、
里
な
れ

― 22― ( 22 )



そ
む
る
な
ど
い
へ
る
わ
た
り
も
優
に
は
侍
る
を
、
時
鳥
に
き
か
ぬ
が
ほ
に
て

又
な
の
ら
せ
ん
事
ぞ
い
か
が
と
覚
え
侍
る
。
左
可
�勝
。

�通
釈
】八

番

左
勝

行
頼
朝
臣

15

ほ
と
と
ぎ
す
の
、
鳴
い
て
去
っ
た
方
を
尋
ね
て
行
く
と
、
花
橘
の
も
と
に
来
た

の
だ
っ
た
。

右

基
輔
朝
臣

16

忍
び
音
で
鳴
く
、
里
に
慣
れ
始
め
た
ほ
と
と
ぎ
す
は
、
聞
か
ぬ
ふ
り
を
し
て
、

も
う
一
度
鳴
か
せ
よ
う
と
思
う
。

左
の
歌
で
、
ほ
と
と
ぎ
す
に
花

橘
た
ち
ば
な

を
取
り
合
わ
せ
な
ど
し
た
の
は
、
目
新

し
い
着
想
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
歌
の
姿
言
葉
は
目
立
つ
と
こ
ろ
が
な
く
優

美
に
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
右
の
歌
は
、
着
想
は
面
白
く
、｢

里
慣
れ

そ
む
る｣

な
ど
と
言
っ
た
あ
た
り
も
優
美
な
の
で
す
が
、
ほ
と
と
ぎ
す
に
対

し
て

｢

聞
か
ぬ
が
ほ
に
て
又
名
乗
ら
せ
ん｣

と
い
う
の
は
、
ど
う
か
と
思
わ

れ
ま
す
。
左
の
勝
で
あ
ろ
う
。

�注
】
○
は
な
橘

花

橘
た
ち
ば
な

。
花
の
咲
い
て
い
る
橘
。
橘
の
花
。
橘
は
常
緑
低
木
で
、

初
夏
に
白
い
五
弁
の
花
を
開
く
。
ほ
と
と
ぎ
す
と
取
り
合
わ
せ
て
歌
に
詠
む
こ
と

は
、『

万
葉
集』

以
来
行
な
わ
れ
て
い
る
。
○
忍
び
ね

忍
び
音ね

。
四
月
ご
ろ
に

聞
く
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
が
、
本
格
的
に
鳴
く
前
で
、
声
を
ひ
そ
め
た
鳴
き
声
に
聞

こ
え
る
の
を
言
う
。
○
き
か
ぬ
が
ほ
に
て

聞
か
な
い
ふ
り
を
し
て
。
○
名
の
ら

せ
ん

鳴
か
せ
よ
う
。｢

名
の
る｣

は
、
こ
こ
で
は
鳥
が
そ
の
存
在
を
知
ら
せ
て

鳴
く
意
で
言
う
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
い
て
行
っ
た
方
を
尋
ね
て
ゆ
く
と
、
花

橘
の
も
と
に
着
い
た
と
詠
む
。
ほ
と
と
ぎ
す
と
花
橘
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
共

に
常
世

と
こ

よ

に
縁
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
に
よ
る
と
も
言
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
初
夏

の
代
表
的
な
風
物
な
の
で
、
配
合
し
て
歌
に
詠
む
こ
と
が
一
般
化
し
た
と
思
わ
れ

る
。
左
歌
は
そ
の
伝
統
を
受
け
て
、
平
明
に
の
び
や
か
に
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

右
の
歌
は
、
山
か
ら
里
に
出
て
日
が
浅
く
、｢

忍
び
音｣

で
鳴
く
と
思
わ
れ
た

ほ
と
と
ぎ
す
に
つ
い
て
、｢

聞
か
ぬ
が
ほ
に
て
ま
た
名
の
ら
せ
ん｣

と
詠
む
。
忍

び
音
が
聞
こ
え
な
か
っ
た
ふ
り
を
し
て
今
一
度
ほ
と
と
ぎ
す
に
鳴
か
せ
よ
う
と
い

う
の
で
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
擬
人
的
に
扱
う
趣
向
に
よ
っ
て
い
る
。

こ
の
右
歌
は
、
西
行
の
作
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
次
の
歌
と
類
似
し
て
い
る
。

里
な
る
る
た
そ
が
れ
時
の
ほ
と
と
ぎ
す
聞
か
ず
が
ほ
に
て
ま
た
名
の
ら
せ
ん

(『

山
家
集』

一
八
一)

右
歌
の

｢

忍
び
ね｣

と
西
行
の
歌
の

｢

た
そ
が
れ
時｣

が
異
な
る
程
度
の
違
い
で
、

二
首
は
よ
く
似
て
い
る
。
で
は
ど
ち
ら
が
先
に
詠
ま
れ
た
か
と
い
う
点
は
、
西
行

の
歌
の
制
作
時
期
が
判
明
し
な
い
の
で
、
確
か
に
は
言
い
難
い
け
れ
ど
、『

山
家

集』

の
原
型
の
成
立
時
期
と
し
て
一
般
に
推
測
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
を
参
照

す
れ
ば
、
西
行
の
歌
が
先
行
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
花
橘
の
取
り
合
わ
せ
を

基
調
と
し
た
着
想
を
、
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
と
言
う
一
方
、
歌
の
姿
言
葉
は

目
立
つ
点
が
な
く

｢

優｣

で
あ
る
と
評
価
す
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
着
想
は

｢

を
か
し
く｣

、
ま
た

｢

里
な
れ
そ

む
る｣

な
ど
と
詠
ん
だ
言
葉
遣
い
も

｢

優｣

で
あ
る
と
評
価
す
る
が
、
ほ
と
と
ぎ

す
に

｢

聞
か
ぬ
が
ほ
に
て
又
名
の
ら
せ
ん｣

と
詠
ん
だ
の
を
、｢

い
か
が
と
覚
え

侍
る｣

と
問
題
視
し
て
い
る
。
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
が
余
り
に
も
明
白
な
状
況
を

設
定
し
た
趣
向
を
、
小
細
工
と
見
て
批
判
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
対
す
る
左
歌

を
勝
と
し
て
い
る
。

九
番

月

左
持

隆
信
朝
臣

17

雲
は
る
る
み
か
さ
の
や
ま
の
月
影
は
さ
し
の
ぼ
る
よ
り
さ
や
け
か
り
け
り

右

丹

後

18

ひ
さ
か
た
の
あ
ま
の
河
よ
り
な
が
れ
き
て
な
ほ
し
も
水
に
や
ど
る
月
か
な

左
、
心
詞
あ
ひ
か
な
ひ
て
侍
り
。
三
笠
の
や
ま
の
月
さ
し
の
ぼ
る
な
ど
ぞ
、

目
な
れ
て
お
ぼ
ゆ
る
。
右
、
な
ほ
し
も
水
に
や
ど
る
末
の
句
、
こ
と
に
よ
ろ

し
く
見
え
侍
る
を
、
中
の
五
文
字
の
をを
し
は
れ

(

群
書
類
従
等)

し
ま
れ
ま
ほ
し
く
聞
え
侍
る
な
り
。

左
は
こ
と
な
る
難
な
く
、
右
は
末
を
か
し
く
、
持
と
す
べ
し
。

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈

― 23―( 23 )



裏
書
云
、
法
性
寺
殿
内
大
臣
の
時
の
歌
合
に
、
山
月

神
の
ま
す
み
か
さ
の
や
ま
の
月
影
は
ゆ
ふ
か
け
て
し
も
さ
し
の
ぼ
る
か
な

�通
釈
】九

番

月

左
持

隆
信
朝
臣

17

雲
の
晴
れ
た
、
三
笠
み

か
さ

山
の
空
に
か
か
る
月
は
、
昇
る
時
か
ら
清
ら
か
に
澄
ん
で

い
た
。

右

丹

後

18

遠
く
天
の
河
を
流
れ
て
き
て
、
な
お
こ
の
水
に
映
っ
て
い
る
月
よ
。

左
の
歌
は
、
心
と
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
く
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。(

た
だ
し)

｢

三

笠
の
山
の
月｣

が

｢
さ
し
の
ぼ
る｣

な
ど
と
い
う

(

縁
語
に
よ
る)

表
現
は
、

見
慣
れ
た
も
の
に
思
わ
れ
ま
す
。
右
の
歌
は
、｢

な
ほ
し
も
水
に
宿
る
月
か

な｣

と
い
う
下
の
句
が
、
特
に
結
構
に
見
え
ま
す
が
、
中
の
五
文
字
の
句
は

大
切
に
さ
れ
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
左
の
歌
は
目
立
っ
た
欠
点
が

な
く
、
右
の
歌
は
下
の
句
が
面
白
く
思
わ
れ
る
の
で
、
持
と
し
よ
う
。

裏
書
き
に
記
す
。
法
性
寺
殿
内
大
臣
の
時
の
歌
合
に
、｢

山
月｣

の
題
で
詠

ま
れ
た
歌
、

神
の
ま
す
み
か
さ
の
山
の
月
影
は
ゆ
ふ
か
け
て
し
も
さ
し
の
ぼ
る
か
な

�注
】
○
み
か
さ
の
山

三
笠

み

か
さ

山

(

御み

蓋か
さ

山)

は
、
大
和
の
国
の
歌
枕
。
今
の
奈

良
市
街
の
東
部
に
あ
り
、『

万
葉
集』

以
来
歌
に
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
西

の
ふ
も
と
に
春
日

か

す

が

大
社
が
あ
る
。
○
さ
し
の
ぼ
る

｢

さ
し｣

は
接
頭
語
で
あ
る

が
、
こ
の
歌
で
は

｢

み
笠
の
山｣

と

(｢

笠｣

を

｢

さ
す｣

と
言
う
と
こ
ろ
か
ら)

縁
語
に
な
る
。
○
ひ
さ
か
た
の
天
の
河

｢

ひ
さ
か
た
の｣

は
枕
詞
。｢

天
の
河｣

は
銀
河
。
○
中
の
五
文
字

歌
の
第
三
句
。｢

な
が
れ
き
て｣

を
言
う
。
○
を
し

ま
れ
ま
ほ
し
く

｢

を
し
ま
れ｣

は
、
群
書
類
従
本
そ
の
他

｢

を
し
は
れ｣

と
見

え
る
が
、
意
味
が
通
じ
に
く
い
。
当
面
動
詞

｢

を
し
む｣

を
中
心
に
、
大
切
に
さ

れ
た
い
と
の
意
を
示
し
た
と
見
て
お
く
。
○
法
性
寺
殿
内
大
臣
の
時
の
歌
合

｢

法
性
寺
殿｣

は
、
藤
原
忠
通
。
内
大
臣
で
関
白
に
な
っ
た
藤
原
忠
通
が
、
保
安

二
年

(

一
一
二
一)

九
月
十
二
日
、
自
邸
で
催
し
た
歌
合
。『

関
白
内
大
臣
家
歌

合』

等
の
名
で
呼
ば
れ
る
。
○
神
の
ま
す
み
か
さ
の
山
の
月
影
は
…
…

上
記

『

関
白
内
大
臣
家
歌
合』

山
月
三
番
左
に

｢

神
の
ま
す
み
か
さ
の
山
に
月
影
の
…
…｣

の
形
で
見
え
る
、
忠
通
の
歌
。
こ
れ
は
左
歌
に
対
す
る
判
詞
に

｢

目
な
れ
て
お
ぼ

ゆ
る｣

と
言
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
例
と
し
て
挙
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
三
笠
山
の
上
に
昇
っ
て
澄
む
月
の
清
ら
か
さ
を
、
情
景
に

即
し
て
端
的
に
詠
ん
で
い
る
よ
う
だ
が
、｢

み
笠○

の
山｣

と

｢

さ
し
○

○

昇
る｣

を
縁

語
に
す
る
程
度
の
技
巧
は
用
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
い
う
技
巧
は
古
く
か

ら
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
判
詞
の
末
尾
に
見
え
る
保
安
二
年

『

関
白
内
大
臣

家
歌
合』

の
忠
通
の
歌
で
は
、
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

神
の
ま
す
み
か
さ
の
山
に
月
影
の
ゆ
ふ
か
け
て
し
も
さ
し
の
ぼ
る
か
な

(

山

月
三
番
左)

こ
の
一
首
は
、
当
面
の
縁
語
の
使
用
も
含
め
て
、
全
体
と
し
て
左
歌
と
よ
く
似
た

先
行
歌
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
多
分
左
歌
は
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
で
あ

ろ
う
。
た
だ
多
少
違
っ
た
特
色
も
見
ら
れ
る
。
忠
通
の
歌
が

｢

神
の
ま
す
み
笠
の

山｣

と
言
う
縁
で
、｢

夕
か
け
て｣

に

｢

木ゆ

綿ふ

か
け
て｣

の
心
も
含
め
、
巧
み
な

修
辞
技
巧
を
用
い
て
い
る
の
に
比
べ
て
、
隆
信
の
左
歌
は
単
純
な
詠
み
様
と
見
え

る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
詠
ま
れ
た
月
の
さ
や
け
さ
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る

と
こ
ろ
も
あ
る
か
と
思
う
。

右
の
歌
は
、
月
が
天
の
河
を
流
れ
る
と
い
う
発
想
で
、
そ
の
月
が
下
界
で
な
お

｢

水
に
宿
る｣

と
詠
む
。
こ
の
月
が
天
の
河
を
流
れ
る
と
い
う
発
想
は
、
早
く

『

古
今
集』

の
、
次
の
よ
う
な
歌
に
先
例
が
あ
る
。

天
の
河
雲
の
水み

脈を

に
て
は
や
け
れ
ば
光
と
ど
め
ず
月
ぞ
流
る
る

(

八
八
二
、

よ
み
人
し
ら
ず)

さ
ら
に

『

後
撰
集』

に
は
、
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

天
の
河
水
ま
さ
る
ら
し
夏
の
夜
は
流
る
る
月
の
よ
ど
む
間
も
な
し

(

二
一
〇
、

よ
み
人
し
ら
ず)

天
の
河
し
が
ら
み
か
け
て
と
ど
め
な
ん
あ
か
ず
流
る
る
月
や
よ
ど
む
と

(

三

二
九
、
よ
み
人
し
ら
ず)

秋
風
に
浪
や
立
つ
ら
ん
天
の
河
渡
る
瀬
も
な
く
月
の
流
る
る

(

三
三
〇
、
よ

み
人
し
ら
ず)
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て
る
月
の
流
る
る
見
れ
ば
天
の
河
い
づ
る
み
な
と
は
海
に
ぞ
あ
り
け
る

(

一

三
六
三
、
貫
之)

こ
れ
ら
の
歌
の
中
で
は
、
月
の
流
れ
る
天
の
河
を
下
界
の
海
に
つ
な
げ
る
発
想
が
、

最
後
に
引
い
た
貫
之
の
歌
に
見
ら
れ
る
が
、
丹
後
作
の
右
歌
も
そ
の
系
統
を
受
け

て
、
月
が
天
の
河
を
流
れ
て
来
て
下
界
の
水
に
映
っ
て
い
る
と
詠
ん
だ
も
の
で
あ

る
。俊

成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、｢

心
詞
あ
ひ
か
な
ひ｣

と
言
い
、｢

三
笠

山｣

に
月
が

｢
さ
し
昇
る｣

と
い
う
縁
語
の
技
巧
は
見
慣
れ
た
も
の
だ
が
、
全
体

と
し
て

｢

こ
と
な
る
難
な
く｣

と
評
す
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
下
句

｢

な
ほ
し
も
水
に
宿
る
月
か
な｣

を

｢

こ
と
に
よ
ろ

し
く｣

、｢

を
か
し
く｣

な
ど
と
評
価
し
て
い
る
。
第
三
句

｢

流
れ
き
て｣

に
対
す

る
文
言
は
、
問
題
点
を
挙
げ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、｢

を
し
ま
れ
ま
ほ
し
く

聞
え｣

る
と
い
う
本
文
自
体
の
言
葉
を
含
め
て
、
な
お
検
討
を
要
す
る
と
思
う
。

(

こ
の
本
文
が
正
し
い
と
し
て
、
第
三
句
は
大
切
に
し
た
い
と
言
っ
た
と
見
れ
ば
、

月
の
流
れ
る

｢

天
の
河｣

と
下
界
で
月
の
宿
る
水
と
を
つ
な
ぐ
言
葉
は
、｢

流
れ

き
て｣

で
よ
い
の
か
、
な
お
工
夫
を
要
す
る
と
指
摘
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。)

十
番

左
持

別
当
局

19

て
る
月
の
す
が
た
ば
か
り
は
お
も
な
れ
て
影
め
づ
ら
し
き
秋
の
そ
ら
か
な

右

道
因
法
師

20

か
ぎ
り
あ
り
て
い
ら
ん
月
を
も
い
か
が
せ
ん
山
の
端
ま
で
は
く
も
ら
ず
も
が
な

左
、
姿
ば
か
り
は
お
も
な
れ
て
と
い
へ
る
、
月
の
す
が
た
な
ど
は
さ
き
ざ
き

云
ひ
な
れ
て
も
お
ぼ
え
ず
や
侍
ら
ん
。
末
の
句
は
優
に
侍
る
。
右
、
上
句
は

落
月
に
や
と
見
え
侍
る
。
末
の
句
は
東
峰
に
出
づ
る
よ
り
西
山
に
か
た
ぶ
く

ま
で
曇
ら
ず
も
が
な
と
、
た
だ
お
ほ
か
た
の
事
と
聞
え
、
当
時
月
あ
か
き
に

は
見
え
侍
ら
ず
。
但
歌
の
姿
は
よ
ろ
し
く
侍
れ
ば
、
こ
れ
も
又
為
�持
。

�通
釈
】十

番

左
持

別
当
局

19
照
る
月
の
、
姿
だ
け
は
い
つ
も
見
慣
れ
て
い
る
が
、
月
の
光
が
と
り
わ
け

(

明

る
く
澄
ん
で)

見
事
な
秋
の
空
よ
。

右

道
因
法
師

20

月
は
見
る
時
が
限
ら
れ
て
い
て
、
い
ず
れ
沈
む
の
は
仕
方
が
な
い
が
、
せ
め
て
、

山
の
端は

に
隠
れ
る
ま
で
は
曇
ら
な
い
で
ほ
し
い
。

左
の
歌
は
、｢

姿
ば
か
り
は
お
も
な
れ
て｣

と
詠
ん
で
い
る
が
、
月
の
姿
な

ど
と
い
う
言
い
様
は
、
こ
れ
ま
で
言
い
慣
れ
た
言
葉
と
は
思
わ
れ
な
い
も
の

で
し
ょ
う
か
。
下
の
句
は
、
優
美
で
す
。
右
の
歌
で
、
上
の
句
は
沈
も
う
と

す
る
月
を
詠
ん
だ
も
の
か
と
見
ら
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
下
の
句
は
、
月
が
東

の
峰
の
上
に
出
る
時
か
ら
、
西
の
山
に
落
ち
か
か
る
ま
で
、
曇
ら
な
い
で
ほ

し
い
と
、
た
だ
一
般
的
な
こ
と
と
し
て
言
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
月
の
沈
も

う
と
す
る
時
の
明
る
さ
に
関
す
る
も
の
と
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
歌
の

姿
は
結
構
に
思
い
ま
す
の
で
、
こ
の
勝
負
も
持
と
し
ま
す
。

�注
】
○
お
も
な
れ
て

面
慣

お
も

な

れ
て
。
見
慣
れ
て
。
○
山
の
端

山
の
端は

。
稜
線
。

○
落
月

沈
も
う
と
す
る
月
。
西
に
傾
く
月
。
○
お
ほ
か
た
の
事

全
般
的
な
事
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
月
の
姿
は
見
慣
れ
て
い
る
が
、
秋
の
空
の
月
影
は

｢

め
づ

ら
し
き｣

も
の
に
見
え
る
と
詠
む
。
秋
は
月
影
が
特
に
明
る
く
澄
む
の
で
、
そ
れ

を
新
鮮
で
見
事
だ
と
賞
美
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、
月
が
い
ず
れ
沈
む
の
は
仕
方
が
な
い
が
、
山
の
端
に
隠
れ
る
ま
で

は
曇
ら
な
い
で
ほ
し
い
と
詠
む
。
理
屈
が
少
し
目
立
つ
よ
う
で
も
あ
る
が
、
傾
く

月
を
愛
惜
す
る
心
を
中
心
に
し
た
作
で
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
の
歌
に
つ
い
て
は
、｢

月
の
姿｣

と
い
う
言
葉
が
従
来
言

い
習
わ
さ
れ
て
い
な
い
点
を
問
題
視
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
全
く
前
例
が
な
い

わ
け
で
は
な
く
、『

顕
輔
集』

(

一
四
二)

に
見
え
る
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、
当
時

以
前
の
一
般
的
な
状
況
は
俊
成
の
言
う
と
お
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
俊

成
は
左
歌
の
下
句
は

｢

優｣

と
し
て
い
る
。

右
の
歌
に
つ
い
て
は
、
上
句
に
よ
れ
ば
月
の
傾
く
折
の
感
想
だ
が
、
下
句
で
は

月
が
出
て
か
ら
沈
む
ま
で
を
通
じ
て
の
思
い
を
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
と
指
摘
す
る
。

し
か
し
歌
の
姿
は

｢

よ
ろ
し
く｣

見
え
る
と
評
し
、
持
と
し
て
い
る
。

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈
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十
一
番

左

俊
恵
法
師

21

て
る
月
の
す
む
べ
き
夜
半
に
な
り
ぬ
れ
ば
雲
も
心
は
あ
り
け
る
も
の
を

右
勝

源
三
位
頼
政

22

を
ち
か
た
や
あ
さ
づ
ま
山
に
て
る
月
の
ひ
か
り
を
よ
す
る
し
が
の
う
ら
な
み

左
歌
、
雲
心
な
し
と
あ
る
を
、
雲
も
心
は
有
り
け
る
も
の
を
と
い
へ
る
心
は

を
か
し
く
こ
そ
侍
れ
。
す
む
べ
き
夜
半
に
な
り
ぬ
れ
ば
と
い
へ
る
や
、
八
月

十
五
夜
九
月
十
三
夜
な
ど
に
や
侍
ら
ん
。
こ
れ
は
こ
と
に
名
を
え
た
る
夜
な

夜
な
、
そ
の
ほ
か
は
曇
り
て
の
み
あ
ら
ん
様
に
や
き
こ
え
侍
ら
む
。
す
む
べ

き
秋
に
と
い
へ
ら
ば
、
ひ
ろ
く
侍
り
な
ま
し
と
ぞ
見
え
侍
る
。
右
歌
、
を
ち

か
た
や
と
お
き
て
、
ひ
か
り
を
よ
す
る
し
が
の
浦
な
み
と
い
へ
る
末
の
句
、

面
影
お
ぼ
え
て
い
と
よ
ろ
し
く
侍
る
め
れ
。
あ
さ
づ
ま
山
は
ふ
る
く
も
よ
め

る
所
に
は
あ
れ
ど
、
こ
ひ
ね
が
ふ
べ
し
と
は
見
え
侍
ら
ね
ど
、
な
ほ
し
が
の

う
ら
浪
の
ひ
か
り
を
よ
せ
た
る
心
を
か
し
く
見
え
侍
る
。
仍
以
�右
為
�勝
。

�通
釈
】十

一
番

左

俊
恵
法
師

21

照
る
月
が
、
澄
む
べ
き
夜
半
に
な
っ
た
の
に
つ
け
、
雲
も
思
い
や
る
心
は
あ
っ

た
の
だ
と
思
う
。

右
勝

源
三
位
頼
政

22

は
る
か
遠
く
、
浅
妻
山
の
上
に
照
る
月
の
、
光
を
宿
し
て
打
ち
寄
せ
る
、
志し

賀が

の
浦
波
よ
。

左
の
歌
は
、
雲
は
心
が
な
い
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、｢

雲
も
心
は
あ
り
け

る
も
の
を｣

と
詠
ん
だ
着
想
は
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
月
の

｢
澄

む
べ
き
夜
半
に
な
り
ぬ
れ
ば｣

と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
八
月
十
五
夜
と
か
九

月
十
三
夜
と
か
を
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
は
と
く
に
有
名
な
月
夜

だ
が
、
そ
れ
以
外
の
夜
は
い
つ
も
曇
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う

か
。
そ
こ
で

｢

澄
む
べ
き
秋
に

(

な
り
ぬ
れ
ば)｣

と
言
っ
た
ら
、
広
く
秋

の
夜
に
関
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
右
の
歌
は
、
初
め
に

｢

遠
方

を
ち
か
た

や｣

と
言
っ
て
お
い
て
、｢

光
を
よ
す
る
志
賀
の
浦
波｣

と
詠
ん
だ
下

の
句
は
、
そ
の
面
影
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
、
大
層
結
構
か
と
見
え
ま
す
。

浅
妻
山
は
古
い
歌
に
も
詠
ん
で
い
る
所
で
は
あ
る
が
、
望
ん
で
詠
み
入
れ
る

べ
き
地
名
と
は
見
え
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
や
は
り
志
賀
の
浦
波
が
月
の
光
を
宿

し
て
寄
せ
た
心
は
面
白
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
右
を
勝
と
し
ま
す
。

�注
】
○
あ
さ
づ
ま
山

浅
妻
山
。
近
江
の
国
の
歌
枕
。
琵
琶
湖
の
東
岸
、
今
の

滋
賀
県
坂
田
郡
近
江
町
の
山
。『

万
葉
集』

の
浅
妻
山
は
大
和
の
山
で
、
近
江
の

浅
妻
山
の
古
い
用
例
は
少
な
い
が
、『

兼
盛
集』

の

｢

浅
妻
の
峰
の
木こ

の
陰
茂
り

あ
ひ
て
栄
え
ゆ
く
世
を
見
る
が
た
の
し
き｣

(

一
一
五)

は
、
大
嘗
会

だ
い
じ
ょ
う
え

の
和
歌
で
、

近
江
の
山
を
詠
ん
だ
と
見
ら
れ
る
。
○
し
が
の
う
ら
な
み

｢

志
賀
の
浦｣

は
、

近
江
の
国
の
歌
枕
。
琵
琶
湖
の
西
南
岸
、
今
の
大
津
市
付
近
の
湖
辺
。
○
雲
心
な

し

陶
淵
明
の

｢

帰
去
来ノ

辞｣

に
、｢

雲
無
心ニ
シ
テ

以
出ヅ

�岫く
き｣

ヲ

と
あ
る
。
○
八
月
十

五
夜
九
月
十
三
夜

秋
の
月
を
賞
す
る
の
に
適
す
る
と
さ
れ
た
夜
。
と
も
に
陰
暦

で
、
八
月
十
五
夜
の
月
は

｢

中
秋
の
明
月｣

、
九
月
十
三
夜
の
月
は

｢

後
の
月｣

と
言
わ
れ
た
。
前
者
は
古
代
中
国
か
ら
伝
来
し
た
見
方
に
よ
る
が
、
後
者
は
日
本

で
生
ま
れ
た
見
方
。
○
面
影

二
番
の

｢

注｣
｢

考
察｣

参
照
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
月
の
澄
む
べ
き
夜
半
を
迎
え
た
に
つ
け
て
、
雲
も
心
が
あ
っ

て
遠
慮
し
て
く
れ
た
の
だ
と
思
っ
た
由
を
詠
む
。
こ
れ
は
、
例
え
ば

｢

帰
去
来ノ

辞｣

で
は
雲
を

｢

無
心｣

の
存
在
と
し
、
そ
う
い
う
見
方
が
一
般
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
の
に
対
し
て
、｢

雲
も
心
は
有
り
け
る
も
の
を｣

と
詠
ん
で
、
趣
向
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、
遠
く
浅
妻
山
の
上
に
照
る
月
の
、
光
を
宿
し
て
打
ち
寄
せ
る
志
賀

の
浦
波
よ
と
詠
む
。
こ
れ
は
叙
景
的
な
詠
み
様
で
、
琵
琶
湖
の
か
な
た
の
山
月
を

遠
景
に
置
き
、
月
光
を
宿
し
て
寄
せ
る
志
賀
の
浦
波
を
近
景
と
し
て
描
き
出
し
て

い
る
。
地
名
を
巧
み
に
用
い
て
大
景
を
と
ら
え
た
一
首
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
心
無
し
と
さ
れ
る
雲
を
、
心
有
る
も
の

と
し
て
詠
み
入
れ
た
着
想
は
認
め
、｢

を
か
し｣

と
す
る
。
し
か
し
月
の

｢

澄
む

べ
き
夜
半
に｣

は

｢

澄
む
べ
き
秋
に｣

と
し
た
方
が
、
歌
の
内
容
が
広
が
っ
て
妥

当
だ
ろ
う
と
、
具
体
的
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
適
切
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
特
に
下
句

｢

光
を
よ
す
る
志
賀
の
浦
波｣

に
対
し
て

｢

面

影
お
ぼ
え
て
、
い
と
よ
ろ
し
く｣

思
わ
れ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の

｢

面
影
お
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ぼ
ゆ｣

と
い
う
評
語
は
、
先
に
二
番
の
判
詞
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
考

察
の
中
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
歌
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
評
語
と
し
て
、
歌
の
韻

律
あ
る
い
は
声
調
に
関
す
る
評
語
に
対
す
る
位
置
を
占
め
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

十
二
番

紅
葉

左
持

俊
恵
法
師

23

日
を
へ
つ
つ
し
ぐ
る
る
ま
ま
に
竜
田
山
松
の
み
ど
り
の
の
こ
り
ゆ
く
か
な

右

資
隆
朝
臣

24

秋
く
れ
ば
ち
ぐ
さ
に
そ
む
る
い
と
か
や
ま
ふ
き
な
み
だ
り
そ
木
が
ら
し
の
風

左
歌
、
心
有
り
て
は
見
え
侍
り
。
し
ぐ
る
る
ま
ま
に
た
つ
た
や
ま
と
い
へ
る

に
、
紅
葉
さ
だ
め
て
あ
る
ら
ん
と
は
お
し
は
か
ら
れ
侍
れ
ど
、
詞
に
も
み
ぢ

の
侍
ら
ぬ
こ
そ
歌
合
に
は
い
か
が
と
お
ぼ
え
侍
れ
。
松
の
み
ど
り
の
残
り
ゆ

く
か
な
と
い
へ
る
行
の
字
も
、
し
ぐ
る
る
ま
ま
に
の
詞
に
い
ひ
あ
は
せ
て
お

も
ふ
な
ど
は
見
え
侍
れ
ど
、
ゆ
く
の
詞
や
、
松
の
み
ど
り
の
こ
と
ば
に
か
な

は
ず
侍
ら
ん
と
お
ぼ
え
侍
る
う
へ
に
、
津
守
国
基
歌
に
云
、
紅
葉
す
る
か
つ
か
つ
ら

らの
な
か
に

(

国
基
集)

の
や
ま
に
す
み
よ
し
の
松
の
み
ひ
と
り
み
ど
り
な
る
か
な
と
い
へ
る
歌
に
、

末
の
句
い
く
ば
く
か
は
ら
ず
や
侍
ら
む
。
右
歌
、
千
種
に
染
む
る
い
と
か
や

ま
は
、
い
と
す
ぐ
れ
て
よ
ろ
し
く
侍
る
。
吹
き
な
ち
ら
し
そ
山
颪
の
か
ぜ
と

い
へ
る
古
今
の
歌
に
、
吹
き
な
み
だ
り
そ
木
枯
の
風
、
文
字
の
お
き
様
か
は

る
所
す
く
な
く
や
侍
ら
ん
。
両
首
と
も
に
め
づ
ら
し
き
に
は
あ
ら
ざ
る
に
や

と
覚
え
侍
れ
ば
、
持
と
申
す
べ
し
。

�通
釈
】十

二
番

紅
葉

左
持

俊
恵
法
師

23

日
数
を
重
ね
、
時
雨
が
降
る
に
つ
れ
て
、
竜
田

た
つ

た

山
は

(

紅
葉
が
散
り)

、
松
の

緑
の
残
る
の
が
目
立
っ
て
ゆ
く
。

右

資
隆
朝
臣

24

秋
が
来
る
と
、
色
と
り
ど
り
に
木
の
葉
を
染
め
る
糸
鹿

い
と

か

山
は
、
吹
き
乱
す
な
、

木
枯
ら
し
の
風
よ
。

左
の
歌
は
、
よ
く
思
い
入
れ
た
作
と
は
見
え
ま
す
。
た
だ
、｢

し
ぐ
る
る
ま

ま
に
竜
田
山｣

と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
紅
葉
が
必
ず
や
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
と

は
推
量
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
、
歌
の
言
葉
の
上
で
紅
葉
が
あ
り
ま
せ
ん
の
は
、

歌
合
の
歌
と
し
て
は
ど
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た

｢

松
の
緑
の
残
り
ゆ
く

か
な｣

と
詠
ん
で
い
る
、
そ
の

｢

ゆ
く｣

と
い
う
語
も

(

問
題
で)

、
こ
れ

は

｢

し
ぐ
る
る
ま
ま
に｣

と
い
う
言
葉
に
応
じ
て
思
い
付
い
た
の
だ
ろ
う
な

ど
と
思
わ
れ
ま
す
が
、｢

ゆ
く｣

と
い
う
語
は
、｢

松
の
み
ど
り｣

の
言
葉
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
上
、
津
守

国
基
の
歌
に
、｢

紅
葉
す
る
桂
の
山中
に

(

国
基
集)

に
住
吉
の
松
の
み
ひ
と
り
み
ど
り
な
る

か
な｣

と
詠
ん
で
い
る
が
、
下
の
句
は
そ
の
歌
と
い
く
ら
も
変
わ
っ
て
い
な

い
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
。
右
の
歌
の
、｢

千
種

ち

ぐ
さ

に
染
む
る
糸
鹿

い
と

か

山｣

は
、

大
層
優
れ
た
詠
み
様
で
、
結
構
に
思
い
ま
す
。
た
だ

(

下
の
句
は)

、｢

吹
き

な
散
ら
し
そ
山
お
ろ
し
の
風｣

と
詠
ん
だ

『

古
今
集』

の
歌
に
対
し
て
、

｢

吹
き
な
乱
り
そ
木
枯
ら
し
の
風｣

と
い
う
の
は
、
言
葉
の
置
き
様
の
上
で

違
い
が
少
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
左
右
の
二
首
は
、
と
も
に
目

新
し
い
作
と
は
見
な
し
難
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
持
と
申
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

�注
】
○
竜
田
山

立
田

た
っ

た

山
と
も
。
大
和
の
国
の
歌
枕
。
今
の
奈
良
県
の
北
西
部
、

大
阪
府
と
の
境
、
生い

駒こ
ま

山
地
の
南
端
の
山
。
紅
葉
の
名
所
。
谷
山
茂
氏
は
、
こ
こ

で
は
紅
葉
の
錦
を

｢

裁た

つ｣

と
の
掛
詞
と
さ
れ
る
。
○
ち
ぐ
さ

千
種
ち

ぐ
さ

。
種
類
の

多
い
こ
と
。
○
い
と
か
や
ま

糸
鹿

い
と

か

山
。
紀
伊
の
国
の
歌
枕
。
今
の
和
歌
山
県
有

田
市
の
東
南
部
の
山
。｢

糸｣

に
関
す
る
縁
語
関
係
を
用
い
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が

多
い
。
右
歌
の
場
合
も

｢

そ
む
る｣

｢

み
だ
り｣

と
縁
語
関
係
を
作
る
。
○
ふ
き

な
み
だ
り
そ

吹
い
て
乱
す
な
。
こ
の
場
合

｢

み
だ
り｣

は
、
乱
す
意
の
他
動
詞

｢

み
だ
る｣

の
連
用
形
。
○
木
が
ら
し
の
風

木
を
吹
き
枯
ら
す
風
。
そ
の
季
節

は
、
秋
に
も
冬
に
も
詠
ま
れ
て
い
て
、『

千
載
集』

で
も

｢

こ
が
ら
し｣

を
詠
み

入
れ
た
歌
は
、
秋
の
部
に
も
冬
の
部
に
も
見
え
る
。
○
津
守
国
基
の
歌

津
守
国

基
は
、
住
吉
社
神
官
で
、
そ
の
歌
は
、
勅
撰
集
に
は

『

後
拾
遺
集』

初
出
。
一
〇

二
三
―
一
一
〇
二
。
俊
成
が
こ
こ
で
判
詞
に
引
く
国
基
の
紅
葉
の
歌
は
、『

国
基

集』
(

一
一
八)
、『

後
拾
遺
集』

(

九
八
七)

に
、
第
二
句

｢

桂
の
な
か
に｣

の
形

で
見
え
る
。
○
吹
き
な
ち
ら
し
そ
山
颪
の
か
ぜ
と
い
へ
る
古
今
の
歌

｢

こ
ひ
し

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈
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く
は
見
て
も
し
の
ば
む
も
み
ぢ
葉
を
吹
き
な
ち
ら
し
そ
山
お
ろ
し
の
風｣

(『

古
今

集』

二
八
五
、
よ
み
人
し
ら
ず)

�考
察
】
左
の
歌
は
、
時
雨
の
降
る
日
が
重
な
る
に
つ
れ
て
、
竜
田
山
は
松
の
緑

の
残
る
の
が
目
立
っ
て
ゆ
く
と
詠
む
。
そ
の
特
色
は
、
題
の
紅
葉
を
言
葉
と
し
て

詠
み
入
れ
ず
に
、
お
の
ず
と
伝
わ
る
よ
う
な
詠
み
様
、
い
わ
ゆ
る

｢

題
を
ま
は
す｣

詠
み
様
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詠
み
様
に
つ
い
て
は

『

俊
頼
髄
脳』

に
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
題
詠
の
場
合
、
題
の
文
字
に
は

｢

心

を
ま
は
し
て
詠
む
べ
き
文
字｣

と

｢

た
だ
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字｣

と
が
あ
り
、

そ
の
区
別
は
作
者
自
身
が
さ
と
る
外
は
な
い
と
さ
れ
る
。
当
面
の
左
歌
の
場
合
は
、

紅
葉
の
名
所
の
竜
田
山
で
、
時
雨
が
続
く
に
つ
れ
て
松
の
緑
の
残
る
の
が
目
立
つ

と
言
え
ば
、
紅
葉
を
言
葉
に
出
さ
な
く
て
も
よ
い
と
も
思
わ
れ
る
が
、
俊
成
の
判

詞
で
は

｢

歌
合
に
は
い
か
が｣
と
疑
問
視
し
て
い
る
。
こ
れ
は
歌
合
の
歌
は
題
の

心
を
確
か
に
表
現
す
べ
き
も
の
と
す
る
原
則
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同

様
の
見
方
は
、
九
年
前
の

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』
(

関
路
落
葉
十
番)

の
俊
成

の
判
詞
に
も
示
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
俊
成
と
し
て
は
一
貫
し
て
こ
の
見
方
を

と
り
続
け
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

右
の
歌
は
、
秋
に
な
っ
て
色
と
り
ど
り
に
も
み
じ
し
た
糸
鹿
山
を
、
吹
き
乱
す

な
と
木
枯
ら
し
の
風
に
呼
び
掛
け
る
形
を
と
っ
て
詠
む
。
糸
鹿
山
を
詠
み
入
れ
る

歌
が
一
般
に
用
い
る

｢

糸｣

に
関
す
る
縁
語
の
技
巧
と
し
て
、
こ
こ
で
は

｢

染
む

る｣
｢

乱
り｣

な
ど
の
語
を
織
り
こ
ん
で
い
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、｢

心
有
り
て｣

は
見
え
る
と
評
す
る
一

方
で
、
問
題
点
を
幾
つ
か
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に

題
の

｢

紅
葉｣

を
直
接
示
す
言
葉
を
欠
く
点
で
あ
る
。
ま
た
下
句

｢

松
の
緑
の
残

り
ゆ
く
か
な｣

の

｢

ゆ
く｣

の
語
を
取
り
上
げ
、｢

松
の
緑
の
言
葉
に
か
な
は
ず｣

と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
常
緑
の
松
の
本
意
と
し
て
不
易
性
を
意
識
す
る
こ
と

に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
下
句
自
体
が
、
津
守
国
基
の
歌
の
下
句

｢

松
の

み
ひ
と
り
緑
な
る
か
な｣

に
類
似
す
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、｢

ち
ぐ
さ
に
染
む
る
糸
鹿
山｣

と
い
う
表
現
を

｢

い
と
す

ぐ
れ
て
よ
ろ
し
く｣

と
評
価
す
る
一
方
、
下
句

｢

吹
き
な
み
だ
り
そ
木
枯
ら
し
の

風｣

が

『

古
今
集』

の
歌

(

二
八
五)

の
下
句

｢

吹
き
な
ち
ら
し
そ
山
お
ろ
し
の

風｣

に
類
似
す
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
左
右
の
二
首
は
と
も
に

｢

め
づ
ら
し
き

に
は
あ
ら
ざ
る
に
や｣

と
言
い
、
持
と
し
て
い
る
。

十
三
番

左
持

良

清

25

た
つ
た
や
ま
時
雨
ふ
り
に
し
む
か
し
よ
り
梢
ぞ
秋
を
わ
す
れ
ざ
り
け
る

右

基
輔
朝
臣

26

お
も
影
に
と
ま
る
は
か
ひ
も
な
か
り
け
り
梢
に
ち
ら
ぬ
紅
葉
と
も
が
な

左
歌
こ
そ
何
と
も
え
こ
こ
ろ
え
侍
ら
ね
。
も
し
、
時
雨
ふ
り
お
け
る
な
ら
の

葉
の
名
に
お
ふ
み
や
の
ふ
る
ご
と
ぞ
こ
れ
と
い
へ
る
歌
を
思
ひ
て
、
な
ら
の

御
と
き
た
つ
た
山
の
紅
葉
御
覧
じ
け
る
事
な
ど
を
や
お
も
へ
る
人
に
や
侍
ら

ん
。
こ
ず
ゑ
ぞ
秋
を
忘
れ
ざ
り
け
る
な
ど
い
へ
る
も
、
ふ
も
と
ざ
ま
な
ど
は

い
か
に
な
り
け
る
に
か
と
こ
そ
聞
え
侍
れ
。
こ
れ
も
紅
葉
を
ま
は
し
て
よ
め

る
に
や
侍
ら
ん
。
右
、
歌
ざ
ま
ふ
る
ま
ひ
は
を
か
し
く
侍
る
を
、
俤
に
と
ま

る
は
か
ひ
も
な
し
、
梢
に
ち
ら
ぬ
紅
葉
と
も
が
な
と
い
へ
る
事
、
お
ろ
か
な

る
事
と
こ
そ
お
ぼ
え
侍
れ
。
左
は
歌
の
た
け
あ
る
や
う
に
て
聞
知
る
に
及
ば

ず
侍
る
ほ
ど
に
、
こ
れ
も
お
な
じ
ほ
ど
と
申
す
べ
き
に
や
侍
ら
ん
。

�通
釈
】十

三
番

左
持

良

清

25

竜た
つ

田た

山
は
、
時
雨
が
降
っ
た
と
歌
わ
れ
る
古
い

(

奈
良
の
都
の)

昔
か
ら
、
こ

ず
え
が
秋
を
忘
れ
な
い
で

(

紅
葉
し
て)

い
た
こ
と
だ
。

右

基
輔
朝
臣

26

面
影
と
し
て
残
る
の
で
は
、
も
の
足
り
な
い
、

実
際
に
こ
ず
え
に
散
ら
ず

残
る
紅
葉
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

左
の
歌
は
、
何
と
も
理
解
に
苦
し
む
作
で
す
。
あ
る
い
は
作
者
は
、｢(

神
無

月)

時
雨
ふ
り
お
け
る
な
ら
の
葉
の
名
に
お
ふ
宮
の
古
ご
と
ぞ
こ
れ｣

と
詠

ん
だ
歌
を
念
頭
に
置
い
て
、
奈
良
の
宮
の
み
代
に
、
み
か
ど
が
竜
田
山
の
紅

葉
を
ご
覧
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
を
思
っ
た
人
な
の
で
し
ょ
う
か
。

｢

こ
ず
ゑ
ぞ
秋
を
忘
れ
ざ
り
け
る｣

な
ど
と
詠
ん
で
い
る
の
も
、
ふ
も
と
の
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様
子
な
ど
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
こ
の
歌
も

(

十
二
番

左
歌
と
同
様)

題
の
紅
葉
を

(

歌
の
言
葉
に
出
さ
ず)

遠
回
し
に
詠
ん
だ
作

だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
右
の
歌
は
、
歌
の
姿
、
歌
い
様
は
面
白
い
の
で
す

が
、
面
影
と
し
て
残
る
の
で
は
意
味
が
な
い
、｢

こ
ず
ゑ
に
散
ら
ぬ
紅
葉
と

も
が
な｣

と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
未
熟
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
左
の

歌
は
歌
の
格
調
が
高
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
よ
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

こ
の
右
の
歌
も
同
じ
程
度
の
作
と
申
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

�注
】
○
た
つ
た
山

十
二
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
時
雨
ふ
り
お
け
る
な
ら
の
葉

の
…
…
と
い
へ
る
歌

｢
神
無
月
時
雨
ふ
り
お
け
る
な
ら
の
葉
の
名
に
お
ふ
宮
の

古
ご
と
ぞ
こ
れ｣

(『

古
今
集』

九
九
七
、
文
屋
有
季)

。『

古
今
集』

の
詞
書
に

｢

貞
観
御
時
、
万
葉
集
は
い
つ
ば
か
り
作
れ
る
ぞ
と
問
は
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
よ
み

て
た
て
ま
つ
り
け
る｣

と
あ
る
。
○
な
ら
の
御
と
き
た
つ
た
山
の
紅
葉
御
覧
じ
け

る
事

こ
の
記
述
と
直
接
結
び
つ
く
古
い
文
献
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
関
係
の
あ

り
そ
う
な
記
事
が

『

古
今
集』

仮
名
序
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
和
歌
の

伝
来
に
つ
い
て

｢

な
ら
の
御
時
よ
り
ぞ
広
ま
り
に
け
る｣

と
言
い
、
そ
の
少
し
後

に

｢

秋
の
夕
べ
、
竜
田
河
に
流
る
る
紅
葉
を
ば
、
み
か
ど
の
御
目
に
錦
と
見
給
ひ｣

と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
に
添
え
ら
れ
た
古
注
に
は

｢

な
ら
の
み
か
ど
の

御
歌｣

と
し
て
、｢

竜
田
河
紅
葉
乱
れ
て
流
る
め
り
渡
ら
ば
錦
中
や
た
え
な
む｣

(『

古
今
集』

二
八
三)

が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は

『

古
今
集』

の
本
文
で
は

｢

よ
み
人
し
ら
ず｣

で
あ
る
が
、
左
注
に
は

｢

こ
の
歌
は
、
あ
る
人
、
な
ら
の
み

か
ど
の
御
歌
な
り
と
な
む
申
す｣

と
あ
る
。
こ
の

｢

な
ら
の
み
か
ど｣
は
、
平
城

天
皇
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
○
ま
は
し
て
よ
め
る

遠
回
し
に
詠
ん
だ
。
題
詠
の

場
合
に
題
の
言
葉
を
直
接
詠
み
入
れ
る
こ
と
を
せ
ず
、
お
の
ず
と
伝
わ
る
よ
う
に

す
る
詠
み
様
で
、『

俊
頼
髄
脳』

や
長
明

『

無
名
抄』

に
説
明
が
見
え
る
。
十
二

番
の

｢

考
察｣

参
照
。
○
た
け
あ
る

高
い
格
調
が
感
じ
ら
れ
る
。
一
般
に
の
び

や
か
な
表
現
の
う
ち
に
精
神
的
に
張
り
つ
め
た
高
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
歌
の
特

徴
と
し
て
言
わ
れ
る
評
語
だ
が
、
こ
こ
で
は

｢

た
け
あ
る
や
う
に
て｣

と
言
い
、

表
現
が
一
見
そ
の
よ
う
に
見
え
る
と
の
心
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
俊
成
の
判
詞
に
言
う
と
お
り
、
理
解
し
に
く
い
と
こ
ろ
が

あ
る
と
も
見
え
る
が
、
俊
成
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に

『

古
今
集』

の
歌
に
よ
っ

て
詠
ま
れ
た
と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
面
か
ら
作
意
を
確
か
め
て
お
き

た
い
。

左
歌
に

｢

時
雨
ふ
り
に
し
昔
よ
り｣

と
言
う
の
は
、
次
の

『

古
今
集』

の
歌
に

よ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

神
無
月
時
雨
ふ
り
お
け
る
な
ら
の
葉
の
名
に
お
ふ
宮
の
古
ご
と
ぞ
こ
れ

(

九

九
七
、
文
屋
有
季)

そ
し
て
、
こ
の
歌
に

｢

な
ら
の
葉
の
名
に
お
ふ
宮｣

が
詠
ま
れ
て
い
る
点
と
、
左

歌
に

｢

竜
田

た
つ

た｣

の
紅
葉
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
点
か
ら
、『

古
今
集』

仮

名
序
の
古
注
に

｢

な
ら
の
み
か
ど
の
御
歌｣

と
す
る
、｢

竜
田｣

の
紅
葉
を
詠
ん

だ
次
の

『

古
今
集』

の
歌
も
、(

山
と
河
の
違
い
は
あ
る
が
、)

併
せ
て
意
識
さ
れ

て
い
た
か
と
思
う
。

竜
田
河
紅
葉
乱
れ
て
流
る
め
り
渡
ら
ば
錦
中
や
た
え
な
む

(

二
八
三
、
左
注

｢

こ
の
歌
は
、
あ
る
人
、
な
ら
の
み
か
ど
の
御
歌
な
り
と
な
む
申
す｣)

左
歌
は
、
以
上
の

『

古
今
集』

の
歌
二
首
に
材
料
を
と
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
見
る
と
一
首
の
大
意
は
、
時
雨
が
降
っ
た
と
歌
わ
れ
る
奈

良
の
宮
の
昔
か
ら
、
竜
田
山
は
木
々
の
こ
ず
え
が
秋
を
忘
れ
ず
に

(

紅
葉
し
て)

い
た
、
と
い
う
風
に
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
題
の
紅
葉
は
歌
の
言

葉
に
出
さ
ず
、｢

ま
は
し
て
詠
む｣

詠
み
様
を
用
い
た
と
見
ら
れ
る
。

右
の
歌
は
、
紅
葉
が

｢

面
影
に
と
ま
る｣

の
で
は
も
の
足
り
な
い
、
実
際
に

｢

梢
に
散
ら
ぬ
紅
葉｣

で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
詠
む
。
端
的
な
詠
み
様
で
あ
る
が
、

後
の
兼
好
が

｢

す
べ
て
月
花
を
ば
、
さ
の
み
目
に
て
見
る
も
の
か
は｣

と
批
評
し

た
対
象
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
作
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
ま
ず

｢

何
と
も
え
こ
こ
ろ
え
侍
ら
ね｣

と
言
い
、
一
首
の
表
現
が
理
解
し
難
い
と
批
判
す
る
。
ま
た
下
句
に

｢

こ
ず
ゑ
ぞ

秋
を
忘
れ
ざ
り
け
る｣

と
詠
ん
だ
の
も
、｢

こ
ず
ゑ｣

に
限
定
し
た
点
を
疑
問
視

す
る
。
さ
ら
に

｢

紅
葉
を
ま
は
し
て
よ
め
る｣

点
を
指
摘
す
る
が
、
こ
れ
も
前
の

十
二
番
左
歌
の
場
合
と
同
様
に
、
歌
合
の
歌
と
し
て
不
適
当
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
右
歌
に
つ
い
て
は
、
歌
い
様
は

｢

を
か
し
く｣

見
え
る
が
、
一
首
の
心

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈
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は

｢

お
ろ
か
な
る
事｣

と
批
判
し
、
持
と
判
定
し
て
い
る
。

十
四
番

左

皇
太
后
宮
大
夫
入
道

27

し
ぐ
れ
ゆ
く
空
だ
に
あ
る
を
紅
葉
ば
の
秋
は
く
れ
ぬ
と
色
に
見
す
ら
ん

右

大
弐
入
道

28

秋
ふ
か
き
岩
か
き
ま
ゆ
み
も
み
ぢ
し
て
錦
を
か
こ
ふ
み
や
ま
べ
の
さ
と

左
、
ひ
と
へ
に
秋
暮
れ
ぬ
る
事
を
を
し
み
て
、
紅
葉
を
し
も
賞
せ
ざ
る
に
や

侍
ら
む
。
右
、
岩
か
き
ま
ゆ
み
と
お
き
て
、
に
し
き
を
か
こ
ふ
な
ど
い
へ
る
、

彼
石
季
倫
が
家
に
五
十
里
の
錦
障
た
て
た
り
け
む
な
ど
思
ひ
や
ら
れ
て
、
姿

を
か
し
く
見
え
侍
る
。
但
、
上
に
岩
垣
と
お
き
て
、
末
に
か
こ
ふ
と
い
へ
る
、

同
事
に
や
侍
ら
む
。
か
こ
ふ
は
詞
の
様
に
は
侍
れ
ど
も
、
か
こ
ふ
と
い
ふ
も

か
き
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
昔
切
韻
を
見
侍
り
し
に
、
栫
籬
也
、
以
�柴
壅
也

と
あ
り
し
や
う
に
お
ぼ
え
侍
り
。
仍
勝
負
不
�分
明
�
最
下
愚
老
、
已
迷
�是

非
�
両
方
之
明
士
、
定
決
�雌
雄
�歟
。

�通
釈
】十

四
番

左

皇
太
后
宮
大
夫
入
道

27

し
ぐ
れ
て
ゆ
く
空
だ
け
で
も
、(

秋
も
終
り
と
思
わ
れ)

わ
び
し
い
の
に
、
な

ぜ
そ
の
上
も
み
じ
葉
が
、
秋
は
暮
れ
た
と
色
に
見
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

右

大
弐
入
道

28

秋
も
深
く
、
岩
垣
の
ま�

ゆ�

み�

が
も
み
じ
し
て
、
錦

に
し
き

の
幕
で
囲
っ
た
か
と
見
え
る
、

深み

山
辺
の
里
よ
。

左
の
歌
は
、
専
ら
秋
の
暮
れ
た
こ
と
を
惜
し
む
ば
か
り
で
、
題
の
紅
葉
を
賞

美
し
な
い
き
ら
い
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
右
の
歌
は
、｢

岩
垣
ま
ゆ
み｣
と

言
っ
て
お
い
て
、｢

錦
を
囲
ふ｣

な
ど
と
詠
ん
だ
の
は
、
あ
の
石
季
倫
の
家

に
五
十
里
に
わ
た
っ
て
錦
の
幕
を
立
て
め
ぐ
ら
し
た
様
子
な
ど
も
思
い
や
ら

れ
て
、
詠
み
様
が
面
白
く
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
上
の
句
に

｢

岩
垣｣

の
語
を

置
い
て
、
下
の
句
に

｢

か
こ
ふ｣

と
言
っ
た
の
は
、
同
じ
事
を
繰
り
返
し
た

(

歌
病
に
当
た
る)

も
の
で
し
ょ
う
か
。｢

か
こ
ふ｣

は
用
言
の
よ
う
で
す
け

れ
ど
、｢

か
こ
ふ｣

と
言
う
の
も
垣
を
作
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
昔

『

切
韻』

を
見
ま
し
た
と
こ
ろ
、｢

栫ハ

籬
也
、
以テ

�柴ヲ

壅ふ
さ
グ

也
。｣

と
記
さ
れ
て

い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
左
右
の
歌
は
勝
負
が
明
ら
か
で
な
い
。

私
の
よ
う
な
最
低
の
愚
か
な
年
寄
り
は
、
よ
し
あ
し
の
判
断
に
迷
う
ば
か
り

で
す
。
左
右
両
方
の
具
眼
の
方
が
、
必
ず
や
優
劣
を
決
め
て
く
だ
さ
る
で
あ

ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。

�注
】
○
岩
か
き
ま
ゆ
み

岩
垣
檀

ま
ゆ
み

。
岩
が
垣
根
の
よ
う
に
と
り
囲
ん
で
い
る
所

の
、
岩
の
中
の
マ
ユ
ミ
。
マ
ユ
ミ
は
、
ニ
シ
キ
ギ
科
の
落
葉
低
木
ま
た
は
小
高
木
。

な
お
、｢

岩
垣
紅
葉｣

の
語
は

『

古
今
集』

(

二
八
二)

以
下
に
用
例
が
あ
る
。
○

石
季
倫
が
家
に
五
十
里
の
錦
障
た
て
た
り
け
む

石
季
倫
は
、
名
は
崇
、
字

あ
ざ
な

が
季

倫
。
晉
代
の
人
。
ぜ
い
た
く
な
暮
ら
し
を
好
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
家
に

｢

錦
歩
障｣

(

道
を
行
く
時
目
隠
し
と
し
て
両
側
に
張
る
錦
の
と
ば
り)

を
五
十
里
に
わ
た
っ

て
作
っ
た
こ
と
が
、『

晉
書』

(

石
崇
伝)

に
見
え
る
。
○
同
事

こ
こ
で
は
、
一

首
の
歌
の
中
で
同
じ
事
が
重
な
る
こ
と
で
、
避
け
る
べ
き
欠
点
と
さ
れ
た
。
公
任

の

『

新
撰
髄
脳』

に
、｢

こ
と
あ
ま
た
あ
る
中
に
、
む
ね
と
さ
る
べ
き
事
は
、
二

所
に
同
じ
事
の
あ
る
な
り｣

と
記
さ
れ
る
。
歌
病
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る

｢

同
心

の
病｣

に
相
当
す
る
。
○
か
こ
ふ
は
詞
の
様
に
は
侍
れ
ど
も

こ
の

｢

詞｣

は
、

こ
の
ま
ま
の
形
で
、
前
後
の
文
脈
か
ら
見
る
と
、
用
言
の
類
を
意
味
す
る
か
と
思

わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
う
い
う
意
味
の

｢

詞｣

の
前
例
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
い
だ
せ

な
い
が
、
後
の
用
例
で
は
、『

連
理
秘
抄』

に
、｢

一
、
韻
字

物
の
名
と
詞
の
字

と
こ
れ
を
き
ら
ふ
べ
か
ら
ず｣

と
あ
り
、
こ
の
用
例
は
用
言
の
類
を
指
す
と
見
ら

れ
る
。
谷
山
茂
氏
は
、
あ
る
い
は

｢

こ
と
詞｣

の

｢

こ
と｣

(

異)

の
誤
脱
か
と

さ
れ
る
。
○
切
韻

古
代
中
国
の
、
韻
に
よ
っ
て
分
類
し
た
字
書
。
隋
代
、
六
〇

一
年
の
成
立
。
○
栫
籬
也
、
以
�柴
壅
也

｢

栫｣

は
、
柴
を
立
て
て
ふ
さ
ぐ
意
の

字
。
俊
成
は

｢

か
こ
ひ｣

に
当
た
る
と
見
た
か
。
す
る
と

｢

栫か
こ

ヒ
ハ
籬か
き

ナ
リ
、
柴

ヲ
以
テ
壅ふ

さ

グ
ナ
リ｣

と
し
て
引
用
し
た
こ
と
に
な
る
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
し
ぐ
れ
る
空
模
様
だ
け
で
も
冬
の
近
い
こ
と
を
思
わ
せ
る

の
に
、
ど
う
し
て
そ
の
上
、
も
み
じ
葉
が
秋
は
暮
れ
た
と
色
に
見
せ
る
の
か
と
詠

む
。
紅
葉
に
寄
せ
て
秋
の
過
ぎ
て
ゆ
く
の
を
嘆
く
心
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、
山
里
に
秋
が
深
ま
り
、｢

岩
垣
ま
ゆ
み｣

が
紅
葉
し
て
、｢

錦
を
か
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こ
ふ｣

と
見
え
る
様
子
を
詠
む
。
紅
葉
を
錦
に
例
え
る
の
は
常
識
的
な
こ
と
に
属

す
る
が
、
こ
の
場
合

｢

岩
垣｣

ま
ゆ
み
の
紅
葉
を
挙
げ
て
錦
を

｢

か
こ
ふ｣

と
詠

ん
だ
点
に
、
作
者
な
り
の
工
夫
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
秋
の
暮
れ
る
の
を
惜
し
む
心
を
主
と
し

て
、
題
の
紅
葉
を
賞
美
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
を
問
題
点
と
し
て
挙
げ
る
。
こ
の

左
歌
は
俊
成
自
身
の
作
だ
が
、
客
観
的
な
批
判
と
し
て
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
石
季
倫
の
こ
と
な
ど
を
引
用
し
て

｢

姿
を
か
し
く｣

と
一

応
ほ
め
る
一
方
、｢
岩
垣｣

と

｢

か
こ
ふ｣

が

｢

注｣

で
触
れ
た
よ
う
な

｢

同
事｣

に
当
た
る
と
問
題
視
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
は
、
そ
う
い
う
言
い
方
を
し
な
い

と
作
者
の
工
夫
し
た
趣
向
が
生
か
さ
れ
な
い
と
も
見
ら
れ
る
の
で
、
一
概
に

｢

同

事｣

と
し
て
否
定
す
る
の
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
勝
負
に
つ
い
て
は
、｢

不
�

分
明
�

｣

と
し
て
い
る
。

�備
考
】
十
四
番
左
歌
は

『

新
勅
撰
集』

(
三
四
四)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

十
五
番

雪

左

皇
太
后
宮
大
夫
入
道

29

た
づ
ぬ
べ
き
友
こ
そ
な
け
れ
や
ま
か
げ
や
雪
と
月
と
を
ひ
と
り
見
れ
ど
も

右

道
因
法
師

30

朝
戸
あ
け
て
ほ
か
の
雪
を
も
な
が
め
や
ら
ん
心
の
ゆ
く
は
あ
と
し
つ
か
ね
ば

左
歌
、
心
は
山
居
の
雪
を
見
て
、
彼
王
子
�
が
山
陰
の
雪
夜
、
戴
安
道
を
お

も
へ
る
事
を
い
へ
る
に
や
と
は
見
え
侍
れ
ど
、
歌
の
お
も
て
に
雪
の
事
す
く

な
く
侍
ら
む
。
右
歌
は
雪
の
う
た
と
覚
え
て
、
す
が
た
も
を
か
し
く
侍
る
。

ほ
か
の
雪
を
も
と
い
へ
る
や
、
す
こ
し
荒
涼
に
聞
え
侍
ら
ん
と
ぞ
覚
え
侍
る
。

勝
負
之
条
、
こ
れ
も
さ
き
の
番
に
お
な
じ
。
よ
り
て
不
�加
�判
耳
。

�通
釈
】十

五
番

雪

左

皇
太
后
宮
大
夫
入
道

29

訪
ね
よ
う
と
思
う
友
は
、
わ
た
し
に
は
な
い
、

山
陰
で
、
雪
と
月
と
を
ひ

と
り
眺
め
て
い
る
の
だ
が
。

右

道
因
法
師

30

朝
戸
を
開
け
て
、(

わ
が
家
の
庭
に
限
ら
ず
、)

外
の
雪
も
眺
め
や
る
こ
と
に
し

よ
う
、

心
の
行
く
分
に
は
、(

雪
に)

足
跡
は
つ
か
な
い
か
ら
。

左
の
歌
は
、
そ
の
心
は
、
山
の
住
ま
い
で
雪
を
見
て
、
あ
の
王
子
�
が
山
陰

の
雪
の
夜
、
戴
安
道
を
思
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
と
は
見
ら
れ
ま

す
け
れ
ど
、
歌
の
言
葉
の
上
に
題
の
雪
の
こ
と
が
十
分
に
出
て
い
な
い
で
し
ょ

う
。
そ
の
点
、
右
の
歌
は
い
か
に
も
雪
の
歌
と
思
わ
れ
て
、
ま
た
姿
も
面
白

い
作
で
す
。(

た
だ)

｢

ほ
か
の
雪
を
も｣

と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
少
々
不
用

意
な
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
で
し
ょ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
勝
負
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
も
前
の
十
四
番
と
同
様
の
場
合
で
す
。
そ
の
た
め
、
判
定
を
致
し
ま
せ

ん
。

�注
】
○
朝
戸
あ
け
て

｢

朝
戸｣

は
、
朝
起
き
て
明
け
る
戸
。｢

朝
戸
あ
け
て｣

と
い
う
続
け
方
は
、｢

朝
戸
明
け
て
も
の
思
ふ
時
に
…
…｣

(『

万
葉
集』

一
五
八
三

一
五
七
九)

以
下
、
用
例
が
少
な
く
な
い
。
○
王
子
�
が
山
陰
の
雪
夜
、
戴
安
道
を
お
も
へ
る

事

王
子し

�
い
う

は
、
名
は
徽き

之し

、
字
が
子
�
、
晉
代
の
文
人
。
戴た
い

安
道
は
、
そ
の
友

で
、
名
は
逵き

、
字
が
安
道
、
晉
代
の
文
人
。
王
子
�
が
山
陰
の
住
居
で
、
雪
後
の

月
夜
に
、
ひ
と
り
酒
を
く
み
な
ど
す
る
う
ち
に
、
戴
安
道
に
会
い
た
く
な
り
、
早

速
小
舟
に
乗
っ
て
戴
安
道
の
住
居
の
門
前
ま
で
行
っ
た
が
、
会
わ
ず
に
帰
っ
た
こ

と
に
関
す
る
故
事
。｢

嘗テ

居リ

�山
陰ニ

�
夜
雪
初メ
テ

霽は

。ル

月
色
晴
朗
、
四
望
浩
然タ
リ。
独リ

酌ミ

�酒ヲ

、
詠ジ

�左
思ノ

招
隠
詩ヲ

�
忽チ

憶フ

�戴た
い

逵き

�
ヲ

逵
時ニ

在リ

�

�� ��
��

。ニ

便チ

夜
乗ジ
テ
�小
舟ニ

�
詣い
た

�
ル

之ニ

。

経テ

�宿ヲ

方ま
さ
ニ

至リ

、
造
い
た
り

�
テ

門ニ

不シ

�
テ

前す
す
マ

而
反ル

。
人
問フ

�其ノ

故ヲ

�
徽
之
曰ク

、
本
乗ジ

�
テ

興ニ

而
来リ

、

興
尽キ

テ

而
反ル

。
何ゾ

必ズ
シ
モ

見ン

�安
道ヲ

�邪や

。ト｣
(『

晉
書』

王
徽
子
伝)

�考
察
】
左
の
歌
は
、
作
者
の
俊
成
が
判
詞
の
中
に
記
す
と
お
り
、
王
子
�
が
雪

後
の
月
夜
に
友
の
戴
安
道
に
会
い
た
く
な
っ
て
出
掛
け
た
が
、
会
わ
ず
に
帰
っ
た

と
い
う
故
事
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
作
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
王
子
�
の
よ
う
に
自
分

も
山
陰
で
雪
と
月
を
ひ
と
り
眺
め
る
身
だ
け
れ
ど
、
自
分
は
訪
ね
よ
う
と
思
う
友

は
な
い
と
詠
ん
で
い
る
。

右
の
歌
は
、
朝
戸
を
開
け
て
、
わ
が
家
の
庭
の
外
の
雪
も
眺
め
や
る
こ
と
に
し

よ
う
、
自
分
の
心
が
行
く
分
に
は
雪
に
足
跡
も
つ
か
な
い
か
ら
、
と
詠
ん
で
い
る
。

新
し
い
雪
を
踏
ん
で
足
跡
を
つ
け
る
こ
と
を
は
ば
か
る
の
は
伝
統
的
な
発
想
で
、

右
歌
も
そ
れ
を
基
本
に
し
て
工
夫
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
や
や
理
屈
が
目
立
つ
か

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈

― 31―( 31 )



も
し
れ
な
い
。

俊
成
の
判
詞
は
、
自
作
の
左
歌
に
つ
い
て
は
、
子
�
尋
戴
の
故
事
を
用
い
た
作

で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
一
方
、
題
の
雪
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
の
を
弱
点
と

し
て
挙
げ
て
い
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
雪
の
題
に
ふ
さ
わ
し
い
作
と
認
め
、
ま
た
、｢

姿
も
を
か

し
く｣
と
評
価
す
る
が
、｢

ほ
か
の
雪
を
も｣

と
い
う
表
現
は
少
々
不
用
意
に
思

わ
れ
る
と
批
判
す
る
。

勝
負
に
関
し
て
は
、
前
の
十
四
番
の
場
合
と
同
様
、
判
者
が
作
者
で
も
あ
る
場

合
と
し
て
、
判
定
を
避
け
て
い
る
。

�備
考
】
十
五
番
左
歌
は

『
続
古
今
集』

(

六
六
六

六
七
〇)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

十
六
番

左
勝

俊
恵
法
師

31

打
ち
は
ら
ふ
こ
ろ
も
で
さ
え
ぬ
ひ
さ
か
た
の
し
ら
つ
き
や
ま
の
雪
の
明
ぼ
の

右

顕
昭
法
師

32

浪
か
く
る
と
し
ま
が
崎
の
は
ま
ひ
さ
ぎ
し
づ
え
は
雪
も
つ
も
ら
ざ
り
け
り

左
歌
、
旅
宿
の
雪
な
ど
ぞ
お
ぼ
え
侍
れ
ど
、
雪
の
曙
と
い
へ
る
文
字
づ
か
ひ
、

を
か
し
く
侍
る
め
り
。
し
ら
つ
き
山
や
し
ひ
て
庶
幾
せ
ら
れ
ず
侍
ら
ん
。
万

葉
集
な
ど
の
歌
、
殊
に
優
な
る
事
を
歌
合
に
は
と
り
い
づ
べ
き
事
と
こ
そ
、

ふ
る
く
も
申
し
て
侍
る
めめ
れ

(

群
書
類
従)

り
。
又
此
山
ひ
さ
か
た
に
は
い
か
が
侍
ら
ん
や
。

此
し
ら
つ
き
は
若
、
槻
の
木
に
て
も
や
侍
ら
ん
。
す
こ
し
お
ぼ
つ
か
な
く
見

え
侍
れ
ど
も
、
い
ま
は
お
ほ
か
た
も
の
の
お
ぼ
え
ず
侍
る
な
り
。
い
か
に
ひ

が
ご
と
ど
も
申
し
た
り
と
人
の
見
候
は
ん
ず
ら
む
。
右
歌
、
と
し
ま
が
崎
の

は
ま
ひ
さ
ぎ
、
こ
れ
も
歌
の
ふ
る
ま
ひ
は
を
か
し
く
侍
る
を
、
浪
か
く
る
し

づ
え
に
雪
の
ふ
ら
ぬ
こ
と
わ
り
、
見
所
な
く
や
侍
ら
ん
。
末
に
つ
も
ら
ん
を

ば
、
を
ば
な
と
も
う
た
が
ひ
、
浜
に
し
け
る
を
月
と
見
む
や
、
雪
の
歌
の
ほ

い
に
侍
る
べ
か
ら
ん
と
ぞ
お
ぼ
え
侍
る
。
雪
の
曙
は
な
ほ
を
か
し
く
も
や
見

え
侍
ら
む
と
て
、
以
�左
為
�勝
。

�通
釈
】十

六
番

左
勝

俊
恵
法
師

31

雪
を
払
う
袖
も
、
凍
り
き
っ
た
、

白
月

し
ら
つ
き

山
の
雪
の
あ
け
ぼ
の
は
。

右

顕
昭
法
師

32

波
の
打
ち
寄
せ
る
、
と
し
ま
が
崎
の
浜
ひ
さ
ぎ
の
、
下
枝
は

(

波
が
打
ち
寄
せ

て)

雪
も
積
も
ら
な
い
の
だ
っ
た
。

左
の
歌
は
、
旅
宿
の
雪
な
ど
を
詠
ん
だ
歌
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
、

｢

雪
の
あ
け
ぼ
の｣

と
詠
ん
だ
言
葉
遣
い
が
、
面
白
い
よ
う
で
す
。｢

白
月
山｣

は
、
あ
ま
り
望
ま
し
い
地
名
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。『

万
葉
集』

な

ど
の
歌
に
つ
い
て
は
、
特
に
優
美
な
こ
と
を
選
ん
で
歌
合
の
歌
に
は
採
り
上

げ
る
べ
き
だ
と
、
古
人
も
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
こ
の
白
月
山
は
、

｢

ひ
さ
か
た
の｣

と
い
う
枕
詞
に
続
け
る
の
は
、
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う

か
。
あ
る
い
は
こ
の

｢

し
ら
つ
き｣

は
、
槻つ
き

の
木
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
少
々

疑
問
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
私
は
も
う

(

年
老
い
て)

全
体
に
物
事
が
考
え
ら

れ
な
い
有
様
で
す
。
間
違
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
と
、
ど
ん
な
に
人
は

(

さ
げ
す
ん
で)

見
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
右
の
歌
の
、｢

と
し
ま
が
崎
の
浜
ひ

さ
ぎ｣

、
こ
れ
も
歌
の
詠
み
様
は
面
白
い
の
で
す
が
、
波
の
打
ち
寄
せ
る
下

枝
に
雪
が
積
も
ら
ぬ
と
い
う
理
屈
は
、
見
所
が
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
雪
が

枝
の
端
に
積
も
る
の
な
ら
、
そ
れ
を
尾
花
か
と
見
る
と
か
、
雪
が
浜
一
帯
に

降
り
し
い
た
の
な
ら
、
そ
れ
を
月
光
と
見
る
と
か
い
う
風
に
詠
む
の
が
、
雪

の
歌
の
本
来
の
在
り
方
で
し
ょ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、
左
の
雪

の
あ
け
ぼ
の
の
歌
の
方
が
、
や
は
り
面
白
く
見
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
と
考
え

て
、
左
を
勝
と
し
ま
す
。

�注
】
○
こ
ろ
も
で

衣
手

こ
ろ
も
で

。
袖
。
○
し
ら
つ
き
や
ま

白
月

し
ら
つ
き

山
。『

五
代
集
歌
枕』

『

八
雲
御
抄』

等
は
近
江
の
歌
枕
と
す
る
が
、
所
在
不
明
。『

万
葉
集』

に

｢

木ゆ

綿ふ

包づ
つ

み
白
月
山
の
さ
な
�
か
づ
ら

の
ち
も
必
ず
あ
は
む
と
そ
思
ふ｣

(

三
〇
八
七

三
〇
七
三)

の
一
首
が
あ

る
。
○
と
し
ま
が
崎

『

五
代
集
歌
枕』

『

八
雲
御
抄』

に
淡
路
の
歌
枕
と
す
る
。

た
だ
し

『

万
葉
集』

の
歌
に
詠
ま
れ
る

｢

敏
馬｣

(

み
ぬ
め)

を

｢

と
し
ま｣

と

し
た
と
も
見
ら
れ
、
そ
の
場
合
は
今
の
神
戸
市
東
部
の
海
岸
で
、
摂
津
の
歌
枕
に

な
る
。
○
は
ま
ひ
さ
ぎ

浜
楸

ひ
さ
ぎ(

久
木

ひ
さ

ぎ)

。
浜
に
生
え
る
ヒ
サ
ギ
。
ヒ
サ
ギ
は

『

万
葉
集』

以
来
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
キ
サ
サ
ゲ

(

ノ
ウ
ゼ
ン
カ
ズ
ラ
科
の
落
葉

― 32― ( 32 )



高
木)

の
こ
と
と
も
、
ア
カ
メ
ガ
シ
ワ

(

ト
ウ
ダ
イ
グ
サ
科
の
落
葉
高
木)

の
こ

と
と
も
言
わ
れ
る
。
○
し
づ
え

下
枝
。
○
ほ
い

本
意
。
本
来
あ
る
べ
き
心
。

な
お

｢

考
察｣

で
触
れ
る
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
白
月
山
の
雪
の
あ
け
ぼ
の
に
、
雪
を
払
う
袖
も
さ
え
る
様

子
を
、
簡
潔
に
詠
ん
で
い
る
。
た
だ
し
詠
み
様
は
一
本
調
子
で
な
く
、
第
三
句
に

枕
詞
を
置
い
て
一
種
の
間ま

を
作
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

｢

半
臂

は
ん

ぴ

の
句｣

で
、
そ
の

表
現
効
果
に
つ
い
て
は
、
長
明
の

『

無
名
抄』

に
俊
恵
の
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
が
、
左
歌
は
俊
恵
の
作
で
あ
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

右
の
歌
は
、｢

と
し
ま
が
崎
の
浜
ひ
さ
ぎ｣

が
、
打
ち
寄
せ
る
波
で
下
枝
は
雪

も
積
も
ら
な
い
と
詠
む
。｢
し
づ
枝
は
雪
も
積
も
ら
ざ
り
け
り｣

に
重
点
を
置
く

一
首
と
見
え
る
が
、
俊
成
の
判
詞
で
は
、
雪
の
題
に
こ
の
よ
う
に
詠
む
こ
と
を
疑

問
視
し
て
い
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、｢

雪
の
あ
け
ぼ
の｣

と
詠
ん
だ
言
葉
遣

い
を

｢

を
か
し
く｣

と
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
は

｢

雪
の
あ
け
ぼ
の｣

と
詠
ん
だ

例
が
、
当
時
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
前
例
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、『

顕
輔
集』
に
次
の
歌
が
見
え
る
。

か
を
ら
ず
は
た
れ
か
知
ら
ま
し
梅
の
花
白
月
山
の
雪
の
あ
け
ぼ
の

(

九
三)

こ
の
歌
は

｢

白
月
山
の
雪
の
あ
け
ぼ
の｣

と
い
う
下
句
が
左
歌
と
共
通
し
て
お
り
、

左
歌
に
影
響
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

｢

白
月
山｣

に
関
し
て
は
、
俊
成
は
判
詞
に

｢

庶
幾
せ
ら
れ
ず｣
と
言
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
歌
枕
と
し
て
詠
ま
れ
た
前
例
が
少
な
い
の
が
主
な
理
由
で
あ
ろ
う
か
。

『

万
葉
集』

(

三
〇
八
七

三
〇
七
三)

に
用
例
が
あ
る
が
、『

万
葉
集』

の
歌
の
場
合
は

｢
殊
に
優

な
る
事｣

に
限
っ
て
歌
合
の
歌
に
は
採
り
上
げ
る
べ
き
だ
と
、
俊
成
は
言
っ
て
い

る
。
ま
た
歌
枕

｢

ひ
さ
か
た
の｣

を

｢

白
月
山｣

に
冠
し
て
用
い
た
こ
と
も
疑
問

視
し
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
は
、｢

白
月
山｣

が

｢

月｣

の
字
を
含
む
点
か
ら
、
許

容
す
る
見
方
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
右
歌
に
つ
い
て
の
俊
成
の
判
詞
は
、
歌
の
詠
み
様
は

｢

を
か
し
く｣

思

わ
れ
る
が
、｢

し
づ
枝
は
雪
も
つ
も
ら
ざ
り
け
り｣

と
詠
ん
だ
点
を

｢

見
所
な
く｣

と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
雪
の
題
の
歌
な
ら
、
雪
の
状
況
に
よ
っ
て
尾
花
に
見
立

て
る
と
か
、
月
光
と
見
な
す
と
か
工
夫
し
て
詠
む
の
が
、
雪
の
歌
の

｢

本
意｣

で

あ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
の

｢

本
意｣

と
い
う
こ
と
は
、
古
く
天
徳
四
年

『

内
裏
歌
合』

で
、
�
冬
を
題
と
す
る
八
番
右
歌
、

ひ
と
へ
づ
つ
や
へ
山
吹
は
ひ
ら
け
な
む
ほ
ど
へ
て
に
ほ
ふ
花
と
た
の
ま
む

(

兼
盛)

に
対
す
る
実
頼
の
判
詞
に
、

八
重
山
吹
の
一
重
づ
つ
ひ
ら
け
む
は
、
一
重
な
る
山
吹
に
て
こ
そ
は
あ
ら
め
。

心
は
あ
る
に
似
た
れ
ど
も
、
八
重
咲
か
ず
ば
本
意
な
く
や
あ
ら
む
。

と
記
さ
れ
た
の
を
初
め
、
題
詠
に
よ
る
歌
合
で
は
特
に
重
視
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
の
観
点
に
よ
る
と
、
雪
の
題
の
歌
に

｢

し
づ
枝
は
雪
も
つ
も
ら
ざ
り

け
り｣

と
詠
む
の
は
、
殺
風
景
で

｢

見
所
な
く｣

思
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
。
対
す
る
左
の

｢

雪
の
あ
け
ぼ
の｣

の
歌
が
勝
と
さ
れ
る
。

十
七
番

左
勝

寂

蓮

33

ふ
り
そ
む
る
け
さ
だ
に
人
の
ま
た
れ
つ
る
み
や
ま
の
里
の
雪
の
ゆ
ふ
ぐ
れ

右

大
弐
入
道

34

旅
人
は
は
れ
ま
な
し
と
や
お
も
ふ
ら
ん
た
か
き
の
や
ま
の
雪
の
あ
け
ぼ
の

み
や
ま
の
さ
と
の
雪
は
、
今
朝
だ
に
人
の
な
ど
い
へ
る
心
、
よ
ろ
し
く
侍
る

に
や
。
た
か
き
の
や
ま
の
雪
は
、
歌
の
た
け
あ
り
て
、
優
に
侍
る
べ
し
。
此

た
か
き
の
山
も
、
芳
野
の
山
に
こ
そ
侍
れ
。
旅
人
な
ど
の
つ
ね
に
す
ぐ
る
事

は
い
と
な
く
や
侍
ら
む
と
覚
え
侍
る
う
へ
に
、
雪
の
夕
ぐ
れ
、
す
こ
し
さ
び

て
お
も
ひ
や
ら
れ
侍
れ
ば
、
又
左
の
か
た
へ
つ
き
や
侍
ら
む
。

�通
釈
】十

七
番

左
勝

寂

蓮

33

雪
の
降
り
始
め
た
今
朝
で
さ
え
、
人
の
訪
れ
が
心
待
ち
に
さ
れ
た
、
こ
の
山
深

い
里
の
雪
の
夕
暮
れ

(

の
寂
し
さ)

よ
。

右

大
弐
入
道

34

旅
人
は
、
晴
れ
間
が
な
い
と
思
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、

高
城

た
か

き

の
山
の
雪
の

あ
け
ぼ
の
に
。

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈

― 33―( 33 )



(

左
の)

｢

み
山
の
里
の
雪｣

の
歌
は
、｢

今
朝
だ
に
人
の

(

待
た
れ
つ
る)｣

な
ど
と
詠
ん
だ
心
が
、
結
構
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。(

右
の)

｢

高
城
の

山
の
雪｣

の
歌
は
、
歌
の
格
調
が
高
く
て
、
優
美
な
作
で
し
ょ
う
。(

た
だ

し)

こ
の
高
城
の
山
も
吉
野
の
山
に
属
し
ま
す
。
旅
人
な
ど
が
常
に
通
る
こ

と
は
ま
ず
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
し
、(

左
の)

雪
の
夕
暮
れ
は
、
少

し
さ
び
た
様
子
に
思
い
や
ら
れ
ま
す
の
で
、
ま
た
左
の
方
に
味
方
し

(

て
勝

と
し)
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。

�注
】
○
た
か
き
の
や
ま

高
城

た
か

き

の
山
。
正
確
な
位
置
は
不
明
だ
が
、
吉
野
山
地

の
山
で
、『

万
葉
集』
に

｢

み
吉
野
の
高
城
の
山
に
白
雲
は
行
き
は
ば
か
り
て
た

な
び
け
り
見
ゆ｣

(

三
五
六

三
五
三)
と
詠
ま
れ
る
。
○
た
け
あ
り

十
三
番
の

｢

注｣

参

照
。
○
さ
び
て

俊
成
の
評
語

｢

さ
び｣

の
用
例
は
、
す
べ
て
動
詞
の
連
用
形
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
岡
崎
義
恵
氏
に
よ
れ
ば
、｢

歌
詞
が
や

や
古
風
で
落
着
き
が
あ
り
、
静
か
な
深
い
感
じ
を
与
へ
る
や
う
な
場
合
に
言
っ

て
ゐ
る
や
う
で
あ
る｣

(『

美
の
伝
統』)
と
さ
れ
る
。
な
お

｢

考
察｣

で
も
触
れ

る
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
雪
の
降
り
始
め
た
今
朝
で
さ
え
人
の
訪
れ
が
待
た
れ
た
と

上
の
句
に
言
う
こ
と
で
、
山
里
の
雪
の
夕
暮
れ
に
人
の
訪
れ
の
期
待
で
き
な
い
寂

し
さ
を
詠
む
下
の
句
の
心
を
際
立
た
せ
た
作
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、
旅
人
は
常
に
雪
が
降
る
と
思
う
だ
ろ
う
か
、
高
城
の
山
の
雪
の
あ

け
ぼ
の
に
、
と
淡
泊
に
詠
ん
で
い
る
。
末
句

｢

雪
の
あ
け
ぼ
の｣
は
、｢

雪
の
し

づ
く
を｣

の
形
で
、
大
弐
入
道
重
家
の
子
の
経
家
の
家
集

(

三
八)
に
見
え
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
谷
山
茂
氏
が

『

歌
合
集』

補
注
に
詳
細
な
推
測
を
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

こ
の
右
歌
に
対
す
る
俊
成
の
判
詞
は
、｢

た
け
あ
り
て
優｣

と
評
す
る
一
方
、

高
城
の
山
は
旅
人
な
ど
の
常
に
通
る
所
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て

左
歌
に
つ
い
て
、｢

降
り
そ
む
る
今
朝
だ
に
人
の
待
た
れ
つ
る｣

と
詠
ん
だ
上
の

句
の
心
を

｢

よ
ろ
し
く｣

と
評
価
し
、
ま
た

｢

雪
の
ゆ
ふ
ぐ
れ｣

と
詠
ん
だ
情
景

を

｢

す
こ
し
さ
び
て｣

思
い
や
ら
れ
る
と
言
い
、
そ
れ
を
理
由
に
左
の
勝
と
判
定

し
て
い
る
。

｢

さ
び｣

と
い
う
評
語
は
、
俊
成
は

(

嘉
応
二
年

『

住
吉
社
歌
合』

か
ら
建
久

末
年
頃

『

慈
鎮
和
尚
自
歌
合』

ま
で
の)

歌
合
の
判
詞
に
、
十
三
の
用
例
を
残
し

て
い
る
。｢

さ
び
て｣

｢

さ
び
た
り｣

な
ど
の
形
で
用
い
て
お
り
、
歌
の

｢

姿｣

に

関
し
て
言
う
場
合
が
全
用
例
の
ほ
ぼ
半
数
を
占
め
て
い
る
。
俊
成
が

｢

さ
び｣

と

評
し
た
歌
の
価
値
を
ど
の
程
度
認
め
て
い
た
か
と
い
う
点
は
、
歌
合
の
勝
負
の
判

定
状
況
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は

｢

左
右
共
に
姿
さ
び｣

と
評
し
た
用

例
を
除
き
、
十
二
例
に
つ
い
て
見
る
と
、
勝
五
例
、
持
四
例
、
負
三
例
で
あ
る
。

た
だ
し
そ
の
勝
五
例
の
中
に
は

｢

さ
び｣

以
外
の
特
長
も
挙
げ
た
も
の
が
あ
る
が
、

｢

さ
び｣

が
少
な
く
と
も
勝
と
さ
れ
る
根
拠
の
一
つ
に
な
る
よ
う
だ
。
一
方
負
三

例
の
内
二
例
ま
で
は
、｢

さ
び｣

の
特
長
と
異
な
る
面
で
欠
点
を
認
め
て
負
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
俊
成
は

｢

さ
び｣

の
特
長
を
か
な
り
高
く
評
価
し
て
い

た
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
。

�備
考
】
十
七
番
左
歌
は

『

新
古
今
集』

(

六
六
三)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

十
八
番

祝

左
持

別
当
局

35

君
が
代
の
末
を
は
る
か
に
み
か
さ
山
さ
し
な
が
ら
こ
そ
神
に
ま
か
す
れ

右

大
弐
入
道

36

か
ず
し
ら
ぬ
た
め
し
は
何
と
人
と
は
ば
君
が
御
代
と
ぞ
い
ふ
べ
か
り
け
る

左
歌
、
い
は
ひ
の
心
ふ
か
く
侍
り
ぬ
べ
け
れ
ど
、
さ
し
な
が
ら
と
い
ふ
こ
と

ば
、
数
あ
る
も
の
を
お
き
て
む
れ
た
る
と
い
へ
る
は
、
さ
な
が
ら
と
い
ふ
に

は
か
な
ふ
べ
き
に
や
侍
ら
ん
。
右
歌
、
す
が
た
も
を
か
し
く
、
祝
の
心
も
侍

り
ぬ
れ
ば
、
持
と
申
侍
る
べ
し
。

�通
釈
】十

八
番

祝

左
持

別
当
局

35

君
の
み
代
の
行
く
末
を
、
は
る
か
に
遠
い
と
見
て
、
そ
の
ま
ま
、
三
笠
山
の
神

の
み
心
に
お
任
せ
致
し
ま
す
。

右

大
弐
入
道

36

数
え
き
れ
な
い
例
に
は
、
何
が
ふ
さ
わ
し
い
か
と
、
人
が
尋
ね
た
ら
、
君
の
み

代

(

の
年
の
数)

と
答
え
る
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す

― 34― ( 34 )



左
の
歌
は
、
祝
い
の
心
が
深
く
こ
め
ら
れ
た
作
に
違
い
な
い
が
、｢

さ
し
な

が
ら｣

と
い
う
言
葉
は
、
数
の
多
い
も
の
を
示
し
た
上
で

(

そ
れ
が)

沢
山

集
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
た
場
合
こ
そ
、｢

さ
な
が
ら｣

と
言
う
の
に
ふ
さ
わ

し
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
。
右
の
歌
は
、
姿
も
面
白
く
、
祝
い
の
心
も

含
ん
だ
作
で
す
か
ら
、
持
と
申
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

�注
】
○
君
が
代

｢

君｣

は
、
一
般
的
に
言
え
ば
尊
敬
す
べ
き
人
を
指
す
が
、
特

に
高
貴
な
身
分
の
人
、
さ
ら
に
そ
れ
を
限
定
し
て
天
皇
を
指
す
場
合
が
少
な
く
な

い
。｢

代｣

も
、
寿
命
を
言
う
外
に
、
栄
え
て
い
る
時
や

(

天
皇
の)

治
世
を
指

す
場
合
が
あ
る
。
○
み
か
さ
山

九
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
さ
し
な
が
ら

｢

さ

な
が
ら｣

と
同
様
、
そ
の
ま
ま
の
意
。｢

さ
し｣

は

｢

み
か
さ
山｣

の

｢

か
さ｣

の
縁
語
。
○
か
ず
し
ら
ぬ

数
が
多
く
て
数
え
き
れ
な
い
。

�考
察
】
左
の
歌
は

｢

君
が
代｣
の
、
右
の
歌
も

｢

君
が
御
代｣

の
長
久
を
こ
と

ほ
ぐ
心
の
作
と
思
わ
れ
る
が
、｢

君
が
代｣

や

｢

君
が
御
代｣

な
ど
の
語
は
、｢

注｣

で
触
れ
た
よ
う
に
や
や
幅
広
く
用
い
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
指
す
と
こ
ろ
は
歌
に
即

し
て
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
。

左
の
歌
は
、｢

三
笠
山｣

(｢

御
蓋
み

か
さ

山｣)

を
詠
み
入
れ
て
、｢

君
が
代｣

の
長
久

を

｢

神｣

に
任
せ
る
と
詠
ん
で
い
る
の
で
、
三
笠
山
の
ふ
も
と
の
春
日
大
社
を
意

識
し
た
作
で
あ
ろ
う
。
こ
の
社
は
藤
原
氏
の
氏
神
を
祭
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の

｢

君
が
代｣

は
、
藤
原
氏
関
係
の
地
位
の
高
い
人
物
に
つ
い
て
、
そ
の
寿
命
や
栄

え
る
代
を
指
す
可
能
性
が
高
い
。
す
る
と
そ
の
人
物
に
は
、
こ
の
歌
合
を
主
催
し

た
右
大
臣
藤
原
兼
実
あ
た
り
を
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

右
の
歌
で
は
、｢

君
が
御
代｣

と
言
っ
て
お
り
、
そ
れ
が

｢

数
し
ら
ぬ｣
例
に

ふ
さ
わ
し
い
と
詠
ん
で
い
る
の
で
、
例
え
ば

『

拾
遺
集』

に
見
え
る
歌
、

蒲
生

が
ま

ふ

野
の
玉
の
緒を

山
に
住
む
つ
る
の
千
と
せ
は
君
が
み
代
の
数
な
り

(

二
六

五
、
仁
和
の
御
時
、
大
嘗
会
の
歌)

の
場
合
な
ど
と
同
様
、
天
皇
の
寿
命
も
し
く
は
治
世
を

｢

君
が
御
代｣

と
言
っ
た

と
見
て
よ
か
ろ
う
か
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
の
歌
に
つ
い
て
は
、
題
に
応
じ
て

｢

祝
ひ
の
心
深
く｣

詠

ま
れ
て
い
る
点
を
評
価
す
る
が
、｢

さ
し
な
が
ら｣

と
い
う
言
葉
が
十
分
に
生
か

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

右
の
歌
に
つ
い
て
は
、｢

姿
も
を
か
し
く
、
祝
の
心
も｣

見
ら
れ
る
と
評
し
、

持
と
し
て
い
る
。

十
九
番

左

季
経
朝
臣

37

君
が
代
を
い
か
に
か
ぞ
へ
む
世
中
に
数
に
た
る
べ
き
も
の
し
な
け
れ
ば

右
勝

源
三
位
頼
政

38

す
み
よ
し
の
神
も
し
る
ら
め
よ
る
浪
の
数
か
ぎ
り
な
き
君
が
御
代
を
ば

数
に
た
る
べ
き
物
し
な
け
れ
ば
と
い
へ
る
、
ま
こ
と
に
峰
の
松
、
浜
の
真
砂

を
つ
く
す
と
も
、
数
あ
る
物
は
し
る
こ
と
も
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
祝
の
こ
こ

ろ
か
ぎ
り
な
く
聞
ゆ
。
但
、
い
か
が
か
ぞ
へ
む
と
お
き
て
、
数
に
た
る
べ
き

と
い
へ
る
、
同
じ
こ
と
に
こ
そ
侍
る
め
れ
。
住
の
江
の
波
に
か
け
て
君
が
代

の
数
に
よ
せ
た
る
心
は
、
優
な
る
べ
し
。
お
な
じ
事
な
き
に
よ
り
て
、
以
�

右
為
�勝
。

�通
釈
】十

九
番

左

季
経
朝
臣

37

君
の
み
代
の
年
の
数
を
、
ど
う
し
て
数
え
尽
く
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、

世
の
中
に
、
そ
の
数
に
及
ぶ
も
の
な
ど
、
あ
り
得
な
い
か
ら
。

右
勝

源
三
位
頼
政

38

住
吉
の
神
も
、
ご
存
じ
で
あ
ろ
う
、

岸
に
寄
せ
る
波
の
数
が
限
り
な
い
よ

う
に
、
限
り
な
く
続
く
君
の
み
代
の
年
の
数
の
こ
と
を
。

(

左
の
歌
は
、)

｢

数
に
た
る
べ
き
物
し
な
け
れ
ば｣

と
詠
ん
で
い
る
が
、
こ

れ
は
ま
こ
と
に
峰
の
松
や
浜
の
砂
の
数
を
全
部
数
え
る
と
し
て
も
、
数
の
あ

る
物
は
数
え
て
知
る
こ
と
も
あ
り
う
る
に
違
い
な
い
か
ら
、
み
代
の
長
さ
を

祝
う
心
が
限
り
な
い
も
の
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、｢

い
か
が
数
へ
む｣

と
言
っ

て
、
さ
ら
に

｢

数
に
た
る
べ
き

(

も
の
し
な
け
れ
ば)｣

と
詠
ん
だ
の
は
、

同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
言
っ
た

(

歌
病
に
当
た
る)

も
の
の
よ
う
で
す
。

(

そ
れ
に
対
し
て
右
の
歌
で
、)

住
の
江
の
波
に
関
連
さ
せ
て
君
の
み
代
の
年

の
数
に
言
い
及
ん
だ
心
は
、
優
美
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。(

左
歌
の
よ
う
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な)

同
じ
事
の
繰
り
返
し
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
右
の
歌
を
勝
と
す
る
。

�注
】
○
君
が
代

十
八
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
す
み
よ
し
の
神

｢

住
吉

す
み
よ
し｣

は
、

摂
津
の
国
の
歌
枕
。
今
の
大
阪
市
住
吉
区
の
あ
た
り
。
海
辺
の
地
で
、
神
功
皇
后

の
船
を
守
護
し
た
と
さ
れ
る
筒
男

つ
つ
の
お

三
神
を
祭
る
住
吉
神
社

(

現
在
の
住
吉
大
社)

は
、
特
に
航
海
安
全
の
神
と
し
て
古
来
信
仰
さ
れ
た
。
○
す
み
の
え

住す
み

の
江え

。

前
記
の
住
吉

す
み
よ
し

と
同
じ
所
。『

万
葉
集』

で
は

｢

す
み
の
え｣

と
言
わ
れ
た
の
が
、

そ
の
表
記
の
一
つ
が

｢

住
吉｣

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
に
は

｢

す
み
よ

し｣

と
も
言
わ
れ
た
。『

八
雲
御
抄』

巻
五
で
は

｢

江｣

の
項
に

｢

す
み
の
江｣

を
挙
げ
、｢

里｣
｢

岸｣
｢

浜｣
｢

浦｣
｢

社｣

の
項
に

｢

す
み
よ
し｣

を
挙
げ
る
。

○
同
じ
こ
と

｢

同
心
の
病｣

に
相
当
す
る
歌
病
と
し
て
言
う
。
十
四
番
の

｢

同

事｣

の

｢

注｣

参
照
。

�考
察
】
左
右
の
歌
は
、｢

君
が
代｣
ま
た
は

｢

君
が
御
代｣

の
年
の
数
が
限
り
な

く
多
い
こ
と
を
祝
う
心
を
詠
み
、
そ
の
点
で
、
前
の
十
八
番
右
歌
な
ど
と
共
通
す

る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、｢
祝
の
心
か
ぎ
り
な
く
聞
ゆ｣

と
評
価

す
る
一
方
、｢

い
か
が
数
へ
む｣

と

｢

数
に
た
る
べ
き

(

も
の
し
な
け
れ
ば)｣

と

は
、｢

同
じ
こ
と｣

を
繰
り
返
し
た
も
の
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
十
四
番
右
歌
に

対
す
る
判
詞
で

｢

同
事｣

と
し
て
批
判
し
た
の
と
同
様
、
歌
病
に
言
う

｢

同
心
の

病｣

に
当
た
る
点
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
右
歌
に
つ
い
て
は
、
住
の
江
の
波
に
寄
せ
て

｢

君
が
代｣
の
限
り
な
い

こ
と
を
詠
ん
だ
心
が

｢

優｣

で
あ
る
と
評
し
、
左
歌
の
よ
う
な

｢

同
じ
事｣

を
繰

り
返
す
難
点
も
な
い
と
言
っ
て
、
勝
と
す
る
。

二
十
番

恋

左
持

皇
太
后
宮
大
夫
入
道

39

あ
ふ
事
は
身
を
か
へ
て
と
も
待
つ
べ
き
に
よ
よ
を
へ
だ
て
む
ほ
ど
ぞ
か
な
し
き

右

丹

後

40

お
も
ひ
ね
の
夢
に
な
ぐ
さ
む
恋
な
れ
ば
あ
は
ね
ど
暮
の
空
ぞ
ま
た
る
る

左
歌
、
も
の
ふ
か
き
こ
こ
ち
し
て
、
を
か
し
き
さ
ま
に
も
見
え
侍
る
べ
し
。

右
歌
、
あ
は
ね
ど
暮
の
空
ぞ
ま
た
る
る
と
い
へ
る
、
け
ぢ
か
き
さ
ま
し
て
恋

の
歌
と
お
ぼ
え
て
こ
そ
。
但
、
勝
負
不
�能
�定
申
�歟
。

�通
釈
】二

十
番

恋

左
持

皇
太
后
宮
大
夫
入
道

39

(

恋
し
い
人
に)

逢あ

え
る
の
は
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
後
と
思
っ
て
、
待
つ
べ
き

だ
ろ
う
が
、(

待
つ
間
の)

世
を
隔
て
る
時
の
長
さ
が
、
悲
し
い
の
で
す
。

右

丹

後

40(

恋
し
い)

人
を
思
っ
て
寝
る
、
夜
の
夢
で
慰
め
ら
れ
る
恋
だ
か
ら
、
実
際
に

逢
い
は
し
な
い
け
れ
ど
、
夕
暮
れ
の
空
が
待
た
れ
る
の
で
す
。

左
の
歌
は
、
何
と
な
く
深
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
て
、
面
白
い
風
に
も
見
え
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
右
の
歌
は
、｢

逢
は
ね
ど
暮
の
空
ぞ
待
た
る
る｣

と
詠
ん

で
い
る
の
が
、
身
近
な
様
子
に
見
え
て
、
恋
の
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ

る
の
で
す
。
た
だ
し
勝
負
に
つ
い
て
は
、(

判
者
で
あ
る
私
の
歌
が
番
え
ら

れ
て
い
る
の
で
、)

判
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

�注
】
○
身
を
か
へ
て

別
人
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
。
○
よ
よ
を
へ
だ
て
む
ほ
ど

現
世
と
来
世
を
隔
て
る
長
い
時
間
。｢

よ
よ｣

の

｢

よ｣

は
、
仏
教
で
言
う
三
世

(

前
世
・
現
世
・
来
世)

の

｢

世｣

を
意
味
す
る
。
た
だ
一
方
で

｢

夜｣

の
心
で

｢

あ
ふ｣

に
縁
を
も
た
せ
て
も
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
○
お
も
ひ
ね

思
ひ
寝
。(

恋

し
い
人
を)

思
い
な
が
ら
寝
る
こ
と
。
夢
の
中
で
恋
人
に
逢
え
る
と
さ
れ
た
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
恋
し
い
人
に
逢
う
こ
と
は
現
世
で
は
か
な
わ
ず
、
来
世
を

待
つ
外
は
な
い
と
思
う
に
つ
け
、
そ
の
世
を
隔
て
る
長
い
時
を
待
つ
の
が
悲
し
い

旨
を
詠
む
。
恋
の
歌
に
仏
教
の
三
世
の
思
想
を
と
り
入
れ
て
詠
ん
だ
の
が
、
一
つ

の
特
色
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、
夜
の
夢
に
逢
っ
て
慰
め
ら
れ
る
恋
だ
か
ら
、
現
実
に
逢
い
は
し
な

い
が
、
夕
暮
れ
の
空
が
待
た
れ
る
と
詠
む
。｢

思
い
寝｣

の
は
か
な
げ
な
恋
を
印

象
づ
け
る
一
首
か
と
思
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、｢

も
の
深
き｣

心
地
が
し
て
、｢

を
か
し

き
さ
ま｣
に
も
見
え
る
で
あ
ろ
う
と
言
う
。
左
歌
は
俊
成
自
身
の
作
で
あ
る
が
、

恋
す
る
人
に
逢
え
る
折
を
来
世
の
こ
と
と
し
、
そ
れ
ま
で
の
長
さ
を
嘆
い
た
作
意

を
、
客
観
的
に
見
て
目
立
っ
た
特
色
と
し
て
挙
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

― 36― ( 36 )



そ
れ
に
対
し
て
右
歌
は
、｢

け
近
き
さ
ま｣

に
感
じ
ら
れ
る
点
が
あ
っ
て
、
恋

の
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
と
評
し
て
い
る
。
た
だ
左
歌
が
俊
成
の
自
作
で
あ
る
の
で
勝

負
の
判
定
は
で
き
な
い
と
言
う
。
こ
れ
は
前
の
七
番
、
十
四
番
、
十
五
番
な
ど
の

場
合
と
同
様
で
あ
る
。

�備
考
】
二
十
番
の
左
歌
と
右
歌
は
、『

千
載
集』

(

八
九
七
・
八
九
八)

に
並
べ

て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

二
十
一
番

左
勝

季
経
朝
臣

41

思
ひ
出
づ
る
そ
の
な
ぐ
さ
め
も
有
り
な
ま
し
逢
見
て
後
の
つ
ら
さ
な
り
せ
ば

右

顕
昭
法
師

42

よ
そ
に
み
る
人
は
か
く
し
も
い
と
は
ぬ
を
う
き
身
は
恋
に
あ
ら
は
れ
に
け
り

左
の
歌
、
恋
の
こ
こ
ろ
も
さ
る
事
と
聞
え
て
、
す
が
た
も
優
に
侍
る
め
り
。

右
、
姿
は
を
か
し
き
様
に
侍
る
を
、
う
き
身
は
恋
に
と
い
へ
る
、
少
お心
お
そ
く
そ
く

し

(

群
書
類
従)

れ
に
け
る
に
や
と
き
こ
ゆ
ら
ん
。
以
�左
為
�勝
。

�通
釈
】二

十
一
番

左
勝

季
経
朝
臣

41

思
い
出
す
と
い
う
、
慰
め
も
あ
る
だ
ろ
う
、

恋
し
い
人
が
逢
っ
た
後
に
つ

れ
な
い
の
な
ら
。(

し
か
し
、
あ
の
人
は
逢
っ
て
く
れ
な
い
。)

右

顕
昭
法
師

42

か
か
わ
り
の
な
い
人
は
、
恋
し
い
人
の
よ
う
に
私
を
嫌
わ
な
い
か
ら
、
私
が
人

に
嫌
わ
れ
る
つ
ら
い
身
と
は
、
恋
を
し
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
だ
。

左
の
歌
は
、
恋
を
す
る
心
も
、
な
る
ほ
ど
と
思
わ
れ
て
、
歌
の
姿
も
優
美
な

よ
う
に
思
い
ま
す
。
右
の
歌
は
、
姿
は
面
白
い
様
子
で
す
け
れ
ど
、｢
憂
き

身
は
恋
に

(

あ
ら
は
れ
に
け
り)｣

と
詠
ん
で
い
る
の
は
、(

憂
き
身
で
あ
る

こ
と
に)

気
付
く
の
が
少
し
遅
過
ぎ
た
か
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
左
の
歌
を

勝
と
す
る
。

�注
】
○
逢
見
て

｢

逢
ひ
見
る｣

は
、
男
女
が
契
り
を
結
ぶ
意
。
○
よ
そ
に
み
る

人

関
心
も
な
く
見
る
人
。
第
三
者
。
○
さ
る
事

も
っ
と
も
な
こ
と
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
恋
し
い
人
が
逢
っ
た
後
に
つ
れ
な
い
の
な
ら
ば
、
逢
っ
た

思
い
出
が
慰
め
に
も
な
る
だ
ろ
う
と
言
う
。
そ
ん
な
言
い
様
で
、
恋
し
い
人
が
逢
っ

て
く
れ
な
い
つ
ら
さ
を
嘆
い
た
作
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、
恋
し
い
人
が
自
分
を
嫌
う
よ
う
に
は
一
般
の
人
は
自
分
を
嫌
わ
な

い
の
で
、
自
分
が
人
に
嫌
わ
れ
る

｢

憂
き
身｣

で
あ
る
こ
と
は
、
恋
を
し
て
思
い

知
っ
た
と
詠
む
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
恋
の
心
も
納
得
さ
れ
、
歌
の
姿
も

｢

優｣

と
評
価
し
て
い
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
歌
の
姿
は

｢

を
か
し
き
様｣

と
評
す
る
が
、
歌
の
心
を
問

題
視
し
て
い
る
よ
う
だ
。
恋
を
し
て
自
分
が

｢

憂
き
身｣

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た

と
詠
む
が
、
気
付
く
の
が
遅
過
ぎ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
対
す
る
左
歌

を
勝
と
し
て
い
る
。

�備
考
】
二
十
一
番
左
歌
は

『

千
載
集』

(

七
〇
一)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

二
十
二
番

左
勝

俊
恵
法
師

43

わ
が
恋
は
い
ま
は
か
ぎ
り
と
夕
ま
ぐ
れ
荻
ふ
く
風
の
お
と
づ
れ
て
ゆ
く

右

道
因
法
師

44

く
れ
な
ゐ
に
な
み
だ
の
色
の
な
り
ゆ
く
を
い
く
し
ほ
ま
で
と
君
に
問
は
ば
や

左
、
秋
の
夕
ま
ぐ
れ
の
野
風
な
ど
い
は
ん
題
の
歌
に
や
と
ぞ
見
ゆ
れ
ど
、
お

も
ひ
入
り
た
る
さ
ま
に
は
侍
る
べ
し
。
右
、
紅
に
な
み
だ
の
色
の
な
る
と
い

ふ
は
つ
ね
の
事
に
て
こ
そ
侍
れ
ど
、
い
く
し
ほ
ま
で
と
君
に
と
は
ば
や
と
い

へ
る
末
の
句
、
よ
ろ
し
く
侍
る
め
り
。
但
左
も
猶
こ
こ
ろ
有
り
て
見
侍
れ
ば
、

為
�勝
。

�通
釈
】二

十
二
番

左
勝

俊
恵
法
師

43

わ
た
し
の
恋
は
、
も
う
終
わ
っ
た
と
言
う
よ
う
に
、(

人
の
訪
れ
ぬ)

夕
暮
れ
、

荻お
ぎ

を
吹
く
風
が
音
を
立
て
て
来
て
、
吹
き
過
ぎ
て
ゆ
く
。

右

道
因
法
師

44(

あ
な
た
の
つ
れ
な
さ
に)

紅
く
れ
な
いに
涙
の
色
が
染
ま
っ
て
ゆ
く
が
、
一
体
幾
度
ま

で
染
め
さ
せ
る
の
か
と
、
あ
な
た
に
問
い
た
い
と
思
う
。
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左
の
歌
は
、
秋
の
夕
暮
の
野
の
風
な
ど
と
い
う
よ
う
な
題
に
ふ
さ
わ
し
い
歌

か
と
思
わ
れ
る
が
、
深
く
思
い
こ
ん
だ
様
子
の
作
で
し
ょ
う
。
右
の
歌
は
、

紅
に
涙
の
色
が
な
る
と
詠
む
の
は
通
常
の
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、｢

幾
入

い
く
し
ほ

ま

で
と
君
に
問
は
ば
や｣

と
詠
ん
だ
下
の
句
は
、
結
構
な
よ
う
に
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
左
の
歌
も
や
は
り
思
い
入
れ
て
詠
ん
で
い
る
と
見
ま
す
と
こ
ろ
か

ら
、(
左
の)

勝
と
し
ま
す
。

�注
】
○
夕
ま
ぐ
れ

こ
こ
で
は

｢

夕｣

に

｢

言
ふ｣

を
掛
け
る
。
○
荻

を
ぎ
。

イ
ネ
科
の
多
年
草
。
湿
地
に
群
生
す
る
。
ス
ス
キ
に
似
て
い
る
が
葉
や
穂
が
大
き

い
。
○
お
と
づ
れ
て

音
を
立
て
て
。
○
く
れ
な
ゐ
に
な
み
だ
の
色
の
な
り
ゆ
く

(

つ
ら
さ
の
あ
ま
り)

流
す
涙
が
血
涙
と
し
て
紅
の
色
に
染
ま
っ
て
ゆ
く
。
○
い

く
し
ほ
ま
で

幾
入

い
く
し
ほ

ま
で
。
幾
度
ま
で
。｢

入し
ほ｣

は
、
色
を
染
め
る
場
合
、
染
料

の
液
に
浸
す
度
数
を
数
え
る
の
に
用
い
る
接
尾
語
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
女
の
立
場
で
の
作
で
あ
ろ
う
。
夕
暮
れ
に
恋
人
の
訪
れ
は

な
く
、
恋
は
も
う
終
わ
っ
た
と
言
う
か
の
よ
う
に
、
荻
の
葉
を
吹
く
風
の
み
が
音

を
立
て
て
来
て
、
吹
き
過
ぎ
て
ゆ
く
と
詠
む
。
荻
の
葉
を
吹
く
風
の
音
は
、
秋
の

訪
れ
や
わ
び
し
さ
を
示
す
歌
材
と
さ
れ
、
古
い
例
で
は
、

い
と
ど
し
く
も
の
思
ふ
や
ど
の
荻
の
葉
に
秋
と
つ
げ
つ
る
風
の
わ
び
し
さ

(『

後
撰
集』

二
二
〇
、
よ
み
人
し
ら
ず)

な
ど
と
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
こ
の
左
歌
な
ど
で
も
生
か
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

右
の
歌
は
、
恋
す
る
相
手
の
つ
れ
な
さ
を
嘆
く
心
で
、
紅

く
れ
な
いに
涙
の
色
が
染
ま
っ

て
ゆ
く
が
、｢

幾
入

い
く
し
ほ

ま
で｣

染
め
さ
せ
る
の
か
と
相
手
に
問
い
た
い
と
詠
む
。
こ

の
紅
の
色
の
涙
の
こ
と
は
、
古
く

『

古
今
集』

の
歌
以
来
詠
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
、

『

詞
花
集』

に
は
、

く
れ
な
ゐ
に
な
み
だ
の
色
も
な
り
に
け
り
変
は
る
は
人
の
心
の
み
か
は

(

二

二
〇
、
源
雅
光)

と
い
う
、
上
の
句
が
右
歌
と
類
似
し
た
作
も
見
え
、
右
歌
は
多
分
そ
の
影
響
を
受

け
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
右
歌
の
下
句
で
染
色
に
例
え
て

｢

い
く
し
ほ
ま
で
と

君
に
問
は
ば
や｣

と
言
っ
た
の
は
、
新
し
い
詠
み
様
を
し
た
こ
と
に
な
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、｢

思
ひ
入
り
た
る
さ
ま｣

と
評
し
、
右

歌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
下
句
を

｢

よ
ろ
し
く｣

と
評
し
た
上
で
、
や
は
り
左
歌
が

｢

心
有
り｣

と
見
え
る
と
し
て
、
勝
と
す
る
。

�備
考
】
二
十
二
番
の
左
歌
と
右
歌
は

『

新
古
今
集』

(

一
三
〇
八
、
一
一
二
三)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

二
十
三
番

左
勝

女

房

45

ゆ
き
か
よ
ふ
心
に
人
の
な
る
れ
ば
や
逢
見
ぬ
さ
き
に
恋
し
か
る
ら
ん

右

経
家
朝
臣

46

つ
ら
き
を
も
う
き
を
も
し
ら
ぬ
心
に
は
何何
を
か
は
と
て

(

群
書
類
従
等)

を
か
ひ
と
て
恋
し
か
る
ら
ん

左
歌
、
お
も
ひ
つ
つ
へ
に
け
る
と
し
を
し
る
べ
に
て
と
い
へ
る
歌
の
心
に
か

よ
ひ
て
、
こ
れ
は
あ
ひ
見
ぬ
さ
き
に
恋
し
か
る
ら
む
と
い
へ
る
す
が
た
、
を

か
し
く
こ
そ
侍
る
め
れ
。
右
歌
、
う
き
を
も
し
ら
ぬ
な
ど
い
へ
る
、
歌
め
き

て
聞聞
き
侍
る
を

(

群
書
類
従)

侍
る
。
す
ゑ
の
句
や
あ
ま
り
さ
へ
こ
こ
ろ
も
な
か
ら
む
心
ち
し
て
侍
ら

ん
。
仍
以
�左
為
�勝
。

�通
釈
】二

十
三
番

左
勝

女

房

45

か
よ
っ
て
行
く
私
の
心
に
、
あ
の
人
が
な
じ
ん
で
く
れ
た
の
で
、
ま
だ
逢
わ
な

い
前
か
ら
恋
し
く
思
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

右

経
家
朝
臣

46

人
の
つ
れ
な
さ
も
身
の
憂
さ
も
思
い
知
ら
ぬ
、
そ
ん
な
私
の
心
に
、
一
体
何
を

め
ど
に
し
て
、
人
が
恋
し
く
思
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

左
の
歌
は
、｢

思
ひ
つ
つ
経ヘ

に
け
る
年
を
し
る
べ
に
て

(

な
れ
ぬ
る
物
は
心

な
り
け
り)｣

と
詠
ん
だ
歌
の
心
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は

｢

逢あ

ひ
見
ぬ
さ
き
に
恋
し
か
る
ら
む｣

と
詠
ん
だ
歌
の
姿
が
、
実
に
面
白
い

と
思
い
ま
す
。
右
の
歌
で
、｢

憂
き
を
も
し
ら
ぬ

(

心
に
は)｣

な
ど
と
詠
ん

で
い
る
の
は
、
歌
ら
し
い
詠
み
様
と
思
わ
れ
ま
す
。(

け
れ
ど
も)

下
の
句

は
、
あ
ま
り
に
情
の
乏
し
い
言
い
様
に
感
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め

左
の
歌
を
勝
と
し
ま
す
。
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�注
】
○
つ
ら
き

恋
の
相
手
が
つ
れ
な
い
意
に
解
し
て
お
く
が
、
そ
れ
に
よ
る

我
が
身
の
つ
ら
さ
と
も
見
ら
れ
る
。
○
何
を
か
ひ
と
て

神
宮
文
庫
本
、
群
書
類

従
本
等
に
は

｢

何
を
か
は
と
て｣

、
書
陵
部
本

『

経
家
集』

に
は

｢

な
に
を
な
に

と
て｣

と
あ
る
が
、
意
味
が
通
じ
に
く
い
よ
う
に
思
う
。
○
お
も
ひ
つ
つ
へ
に
け

る
と
し
を
し
る
べ
に
て
と
い
へ
る
歌

一
首
全
体
の
形
は

｢

通
釈｣

に
記
し
た
。

『

後
撰
集』

(
一
〇
二
一)

に
収
め
ら
れ
た
、
よ
み
人
し
ら
ず
の
歌
。
人
を
思
い
続

け
て
過
ご
し
た
年
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
に
慣
れ
親
し
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
心
だ
っ

た

(

わ
が
身
は
近
づ
け
な
か
っ
た)

と
い
う
大
意
で
あ
ろ
う
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
恋
し
い
人
の
も
と
へ
心
が
通
っ
て
行
き
、
そ
の
心
に
相
手

が
な
じ
ん
で
く
れ
た
の
で
、
我
が
身
が
通
う
前
か
ら
恋
し
く
思
わ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
、
と
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
心
と
身
と
を
二
元
的
に
と
ら
え
、
夢
の
中
で
心
が

身
を
離
れ
て
恋
し
い
人
の
も
と
に
通
う
と
い
う
見
方
に
よ
っ
て
い
る
。

右
の
歌
は
、
部
分
的
に
似
た
言
葉
を
用
い
た
次
の
よ
う
な
恋
の
歌
の
先
例
が
あ

る
。

つ
ら
き
を
も
う
き
を
も
よ
そ
に
見
し
か
ど
も
我
が
身
に
近
き
世
に
こ
そ
あ
り

け
れ

(『

後
撰
集』

七
四
九
、
土
佐)

つ
ら
き
を
も
思
ひ
も
し
ら
ぬ
身
の
ほ
ど
に
恋
し
さ
い
か
で
わ
す
れ
ざ
る
ら
ん

(『

金
葉
集』

四
三
七
、
藤
原
長
実)

こ
う
い
う
歌
を
参
考
に
し
て
見
る
と
、
右
の
歌
は
、
人
の
つ
れ
な
さ
も
我
が
身
の

憂
さ
も
思
い
知
ら
ぬ
、
そ
ん
な
自
分
の
心
で
あ
る
の
に
、
一
体
何
を
め
ど
に
恋
し

い
気
持
ち
が
動
く
の
だ
ろ
う
か
、
と
自
ら
の
恋
心
を
省
み
た
作
意
で
あ
ろ
う
か
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
特
に
下
句
を
挙
げ
て

｢

姿
、
を
か
し
く｣

と
評
価
し
て
い
る
。
右
歌
に
つ
い
て
は
、
上
の
句
は

｢

歌
め
き
て｣

受
け
と
ら
れ

る
が
、
下
の
句
が

｢

心
も
な
か
ら
む
心
地｣

が
す
る
と
言
い
、
対
す
る
左
歌
の
勝

と
す
る
。

�備
考
】
二
十
三
番
左
歌
は

『

千
載
集』

(

七
四
二)

に
初
句

｢

ゆ
き
か
へ
る｣

の

形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。

二
十
四
番

旅

左

隆
信
朝
臣

47

旅
ね
す
る
む
ろ
の
か
り
田
の
か
り
枕
鴫
も
た
つ
め
り
あ
け
ぬ
こ
の
よ
は

右
勝

源
三
位

48

宮
古
へ
は
い
ま
も
こ
と
づ
け
や
る
べ
き
に
う
つ
の
山
べ
に
逢
ふ
事
ぞ
な
き

左
、
む
ろ
の
か
り
田
に
鴫
た
つ
な
ど
ぞ
、
ち
か
き
歌
に
侍
り
し
か
ど
、
お
き

所
か
は
り
て
侍
り
ぬ
れ
ば
、
姿
を
か
し
く
侍
る
め
り
。
末
の
句
の
明
け
ぬ
こ

の
夜
は
と
お
け
る
ぞ
、
此
比
常
に
見
る
こ
こ
ち
し
て
、
さ
ま
で
も
な
き
事
の

例
の
事
と
お
ぼ
え
侍
る
。
右
、
宇
津
の
山
べ
に
と
い
へ
る
、
こ
と
に
よ
そ
へ

ん
と
な
け
れ
ど
も
、
彼
う
つ
の
や
ま
べ
の
う
つ
つ
に
も
と
い
へ
る
歌
を
お
も

へ
る
心
、
宜
し
く
こ
そ
お
ぼ
え
侍
れ
。
左
歌
は
ふ
る
ま
ひ
た
る
様
に
て
、
耳

と
ま
る
所
あ
り
。
右
は
こ
と
な
る
詞
な
く
て
心
旅
の
歌
と
お
ぼ
え
た
り
。
勝

と
申
侍
る
べ
し
。

�通
釈
】二

十
四
番

旅

左

隆
信
朝
臣

47

旅
の
泊
ま
り
を
す
る
、
早わ

稲せ

の
刈
り
跡
の
田
、
そ
の
仮
寝
の
枕
に
近
く
、
鴫し
ぎ

が

羽
ば
た
い
て
飛
び
立
つ
よ
う
だ
、

夜
は
明
け
た
の
だ
。

右
勝

源
三
位

48

都
へ
は
、
す
ぐ
に
も
便
り
を
、
人
に
頼
ん
で
送
ろ
う
と
思
う
が
、
宇う

津つ

の
山
辺

で
、
人
に
会
う
こ
と
も
な
い
。

左
の
歌
で
、｢

む
ろ
の
か
り
田｣

に
鴫
が
た
つ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
近
い

こ
ろ
の
歌
に
例
が
あ
り
ま
し
た
が
、
言
葉
の
置
き
所
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
の

で
、
歌
の
姿
は
面
白
い
よ
う
で
す
。(

し
か
し)

末
の
句
に

｢

明
け
ぬ
こ
の

夜
は｣

と
詠
ん
だ
の
は
、
近
ご
ろ
よ
く
見
掛
け
る
文
句
と
い
う
気
が
し
て
、

さ
ほ
ど
で
も
な
い
事
柄
を
そ
ん
な
風
に
言
う
、
例
の
詠
み
様
と
思
わ
れ
ま
す
。

右
の
歌
で
、｢

宇
津
の
山
べ
に｣

と
詠
ん
だ
の
は
、
こ
れ
を
特
に
関
連
さ
せ

て
言
お
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
あ
の

｢

宇
津
の
山
べ
の
う
つ
つ
に
も｣

と
詠
ん
だ
歌
を
思
っ
た
心
が
、
結
構
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
左
の
歌
は
特
に

趣
向
を
凝
ら
し
た
様
子
だ
が
、
耳
障
り
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
右
の
歌
は
特
別

な
言
葉
を
用
い
ず
、
そ
の
心
が
旅
の
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
た
。(

右

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈
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の)

勝
と
申
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

�注
】
○
む
ろ
の
か
り
田

こ
の

｢

む
ろ｣

に
つ
い
て
は
、『

色
葉
和
難
集』

(

巻

五
｢

む
ろ
の
お
し
ね｣

の
項)

に
、｢

顕
昭
曰｣

と
し
て
、｢

む
ろ
と
は
早
き
稲
を

い
ふ
な
り
。
む
ろ
の
は
や
わ
せ
と
も
い
ふ｣

と
記
す
。｢

室む
ろ

の
刈
り
田｣

は
、
室む
ろ

で
促
成
栽
培
し
た
早わ

稲せ

が
植
え
て
あ
っ
た
の
を
、
刈
り
取
っ
た
後
の
田
を
言
う
ら

し
い
。
○
か
り
枕

仮か
り

枕
。
仮
寝

か
り

ね

と
同
じ
。
一
時
的
な
旅
の
宿
り
を
言
う
。
○
鴫

し
ぎ
。
中
形
の
水
鳥
。
和
歌
で
は
羽
音
を
立
て
る
様
子
が
よ
く
詠
ま
れ
る
。
○
宮

古

み
や
こ
。
都
。
○
う
つ
の
山

宇う

津つ

の
山
。
駿
河

す
る

が

の
国
の
歌
枕
。
今
の
静
岡

市
宇
津
ノ
谷や

と
岡
部
町
と
の
境
に
あ
る
宇
津
ノ
谷
峠
。『

伊
勢
物
語』

九
段
に
よ
っ

て
有
名
。
○
ふ
る
ま
ひ
た
る
様

工
夫
し
た
と
こ
ろ
を
特
に
意
図
的
に
表
現
し
た

詠
み
様
を
、
こ
こ
で
は
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
旅
寝
の
夜
が
明
け
た
情
景
を
詠
ん
で
い
る
が
、
先
行
歌
の

語
句
を
取
り
入
れ
て
一
首
を
構
成
し
た
と
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、｢

室む
ろ

の
刈
り
田｣

に
旅
寝
を
し
て
迎
え
た
朝

｢

鴨
も
立
つ
め
り｣

と
詠
ん
だ
の
は
、
次
の
歌
に
よ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

わ
が
か
ど
の
お
く
て
の
引ひ

板た

に
お
ど
ろ
き
て
む
ろ
の
刈
り
田
に
鴫
ぞ
立
つ
な

る

(『

千
載
集』

三
二
七
、
源
兼
昌)

ま
た
末
句
を

｢

明
け
ぬ
こ
の
夜
は｣

と
し
た
の
は
、
次
の
歌
の
末
句
を
用
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

近
江
よ
り
朝
た
ち
く
れ
ば
う
ね
の
野
に
た
づ
ぞ
鳴
く
な
る
明
け
ぬ
こ
の
夜
は

(『

古
今
集』

一
〇
七
一
、
大
歌
所
御
歌
、
近
江
ぶ
り)

左
歌
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
歌
の
語
句
を
取
り
入
れ
て
、
旅
寝
の
夜
明
け
の
情
景
と

し
て
ま
と
め
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
歌
の
声
調
の
面
で
は
、｢

か
り
田
の
か

り
枕｣

と
い
っ
た
同
音
反
復
の
技
巧
も
用
い
、
歌
全
体
に
作
者
が
か
な
り
工
夫
を

こ
ら
し
た
跡
が
う
か
が
わ
れ
る
と
思
う
。

右
の
歌
は
、
旅
立
っ
て
き
た
都
へ
便
り
を
し
た
い
が
、
宇
津
の
山
で
人
に
会
う

こ
と
も
な
い
由
を
詠
む
。
こ
れ
は

『

伊
勢
物
語』

第
九
段

(

東
下
り)

の
、
宇
津

の
山
で
次
の
歌
の
詠
ま
れ
る
一
節
を
取
り
入
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

駿
河
な
る
う
つ
の
山
べ
の
う
つ
つ
に
も
夢
に
も
人
に
あ
は
ぬ
な
り
け
り

右
歌
で
は
旅
の
心
に
重
点
を
置
き
、｢

あ
は
ぬ｣

人
の
指
す
と
こ
ろ
も
変
え
て
い

る
が
、
そ
れ
な
り
に
自
然
に
、
の
び
や
か
に
詠
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
そ
の
最
後
に
左
右
の
歌
の
特
徴
を
対
照
的
に
挙
げ
た
部
分
に
、

こ
の
場
合
の
批
評
の
眼
目
を
要
約
し
て
記
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
左

歌
に
つ
い
て
は
、

ふ
る
ま
ひ
た
る
様
に
て
、
耳
と
ま
る
所
あ
り
。

と
言
う
。
表
現
の
上
で
工
夫
を
見
せ
た
作
と
思
わ
れ
る
が
、
耳
障
り
な
と
こ
ろ
が

あ
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
歌
所
の
歌
の
末
句

｢

明
け
ぬ
こ
の
夜
は｣

な

ど
、
印
象
的
な
語
句
に
せ
よ
、
そ
の
ま
ま
の
形
や
位
置
で
用
い
る
の
は
、
安
易
な

手
法
と
し
て
、
俊
成
は
不
満
を
お
ぼ
え
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

そ
れ
に
対
し
て
右
歌
に
つ
い
て
は
、

こ
と
な
る
詞
な
く
て
心
旅
の
歌
と
お
ぼ
え
た
り
。

と
言
っ
て
勝
と
す
る
。
左
歌
の
よ
う
な
目
立
っ
た
表
現
技
巧
を
用
い
な
い
が
、
旅

の
題
に
ふ
さ
わ
し
い
心
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
評
価
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
い
う
評
価
の
仕
方
は
、
俊
成
が
歌
に
長
年
か
か
わ
っ
て
き
た
結
果
達
し
た
境

地
の
一
面
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

二
十
五
番

左

季
経
朝
臣

49

朝
夕
に
面
影
さ
ら
ぬ
都
か
な
こ
こ
ろ
や
さ
き
に
た
ち
か
へ
る
ら
む

右
勝

資

忠

50

旅
ね
す
る
庵
を
過
ぐ
る
む
ら
し
ぐ
れ
名
残
ま
で
こ
そ
袖
は
ぬ
れ
け
れ

左
右
と
も
に
こ
と
な
る
事
な
く
、
優
に
は
侍
る
に
と
り
て
、
右
の
名
残
ま
で

袖
は
ぬ
れ
け
れ
と
い
へ
る
、
い
と
よ
ろ
し
く
き
こ
ゆ
。
右
勝
ち
侍
る
べ
し
。

�通
釈
】二

十
五
番

左

季
経
朝
臣

49

朝
夕
に
、
都
の
面
影
が
目
の
前
に
浮
か
ん
で
離
れ
な
い
、

心
が
我
が
身
に

先
立
っ
て
、
都
に
帰
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

右
勝

資

忠

50

旅
寝
を
す
る
小
屋
を
、
降
り
過
ぎ
て
行
く
む
ら
時
雨
は
、
後
の
気
配
ま
で
も
の

― 40― ( 40 )



悲
し
く
、(

涙
で
さ
ら
に)

袖
が
濡
れ
る
の
だ
っ
た
。

左
右
の
歌
は
、
と
も
に
特
に
目
立
つ
と
こ
ろ
が
な
く
、
優
美
な
作
な
の
で
す

が
、
そ
れ
に
つ
け
て
言
え
ば
、
右
の
歌
で

｢

名
残
ま
で
こ
そ
袖
は
ぬ
れ
け
れ｣

と
詠
ん
だ
の
が
、
大
層
結
構
に
思
わ
れ
る
。
右
の
勝
で
し
ょ
う
。

�注
】
○
面
影

思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
。
○
さ
ら
ぬ

離
れ
な
い
。
○

庵

い
ほ
り
。
仮
の
小
屋

○
む
ら
し
ぐ
れ

時
々
強
く
降
っ
て
通
り
過
ぎ
る
時

雨
。
○
名
残

な
ご
り
。
過
ぎ
た
後
に
残
る
状
態
、
気
配
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
旅
立
っ
て
き
た
都
を
思
う
心
の
作
だ
が
、
都
の
面
影
が
眼

前
に
浮
か
ん
で
離
れ
な
い
の
は
、
自
分
の
心
が
身
を
離
れ
、
身
に
先
立
っ
て
都
に

帰
っ
て
い
る
の
か
と
詠
ん
で
い
る
。
な
お
、
一
首
は

『

季
経
集』
(

七
一)

に
は
、

上
の
句
が

｢

ま
だ
き
よ
り
面
影
に
た
つ
都
か
な｣

の
形
で
収
め
ら
れ
る
。

右
の
歌
は
、
旅
寝
の
仮
の
宿
り
を
降
り
過
ぎ
る
時
雨
の
も
た
ら
す
、
も
の
悲
し

さ
を
詠
む
。
こ
の
種
の
歌
は
少
な
く
な
い
が
、
時
雨
の
後
の

｢

な
ご
り
ま
で｣

も

の
悲
し
く
、
涙
で
も
袖
が
濡
れ
た
と
詠
ん
だ
の
は
、
こ
の
歌
の
特
色
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
の
歌
が

｢

と
も
に
こ
と
な
る
事
な
く
、
優｣

で
あ
る
と

評
す
る
。
二
首
と
も
に
表
現
上
特
に
目
立
つ
点
は
な
く
優
美
で
あ
る
と
評
価
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
右
歌
が

｢
な
ご
り
ま
で
こ
そ
袖
は
ぬ
れ

け
れ｣

と
詠
ん
だ
の
を
、｢

い
と
よ
ろ
し
く｣

と
言
い
、
勝
と
し
て
い
る
。

�備
考
】
二
十
五
番
右
歌
は

『

千
載
集』

(

五
三
九)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

二
十
六
番

左

俊
恵
法
師

51

妹
し
る
や
葉
山
し
げ
や
ま
こ
え
く
ら
し
木
の
葉
か
た
し
き
明
し
つ
る
夜
を

右
勝

顕
昭
法
師

52

遠
ざ
か
る
ま
ま
に
都
の
忍
ば
れ
て
か
さ
な
る
や
ま
の
う
ら
め
し
き
か
な

左
歌
、
い
も
し
る
や
と
お
け
る
歌
の
ふ
る
ま
ひ
い
と
を
か
し
く
侍
る
を
、
葉

山
し
げ
や
ま
と
お
き
て
、
木
の
葉
か
た
し
く
と
い
へ
る
、
字
か
さ
な
り
て
こ

そ
侍
る
め
れ
。
し
か
ら
ず
は
よ
く
侍
る
べ
か
ら
む
。
右
歌
、
ま
ま
に
都
ぞマ

マ

と

い
へ
る
、
彼
さ
よ
更
く
る
ま
ま
に
汀
や
氷
る
ら
ん
と
い
へ
る
歌
を
こ
ひ
ね
が

へ
る
に
や
あ
ら
む
。
こ
れ
は
、
遠
ざ
か
る
ま
ま
に
都
の
と
い
ふ
句
、
よ
ろ
し

き
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
但
、
か
さ
な
る
山
の
と
い
へ
る
末
の
句
も
旅
の
こ
こ

ろ
い
う
に
聞
ゆ
。
同
事
な
れ
ど
も
、
以
�右
為
�勝
。

�通
釈
】二

十
六
番

左

俊
恵
法
師

51

彼
女
は
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、

私
が
葉
山
繁し
げ

山
と
越
え
て
日
を
暮
ら
し
、

木
の
葉
の
床
に
独
り
寝
し
て
夜
を
明
か
し
た
こ
と
を
。

右
勝

顕
昭
法
師

52

都
か
ら
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
、(

都
が)

懐
か
し
く
、
重
な
り
隔
て
る
山
々
が
、

恨
め
し
く
な
る
。

左
の
歌
は
、｢

い
も
知
る
や｣

の
句
を
用
い
た
一
首
の
趣
向
が
、
大
層
面
白

く
思
わ
れ
ま
す
が
、｢

葉
山
し
げ
山｣

と
言
っ
た
上
で

｢

木
の
葉
か
た
し
く｣

と
言
っ
た
の
は
、
同
じ
文
字
が
重
な
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
う

い
う
問
題
が
な
い
な
ら
、
よ
い
作
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
右
の
歌
で
、｢

ま

ま
に
都
ぞ｣

と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
あ
の

｢

さ
夜
ふ
く
る
ま
に
汀
み
ぎ
は

や
氷こ
ほ

る
ら

ん｣

と
詠
ん
だ
歌
を
手
本
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
こ
の
場
合
の

｢

遠

ざ
か
る
ま
ま
に
都
の｣

と
い
う
句
は
、
あ
ま
り
感
心
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、｢

重
な
る
山
の

(

う
ら
め
し
き
か
な)｣

と
詠
ん
で
い
る
下
の
句
は
、

旅
の
心
が
感
じ
ら
れ
て
優
美
に
思
わ
れ
る
。
左
右
の
歌
は
同
じ
よ
う
な
作
だ

け
れ
ど
、
右
の
歌
を
勝
と
し
て
お
く
。

�注
】
○
妹

い
も
。
女
性
を
親
し
ん
で
言
う
語
。
○
葉
山
し
げ
や
ま

｢

葉
山｣

は
、
本
来
は

｢

端
山
は

や
ま｣

で
、｢

奥
山｣

に
対
し
て
、
人
里
に
近
い
浅
い
山
を
言
う
。

一
方

｢

繁し
げ

山｣

は
、
草
木
の
茂
っ
た
山
で
、
奥
山
に
相
当
す
る
の
で
、
こ
れ
を
並

べ
て

｢

は
山
し
げ
山｣

と
言
う
場
合
、｢

は
山｣

の

｢

は｣

に
葉
を
響
か
せ
て

｢

葉は

山や
ま｣

と
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
語
を
用
い
た
歌
で
は
、｢

つ
く
ば
山

は
山
し
げ
山
し
げ
け
れ
ど
思
ひ
入
る
に
は
さ
は
ら
ざ
り
け
り｣

(『

新
古
今
集』

一

〇
一
三
、
源
重
之)

が
有
名
。
古
い
用
例
は
神
楽
歌
の

｢

つ
く
ば
山
は
山
し
げ
山

し
げ
き
を
ぞ

や

た
が
子
も
通
ふ
な
下し

た

に
通
へ
わ
が
夫つ
ま

は
下
に｣

。
○
木
の
葉

か
た
し
き

｢
片
敷

か
た

し

く｣

は
、
古
代
男
女
が
共
寝
を
す
る
時
に
二
人
の
衣
を
重
ね

て
敷
い
た
こ
と
か
ら
、
寝
る
時
自
分
の
衣
だ
け
を
敷
く
意
で
、
独
り
寝
を
す
る
こ

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈
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と
を
言
っ
た
。
そ
れ
で
、
俊
成
の
判
詞
の
前
半
の
左
歌
に
対
す
る
批
評
の
終
り
に
、

群
書
類
従
本
で
は
、｢

木
の
葉
か
た
し
き
と
い
へ
る
、
木
の
葉
は
い
か
が
片
敷
く

と
は
言
ふ
べ
か
ら
む
と
ぞ
覚
え
侍
る
。｣

と
い
う
批
判
の
言
葉
が
見
え
る
。
し
か

し
作
者
は
、
木
の
葉
の
上
に
独
り
寝
を
し
て
、
の
意
で
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
○

さ
よ
更
く
る
ま
ま
に
汀
や
氷
る
ら
ん

『

後
拾
遺
集』

(

四
一
九)

に
見
え
る
快
覚

法
師
の
歌
の
上
の
句
。
下
の
句
は

｢

遠
ざ
か
り
ゆ
く
志
賀
の
浦
波｣

。

�考
察
】
左
の
歌
は
、｢

妹
知
る
や｣

と
歌
い
起
こ
し
、
山
々
を
越
え
、
夜
は
木
の

葉
の
上
に
独
り
寝
を
す
る
旅
の
つ
ら
さ
を
詠
ん
で
い
る
。
似
寄
り
の
形
と
心
を
も

つ
先
行
歌
と
し
て
は
、

恋
し
さ
を
妹
し
る
ら
め
や
旅
寝
し
て
山
の
し
づ
く
に
袖
ぬ
ら
す
と
は

(『

金

葉
集』

四
八
二
、
藤
原
顕
季)

の
よ
う
な
作
も
考
え
ら
れ
る
が
、
左
歌
は
初
句
に

｢

妹
知
る
や｣

と
置
き
、｢

葉

山
繁
山｣

の
語
を
織
り
こ
み
、
旅
の
様
子
を
昼
夜
に
わ
た
っ
て
と
り
上
げ
る
な
ど
、

全
体
に
手
際
よ
く
見
ど
こ
ろ
を
も
つ
歌
に
仕
立
て
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
右
の
歌
は
よ
り
素
直
と
言
う
べ
き
詠
み
様
で
あ
ろ
う
。
都

か
ら
旅
立
っ
て
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
、
都
が
恋
し
く
、
都
と
の
間
を
隔
て
て
重
な

る
山
々
が
恨
め
し
い
由
を
詠
ん
で
い
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、｢

妹
知
る
や｣
で
始
め
た

｢

歌
の
ふ
る

ま
ひ｣

を

｢

い
と
を
か
し
く｣

と
評
価
す
る
一
方
、｢

葉｣
の
文
字
が
重
ね
て
用

い
ら
れ
て
い
る
点
を
問
題
視
し
て
い
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、｢

遠
ざ
か
る
ま
ま
に
都
の｣

と
詠
ん
だ
点
を
、
範
と
し
た

と
思
わ
れ
る

｢

さ
夜
ふ
く
る
ま
ま
に
汀
や｣

(『

後
拾
遺
集』

四
一
九)

に
対
比
し

て
、｢

よ
ろ
し
き
に
あ
ら
ざ
る
べ
し｣

と
指
摘
す
る
一
方
、
下
の
句
の

｢

重
な
る

山
の
う
ら
め
し
き
か
な｣

を

｢

旅
の
心
優
に
き
こ
ゆ｣

と
評
価
す
る
。

そ
し
て
俊
成
は
結
局
、
右
歌
を
勝
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
明
記
し
て
い
な

い
が
、
多
分
二
十
四
番
判
詞
の
最
後
に
記
し
た
の
と
同
様
の
基
準
を
主
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
左
歌
に
つ
い
て
は
、

ふ
る
ま
ひ
た
る
様
に
て
、
耳
と
ま
る
所
あ
り
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、

こ
と
な
る
詞
な
く
て
心
旅
の
歌
と
お
ぼ
え
た
り
。

と
見
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

二
十
七
番

左
勝

女

房

53

日
を
へ
つ
つ
都
し
の
ぶ
の
う
ら
さ
び
て
浪
よ
り
ほ
か
の
音
づ
れ
も
な
し

右

仲

綱

54

宮
城
野
の
こ
の
し
た
露
を
打
ち
は
ら
ひ
小
萩
か
た
し
き
あ
か
し
つ
る
か
な

左
歌
、
す
が
た
心
を
か
し
く
こ
そ
侍
る
め
れ
。
浦
さ
び
て
と
い
へ
る
、
す
こ

し
い
か
に
ぞ
や
き
こ
ゆ
ら
む
。
右
歌
、
こ
と
な
る
事
侍
ら
ず
。
左
、
浪
よ
り

ほ
か
の
な
ど
い
へ
る
、
こ
と
に
よ
ろ
し
く
聞
え
侍
れ
ば
、
可
�為
�勝
。

�通
釈
】二

十
七
番

左
勝

女

房

53

旅
の
日
が
た
ち
都
を
懐
か
し
む
、
こ
の
信
夫

し
の

ぶ

の
浦
は
、
荒
れ
て
寂
し
く
、
波
の

音
が
す
る
ば
か
り
で
訪
れ
る
人
も
な
い
。

右

仲

綱

54

宮
城
野
の
、
木
の
下
露
を
払
い
、
小
萩
の
床
に
独
り
寝
を
し
て
、
夜
を
明
か
し

た
の
だ
っ
た
。

左
の
歌
は
、
そ
の
姿
心
が
、
ま
こ
と
に
面
白
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
だ
、

｢

浦
さ
び
て｣

と
詠
ん
だ
の
は
、
少
々
い
か
が
か
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

右
の
歌
は
、
別
に
目
立
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
左
の
歌
は
、｢

浪
よ
り

ほ
か
の

(

音
づ
れ
も
な
し)｣

な
ど
と
詠
ん
で
い
る
の
が
、
特
に
結
構
に
思

わ
れ
ま
す
の
で
、
勝
と
し
ま
し
ょ
う
。

�注
】
○
都
し
の
ぶ
の
う
ら

都
を

｢

し
の
ぶ｣

こ
と
に
地
名

｢

信
夫

し
の

ぶ｣

を
掛
け

て
言
う
。｢

信
夫｣

は
陸
奥
の
国
の
歌
枕
。
そ
の
場
合
、｢

信
夫
山｣

｢

信
夫
の
里｣

な
ど
は
今
の
福
島
市
の
辺
り
と
見
ら
れ
る
が
、｢

信
夫
の
浦｣

は
所
在
不
明
で
、

想
像
し
て
作
ら
れ
た
地
名
か
も
し
れ
な
い
。
○
う
ら
さ
び
て

｢

浦
さ
び
て｣

(

浦

に
人
け
が
な
く
荒
れ
る
意)

に
、｢

心う
ら

さ
び
て｣

(

心
さ
び
し
く
感
じ
る
意)

を
掛

け
て
言
う
。
○
音
づ
れ

こ
こ
で
は
波
が
音
を
立
て
る
こ
と
と
、
人
の
訪
れ
る
こ

と
と
を
兼
ね
て
言
う
。
○
宮
城
野

陸
奥
の
国
の
歌
枕
。
今
の
仙
台
市
の
東
部
に
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あ
っ
た
野
。
露
や
萩
の
名
所
と
さ
れ
た
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
長
い
旅
を
し
て
き
て
都
が
恋
し
い
が
、
こ
こ
信
夫
の
浦
は

寂
し
く
、
波
の
音
ば
か
り
し
て
訪
れ
る
人
も
な
い
と
詠
む
。
都
を

｢

し
の
ぶ｣

こ

と
に

｢

信
夫｣

の
浦
を
掛
け
、｢

浦
さ
び
て｣

に

｢

心う
ら

さ
び
て｣

を
掛
け
る
な
ど
、

表
現
上
の
技
巧
を
手
際
よ
く
用
い
た
一
首
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、
宮
城
野
で

｢

木
の
下
露｣

を
払
い
、｢

小
萩｣

の
床
に
独
り
寝
の

一
夜
を
明
か
し
た
旨
を
詠
む
。
宮
城
野
は

『

古
今
集』

の

み
さ
ぶ
ら
ひ
み
笠
と
申
せ
宮
木
野
の
木
の
下
露
は
雨
に
ま
さ
れ
り

(

一
〇
九

一
、
東
歌)

宮
木
野
の
も
と
あ
ら
の
小
萩
露
を
お
も
み
風
を
待
つ
ご
と
君
を
こ
そ
待
て

(

六
九
四
、
よ
み
人
し
ら
ず)

な
ど
の
歌
以
来
、
露
や
萩
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
を
旅
寝
の
さ
ま

に
結
び
つ
け
て
、
平
明
に
詠
ん
で
い
る
。
表
現
の
面
で
は
、
左
歌
よ
り
も
単
純
な

詠
み
様
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
右
歌
に
つ
い
て
は

｢

こ
と
な
る
事
侍
ら
ず｣

と
言
う
の
み
で
、

左
歌
を
主
と
し
て
記
し
て
い
る
。
左
歌
に
関
し
て
は
、｢

姿
心
を
か
し
く｣

と
評

し
、
特
に
下
句
を

｢

こ
と
に
よ
ろ
し
く｣

と
言
っ
て
、
勝
と
し
て
い
る
。

�備
考
】
二
十
七
番
左
歌
は

『

新
古
今
集』

(

九
七
一)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

二
十
八
番

述
懐

左

皇
太
后
宮
大
夫
入
道

55

か
き
つ
め
て
お
も
ふ
も
か
な
し
も
し
ほ
草
し
づ
み
は
て
に
し
名
こ
そ
惜
し
け
れ

右

資
隆
朝
臣

56

は
な
れ
駒
ゆ
く
も
帰
る
も
お
ど
ろ
か
ぬ
こ
こ
ろ
こ
そ
猶
う
ら
や
ま
れ
け
れ

左
歌
、
も
し
ほ
草
か
き
つ
む
な
ど
こ
そ
事
ふ
り
て
お
ぼ
え
侍
れ
。
右
の
歌
、

は
な
れ
駒
、
め
づ
ら
し
く
侍
る
べ
し
。
歌
体
不
�相
似
�懸
隔
之
上
、
判
者
愚

詠
、
依
�例
不
�能
�勝
負
�

�通
釈
】二

十
八
番

述
懐

左

皇
太
后
宮
大
夫
入
道

55

藻
塩
草
を
か
き
集
め
る
よ
う
に
、
詠
草
を
か
き
集
め
て
、
昔
を
思
う
と
悲
し
い
。

沈
み
は
て
た
私
の
名
の
こ
と
が
、
口
惜
し
く
思
わ
れ
る
。

右

資
隆
朝
臣

56

放
れ
駒ご
ま

を
用
い
、
行
く
に
も
帰
る
に
も
動
じ
な
い
心
、
そ
の
心
は
や
は
り
、
う

ら
や
ま
し
く
思
わ
れ
る
。

左
の
歌
で
、｢

も
し
ほ
草｣

を

｢

か
き
つ
む｣

な
ど
と
詠
ん
だ
の
は
、
言
い

古
さ
れ
た
こ
と
に
思
わ
れ
ま
す
。
右
の
歌
で

｢

放
れ
駒｣

を
詠
ん
だ
の
は
、

目
新
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
二
首
は
歌
の
姿
に
似
た
と
こ
ろ
が
な
く
、
懸
け

離
れ
た
詠
み
様
で
あ
る
上
に
、
一
首
は
判
者
で
あ
る
私
の
作
な
の
で
、
前
例

に
従
っ
て
勝
負
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

�注
】
○
か
き
つ
め
て

か
き
集
め
て
。
こ
こ
で
は

｢

も
し
ほ
草｣

を
か
き
集
め

て
の
意
で
言
う
。
○
も
し
ほ
草

藻
塩
草
。
塩
を
採
る
た
め
の
海
藻
だ
が
、
詠
草

(

詠
ん
だ
歌)

を
掛
け
て
言
う
。
海
藻
の
意
で
は
、
後
の

｢

沈
み｣

と
縁
語
関
係

を
作
り
、
詠
草
の
意
で
は
、
前
の

｢

か
き
つ
め
て｣

の

｢

か
き｣

を

｢

書
き｣

の

意
味
と
し
て
縁
語
関
係
を
作
る
。
○
は
な
れ
駒

綱
・
柵さ

く

な
ど
の
人
の
束
縛
か
ら

放
れ
た
馬
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、｢

も
し
ほ
草｣

(

詠
草)

を

｢

か
き
つ
め
て｣

(

か
き
集
め
て)

昔
を
思
う
と
悲
し
い
、
沈
み
は
て
た
私
の
名
が
口
惜
し
い
旨
を
詠
む
。｢

か
き
つ

め
て｣

と

｢

も
し
ほ
草｣

と
を
、
こ
の
左
歌
と
同
じ
第
一
句
、
第
三
句
に
置
い
た

次
の
よ
う
な
歌
が

『

源
氏
物
語』

(

幻)

に
見
え
、
そ
の
影
響
を
考
え
て
よ
い
か

も
し
れ
な
い
。

か
き
つ
め
て
見
る
も
か
ひ
な
し
も
し
ほ
草
お
な
じ
雲
ゐ
の
け
ぶ
り
と
を
な
れ

こ
の
一
首
は
、
光
源
氏
が
紫
上
の
死
後
、
残
さ
れ
た
文
が
ら
を
ま
と
め
て
焼
か
せ

る
折
の
歌
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。(

な
お
、
こ
の
源
氏
の
歌
で
は
、｢

か

き
つ
め
て｣

に
、
書
き
集
め
て
の
意
味
は
認
め
ら
れ
な
い
。
左
歌
の
場
合
は

｢

か

き
つ
め
て｣

を

｢

書
き
つ
め
て｣

と
の
掛
詞
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
う
が
、

源
氏
の
歌
と
同
様
の
詠
み
様
と
す
れ
ば
、｢

書
き｣

は
主
な
意
味
を
示
さ
ず
、
詠

草
の
意
の

｢

も
し
ほ
草｣

と
縁
語
に
な
る
よ
う
に
軽
く
に
お
わ
せ
た
も
の
と
見
る

こ
と
に
な
ろ
う
。)

右
の
歌
は
、
そ
の
作
意
が
十
分
に
と
ら
え
難
い
一
首
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈
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に
関
し
て
、
谷
山
茂
氏
は
日
本
古
典
文
学
大
系

『

歌
合
集』

の
頭
注
に
、
次
の
よ

う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

表
現
不
足
か
、
意
味
不
分
明
。
一
頭
の
駒
が
自
ら
行
き
帰
り
す
る
に
も
驚
か

ぬ
の
か
、
行
く
駒
も
帰
る
駒
も
驚
か
ぬ
の
か
、
駒
が
人
の
往
来
な
ど
に
も
驚

か
ぬ
の
か
。
し
か
も
、
驚
か
ぬ
の
は
、
平
静
・
無
関
心
・
無
自
覚
等
、
い
ず

れ
の
意
か
。
或
は
張
湛
白
馬
の
故
事
で
も
ふ
ま
え
て
い
る
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
あ
え
て
作
意
を
探
る
手
掛
か
り
を
探
る
と
、｢

は
な
れ
駒｣

の

語
を
用
い
た

『
後
拾
遺
集』

の
源
兼
俊
母
の
歌

(

九
八
九)

の
場
合
と
同
様
、

『

韓
非
子』

に
見
え
る
、
管
仲
が
遠
征
の
帰
途
道
に
迷
っ
て
老
馬
を
放
ち
、
そ
れ

に
随
っ
て
道
を
得
た
と
い
う
故
事
に
よ
っ
て
詠
ん
だ
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
の

『

韓
非
子』
の
記
事
の
要
所
を
摘
記
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。春

往
冬
反
。
迷
惑
失
�道
。
管
仲
曰
、
老
馬
之
智
可
�用
也
。
乃
放
�老
馬
�而

随
�之
。
遂
得
�道
。

右
歌
は
こ
の
記
事
を
取
り
入
れ
、
管
仲
が
放
れ
駒
を
用
い
て
遠
征
の
行
き
帰
り
の

困
難
に
動
じ
な
か
っ
た
将
軍
ぶ
り
を
挙
げ
、
我
が
身
に
と
っ
て

｢

う
ら
や
ま
れ
け

れ｣

と
詠
ん
だ
と
見
て
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
。｢

通
釈｣
は
、
こ
の
見
方
に
よ
っ

て
記
し
て
み
た
。

俊
成
の
判
詞
は
、
自
作
の
左
歌
に
つ
い
て
は
、｢

も
し
ほ
草｣

｢
か
き
つ
む｣

な

ど
、
詠
み
古
さ
れ
た
表
現
だ
と
言
い
、
対
す
る
右
歌
に
つ
い
て
は
、｢

放
れ
駒｣

を
詠
ん
だ
の
は

｢

め
づ
ら
し
く｣

と
評
し
て
い
る
。
た
だ
左
右
の
歌
は
詠
み
様
も

異
な
る
し
、
一
方
は
自
作
だ
か
ら
前
例
に
よ
り
勝
負
は
決
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い

る
。

二
十
九
番

左
勝

師

光

57

い
ま
は
た
だ
い
け
ら
ぬ
物
に
身
を
な
し
て
生
ま
れ
ぬ
後
の
世
に
も
ふ
る
か
な

右

資

忠

58

う
き
な
が
ら
猶
お
ど
ろ
か
ぬ
わ
が
身
か
な
夢
路
に
迷
ふ
心
ち
の
み
し
て

左
歌
、
心
ふ
か
く
、
す
が
た
を
か
し
く
、
い
と
よ
ろ
し
く
こ
そ
侍
れ
。
右
歌
、

な
ほ
お
ど
ろ
か
ぬ
と
お
き
、
夢
路
に
ま
よ
ふ
な
ど
い
へ
る
、
心
は
を
か
し
く

は
侍
る
を
、
か
や
う
の
夢
の
心
つ
ね
に
み
な
れ
た
る
様
に
申
し
侍
ら
む
。
左

な
ほ
め
づ
ら
し
く
見
え
侍
る
。
為
�勝
。

�通
釈
】二

十
九
番

左
勝

師

光

57

今
は
も
う
、(

現
世
に)

生
き
て
い
な
い
も
の
と
、
我
が
身
を
考
え
て
、
ま
だ

生
ま
れ
ぬ
来
世
に
当
た
る
世
に
、
暮
ら
す
気
持
ち
な
の
だ
。

右

資

忠

58(

世
に
生
き
る
の
を)

つ
ら
い
と
思
い
な
が
ら
、
な
お
目
覚
め
な
い
我
が
身
な

の
だ
、

夢
の
中
に
迷
う
心
地
を
離
れ
ら
れ
ず
に
。

左
の
歌
は
、
思
い
入
れ
が
深
く
、
姿
が
面
白
く
、
大
層
結
構
な
作
と
思
い
ま

す
。
右
の
歌
で
、｢

な
ほ
お
ど
ろ
か
ぬ｣

と
言
っ
て
、｢

夢
路
に
ま
よ
ふ｣

な

ど
と
続
け
て
い
る
の
は
、
着
想
は
面
白
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
夢

に
な
ぞ
ら
え
る
着
想
は
、
よ
く
見
掛
け
た
詠
み
様
と
申
す
も
の
で
し
ょ
う
。

左
の
歌
が
や
は
り
目
新
し
い
作
と
見
ら
れ
ま
す
。
左
を
勝
と
し
ま
す
。

�注
】
○
い
け
ら
ぬ

生
け
ら
ぬ
。｢

ら｣

は
助
動
詞

｢

り｣

の
未
然
形
。
生
き
て

い
な
い
。
○
生
ま
れ
ぬ
後
の
世

ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
後ご

世せ

。
来
世
。
仏
教
の

考
え
方
に
よ
る
言
葉
。
○
お
ど
ろ
か
ぬ

目
覚
め
な
い
。
こ
こ
で
は
迷
い
の
境
地

を
脱
し
な
い
状
態
を
、
仏
教
の
立
場
か
ら
言
う
。
○
夢
路
に
迷
ふ

夢
の
中
で
行

き
迷
う
。
悟
り
得
な
い
状
態
を
例
え
て
言
う
。

�考
察
】
左
右
と
も
に
仏
教
思
想
に
関
係
す
る
述
懐
の
歌
だ
が
、
左
の
歌
は
、
我

が
身
を
現
世
で
は
も
は
や
生
き
て
い
な
い
も
の
と
考
え
て
、
来
世
に
当
た
る
世
に

暮
ら
す
思
い
で
い
る
由
を
詠
む
。
ち
な
み
に
作
者
の
師
光
は
源
氏
だ
が
藤
原
頼
長

の
猶
子
に
な
り
、
そ
の
た
め
か
官
途
不
遇
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
を
こ
の

述
懐
の
歌
の
背
景
に
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

右
の
歌
は
、
憂
き
世
と
思
い
な
が
ら

｢

お
ど
ろ
か
ぬ｣

我
が
身
だ
、｢

夢
路
に

迷
ふ｣
心
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
に
と
詠
む
。
悟
る
こ
と
が
で
き
ず
、
迷
い
続
け
る
自

分
の
有
様
を
、
夢
か
ら
覚
め
な
い
状
態
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
し
た
作
で
あ
る
。
た

だ
、
こ
う
い
う
詠
み
様
は
、
同
時
代
の
次
の
よ
う
な
歌
に
も
見
ら
れ
る
。
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お
ど
ろ
か
ぬ
わ
が
心
こ
そ
う
か
り
け
れ
は
か
な
き
世
を
ば
夢
と
見
な
が
ら

(『

千
載
集』

一
二
三
五
、
登
蓮)

世
の
中
を
夢
と
見
る
見
る
は
か
な
く
も
猶
お
ど
ろ
か
ぬ
わ
が
心
か
な

(『

山

家
集』

七
五
八)

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、｢

心
深
く
、
姿
を
か
し
く
、
い
と
よ
ろ

し
く｣
見
え
る
と
評
価
し
て
い
る
。
対
す
る
右
歌
に
つ
い
て
は
、｢

夢
路
に
ま
ど

ふ｣

と

｢
お
ど
ろ
か
ぬ｣

と
を
対
応
さ
せ
た
心
は
、｢

を
か
し
く｣

は
あ
る
が
、

こ
う
い
う
夢
に
な
ぞ
ら
え
た
表
現
は

｢

見
な
れ
た
る
様｣

と
評
す
る
。
そ
し
て
左

歌
が

｢

め
づ
ら
し
く
見
え｣

る
点
で
勝
と
す
る
。

�備
考
】
二
十
九
番
左
歌
は

『

千
載
集』

(

一
〇
八
八)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

三
十
番

左
持

女

房

59

ね
ざ
め
し
て
お
も
ひ
つ
ら
ぬ
る
身
の
う
さ
の
数
に
とそ
ふ

(

群
書
類
従
・
神
宮
文
庫
本
等)

ふ
と
や
鴫
の
は
ね
が
き

右

仲

綱

60

ふ
け
に
け
る
わ
が
よ
の
ほ
ど
は
も
と
ゆ
ひ
の
霜
を
見
て
こ
そ
お
ど
ろ
か
れ
け
れ

左
歌
、
か
ず
に
とそ
ふ

(

群
書
類
従
・
神
宮
文
庫
本
等)

ふ
と
や
と
い
へ
る
す
が
た
、
よ
ろ
し
く
こ
そ
見
え
侍
れ
。

右
歌
、
ふ
け
に
け
る
我
が
身マ

マ

の
ほ
ど
と
お
き
て
、
霜
を
見
て
こ
そ
と
い
へ
る
、

は
じ
め
を
は
り
あ
ひ
か
な
ひ
て
、
言
葉
た
く
み
に
見
え
侍
れ
ば
、
両
首
の
す

が
た
こ
こ
ろ
と
り
ど
り
に
し
て
、
楚楚
忽
之
斟
酌

(

群
書
類
従)

忽
斟
酌
か
た
が
た
み
だ
れ
侍
れ
ば
、
持

と
定
め
申
す
。

�通
釈
】三

十
番

左
持

女

房

59

夜
ふ
と
目
覚
め
て
、
あ
れ
こ
れ
思
い
続
け
る
身
の
憂
さ
の
数
々
、

そ
の
数

を
確
か
め
る
か
の
よ
う
に
、
鴫し

ぎ

が
し
き
り
に
羽
が
き
の
音
を
立
て
る
。

右

仲

綱

60(

夜
が
更
け
た
と
、
霜
を
見
て
気
付
く
よ
う
に
、)

わ
た
し
が
年
老
い
た
の
は
、

元
結

も
と
ゆ
い

の
あ
た
り
の
霜
、

白
髪
を
見
て
気
付
い
た
の
だ
っ
た
。

左
の
歌
は
、｢

数
に
と
ふ
と
や

(

鴫
の
は
ね
が
き)｣

と
詠
ん
だ
歌
の
姿
が
、

結
構
に
見
え
ま
す
。
右
の
歌
は
、｢

ふ
け
に
け
る
我
が
身
の
ほ
ど｣

と
言
っ

た
上
で

｢

霜
を
見
て
こ
そ｣

と
言
っ
た
の
は
、
首
尾
相
応
じ
て
、
言
葉
の
用

い
方
が
巧
み
と
見
え
ま
す
の
で
、
二
首
の
姿
心
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
特
色
が

あ
っ
て
、
私
の
軽
率
な
比
較
考
察
で
は
あ
れ
こ
れ
と
迷
い
ま
す
と
こ
ろ
か
ら
、

持
と
決
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。

�注
】
○
数
に
と
ふ

数
に
つ
い
て
確
か
め
る
意
か
。｢

と
ふ｣

は
、
群
書
類
従
本
・

神
宮
文
庫
本
で
は

｢

そ
ふ｣

と
あ
る
。
な
ぞ
ら
え
る
意
か
。
○
鴫
の
は
ね
が
き

｢

鴫し
ぎ｣

は
、
中
形
の
水
鳥
。｢

羽は
ね

が
き｣

に
つ
い
て
は
、
く
ち
ば
し
で
羽
を
し
ご
く

こ
と
と
も
、
羽
ば
た
く
こ
と
と
も
言
わ
れ
る
。『

古
今
集』

の
歌

｢

暁
の
し
ぎ
の

羽は
ね

が
き
百も

も

羽は

が
き
君
が
こ
ぬ
夜
は
我
ぞ
数
か
く｣

(

七
六
一
、
よ
み
人
し
ら
ず)

に
よ
っ
て
特
に
名
高
い
。
清
輔
の

『

奥
義
抄』

に
は
、｢

し
ぎ
は
、
は
ね
か
く
こ

と
の
し
げ
き
也
。
さ
れ
ば
、
も
も
は
が
き
と
は
い
ふ
也
。｣

な
ど
と
注
す
る
。

○
ふ
け
に
け
る
わ
が
よ

老
い
た
我
が
年
齢
の
意
に
、
更
け
た
夜
を
響
か
せ
て
言

う
。
○
も
と
ゆ
ひ
の
霜

｢

元
結

も
と
ゆ
ひ｣

は
、
髪
を
頭
の
上
に
集
め
て
束
ね
る
紐
で
、

そ
の
辺
り
に
見
え
る
白
髪
を
霜
に
例
え
て
言
う
。
○
お
ど
ろ
か
れ
け
れ

は
っ
と

気
づ
い
た
。｢

れ｣

は
自
発
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
夜
眠
り
か
ら
覚
め
て
、
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
我
が
身
の
憂

さ
の
数
多
い
こ
と
を
詠
む
に
当
た
っ
て
、
成
語

｢

鴫
の
羽
が
き｣

を
結
び
つ
け
る

趣
向
を
と
り
、
見
ど
こ
ろ
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。｢

注｣

に
記
し
た
よ
う
に
、『

古

今
集』

の
歌

(

七
六
一)

に

｢

暁
の
鴫
の
羽は
ね

が
き
百も
も

羽は

が
き｣

と
詠
ま
れ
て
以
来
、

鴫
は

｢

羽
が
き｣

の
動
作
を
数
し
げ
く
行
な
う
も
の
と
し
て
知
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
。右

の
歌
は
、
我
が
身
の
年
老
い
た
こ
と
は
、
元
結
の
辺
り
の
霜
、
白
髪
に
よ
っ

て
気
付
い
た
由
を
詠
む
が
、｢

更
け｣

｢

夜｣
｢

霜｣

を
縁
語
仕
立
て
で
織
り
こ
む

技
巧
を
用
い
て
い
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は

｢

姿
よ
ろ
し
く｣

見
え
る
点
を
、
右
歌
に

つ
い
て
は

｢

言
葉
た
く
み
に｣

見
え
る
点
を
特
に
挙
げ
て
い
る
が
、
二
首
の

｢

姿

心
と
り
ど
り｣

で
あ
る
こ
と
を
言
い
、
持
と
し
て
い
る
。

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈
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○
俊
成
と
兼
実
の
歌

大
夫
入
道

61

わ
か
の
浦
に
な
ほ
た
ち
か
へ
る
老
の
な
み
し
げ
き
玉
も
に
ま
よ
ひ
ぬ
る
か
な

返
し

右

府

62

老
の
浪
ひ
か
り
を
よ
す
る
わ
か
の
浦
の
月
に
玉
藻
も
み
が
か
れ
に
け
り

�通
釈
】

大
夫
入
道

61(

御
下
命
を
受
け
、)

ま
た
和
歌
の
こ
と
に
携
わ
っ
た
老
骨
に
と
っ
て
、
優
れ
た

詠
草
が
多
く
、
判
断
に
迷
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

返
し

右

府

62

老
練
の
御
身
が
、
こ
の
歌
合
に
御
高
評
く
だ
さ
っ
た
お
陰
で
、
詠
草
も
一
層
輝

き
を
加
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

�注
】
○
わ
か
の
浦

紀
伊
の
国
の
歌
枕
、
和
歌
の
浦
の
名
を
借
り
て
、
和
歌
の

世
界
を
示
す
。
○
玉
も

詠
草
を
例
え
た
。｢
浦｣
｢

波｣

な
ど
と
縁
語
に
な
る
。

�補
注
】
初
め
の
歌
は
、
俊
成
が
判
詞
を
記
し
終
わ
っ
た
後
、
加
判
を
依
頼
し
た

右
大
臣
兼
実
に
返
送
す
る
際
に
書
き
添
え
た
一
首
と
見
ら
れ
る
。
俊
成
は
当
時
六

十
六
歳
で
、
こ
の
三
年
前
に
出
家
し
て
い
た
。
後
の
歌
は
、
こ
れ
に
対
す
る
兼
実

の
返
歌
で
あ
る
。

○
作
者
略
伝
○
作
者
の
配
列
順
序
は
、
こ
の
歌
合
で
初
出
の
歌
の
見
え
る
順
序
に
従
っ
た
。

○
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
歌
番
号
を
示
す
。

1
13

俊
成

[

皇
太
后
宮
大
夫
入
道]

と
し
な
り

し
ゅ
ん
ぜ
い

藤
原
俊
成
。
権
中
納
言
俊
忠
の

27
29

子
。
は
じ
め
葉
室
顕
頼
の
養
子
に
な
り
、
名
を
顕
広
と
言
っ
た
が
、
の
ち

39
55

本
流
に
復
し
て
俊
成
と
改
名
。
正
三
位
皇
太
后
宮
大
夫
に
至
る
。
一
一
七

61

六
年
出
家
。
法
名
は
釈
阿
。
多
く
の
歌
合
の
判
者
を
務
め
、
歌
壇
の
指
導

者
と
し
て
世
に
認
め
ら
れ
た
。『

千
載
集』

を
撰
進
。
家
集

『

長
秋
詠
藻』

、

歌
学
書

『

古
来
風
体
抄』

等
を
残
す
。
一
一
一
四
―
一
二
〇
四
。

2
8

重
家

[

大
弐
入
道]

し
げ
い
え

藤
原
重
家
。
左
京
大
夫
顕
輔
の
子
。
兄

28
34

弟
に
清
輔
、
季
経
な
ど
が
い
る
。
従
三
位
太
宰
大
弐
に
至
る
。
一
一
七
六

36

年
出
家
、
法
名
は
蓮
寂

(

蓮
家
と
も)

。
家
集

『

重
家
集』

。
一
一
二
八
―

一
一
八
〇
。

3
7

兼
実

[

女
房
・
右
府]

か
ね
ざ
ね

藤
原
兼
実
。
関
白
忠
通
の
子
。
従
一

45
53

位
関
白
に
至
る
。
一
二
〇
二
年
出
家
、
法
名
は
円
証
。
歌
は
初
め
清
輔
を

59
62

師
と
し
た
が
、
清
輔
没
後
は
俊
成
を
迎
え
た
。
多
く
の
歌
会
、
歌
合
を
催

し
、
兼
実
家
歌
壇
を
形
成
し
た
。
日
記

『

玉
葉』

は
史
料
と
し
て
重
要
視

さ
れ
て
い
る
。
一
一
四
九
―
一
二
〇
七
。

4
22

頼
政

よ
り
ま
さ

源
頼
政
。
兵
庫
頭
仲
正
の
子
。
従
三
位
に
至
る
。
武
将

38
48

と
し
て
以
仁
王
を
奉
じ
平
家
と
戦
い
、
敗
れ
て
宇
治
で
自
害
。
歌
林
苑
の

会
衆
。
家
集

『

源
三
位
頼
政
集』

。
一
一
〇
四
―
一
一
八
〇
。

5
11

寂
蓮

じ
ゃ
く
れ
ん

俗
名
は
藤
原
定
長
。
俊
成
の
兄
弟
の
醍
醐
寺
の
阿
闍

33

梨
俊
海
の
子
。
俊
成
の
養
子
に
な
る
。
従
五
位
上
中
務
少
輔
に
な
っ
た
が
、

一
一
七
二
年
ご
ろ
出
家
。
御
子
左
家
に
属
す
る
歌
人
と
し
て
活
躍
し
、

『

新
古
今
集』

の
撰
者
の
一
人
に
な
っ
た
が
、
撰
進
前
に
死
去
。
家
集

『

寂
蓮
法
師
集』

。
一
一
三
九
ご
ろ
―
一
二
〇
二
。

6
54

仲
綱

な
か
つ
な

源
仲
綱
。
従
三
位
頼
政
の
子
。
正
五
位
下
伊
豆
守
に
な

60

る
が
、
宇
治
川
の
合
戦
に
敗
れ
、
父
と
と
も
に
自
害
し
た
。
歌
林
苑
の
会

衆
。
一
一
二
六
―
一
一
八
〇
。

9
17

隆
信

た
か
の
ぶ

藤
原
隆
信
。
皇
后
宮
少
進
為
経

(

寂
超)

の
子
。
母
の

47

美
福
門
院
加
賀
は
の
ち
俊
成
と
再
婚
。
正
四
位
下
右
京
権
大
夫
に
な
る
。

似
絵

に
せ

え

に
も
才
能
を
示
し
た
。
家
集

『

隆
信
朝
臣
集』

。
一
一
四
二
―
一
二

〇
五
。

10
20

道
因

ど
う
い
ん

俗
名
は
藤
原
敦
頼

あ
つ
よ
り

。
治
部
丞
清
孝
の
子
。
従
五
位
上
左

30
44

馬
助
に
な
る
が
、
一
一
七
二
年
出
家
。
和
歌
に
き
わ
め
て
熱
心
な
人
で
あ
っ

た
ら
し
い
。『

住
吉
社
歌
合』

『

広
田
社
歌
合』

を
勧
進
し
た
。
一
〇
九
〇
―

没
年
未
詳
。

12
32

顕
昭

け
ん
し
ょ
う

左
京
大
夫
顕
輔
の
猶
子
。
阿
闍
梨
、
法
橋
に
な
っ
て

42
52

い
る
。
清
輔
ら
と
と
も
に
六
条
藤
家
の
歌
学
を
大
成
し
た
一
人
で
、
訓
詁

考
証
に
優
れ
、
多
く
の
歌
合
に
出
詠
し
て
活
躍
し
た
。
一
一
三
〇
ご
ろ
―

没
年
未
詳
。

― 46― ( 46 )



14
24

資
隆

す
け
た
か

藤
原
資
隆
。
豊
前
守
重
兼
の
子
。
従
四
位
下
少
納
言
に

56

な
る
。
歌
林
苑
会
衆
。
家
集

『

禅
林
�お

葉よ
う

集』

。
生
没
年
未
詳
。

15

行
頼

ゆ
き
よ
り

源
行
頼
。
伊
豆

(

伊
賀)

守
光
行
の
子
。
従
四
位
上
太

皇
太
后
宮
権
大
進
に
な
る
。
一
一
一
四
―
一
一
八
〇

(『

玉
葉』)

。

16
26

基
輔

も
と
す
け

藤
原
基
輔
。
修
理
権
大
夫
頼
輔
の
子
。
安
芸
守
な
ど
に

な
る
。
生
年
未
詳
―
一
一
八
五

(『

玉
葉』)

。

18
40

丹
後

た
ん
ご

蔵
人
大
夫
源
頼
行
の
女
。
は
じ
め
九
条
兼
実
に
仕
え
摂
政

家
丹
後
と
呼
ば
れ
、
の
ち
兼
実
女
の
後
鳥
羽
院
中
宮
任
子
に
仕
え
宜
秋
門

院
丹
後
と
呼
ば
れ
る
。
生
没
年
未
詳
。

19
35

別
当
局

べ
っ
と
う
の
つ
ぼ
ね

大
宮
権
亮
源
俊
隆
の
女
。
九
条
兼
実
の
姉

の
崇
徳
院
中
宮
聖
子
に
仕
え
皇
嘉
門
院
別
当
と
呼
ば
れ
る
。
生
没
年
未
詳
。

21
23

俊
恵

し
ゅ
ん
え

木
工
頭
源
俊
頼
の
子
。
東
大
寺
の
僧
。
白
河
の
自
坊
を

31
43

歌
林
苑
と
称
し
、
こ
こ
に
広
く
歌
人
た
ち
を
集
め
て
交
流
の
場
と
し
、
歌

51

会
や
歌
合
を
催
し
た
。
家
集

『
林
葉
集』

。
一
一
一
三
―
没
年
未
詳
。

25

良
清

よ
し
き
よ

藤
原
良
清
。
右
馬
頭
範
綱
の
子
。
従
五
位
上
皇
太
后
宮

少
進
に
な
る
。
兼
実
家
歌
壇
の
常
連
。
生
没
年
未
詳
。

37
41

季
経

す
え
つ
ね

藤
原
季
経
。
左
京
大
夫
顕
輔
の
子
。
重
家
の
同
母
弟
。

49

正
三
位
に
至
る
。
一
二
〇
一
年
出
家
、
法
名
は
蓮
経
。
家
集

『

季
経
入
道

集』

。
一
一
三
一
―
一
二
二
一
。

46

経
家

つ
ね
い
え

藤
原
経
家
。
太
宰
大
弐
重
家
の
子
。
正
三
位
に
至
る
。

六
条
家
歌
人
と
し
て
活
躍
し
た
。
一
二
〇
八
年
出
家
。
家
集

『
経
家
�
集』

。

一
一
四
九
―
一
二
〇
九
。

50
58

資
忠

す
け
た
だ

藤
原
資
忠
。
中
納
言
兵
部
�
資
信
の
養
子
。(

実
父
は

左
馬
助
忠
房
か
。)

木
工
頭
に
な
る
。
兼
実
家
歌
壇
の
常
連
。
生
没
年
未

詳
。

57

師
光

も
ろ
み
つ

源
師
光
。
大
納
言
師
頼
の
子
。
左
大
臣
頼
長
の
猶
子
。

正
五
位
下
右
京
権
大
夫
に
な
る
。
出
家
は
一
一
八
一
年
ご
ろ
か
。
法
名
生

蓮
。
家
集

『

源
師
光
集』

。
生
没
年
未
詳
。

○
付
記

こ
の
歌
合
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系

『

歌
合
集』

に
収
め
ら
れ
、
谷
山
茂
氏
が

こ
れ
に
注
を
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
の
よ
う
な
注
釈
は
不
要
か
と

も
考
え
た
が
、
こ
れ
ま
で
俊
成
判
歌
合
の
解
釈
に
関
す
る
小
稿
で
用
い
て
き
た
、

通
釈
・
注
・
考
察
の
項
目
を
立
て
て
整
理
す
る
こ
と
も
、
よ
り
広
い
面
を
と
り
上

げ
る
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
直
し
、
本
稿
を
残
す
こ
と
に
し
た
。

治
承
三
年
十
月

『

右
大
臣
家
歌
合』

注
釈
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