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第
四
十
一
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈

武

田

元

治

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

は
、
嘉
応
二
年

(

一
一
七
〇)

十
月
十
九
日

(『

玉
葉』

に
よ
る
。
諸
伝
本
で
は
十
月
十
六
日)
、
建
春
門
院
滋し

げ

子
が
、
後
白
河
院
の
御
所
、

法
住
寺
殿
の
北
面
の
御
座
所
で
催
し
た
歌
合
で
あ
る
。『

法
住
寺
殿
歌
合』

と
も

呼
ば
れ
て
い
る
。
主
催
者
の
建
春
門
院
滋
子
は
、
平
時
信
の
女
で
、
後
白
河
天
皇

の
女
御
に
な
り
、
高
倉
天
皇
の
母
と
な
っ
た
人
で
、
こ
の
前
年
に
院
号
を
受
け
て

い
る
。

歌
合
の
歌
題
は
、
関
路
落
葉
、
水
鳥
近
馴
、
臨
期
違
約
恋
の
三
題
で
、
各
十
番
、

計
三
十
番
に
な
る
。
歌
の
作
者
は
二
十
人
。
判
者
は
藤
原
俊
成
で
あ
る
。
た
だ
し

歌
合
の
当
日
は
、
講
師
の
読
み
上
げ
る
歌
に
つ
い
て
衆
議
が
あ
り
、
そ
の
上
で
俊

成
が
当
座
の
判
を
加
え
る
形
を
と
り
、
そ
れ
を
後
日
俊
成
が
整
理
し
て
記
し
た
も

の
が
、
諸
伝
本
の
祖
本
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

判
者
の
俊
成
は
、
当
時
五
十
七
歳
。
こ
の
歌
合
の
催
さ
れ
た
の
と
同
じ
月
に
は
、

『

住
吉
社
歌
合』

の
判
者
も
務
め
て
い
る
。
そ
し
て

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

の

歌
人
二
十
人
の
内
、
十
五
人
が

『

住
吉
社
歌
合』

に
も
出
詠
し
た
人
々
で
あ
る

(

本
稿
末
尾
の

『

作
者
一
覧』

参
照)

。
し
か
し

『

住
吉
社
歌
合』

は
、
藤
原
敦
頼

が
勧
進
し
て
住
吉
神
社
に
奉
納
し
た
七
十
五
番
の
歌
合
で
、
こ
れ
は
実
際
に
歌
人

た
ち
を
集
め
て
歌
合
を
行
な
っ
た
形
跡
は
な
く
、
歌
人
た
ち
の
歌
を
整
理
し
て
歌

合
の
形
に
し
た
原
本
に
、
俊
成
が
後
日
判
詞
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
こ
の
二
つ
の
歌
合
は
成
立
状
況
が
異
な
る
の
で
、
歌
も
判
詞
も
全
体
と
し
て
か

な
り
違
っ
た
特
色
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

の
伝
本
は
、
甲
乙
二
系
統
に
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
こ

で
は
甲
本
に
属
す
る
北
岡
文
庫
蔵
幽
斎
書
写
本
を
底
本
と
す
る

『

新
編
国
歌
大
観』

の
本
文
に
よ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
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
。

関
路
落
葉

一
番

左
持

按
察
使
公
通

１

こ
ら
え
や
ら
で
ふ
ま
ま
く
を
し
く
み
ゆ
る
か
な
紅
葉
の
色
に
は
ば
か
り
の
関

右

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

２

色
色
の
木
の
葉
に
路
は
埋
も
れ
て
名
を
さ
へ
た
ど
る
白
川
の
関

左
歌
、
紅
葉
の
色
に
は
ば
か
り
の
関
と
侍
る
心
、
を
か
し
く
こ
そ
侍
れ
。
右

歌
は
、
判
者
の
つ
た
な
き
こ
と
の
は
に
侍
り
け
り
と
は
み
た
ま
へ
な
が
ら
、

歌
人
を
か
く
さ
れ
て
侍
れ
ば
、
白
川
の
せ
き
は
こ
と
に
名
に
な
が
れ
た
る
所

な
る
を
、
し
ひ
て
申
し
お
と
さ
む
も
あ
や
し
く
や
と
思
う
給
ふ
。
又
、
左
は

歌
も
い
と
を
か
し
く
み
ゆ
る
う
へ
に
、
一
番
の
つ
が
ひ
は
、
か
た
が
た
誠
に

は
ば
か
り
の
関
の
は
ば
か
り
お
ほ
く
思
う
給
へ
て
、
持
な
ど
に
て
や
と
定
め

申
し
を
は
り
ぬ
。

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈

― 13―( 13 )



�通
釈
】

関
路
落
葉

一
番

左
持

按
察
使
公
通

１

関
を
越
え
か
ね
、(

紅
葉
を)

踏
む
の
が
惜
し
く
思
わ
れ
る
、

紅
葉
の
色

に
気
兼
ね
し
て
行
き
悩
む
、
は
ば
か
り
の
関
よ
。

右

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

２

色
と
り
ど
り
の
落
ち
葉
で
、
道
は
う
ず
も
れ
て
、
道
を
尋
ね
る
上
に
、(

白
河

の)

名
ま
で
不
審
で
尋
ね
た
く
な
る
、
白
河
の
関
よ
。

左
の
歌
は
、｢

紅
葉
の
色
に
は
ば
か
り
の
関｣

と
詠
ん
で
い
ま
す
心
が
、
実

に
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
右
の
歌
は
、
判
者
で
あ
る
私
の
拙
作
で
し
た
こ
と

は
承
知
の
上
で
す
が
、
こ
の
歌
合
で
は
歌
人
の
名
を
隠
さ
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
そ
の
趣
旨
に
従
っ
て
申
せ
ば
、
白
河
の
関
は
特
に
名
高
い
歌
枕
で
す
か

ら
、
そ
の
歌
を
あ
え
て
低
く
評
価
す
る
の
も
、
い
か
が
か
と
存
じ
ま
す
。
一

方
、
左
は
歌
も
大
層
面
白
く
見
え
る
こ
と
で
す
し
、
歌
合
の
一
番
と
い
う
も

の
は
、
あ
れ
こ
れ
と
誠
に
は
ば
か
る
べ
き
点
が
多
い
と
存
じ
ま
し
て
、
持
あ

た
り
で
よ
ろ
し
か
ろ
う
か
と
判
定
致
し
ま
し
た
。

�注
】
○
は
ば
か
り
の
関

陸
奥
の
歌
枕
。
今
の
宮
城
県
柴
田
郡
柴
田
町
の
辺
り

に
あ
っ
た
か
と
言
わ
れ
る
。『

枕
草
子』

の

｢

関
は｣

の
段
に
挙
げ
ら
れ
、『

後
拾

遺
集』

に
は
藤
原
実
方
の
歌

｢

や
す
ら
は
で
思
ひ
た
ち
に
し
東

あ
づ
ま

路ぢ

に
あ
り
け
る

も
の
か
は
ば
か
り
の
関｣

(

一
一
三
六
、『

実
方
集』

二
七
六)

ほ
か
一
首
が
見
え
、

『

後
拾
遺
集』

の
序
の
一
節
に
も

｢

は
ば
か
り
の
関
の
は
ば
か
り
な
が
ら｣
と
記

さ
れ
る
。｢

憚
は
ば
か

る｣

に
関
連
し
て
歌
に
詠
ま
れ
る
の
が
一
般
で
、
左
歌
で
も
掛
詞

に
し
て
い
る
。
左
歌
の
場
合

｢

は
ば
か
る｣

は
、
気
兼
ね
し
て
行
き
悩
む
意
で
あ

ろ
う
。
○
名
を
さ
へ
た
ど
る

道
を

｢

た
ど
る｣

上
に
、
白
河
の
名
ま
で

｢

た
ど

る｣

心
に
な
る
。｢

た
ど
る｣

は
、
尋
ね
さ
が
す
、
捜
し
求
め
る
意
。
色
々
の
紅

葉
で
白○

河
の
名
が
実
景
に
合
わ
な
い
も
の
と
し
て
言
う
。
○
白
川
の
関

陸
奥
の

歌
枕
。
今
の
福
島
県
白
河
市
の
旗
宿
な
い
し
白
坂
の
辺
り
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て

い
る
。
陸
奥
へ
の
関
門
と
し
て
下
野
の
国
と
の
境
に
置
か
れ
た
。『

枕
草
子』

の

｢

関
は｣

の
段
に
も
見
え
る
が
、『

拾
遺
集』

に
収
め
る
平
兼
盛
の
歌

｢

た
よ
り
あ

ら
ば
い
か
で
都
へ
つ
げ
や
ら
む
け
ふ
白
河
の
関
は
越
え
ぬ
と｣

(

三
三
九
、『

兼
盛

集』

一
一)

を
初
め
、
多
く
の
歌
に
詠
ま
れ
る
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、｢

は
ば
か
り
の
関｣

に
散
っ
た
紅
葉
を
と
り
上
げ
、
色
美
し

い
紅
葉
を
踏
む
の
が
惜
し
く
思
わ
れ
て
進
み
か
ね
て
い
る
旨
を
詠
む
。｢

は
ば
か

り
の
関｣

を
詠
む
際
は

｢

憚
は
ば
か

る｣

意
を
生
か
す
の
が
一
般
に
用
い
ら
れ
る
手
法
で
、

こ
の
歌
で
は
、
紅
葉
を
踏
む
の
を
は
ば
か
っ
て
進
み
か
ね
る

｢

は
ば
か
り
の
関｣

と
、
掛
詞
に
し
て
詠
ん
で
い
る
。

右
の
歌
は
、｢

白
川
の
関｣

で
道
を
埋う

ず

め
た
色
々
の
木
の
葉
を
と
り
上
げ
、
道

を

｢

た
ど
る｣

だ
け
で
な
く
、
こ
こ
が
な
ぜ

｢

白○

川｣

の
名
を
も
つ
の
か
、｢

た

ど
る｣

気
に
も
な
る
と
詠
む
。
一
体

｢

白
川
の
関｣

を
詠
ん
だ
歌
を
主
な
着
想
の

面
で
二
種
類
に
分
け
れ
ば
、
そ
の
一
つ
は
都
か
ら
遠
隔
の
地
で
あ
る
こ
と
を
意
識

す
る
も
の
、
今
一
つ
は

｢

白
川｣

の
名
の
も
つ
白
色
を
意
識
す
る
も
の
で
あ
る
。

｢

注｣

に
引
い
た
兼
盛
の

｢

た
よ
り
あ
ら
ば
い
か
で
都
へ｣

(『

拾
遺
集』

三
三
九)

の
歌
な
ど
は
前
者
に
属
し
、
こ
の
俊
成
の
右
歌
な
ど
は
後
者
に
属
す
る
作
で
あ
ろ

う
。
な
お
九
番
右
に
見
え
る
平
親
宗
の
歌
は
、

も
み
ぢ
葉
の
み
な
紅
に
散
り
し
け
ば
名
の
み
な
り
け
り
白
河
の
関

(『

親
宗

集』

六
七
、『

千
載
集』

三
六
四)

と
い
う
の
で
、
こ
の
俊
成
の
右
歌
と
発
想
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、｢

紅
葉
の
色
に
は
ば
か
り
の
関｣

と
詠

ん
だ
心
を

｢

を
か
し
く｣

見
え
る
と
評
し
て
い
る
。
右
歌
は
俊
成
の
自
作
だ
が
、

自
作
ゆ
え
に
遠
慮
し
て
低
く
評
価
す
る
態
度
は
と
っ
て
い
な
い
。
作
者
を
隠
し
た

歌
合
の
趣
旨
を
挙
げ
な
ど
し
て
、
作
者
に
よ
ら
ず
歌
に
即
し
て
評
価
す
る
立
場
を

示
し
、
こ
の
場
合
持
と
判
定
し
て
い
る
。
当
時
五
十
七
歳
の
俊
成
の
、
歌
人
と
し

て
の
自
負
の
ほ
ど
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

二
番

左
勝

前
大
納
言
実
定

３

山
お
ろ
し
に
浦
づ
た
ひ
す
る
紅
葉
か
な
い
か
が
は
す
べ
き
須
磨
の
関
守

右

新
三
位
重
家

４

も紅
葉
す
る

(

群
書
類
従)

み
ぢ
ち
る
富
士
の
山
風
吹
き
け
ら
し
錦
を
た
た
む
浪
の
関
も
り
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左
歌
、
う
ら
づ
た
ひ
す
る
と
お
き
て
、
須
磨
の
関
も
り
な
ど
い
へ
る
姿
こ
こ

ろ
、
い
と
を
か
し
く
侍
る
か
な
や
。
山
お
ろ
し
に
と
い
へ
る
五
文
字
、
よ
く

お
か
れ
た
り
と
こ
そ
み
え
侍
れ
。
右
歌
も
、
す
が
た
こ
と
に
き
よ
げ
に
み
ゆ

る
を
、
是
は
清
み
が
せ
き
に
こ
そ
は
と
お
し
は
か
ら
れ
な
が
ら
、
歌
の
面
に

も
み
え
ね
ば
、
た
だ
浪
の
関
と
い
ふ
関
の
あ
る
に
や
な
ど
、
す
こ
し
お
ぼ
つ

か
な
く
や
と
申
し
侍
り
し
な
り
と
て
、
左
の
勝
と
す
。

�通
釈
】二

番

左
勝

前
大
納
言
実
定

３

山
お
ろ
し
の
風
で
、
浦
伝
い
に
紅
葉
が
吹
か
れ
て
ゆ
く
、

須
磨
の
関
守
は
、

ど
う
し
て
こ
れ
を
留
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

右

新
三
位
重
家

４

紅
葉
を
散
ら
す
富
士
の
山
風
が
吹
い
た
ら
し
い
、

水
の
上
の
紅
葉
の
錦
を
、

波
の
関
守
が
裁た

つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

左
の
歌
は
、｢

浦
づ
た
ひ
す
る｣

と
言
っ
た
上
で
、｢

須
磨
の
関
守｣

な
ど
と

詠
ん
だ
歌
の
姿
や
心
が
、
大
層
面
白
く
て
感
服
致
し
ま
す
。｢

山
お
ろ
し
に｣

と
詠
ん
だ
初
句
の
五
文
字
は
、
見
事
に
置
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
右

の
歌
も
、
そ
の
姿
が
と
り
わ
け
美
し
く
見
え
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
清
見
が

関
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推
量
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
の
こ
と
は
歌
の
言
葉
に
は

見
ら
れ
な
い
か
ら
、
た
だ
波
の
関
と
い
う
関
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
な
ど
と
、

少
し
疑
問
視
す
る
よ
う
な
意
見
も
出
ま
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
対
す
る
左
の
勝

と
し
た
。

�注
】
○
浦
づ
た
ひ

海
岸
沿
い
に
移
動
す
る
こ
と
。『

源
氏
物
語』

須
磨
の
巻
に

｢

浦
づ
た
ひ
に
逍せ

う

遥え
う

し
つ
つ
来
る
に
、
ほ
か
よ
り
も
お
も
し
ろ
き
わ
た
り
な
れ
ば

心
と
ま
る
に｣

と
あ
る
。
ま
た
明
石
の
巻
に
源
氏
の
歌
と
し
て

｢

は
る
か
に
も
思

ひ
や
る
か
な
知
ら
ざ
り
し
浦
よ
り
を
ち
に
浦
づ
た
ひ
し
て｣

の
一
首
が
見
え
る
が
、

こ
れ
は
須
磨
の
浦
か
ら
さ
ら
に
遠
く
明
石
の
浦
に
移
っ
た
こ
と
を
詠
ん
で
お
り
、

明
石
の
巻
の
異
名

｢

浦
づ
た
ひ｣

も
こ
れ
に
由
来
す
る
。
○
須
磨
の
関
守

｢

須

磨｣

は
、
摂せ

っ

津つ

の
国
の
歌
枕
。
今
の
神
戸
市
須
磨
区
の
あ
た
り
。
摂
津
の
国
の
西

端
の
地
で
、
西
の
播は

り

磨ま

の
国
と
の
境
に
古
く
関
が
あ
っ
た
。
そ
の
名
は

『

枕
草
子』

の

｢

関
は｣

の
段
や

『

源
氏
物
語』

須
磨
の
巻
に
見
え
、
詠
ま
れ
た
歌
も
多
い
。

○
錦
を
た
た
む
浪
の
関
も
り

こ
こ
で
は
水
上
に
散
っ
た
紅
葉
を

｢

錦｣

に
例
え

る
。
そ
れ
を

｢

た
た
む｣

と
言
う

｢

た
つ｣

は
裁
断
す
る
意
。
そ
し
て
紅
葉
の
錦

を
裁
断
す
る
と
見
え
る

｢

浪｣

を
、｢

関
守｣

と
し
て
擬
人
的
に
言
う
。｢

浪
の
関

守｣

と
詠
ん
だ
先
例
は
、｢

さ
ら
ぬ
だ
に
か
は
ら
ぬ
袖
を
清
見
潟
し
ば
し
な
か
け

そ
波
の
関
守｣

(『

散
木
奇
歌
集』

一
四
五
七)

な
ど
。
○
清
み
が
関

清
見
が
関
。

駿す
る

河が

の
国
の
歌
枕
。
今
の
静
岡
市
清
水
区
興お

き

津つ

に
あ
っ
た
関
。
清せ

い

見け
ん

寺
の
あ
た
り

と
言
わ
れ
る
。『

枕
草
子』

の

｢

関
は｣

の
段
に
見
え
、
歌
で
は
波
、
富
士
な
ど

と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
山
お
ろ
し
の
風
に
吹
か
れ
て

｢

浦
づ
た
ひ｣

す
る
紅
葉
を

と
り
あ
げ
て
、
こ
れ
は

｢

須
磨
の
関
守｣

も
留
め
る
す
べ
が
あ
ろ
う
か
と
詠
む
。

旅
人
を
留
め
る
関
守
も
、
風
に
吹
か
れ
て
行
く
紅
葉
は
留
め
ら
れ
ま
い
と
い
う
着

想
の
作
で
あ
る
が
、｢

浦
づ
た
ひ｣

の
語
は
、｢

注｣

に
触
れ
た
よ
う
に

『

源
氏
物

語』

の
須
磨
や
明
石
の
巻
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
、｢

須
磨
の
関
守｣

に
縁
が

あ
り
、
そ
の
点
、
表
現
の
巧
み
さ
の
見
ら
れ
る
一
首
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、｢

富
士
の
山
風｣

に
吹
か
れ
て
海
上
に
散
っ
た
紅
葉
を
と
り
上
げ
、

そ
の
紅
葉
の

｢

錦｣

を

｢

浪
の
関
守｣

が
裁た

つ
こ
と
で
あ
ろ
う
と
詠
む
。
海
上
に

散
っ
た
紅
葉
を

｢

錦｣

に
例
え
、
波
を
そ
の
錦
を
裁
つ

｢

関
守｣

に
見
立
て
て
い

る
。｢

波
の
関
守｣

の
語
は
、｢

注｣

に
挙
げ
た
清
見
潟
を
詠
み
入
れ
た
俊
頼
の
歌

(『

散
木
奇
歌
集』

一
四
五
七)

で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
清
見
が
関
を
念
頭
に
置
い

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、｢

浦
づ
た
ひ
す
る｣

紅
葉
と
言
っ
て
お

い
て

｢

須
磨
の
関
守｣

と
結
ん
だ
姿
心
を

｢

い
と
を
か
し
く｣

と
評
し
て
い
る
。

ま
た
初
句
の

｢

山
お
ろ
し
に｣

を

｢

よ
く
置
か
れ
た
り｣

と
評
価
し
て
い
る
。
こ

れ
は
須
磨
の
関
の
背
後
の
山
の
紅
葉
が
山
お
ろ
し
に
散
ら
さ
れ
て

｢

浦
づ
た
ひ
す

る｣

と
い
う
情
景
が
具
体
的
に
表
わ
さ
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
歌
の
姿
が

｢

こ
と
に
き
よ
げ
に｣

見
え
る
と
長
所
に
触
れ

る
一
方
、｢

浪
の
関
守｣

の
語
に
関
し
て
疑
問
視
す
る
見
方
が
あ
っ
た
こ
と
を
挙

げ
、
対
す
る
左
歌
を
勝
と
し
た
と
記
し
て
い
る
。

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈
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�備
考
】
二
番
左
歌
は

『

千
載
集』

(

三
六
一)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

三
番

左

藤
大
納
言
隆
季

５

あ
ふ
さ
か
の
関
の
岩
か
ど
た
た
き
あ
け
て
木
の
葉
も
て
く
る
風
の
使
か

右
勝

清
輔
朝
臣

６

浪
の
う
へ
に
紅
葉
こ
き
お
ろ
す
清
見
潟
山
の
高
ね
に
嵐
吹
く
ら
し

左
は
、
歌
の
ふ
る
ま
ひ
心
ば
へ
を
か
し
く
は
み
ゆ
る
を
、
歌
合
に
と
り
て
い

か
が
と
や
う
に
申
し
侍
り
し
を
、
関
の
岩
か
ど
は
、
良
暹
法
師
の
僻ひ
が
事
と
い
ひ

事
え
た

りた
り
け
る
こ
と
な
り
き

(

群
書
類
従)

け
る
こ
と
わ
り
な
ど
申
す
人
侍
り
き
。
し
か
れ
ど
も
、
彼
関
の
岩
か
ど
ふ

み
な
ら
し
山
た
ち
い
づ
る
き
り
は
ら
の
駒
と
い
ふ
う
た
を
、
い
は
の
廉
と
い

へ
る
ぞ
、
岩
の
か
ど
と
よ
み
た
る
ぞ
と
、
あ
ら
そ
ひ
の
有
る
に
こ
そ
あ
れ
、

詩
に
も
歌
に
も
関
門
と
い
ひ
巌
門
と
い
ふ
こ
と
は
、
つ
ね
の
事
な
れ
ば
、
逢

坂
の
関
に
関
の
岩
か
ど
と
よ
み
た
ら
ん
、
今
も
更
に
と
が
あ
ら
じ
と
思
う
給

へ
て
、
其
事
に
お
き
て
は
、
さ
や
う
に
申
し
侍
り
し
な
り
。
右
、
紅
葉
こ
き

お
ろ
す
清
見
潟
な
ど
い
へ
る
姿
、
よ
ろ
し
く
は
み
ゆ
。
山
の
高
ね
に
と
い
へ

る
や
、
い
づ
れ
の
山
に
か
と
お
ぼ
つ
か
な
く
き
こ
ゆ
ら
ん
と
は
申
し
侍
り
し

か
ど
、
歌
ざ
ま
歌
合
の
う
た
と
や
お
ぼ
え
た
ら
ん
と
て
、
右
の
か
ち
に
や
と

申
し
侍
る
な
り
。

�通
釈
】三

番

左

藤
大
納
言
隆
季

５

逢お
う

坂さ
か

の
関
の

(

堅
固
な)

岩
門か

ど

、
そ
の
戸
を
た
た
き
開
け
て
、
木
の
葉
を
運
ん

で
く
る
風
の
使
い
よ
。

右
勝

清
輔
朝
臣

６

清
見
潟
の
波
の
上
に
、
紅
葉
を

(

風
が)

し
ご
い
て
吹
き
下
ろ
し
た
、

山

の
高
い
峰
に
、
強
い
風
が
吹
く
ら
し
い
。

左
の
歌
は
、
歌
の
詠
み
様
や
心
の
働
き
が
面
白
く
は
見
え
る
け
れ
ど
、
歌
合

の
歌
に
は
ど
う
か
と
い
う
風
に
申
す
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ま
た
一
体

｢

関
の
岩
門か

ど｣

は
良
暹
法
師
の
間
違
い
と
さ
れ
た
こ
と
だ
と
理
屈
な
ど
を
言

う
人
が
お
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
あ
の

｢(

逢
坂
の)

関
の
岩
か
ど
踏
み

な
ら
し
山
た
ち
い
づ
る
桐き
り

原は
ら

の
駒こ

ま｣

と
い
う
歌
に
関
し
て
、(｢

岩
か
ど｣

は)

｢

岩
の
角か

ど｣

と
言
っ
た
の
だ
、
い
や

｢

岩
の
門か

ど｣

と
詠
ん
だ
の
だ
と
、
争
わ

れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
漢
詩
で
も
和
歌
で
も
、
関
門
と
言
っ
た

り
巌
門
と
言
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
通
常
の
こ
と
な
の
で
、
逢
坂
の
関
に
つ

い
て

｢

関
の
岩
門か

ど｣

と
詠
ん
で
も
、
そ
れ
は
今
も
全
く
差
し
支
え
は
あ
る
ま

い
と
存
じ
ま
し
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
に
申
し
ま
し
た
の

で
す
。
右
の
歌
は
、｢

紅
葉
こ
き
お
ろ
す
清
見
潟｣

な
ど
と
詠
ん
だ
歌
の
姿

が
、
結
構
に
は
見
え
る
。
た
だ

｢

山
の
高
ね
に｣

と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
ど

の
山
な
の
か
と
疑
問
視
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
申
す
意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、
歌

の
姿
が
歌
合
の
歌

(

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い)

と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う

理
由
か
ら
、
右
の
歌
の
勝
か
と
判
定
し
た
次
第
で
す
。

�注
】
○
あ
ふ
さ
か
の
関

逢お
う

坂さ
か

の
関
。
近
江
の
国
の
歌
枕
。
今
の
滋
賀
県
大
津

市
逢
坂
に
あ
っ
た
。
近
江
と
山
城
と
の
境
の
逢
坂
山
に
置
か
れ
、
平
安
京
の
東
の

出
入
り
口
に
位
置
す
る
。『

枕
草
子』

の

｢

関
は｣

の
段
に
も
第
一
に
挙
げ
ら
れ
、

和
歌
に
詠
ま
れ
た
例
も
非
常
に
多
い
。
歌
で
は

｢

逢あ

ふ｣

を
掛
け
て
詠
む
用
例
が

目
立
つ
。
○
岩
か
ど

｢

岩
角か

ど｣
(

岩
石
の
か
ど)

の
場
合
と

｢

岩
門か

ど｣
(

岩
屋
の

入
り
口
の
石
の
戸
、
ま
た
は
石
の
門
で
、
堅
固
な
門
を
言
う
。)

の
場
合
と
が
あ

る
。
左
歌
の
用
例
は
後
者
の
場
合
と
思
わ
れ
る
。
な
お

｢

考
察｣

で
触
れ
る
。
○

こ
き
お
ろ
す

葉
や
花
を
枝
か
ら
し
ご
い
て
落
と
す
。
○
清
見
潟

駿す
る

河が

の
国
の

歌
枕
。
今
の
静
岡
市
清
水
区
の
興
津
清せ

い

見け
ん

寺
付
近
の
潟
。
清
見
寺
は
清
見
が
関

(

二
番
の

｢

注｣

参
照)

の
跡
と
言
わ
れ
る
。
○
良
暹
法
師
の
僻
事
…
…

｢

良
り
ょ
う

暹せ
ん｣

は
、
生
年
未
詳
、
一
〇
六
四
年
ご
ろ
没
し
た
僧
侶
歌
人
。｢

僻ひ
が

事ご
と｣

は
、
心

得
違
い
の
こ
と
。
こ
の
後
の
底
本
の
本
文
は
や
や
疑
問
が
残
る
が
、
良
暹
が

｢

関

の
い
は
か
ど｣

の
語
の
意
味
を
誤
解
し
て
用
い
た
と
懐
円
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を

言
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
清
輔
の

『

袋
草
紙』

に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

｢

良
暹
於
�或
所
�語
云
、
一
日
江
州
ヨ
リ
上
洛
之
間
、
於
�会あ

ふ

坂さ
か

�時
雨
ニ
逢
ヒ
、

石い
は

門か
ど

ニ
立
入
テ
カ
シ
コ
ク
ヌ
レ
ズ
ト
云
々
。
是
優
艶
儀
歟
。
而
懐
円
問
曰
、
関
石

門
ニ
ハ
何い

か

様や
う

ニ
被
�立
入
�哉
。
門
侍
歟
云
々
。
懐
円
咲

わ
ら
ひ

テ
其
ハ
石い

は

ノ
廉か

ど

ニ
侍
リ
。

不
�知
給
�歟
。
不ふ

便び
ん

々
々
云
々
。
良
暹
閉
口
。｣

要
す
る
に
、
良
暹
が
逢
坂
の
関
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の

｢

い
は
か
ど｣

で
雨
宿
り
を
し
た
の
で
濡
れ
ず
に
す
ん
だ
と
話
し
た
の
に
対
し

て
、
懐
円
が

｢

い
は
か
ど｣

は
岩
門か

ど

で
は
な
く
岩
角か

ど

の
こ
と
だ
と
指
摘
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
懐
円
の
指
摘
は
、
藤
原
高
遠
の
歌

｢

相あ
ふ

坂さ
か

の
関
の
岩
か
ど
踏

み
な
ら
し
山
た
ち
い
づ
る
桐き

り

原は
ら

の
駒こ

ま｣
(『

拾
遺
集』

一
六
九)

に
よ
る
と
思
わ
れ

る
。
な
お
、『

袋
草
紙』

は
橘
為
仲
の
歌
と
し
て

｢

あ
づ
ま
路
の
こ
と
づ
て
や
せ

し
郭
公
関
の
い
は
か
ど
今
ぞ
す
ぐ
な
る｣

(『

為
仲
集』

一
七
四
で
は
初
句

｢

あ
づ

ま
路
に｣)

を
引
き
、
こ
の
歌
の
場
合

｢

い
は
か
ど｣

は

｢

岩
門か

ど｣

か
と
言
っ
て

い
る
。
○
関
の
岩
か
ど
ふ
み
な
ら
し
…
…
と
い
ふ
う
た

前
項
に
挙
げ
た
藤
原
高

遠
の
歌
。
歌
の
大
意
は
、
逢
坂
の
関
の
岩
角
を
踏
み
し
め
て
、
霧
の
立
つ
中
を
、

都
に
向
か
っ
て
山
か
ら
い
で
た
つ
桐
原
の
駒
よ
。｢

桐
原｣

は
、
今
の
長
野
県
松

本
市
の
周
辺
の
牧
場
で
、
歌
は
駒
迎
え
の
折
の
作
。
○
い
は
の
廉

岩
の
角か

ど

。
岩

の
突
き
出
た
と
こ
ろ
。
○
歌
合
の
う
た

後
の

｢

考
察｣

で
触
れ
る
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
逢
坂
の
関
を
木
の
葉
が
風
に
吹
か
れ
て
行
く
こ
と
を
詠
む

が
、
風
を
関
を
越
え
て
行
く
使
い
に
見
立
て
、
風
が

｢

岩
門｣

を

｢

た
た
き
あ
け｣

て
木
の
葉
を
運
ぶ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
風
を
具
体
的
に
擬
人
化
し
て
詠
ん
だ
点

は
、
作
者
の
工
夫
が
見
ら
れ
、
一
首
の
特
徴
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

右
の
歌
は
、
清
見
潟
の
波
の
上
に
紅
葉
が
吹
き
散
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
山
の
高

嶺ね

に
強
い
風
が
吹
く
ら
し
い
と
詠
む
。
清
見
潟
は
清
見
が
関
の
前
の
潟
で
あ
る
か

ら
、
関
路
の
紅
葉
を
詠
ん
で
い
る
点
に
問
題
は
な
か
ろ
う
。
詠
み
様
は
、
左
歌
の

よ
う
な
目
新
し
い
着
想
に
よ
ら
ず
、
平
明
で
、
の
び
や
か
な
姿
を
と
る
。

俊
成
の
判
詞
で
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
一
つ
は
、｢

歌
合
の
歌｣

と
い
う
観
点

か
ら
左
右
の
歌
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
左
歌
に
つ
い
て
は
、

歌
の

｢

ふ
る
ま
ひ
心
ば
へ｣

が

｢

を
か
し
く｣

は
見
え
る
が
、｢

歌
合
に
と
り
て

い
か
が｣

と
、
問
題
視
さ
れ
た
ら
し
い
。
一
方
右
歌
に
つ
い
て
は
、｢

紅
葉
こ
き

お
ろ
す
清
見
潟｣

な
ど
と
詠
ん
だ

｢

姿｣

を

｢

よ
ろ
し
く｣

見
え
る
と
言
っ
た
上

で
、｢

歌
ざ
ま
歌
合
の
歌
と
や
お
ぼ
え
た
ら
ん｣

と
評
し
て
、
右
の
勝
と
判
定
し

て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
俊
成
の
念
頭
に
あ
る

｢

歌
合
の
歌｣

の

観
念
を
推
測
す
る
と
、
左
歌
の
よ
う
な
目
新
し
い
着
想
で
面
白
く
詠
ん
だ
作
は
、

歌
合
の
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
ず
、
右
歌
の
よ
う
な
詠
み
様
の
お
お
ら
か
な
姿

の
歌
が
、
歌
合
の
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
長
所
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

｢

歌
合
の
歌｣

に
つ
い
て
は
、
後
の

『

後
鳥
羽
院
御
口
伝』

に
は
、
次
の
よ
う

な
言
葉
が
見
え
る
。

歌
合
の
歌
を
ば
、
い
た
く
思
ふ
ま
ま
に
は
詠
ま
ず
と
こ
そ
、
釈
阿
、
寂
蓮
な

ど
は
申
し
し
か
。
別
の
様
に
て
は
な
し
。
題
の
心
を
よ
く
思
は
へ
て
、
病
な

く
、
又
源
氏
等
の
物
語
の
歌
の
心
を
ば
と
ら
ず
、
詞
を
と
る
は
苦
し
か
ら
ず

と
申
し
き
。
す
べ
て
物
語
の
歌
の
心
を
ば
百
首
歌
に
も
と
ら
ぬ
事
な
れ
ど
も
、

近
代
は
其
沙
汰
な
し
。

こ
こ
に
見
え
る
、
題
の
心
を
考
慮
す
る
こ
と
、
歌
病
の
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ

と
な
ど
も
、
歌
合
の
歌
に
は
必
要
で
あ
っ
た
に
違
い
な
か
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
ら
は

歌
合
の
歌
の
基
本
的
な
条
件
と
し
て
必
要
な
こ
と
だ
が
、
そ
れ
を
満
た
せ
ば
足
り

る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
歌
合
の
歌
ら
し
い
佳
作
と
し
て
は
、
あ
ま
り
作

者
独
自
の
斬
新
な
着
想
な
ど
が
際
立
っ
て
見
え
な
い
、
お
お
ら
か
な
詠
み
様
を
し

た
歌
が
ふ
さ
わ
し
い
と
、
俊
成
は
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
と
思
わ
れ
る

｢

歌
合
の
歌｣

に
つ
い
て
の
俊
成
の
言
葉

を
、
近
い
時
期
の
歌
合
の
判
詞
か
ら
、
歌
と
と
も
に
次
に
抄
出
し
て
お
く
。

○
名
に
高
き
を
ば
す
て
山
の
月
影
も
秋
は
こ
と
に
ぞ
照
り
ま
さ
り
け
る

(

永
万

二
年

『

重
家
朝
臣
家
歌
合』

月
四
番
右
、
右
京
大
夫)

こ
と
に
め
づ
ら
し
き
と
こ
ろ
な
け
れ
ど
、
歌
合
の
歌
と
見
え
た
り
。

○
大
空
も
都
の
か
た
を
し
の
ぶ
ら
し
こ
よ
ひ
は
こ
と
に
う
ち
し
ぐ
れ
つ
つ

(

嘉

応
二
年

『

住
吉
社
歌
合』

旅
宿
時
雨
二
十
二
番
右
、
藤
原
実
綱)

大
空
も
と
お
け
る
よ
り
、
都
の
方
を
し
の
ぶ
ら
し
な
ど
い
へ
る
姿
、
歌
合

の
歌
と
い
ひ
つ
べ
し
。

○
ゆ
ふ
し
で
の
風
に
乱
る
る
音
さ
え
て
庭
白
た
へ
に
雪
ぞ
つ
も
れ
る

(

承
安
二

年

『
広
田
社
歌
合』

社
頭
雪
一
番
左
、
藤
原
公
通)

風
に
乱
る
る
音
さ
え
て
な
ど
い
へ
る
姿
、
歌
合
の
歌
と
お
ぼ
え
て
、
い
と

を
か
し
く
こ
そ
侍
る
め
れ
。

以
上
、
三
番
の
俊
成
の
判
詞
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
一
つ
と
し
て
、｢

歌
合
の

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈
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歌｣

と
い
う
観
点
か
ら
批
評
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
が
、

今
一
つ
注
目
さ
れ
る
点
は
、｢

関
の
岩
か
ど｣

の
語
に
つ
い
て
清
輔
の
見
解
を
退

け
た
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
良
暹
が

｢

関
の
岩
か
ど｣

の

｢

岩
か
ど｣

を

｢

岩
門か

ど｣
と
誤
解
し
た
と
い
う
話
は
、｢

注｣

で
触
れ
た
よ
う
に
、
清
輔
の

『

袋
草

紙』

に
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
藤
原
高
遠
の
歌
、

相
坂
の
関
の
岩
か
ど
踏
み
な
ら
し
山
た
ち
い
づ
る
桐
原
の
駒

(『

拾
遺
集』

一
六
九)

の
場
合
、｢

岩
か
ど｣
は

｢

岩
角か

ど｣

で
あ
る
の
を
前
提
に
し
た
見
解
で
あ
ろ
う
。

す
る
と
、
当
面
の
左
歌
で

｢
岩
門か

ど｣

を
詠
ん
だ
の
ま
で
清
輔
が
否
定
し
た
と
な
る

と
、
こ
れ
は
清
輔
の
誤
り
に
違
い
な
い
。
し
か
し
俊
成
が
高
遠
の

｢

関
の
岩
か
ど

踏
み
な
ら
し｣

の
歌
に
つ
い
て

｢
岩
角｣

｢

岩
門｣

の
両
説
が
あ
り
決
着
し
て
い

な
い
か
の
よ
う
に
記
す
の
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
左
歌
の
場
合

｢

岩
門｣

を
認

め
る
俊
成
の
見
解
は
正
し
い
が
、
論
の
過
程
に
は
問
題
が
あ
る
か
と
思
う
。

四
番

左
勝

権
大
納
言
実
房

７

き
よ
み
潟
せ
き
に
と
ま
ら
で
行
く
舟
は
あ
ら
し
の
さ
そ
ふ
木
の
は
な
り
け
り

右

三
位
中
将
実
家

８

道
も
せ
に
紅
葉
つ
も
れ
ば
秋
を
さ
へ
と
ど
め
て
み
ゆ
る
あ
ふ
さ
か
の
関

左
の
歌
、
心
す
が
た
いい
と
を
か
し
く
侍
り

(

群
書
類
従)

と
ど
を
か
し
く
侍
り
。
但
、
一
葉
の
ふ
ね
な
ど
い
ふ
、

つ
ね
の
事
な
れ
ど
、
清
見
が
関
の
あ
ら
き
なな
ぎ
さ
を
す
ぎ
ゆ
く
人

(

群
書
類
従)

ぎ
さ
に
て
、
す
ぎ
ん
木
の
葉
を

舟
と
み
む
こ
と
や
い
か
が
と
、
う
た
が
ひ
申
し
侍
り
し
か
ど
も
、
げ
に
あ
ま

の
な
が
せ
る
舟
か
と
ぞ
み
る
な
ど
、
皆
よ
む
事
な
れ
ば
、
難
に
は
及
ぶ
べ
か

ら
ず
。
右
歌
も
、
心
は
を
か
し
く
み
ゆ
る
を
、
相
坂
の
関
や
秋
と
ど
む
事
ば

か
り
は
、
い
づ
こ
の
関
に
て
も
あ
り
ぬ
べ
か
ら
ん
と
思
う
給
へ
て
、
す
が
た

も
猶
左
い
と
を
か
し
く
侍
れ
ば
、
勝
と
さ
だ
め
を
は
り
ぬ
。

�通
釈
】四

番

左
勝

権
大
納
言
実
房

７

清
見
潟
を
、
関
に
止
ま
ら
ず
行
く
舟

(

と
見
た
の)

は
、
あ
ら
し
が
誘
っ
て
行

く
木
の
葉
で
あ
っ
た
の
だ
。

右

三
位
中
将
実
家

８

道
も
狭
く
な
る
ほ
ど
、
紅
葉
が
散
っ
て
積
も
っ
た
の
で
、(

過
ぎ
ゆ
く)

秋
ま

で
止
め
た
と
見
え
る
、
逢お

う

坂さ
か

の
関
よ
。

左
の
歌
は
、
心
も
姿
も
、
大

(

い
と
を
か
し
く
ノ
本
文
ニ
ヨ
ル)

層
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、｢

一
葉
の

舟｣

な
ど
と
言
う
の
は
通
常
の
こ
と
だ
が
、
清
見
が
関
の
荒
い
波
打
ち
際
で
、

通
り
過
ぎ
て
行
く
木
の
葉
を
舟
と
見
る
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
と
、
疑
問
視

す
る
意
見
も
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
実
際

｢(

白
波
に
秋
の
木
の
葉
の
浮

か
べ
る
を)

あ
ま
の
な
が
せ
る
舟
か
と
ぞ
見
る｣

な
ど
、
一
般
に
詠
む
こ
と

な
の
で
、
非
難
に
は
当
た
ら
な
い
こ
と
で
す
。
右
の
歌
も
、
着
想
は
面
白
い

と
思
わ
れ
る
が
、
逢
坂
の
関
で
秋
を
止
め
た
と
い
う
こ
と
に
限
れ
ば
、
こ
れ

は
ど
こ
の
関
で
も
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
し
て
、
歌
の
姿
も
や

は
り
左
の
方
が
面
白
く
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
左
の
勝
と
判
定
し
ま
し
た
。

�注
】
○
き
よ
み
潟

三
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
道
も
せ
に

道
も
狭
く
な
る
ほ

ど
。
○
あ
ふ
さ
か
の
関

三
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
一
葉
の
ふ
ね

一
枚
の
木
の

葉
の
よ
う
な
、
一
そ
う
の
小
舟
。『

白
氏
文
集』

(

巻
十
五)

の
詩
句
に

｢

一
葉ノ

舟ノ

中ニ

載の
ス

�病
身ヲ
�

｣

と
あ
る
の
が
、『

和
漢
朗
詠
集』

四
五
六)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

○
あ
ま
の
な
が
せ
る
舟
か
と
ぞ
み
る

｢

白
な
み
に
秋
の
木
の
葉
の
う
か
べ
る
を

あ
ま
の
な
が
せ
る
舟
か
と
ぞ
見
る｣

(『

古
今
集』

三
〇
一
、
藤
原
興お

き

風か
ぜ

。
も
と

『

寛
平
御
時
后
宮
歌
合』

九
七
に
、
第
三
句

｢

う
か
べ
る
は｣

の
形
で
見
え
る
歌)

。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
あ
ら
し
の
運
ん
で
行
く
木
の
葉
を
、
清
見
潟
で
関
に
止
ま

ら
ず
行
く
舟
に
見
立
て
る
趣
向
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
立
て
は
、
適
当

か
ど
う
か
疑
問
も
あ
る
が
、
先
例
と
し
て
は
判
詞
に
引
か
れ
て
い
る
藤
原
興
風
の

歌
、

白
波
に
秋
の
木
の
葉
の
浮
か
べ
る
を
あ
ま
の
流
せ
る
舟
か
と
ぞ
見
る

(『

古

今
集』

三
〇
一)

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

右
の
歌
は
、
過
ぎ
行
く
秋
の
象
徴
と
し
て
紅
葉
を
と
り
上
げ
、
そ
の
紅
葉
が
関

路
に
散
り
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
逢
坂
の
関
は
人
を
止
め
る
ば
か
り
か
行
く

秋
ま
で
止
め
た
と
の
心
を
詠
む
。

― 18― ( 18 )



俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
の
歌
に
つ
い
て
、
問
題
点
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
と
、
一

首
全
体
の
心
姿
の
長
所
と
を
挙
げ
て
判
定
し
て
い
る
。

問
題
点
と
し
て
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
こ
の
場
合
木
の
葉
を
舟
と
見
た
の
を

疑
問
視
す
る
意
見
が
出
た
こ
と
を
挙
げ
、
し
か
し
こ
う
い
う
着
想
は
一
般
に
用
い

ら
れ
る
も
の
で
、
非
難
す
る
の
は
当
た
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
右
歌
に
つ
い
て

は
、
逢
坂
の
関
で
行
く
秋
を
止
め
た
と
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
逢
坂
の
関
以
外

の
ど
の
関
で
も
あ
り
得
る
こ
と
だ
ろ
う
と
評
し
て
い
る
。

歌
の
心
姿
の
長
所
に
関
し
て
は
、
左
歌
の
心
姿
を

｢

い
と
を
か
し
く｣

と
評
価

す
る
が
、
右
歌
は
心
は

｢
を
か
し
く｣

見
え
る
と
評
す
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
は

左
歌
の
の
び
や
か
に
詠
ま
れ
た
姿
に
比
べ
て
、
右
歌
の
姿
が
そ
れ
に
及
ば
な
い
と

見
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
判
定
は
左
の
勝
で
あ
る
。

�備
考
】
四
番
左
歌
は

『

千
載
集』

(
三
六
二)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

五
番

左

左
衛
門
督
実
国

９

音
羽
山
ぬ
さ
と
散
り
か
ふ
紅
葉
ば
を
関
も
る
神
や
わ
が
も
の
と
み
る

右
勝

右
京
権
大
夫
頼
政
朝
臣

10

都
に
は
ま
だ
あ
を
葉
に
て
み
し
か
ど
も
紅
葉
ち
り
し
く
白
川
の
関

左
歌
、
お
と
は
山
ぬ
さ
と
散
り
か
ふ
と
お
き
て
、
関
も
る
神
や
な
ど
い
へ
る

心
、
い
と
を
か
し
く
は
み
ゆ
る
を
、
末
の
句
や
す
こ
し
い
か
が
と
申
し
侍
り

し
に
や
。
右
歌
、
彼
能
因
法
師
の
秋
風
ぞ
ふ
く
白
河
の
せ
き
と
い
へ
る
を
お

き
て
、
か
や
う
に
よ
み
い
で
ん
事
あ
り
が
た
く
は
み
ゆ
れ
ど
、
但
上
の
句
や

な
ほ
上
の
句
の
か

霞す
み
と
共
に
た
ち
し
か
ど
と
い
へ
る
や
う
に
は
い
か
で
か
は
と
は
お
も
う
給
へ
な
が
ら

(

群
書
類
従)

と
共
に
た
ち
し
か
ど
と
い
へ
る
に
は
及
び
が
た
く
や
と
思
う
給
ふ
れ
ど
、

紅
葉
ち
り
し
き
た
り
け
ん
日
数
の
程
も
心
ぼ
そ
く
思
ひ
や
ら
れ
て
侍
る
う
へ

に
、
人
人
も
よ
ろ
し
き
や
う
に
侍
り
し
か
ば
、
右
を
も
ち
て
勝
と
す
。

�通
釈
】五

番

左

左
衛
門
督
実
国

９

音
羽
山
の
、
幣ぬ

さ

さ
な
が
ら
に
乱
れ
散
る
も
み
じ
葉
を
、(

逢
坂
の)

関
の
守
り

神
は
、
自
ら
へ
の
供
え
物
と
見
る
こ
と
か
。

右
勝

右
京
権
大
夫
頼
政
朝
臣

10

都
で
は
、
木
は
ま
だ
青
葉
と
見
た
の
だ
け
れ
ど
、
こ
の
白
河
の
関
に
来
る
と
、

紅
葉
が
一
面
に
散
り
敷
い
て
い
る
。

左
の
歌
は
、｢

音
羽
山
ぬ
さ
と
散
り
か
ふ｣

と
言
っ
て
お
い
て
、｢

関
も
る
神

や｣

な
ど
と
詠
ん
だ
着
想
が
、
大
層
面
白
い
と
は
見
え
る
け
れ
ど
、
末
の
句

が
少
々
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
右
の

歌
は
、
あ
の
能
因
法
師
が

｢(

都
を
ば
霞
と
と
も
に
立
ち
し
か
ど)

秋
風
ぞ

吹
く
白
河
の
関｣

と
詠
ん
で
い
る
の
を
さ
し
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
今
新
し

く
詠
ん
だ
の
は
、
ま
こ
と
に
立
派
な
こ
と
と
は
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
上
の
句

は

｢(

都
を
ば)

霞
と
と
も
に
立
ち
し
か
ど｣

と
詠
ん
だ
の
に
は
及
び
難
い

だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、(

青
葉
の
こ
ろ
か
ら)

紅
葉
が
散
り
敷
く

季
節
に
至
っ
た

(

旅
の)

日
数
の
長
さ
も
、
心
細
い
こ
と
と
思
い
や
ら
れ
ま

す
上
に
、
人
々
も
結
構
な
作
と
見
る
意
向
で
し
た
か
ら
、
右
の
歌
を
勝
と
し

た
。

�注
】
○
音
羽
山

今
の
京
都
市
山
科
区
と
大
津
市
と
の
境
に
あ
る
山
。
昔
、
京

都
か
ら
東
国
・
北
国
へ
行
く
者
は
、
山
科
か
ら
こ
の
山
を
経
て
、
北
側
の
逢
坂
山

へ
出
る
道
を
と
っ
た
。
○
ぬ
さ

幣ぬ
さ

。
神
に
祈
る
時
の
供
え
物
で
、
絹
・
麻
・
木ゆ

綿う

・
紙
な
ど
で
作
っ
た
。
旅
に
出
る
時
に
は
、
四
角
に
細
か
く
切
っ
た
ぬ
さ
を
、

ぬ
さ
袋
に
入
れ
て
持
参
し
、
安
全
を
祈
っ
て
道
祖
神
の
前
に
ま
き
散
ら
し
て
手
向

け
た
。
○
白
川
の
関

一
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
能
因

俗
名
橘
永な

が

�
や
す

。
文
章
生

に
な
っ
た
が
、
一
〇
一
三
年
、
二
十
六
歳
で
出
家
、
摂
津
の
難
波
・
昆こ

陽や

・
古こ

曽そ

部べ

な
ど
に
住
み
、
奥
州
そ
の
他
諸
国
の
旅
を
す
る
一
方
、
歌
を
好
み
、
歌
人
た
ち

と
幅
広
く
交
流
し
た
。
私
撰
集

『

玄
々
集』

、
歌
学
書

『

能
因
歌
枕』

を
残
す
。

九
八
八
―
一
〇
五
〇
か
一
〇
五
一
ご
ろ
没
か
。
○
秋
風
ぞ
ふ
く
白
河
の
せ
き

能

因
の
歌

｢

都
を
ば
か
す
み
と
と
も
に
立
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く
白
河
の
関｣

の
下

句
。
歌
は

『

後
拾
遺
集』

(

五
一
八)

に
収
め
ら
れ
、
詞
書
に

｢

陸
奥

み

ち

の

国く
に

に
ま
か

り
下
り
け
る
に
、
白
河
の
関
に
て
よ
み
侍
り
け
る｣

と
あ
る
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
音
羽
山
に
散
り
乱
れ
る
紅
葉
が
、
ま
き
散
ら
す

｢

幣ぬ
さ｣

の

よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、｢

関
も
る
神｣

は
そ
れ
を
自
分
へ
の
供
え
物
と
し

て
見
る
こ
と
か
と
詠
ん
で
い
る
。｢

関
も
る
神｣

は
、
逢
坂
の
関
の
明
神
を
言
っ

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈
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た
の
で
あ
ろ
う
。
紅
葉
を
神
に
さ
さ
げ
る
幣
に
見
立
て
る
発
想
は
、
早
く
菅
原
道

真
の
次
の
歌
に
見
ら
れ
る
。

こ
の
た
び
は
ぬ
さ
も
と
り
あ
へ
ず
手た

向む
け

山
紅
葉
の
錦
神
の
ま
に
ま
に

(『

古

今
集』

四
二
〇)

右
の
歌
は
、
都
で
は
青
葉
の
木
と
見
た
が
、
白
河
の
関
で
は
紅
葉
が
散
り
敷
い

て
い
る
と
詠
み
、
都
か
ら
白
河
の
関
ま
で
の
長
途
の
旅
を
し
て
、
そ
れ
が
半
年
に

及
ん
だ
こ
と
も
表
し
て
い
る
。
こ
の
発
想
は
、
能
因
の
次
の
歌
に
基
づ
く
も
の
で

あ
ろ
う
。

都
を
ば
か
す
み
と
と
も
に
立
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く
白
河
の
関

(『

後
拾
遺

集』

五
一
八)

こ
の
能
因
の
歌
で
、
か
す
み
と
秋
風
と
を
対
置
し
た
の
を
、
頼
政
の
右
歌
は
、
青

葉
と
紅
葉
と
の
対
置
に
変
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
能
因
の
歌
の

｢

立
つ｣

を

掛
詞
に
し
た
趣
向
に
代
わ
り
、
頼
政
の
歌
は
色
彩
上
の
工
夫
と
し
て
、
青
葉
と
紅

葉
の
色
に
、
白
河
の
名
の
も
つ
白
も
加
え
、
新
し
い
特
色
を
も
つ
作
に
仕
立
て
て

い
る
。
後
年
、
芭
蕉
が

『

お
く
の
ほ
そ
道』

の
白
河
の
関
の
章
に

｢

秋
風
を
耳
に

残
し
、
も
み
ぢ
を
お
も
か
げ
に
し
て｣

と
記
し
た
の
も
、
二
首
そ
れ
ぞ
れ
の
特
長

を
認
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
心
が

｢

い
と
を
か
し
く｣
は
見
え
る
が
、

末
の
句
は
少
々
疑
問
が
残
る
と
す
る
意
見
が
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
上
の
句
は
能
因
の
歌
に
及
び
難
い
か
と
思
う
が
、
青
葉
の

こ
ろ
都
を
出
て
、
紅
葉
の
散
り
敷
く
白
河
の
関
に
至
っ
た
と
い
う
、
そ
の
旅
の
日

数
も

｢

心
ぼ
そ
く｣

思
い
や
ら
れ
、
衆
議
も

｢

よ
ろ
し
き｣

よ
う
で
あ
っ
た
と
し

て
、
右
の
勝
と
判
定
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
右
歌
に
つ
い
て
は
、
作
者
の
頼
政
が
歌
合
に
出
す
に
当
た
っ
て
十

分
な
自
信
が
な
く
、
俊
恵
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
俊
恵
が
勧
め
る
の
で
出
す
こ
と

に
し
た
と
い
う
経
緯
が
、
長
明
の

『

無
名
抄』

に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
要
所
を

引
く
と
、

其
度
此
題
の
歌
あ
ま
た
よ
み
て
当
日
ま
で
思
ひ
煩
ひ
て
、
俊
恵
を
呼
び
て
見

せ
ら
れ
け
れ
ば
、｢

此
歌
は
、
か
の
能
因
が

『

秋
風
ぞ
吹
く
白
川
の
関』

と

云
ふ
歌
に
似
て
侍
り
。
さ
れ
ど
も
是
は
出い
で

栄ば

え
す
べ
き
歌
な
り
。
彼
の
歌
な

ら
ね
ど
、
か
く
も
と
り
な
し
て
む
と
、
い
し
げ
に
よ
め
る
と
こ
そ
見
え
た
れ
。

似
た
り
と
て
難
ず
べ
き
様
に
は
あ
ら
ず｣

と
は
か
ら
ひ
け
れ
ば
、(

以
下
略
。

日
本
古
典
文
学
大
系

『

歌
論
集』

に
よ
る)

と
あ
る
。
こ
こ
で
俊
恵
が
言
っ
た
と
い
う

｢

出い
で

栄ば

え
す
べ
き
歌｣

と
は
、
歌
合
の

席
に
出
す
と
見
ば
え
が
す
る
は
ず
の
歌
と
い
う
意
味
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
や
は

り
一
首
の
色
彩
の
鮮
明
な
特
色
に
注
目
し
た
上
で
の
俊
恵
の
判
断
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

�備
考
】
五
番
右
歌
は

『

千
載
集』

(

三
六
五)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

六
番

左
持

左
大
弁
実
綱

11

あ
ら
し
吹
く
逢
さ
か
山
の
紅
葉
ば
は
ちち
り
つ
も
る
こ
そ
関
と
見
え
け
れ(

群
書
類
従)

り
つ
む
色
ぞ
関
と
み
え
け
る

右

右
少
将
隆
房

12

相
坂
の
関
の
紅
葉
の
か
ら
錦
ち
ら
ず
は
袖
に
か
さ
ね
ま
し
や
は

左
右
の
相
坂
の
姿
詞
、
共
に
を
か
し
く
は
み
ゆ
る
に
と
り
て
、
左
、
関
と
み

ゆ
な
ど
い
ふ
事
や
ち
か
く
聞
な
れ
た
る
様
な
ら
む
と
申
し
侍
り
し
か
や
。
右

は
、
ち
ら
ず
は
袖
に
な
ど
い
へ
る
、
い
と
を
か
し
く
、
あ
ふ
坂
の
関
か
ら
に

し
き
な
ど
、
こ
と
に
あ
ひ
よ
れ
る
事
な
か
ら
ん
に
と
り
て
は
、
ま
た
い
づ
こ

に
て
も
あ
り
ぬ
べ
く
や
と
て
、
持
と
申
し
侍
り
し
な
る
べ
し
。

�通
釈
】六

番

左
持

左
大
弁
実
綱

11

あ
ら
し
の
吹
く
、
逢お

う

坂さ
か

山
の
も
み
じ
葉
は
、
そ
の
散
っ
て
積
も
っ
た
色
が

(

人

を
止
め
る)

関
と
見
え
た
。

右

右
少
将
隆
房

12

相お
う

坂さ
か

の
関
の
紅
葉

も

み

じ

の
、
織
り
な
す

(

と
見
え
る)

唐か
ら

錦
に
し
き

、
こ
れ
は
紅
葉
が
散

ら
な
い
と
、
袖
に
重
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

左
右
の
逢
坂
の
歌
の
姿
、
言
葉
は
、
と
も
に
面
白
く
は
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

に
つ
け
て
言
え
ば
、
左
の
歌
に
関
し
て
は
、｢

関
と
見
ゆ｣

な
ど
と
い
う
こ

と
は
、
近
ご
ろ
聞
き
な
れ
た
詠
み
様
で
あ
ろ
う
と
の
意
見
も
あ
り
ま
し
た
か
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と
思
い
ま
す
。
右
の
歌
に
関
し
て
は
、｢

散
ら
ず
は
袖
に｣

な
ど
と
詠
ん
だ

の
が
、
大
層
面
白
い
と
見
え
る
が
、
逢
坂
の
関
と
唐
錦
な
ど
、
特
に
近
い
関

係
に
な
い
と
思
わ
れ
る
以
上
、
ま
た
ど
こ

(

の
関)

で
も
よ
い
こ
と
だ
ろ
う

か
と
見
て
、
持
と
し
ま
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

�注
】
○
逢
さ
か
山

逢
坂
山
。
三
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
か
ら
錦

唐か
ら

錦
に
し
き

。
古

代
中
国
か
ら
渡
来
し
た
錦
。
紅
色
の
ま
じ
る
美
し
い
模
様
が
あ
る
の
で
、
紅
葉
を

形
容
し
て
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

�考
察
】
左
右
の
歌
は
、
と
も
に
逢
坂
山
の
関
の
辺
り
の
紅
葉
を
詠
ん
で
い
る
が
、

左
の
歌
は

｢

紅
葉
ば
は
散
り
つ
む
色
ぞ
関
と
見
え
け
る｣

と
詠
む
。
そ
の
心
に
つ

い
て
は
、
後
年
の
例
だ
が
似
た
言
葉
を
も
つ
次
の
歌
な
ど
と
同
様
に
見
て
よ
い
か

と
思
う
。

お
の
づ
か
ら
を
ち
こ
ち
人
の
立
ち
と
ま
る
関
と
ぞ
見
ゆ
る
秋
の
紅
葉
ば

(

建

長
三
年
九
月

『

影
供
歌
合』

百
五
十
一
番
左
、
藤
原
定
雅)

も
み
じ
葉
は
そ
の
色
に
引
か
れ
た
人
の
足
を
止
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
を
止
め
る

関
に
見
立
て
た
と
思
わ
れ
る
。

右
の
歌
は
、
紅
葉
を
唐
錦
に
例
え
る
通
常
の
修
辞
を
用
い
た
上
で
、
た
だ
こ
の

唐
錦
は
紅
葉
な
の
で
、
散
ら
な
い
と
袖
に
重
ね
る
衣
に
は
な
り
得
な
い
と
言
い
、

そ
れ
を
目
新
し
い
趣
向
に
し
た
作
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
の
歌
の
姿
・
言
葉
は

｢

共
に
を
か
し
く｣
は
見
え
る
と

し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
と
し
て
、
左
は

｢

関
と
見
ゆ｣

な
ど
が

｢

聞
き

な
れ
た
る｣

詠
み
様
で
あ
る
点
、
右
は

｢

逢
坂
の
関｣

が

｢

唐
錦｣

と
特
に
密
接

な
関
係
を
も
た
な
い
点
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
持
と
し
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
。

�備
考
】
六
番
右
歌
は

『

続
千
載
集』

(

六
一
〇

六
一
二)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

七
番

左
勝

右
中
将
実
守
朝
臣

13

も
み
ぢ
葉
を
関
も
る
神
に
手
向
け
お
き
て
相
坂
山
を
過
ぐ
る
木
が
ら
し

右

右
馬
権
守
隆
信

14

ふ
は
の
山
紅
葉
ち
り
か
ふ
こ
ず
ゑ
よ
り
あ
ら
し
お
こ
さ
ぬ
関
も
り
も
が
な

左
歌
、
関
も
る
神
に
手
向
け
お
き
て
な
ど
い
へ
る
心
姿
、
い
と
を
か
し
く
み

ゆ
。
右
歌
も
、
嵐
お
こ
さ
ぬ
な
ど
い
へ
る
心
、
よ
ろ
し
く
は
き
こ
ゆ
。
人
人

も
さ
や
う
に
侍
り
し
を
、
紅
葉
既
に
ち
り
か
は
ん
に
と
り
て
は
、
あ
ら
し
お

こ
さ
で
も
何
に
か
は
と
覚
ゆ
る
う
へ
に
、
不
破
の
山
と
お
け
る
初
の
句
や
心

ゆ
か
ず
思
う
給
へ
ば
、
左
の
勝
と
さ
だ
め
申
し
侍
る
な
り
。

�通
釈
】七

番

左
勝

右
中
将
実
守
朝
臣

13

も
み
じ
葉
を

(

幣ぬ
さ

と
し
て)

、
関
の
守
り
神
に
供
え
て
お
い
て
、
相お

う

坂さ
か

山
を
通

り
過
ぎ
る
木
枯
ら
し
の
風
よ
。

右

右
馬
権
守
隆
信

14

不
破
の
山
の
、
紅
葉
の
散
り
乱
れ
る
こ
ず
え
か
ら
、
山
風
が
紅
葉
を
誘
っ
て
く

る
の
を
、
止
め
る
関
守
り
が
ほ
し
い
も
の
だ
。

左
の
歌
は
、｢

関
守も

る
神
に
手
向
け
お
き
て｣

な
ど
と
詠
ん
だ
心
や
姿
が
、

大
層
面
白
く
思
わ
れ
る
。
右
の
歌
も
、｢

あ
ら
し
お
こ
さ
ぬ｣

な
ど
と
詠
ん

だ
心
は
、
わ
る
く
な
い
と
は
思
わ
れ
る
。
人
々
も
そ
う
い
う
意
見
で
し
た
が
、

紅
葉
が
す
で
に
散
り
乱
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
し
が
紅
葉

を
送
っ
て
こ
な
く
て
も
何
の
役
に
も
立
た
な
い
と
思
わ
れ
る
上
に
、｢

不
破

の
山｣

と
言
っ
た
初
め
の
句
は
ど
う
も
不
満
に
思
い
ま
す
の
で
、
対
す
る
左

の
歌
の
勝
と
判
定
致
し
た
次
第
で
す
。

�注
】
○
相
坂
山

逢
坂
山
。
三
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
木
が
ら
し

木こ

枯が

ら
し
。

木
を
枯
ら
す
も
の
の
意
で
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
吹
く
、
強
く
冷
た
い
風
。
こ
れ

を
冬
の
風
と
す
る
見
方
に
対
し
て
秋
の
風
を
詠
ん
だ
古
歌
が
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
が
、

天
禄
三
年

『

規
子
内
親
王
家
歌
合』

(

虫
の
ね)

判
詞
に
見
え
、
こ
れ
は

『

袋
草

紙』

に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
秋
に
も
冬
に
も
詠
ま
れ
た
。『

千
載
集』

で
は
、

こ
の
七
番
左
歌
は
秋
の
部
に
収
め
ら
れ
る
が
、
別
の

｢

こ
が
ら
し｣

の
歌

(

四
一

九)

が
冬
の
部
に
収
め
ら
れ
る
。
○
ふ
は
の
山

｢

不ふ

破は｣

は
美み

濃の

の
国
の
歌
枕
。

今
の
岐
阜
県
不
破
郡
関
ヶ
原
町
に
属
す
る
。
古
代
、
東
山
道
で
近
江
と
美
濃
の
境

の
要
地
と
し
て
関
が
置
か
れ
た
。『

万
葉
集』

に
は

｢

不
破
山｣

(

一
九
九)

も

｢

不
破
の
関｣

(

四
三
九
六

四
三
七
二)
も
見
え
る
が
、
平
安
時
代
は

｢

不
破
の
関｣

に
比
べ
て

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈
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｢

不
破
の
山｣

が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
こ
の
用
例
あ
た
り
が
古
い
も
の
に

属
す
る
よ
う
で
あ
る
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、｢

こ
が
ら
し｣

を
旅
人
の
よ
う
に
擬
人
化
し
て
と
ら
え
、
木

枯
ら
し
の
風
が
逢
坂
山
の
紅
葉
を
散
ら
し
て
吹
き
過
ぎ
て
ゆ
く
様
子
を
、
散
り
乱

れ
る
紅
葉
を
幣ぬ

さ

と
し
て
関
の
明
神
に
手
向
け
て
通
り
過
ぎ
て
行
く
と
詠
む
。

右
の
歌
は
、｢
あ
ら
し｣

が
、
不
破
の
山
の
木
々
の
散
る
紅
葉
を
運
ん
で
く
る

と
見
て
、
そ
れ
を
止
め
る
関
守
り
が
い
て
ほ
し
い
と
詠
む
。
散
る
紅
葉
を
惜
し
む

心
を
、
こ
う
い
う
趣
向
を
設
け
て
詠
ん
だ
作
で
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、｢(

も
み
ぢ
葉
を)

関
も
る
神
に
手
向
け

お
き
て｣

な
ど
と
詠
ん
だ
心
と
姿
を
、｢

い
と
を
か
し
く｣

と
評
価
す
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、｢

嵐
お
こ
さ
ぬ

(

関
も
り
も
が
な)｣

な
ど
と
詠
ん
だ
心
を

｢

よ
ろ
し
く｣

は
見
え
る
と
評
価
し
た
上
で
、
問
題
点
を
二
つ
挙
げ
る
。
そ
の
第

一
は
、
紅
葉
が
す
で
に

｢

散
り
か
ふ｣

状
態
で
あ
れ
ば
、
嵐
が
紅
葉
を
運
ぶ
の
を

止
め
て
も
無
意
味
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
り
、
第
二
は
、｢

不
破
の
山｣

の
語
を
用

い
た
点
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
点
は
、｢

注｣

に
触
れ
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
に

は

｢

不
破
の
関｣

は
一
般
に
詠
ま
れ
る
が
、｢

不
破
の
山｣
は
あ
ま
り
詠
ま
れ
ず
、

紅
葉
で
知
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
対
す
る
左
歌
の
勝
と
さ

れ
る
。

�備
考
】
七
番
左
歌
は

『

千
載
集』
(

三
六
二)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

八
番

左

左
少
将
修
範
朝
臣

15

山
お
ろ
し
に
紅
葉
し
ち
れ
ば
清
み
が
た
錦
を
か
く
る
浪
の
関
も
り

右
勝

右
少
将
通
親
朝
臣

16

ち
り
か
か
る
紅
葉
の
に
し
き
う
は
ぎ
に
て
衣
の
関
を
す
ぐ
る
旅
人

左
、
清
み
が
た
と
お
き
、
錦
を
か
く
る
と
い
へ
る
姿
、
宜
し
く
み
ゆ
る
を
、

右
、
も
み
ぢ
の
錦
う
は
ぎ
に
て
衣
の
関
を
な
ど
い
へ
る
心
ば
へ
な
ど
、
を
か

し
く
聞
ゆ
れ
ば
、
以
�右
為
�勝
。

�通
釈
】八

番

左

左
少
将
修
範
朝
臣

15

山
お
ろ
し
の
風
に
紅
葉
が
散
る
と
、
清
見
潟
は
、
波
の
関
守
が
錦
を
か
け
わ
た

し
た
と
見
え
た
。右

勝

右
少
将
通
親
朝
臣

16

散
り
か
か
る
紅
葉
を
、
錦

に
し
き

の
上
着
の
よ
う
に
身
に
着
け
て
、
衣
の
関
を
旅
人
が

通
り
過
ぎ
て
行
く
。

左
の
歌
は
、｢

清
見
潟｣

と
言
っ
て

｢

錦
を
か
く
る｣

と
詠
ん
だ
姿
が
、
わ

る
く
な
い
と
見
え
る
が
、
右
の
歌
は
、｢

紅
葉
の
錦
う
は
ぎ
に
て
衣
の
関
を｣

な
ど
と
詠
ん
だ
心
の
は
た
ら
き
な
ど
が
、
面
白
く
思
わ
れ
る
の
で
、
右
を
勝

と
す
る
。

�注
】
○
清
み
が
た

三
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
浪
の
関
も
り

二
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
衣
の
関

陸
奥
の
歌
枕
。
今
の
岩
手
県
平
泉
町
に
置
か
れ
た
衣
川
の
関

か
。

�考
察
】
左
右
の
歌
は
、
い
ず
れ
も
散
っ
た
紅
葉
を
錦
に
見
立
て
て
詠
ん
で
い
る

が
、
左
の
歌
は
、
そ
の
紅
葉
の
錦
を
清
見
潟
に

｢

浪
の
関
も
り｣

が
か
け
わ
た
し

た
も
の
と
し
て
詠
む
。
清
見
潟
を
前
に
し
た
位
置
に
清
見
が
関
が
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
波
を
関
守
に
見
立
て
る
趣
向
に
よ
っ
て
い
る
。

右
の
歌
は
、
衣
の
関
を
通
過
す
る
旅
人
に
紅
葉
が
散
り
か
か
っ
て
、
錦
の
上
着

を
着
た
と
見
え
る
と
詠
む
。
そ
し
て
錦
の
上
着
に
縁
の
あ
る

｢

衣｣

の
関
の
名
を

詠
み
入
れ
て
い
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
は
姿
が

｢

宜
し
く｣

見
え
る
と
評
し
、
右
歌
は

｢

心
ば

へ｣

な
ど
が

｢

を
か
し
く｣

思
わ
れ
る
と
評
す
る
。
右
の
勝
と
し
た
の
は
、
錦
の

上
着
の
印
象
が
鮮
明
で
、｢

衣
の
関｣

の
名
を
生
か
し
た
点
を
評
価
し
た
の
で
あ

ろ
う
。九

番

左
持

盛
方
朝
臣

17

み
る
か
ら
に
と
ま
ら
ぬ
人
ぞ
な
か
り
け
る
散
る
紅
葉
ば
や
不
破
の
関
守

右

勘
解
由
次
官
親
宗

18

紅
葉
ば
の
み
な
紅
に
散
り
し
け
ば
名
の
み
な
り
けけ
り

(

群
書
類
従)

る
白
河
の
関

左
歌
、
姿
ふ
る
ま
ひ
、
い
と
宜
し
く
み
ゆ
。
ふ
は
の
関
と
い
へ
る
や
、
殊
に

― 22― ( 22 )



よ
れ
る
事
なな
か
ら
ん

(

群
書
類
従)

ら
ん
。
右
歌
、
名
の
み
な
り
け
り
白
川
の
関
と
い
へ
る
心
を
か

し
く
み
ゆ
る
を
、
み
な
紅
の
詞
、
散
り
し
け
ば
と
お
け
る
や
、
す
こ
し
耳
に

と
ま
る
ら
ん
と
お
も
う
給
へ
し
上
に
、
一
番
の
右
の
歌
、
い
く
ば
く
か
は
ら

ず
み
ゆ
る
を
、
殊
に
宜
し
き
よ
し
ひ
き
申
す
も
い
か
が
と
て
、
同
じ
程
に
や

と
定
め
侍
り
し
を
、
猶
思
う
給
ふ
れ
ば
、
白
河
の
関
は
ま
さ
り
侍
り
け
る
も

の
を
と
思
う
給
ふ
れ
ど
も
、
姿
詞
猶
な
ず
ら
へ
て
持
と
定
め
申
し
け
る
に
や
。

�通
釈
】九

番

左
持

盛
方
朝
臣

17

見
る
と
と
も
に
、
立
ち
止
ま
ら
ぬ
人
は
な
か
っ
た
の
だ
、

散
る
も
み
じ
葉

は
、(

人
を
止
め
る)

不
破
の
関
守
と
い
う
こ
と
か
。

右

勘
解
由
次
官
親
宗

18

も
み
じ
葉
が
、
紅
の
一
色
に
散
り
敷
い
た
の
で
、(

白
を
名
に
も
つ)

白
河
の

関
も
、
名
ば
か
り
の
も
の
に
な
っ
た
。

左
の
歌
は
、
そ
の
姿
な
い
し
詠
み
様
が
、
大
層
結
構
に
見
え
る
。
た
だ

｢

不

破
の
関｣

を
詠
ん
だ
の
は
、
特
に
根

(

よ
れ
る
事
な
か
ら
ん
ノ
本
文
ニ
ヨ
ル)

拠
と
し
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。

右
の
歌
は
、｢

名
の
み
な
り
け
り
白
河
の
関｣

と
詠
ん
だ
心
が
面
白
く
思
わ

れ
る
が
、｢

み
な
紅｣

の
言
葉
に

｢

散
り
し
け
ば｣
と
続
け
た
の
は
、
少
々

耳
障
り
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
一
番
の
右
の
歌
は
、
こ
の

歌
と
さ
ほ
ど
違
わ
な
い
も
の
に
見
え
る
の
に
、
こ
の
歌
を
特
に
結
構
な
も
の

と
し
て
採
り
上
げ
る
の
も
い
か
が
な
も
の
か
と
思
っ
て
、
同
じ
程
度
の
歌
で

あ
ろ
う
か
と
ま
と
め
た
の
で
し
た
。
し
か
し
な
お
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
の

白
河
の
関
の
歌
の
方
が
ま
さ
っ
て
い
る
が
と
思
い
も
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

歌
の
姿
、
言
葉
の
面
で
や
は
り
同
列
に
置
い
て
、
持
と
判
定
し
た
次
第
で
し

た
か
と
思
い
ま
す
。

�注
】
○
か
ら
に

…
…
と
同
時
に
。
…
…
や
否
や
。
○
不
破

七
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
み
な
紅

み
な
ぐ
れ
な
ゐ
。
す
べ
て
紅
の
色
で
あ
る
こ
と
。
○
白
河
の

関

一
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
よ
れ
る
事
な
ら
ん

意
味
不
明
。
群
書
類
従
本
等

に

｢

よ
れ
る
事
な
か
ら
ん｣

と
見
え
る
の
に
従
い
、
よ
り
所
に
し
た
事
柄
は
な
い

で
あ
ろ
う
、
の
意
に
解
し
て
お
く
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
散
る
も
み
じ
葉
は
、
見
る
人
が
み
な
心
引
か
れ
て
立
ち
止

ま
る
の
で
、
人
を
止
め
る
不
破
の
関
守
と
も
言
え
よ
う
か
と
詠
む
。
そ
う
い
う
見

立
て
を
趣
向
と
す
る
作
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、
も
み
じ
葉
が
紅
一
色
に
散
り
敷
い
た
の
で
、
白
河
の
関
は
白
を
名

に
も
つ
が
名
ば
か
り
の
も
の
に
な
っ
た
と
詠
む
。
そ
う
い
う
色
と
名
の
不
一
致
の

面
白
さ
を
ね
ら
っ
た
作
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
こ
れ
は
一
番
右
の
俊
成
の
歌
、

色
色
の
木
の
葉
に
路
は
埋
も
れ
て
名
を
さ
へ
た
ど
る
白
川
の
関

と
着
想
の
上
で
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
右
歌
に
つ
い
て
記
し
た
部
分
が
か
な
り
長
い
の
が
目
立
つ
。

そ
れ
は
幾
つ
か
の
文
に
分
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
一
つ
の
長
い
文
で
続
け
て
い
る
が
、

右
歌
の
長
所
短
所
、
類
似
点
の
あ
る
一
番
右
歌
の
場
合
と
矛
盾
し
な
い
評
価
の
問

題
な
ど
を
含
め
て
、
あ
れ
こ
れ
と
考
え
て
判
定
し
た
経
緯
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
右
歌
が

｢

ま
さ
り
侍
り
け
る
も
の
を｣

と
思
い
な
が
ら
、
姿
詞
を
考
え
て
持
と

判
定
し
た
と
い
う
の
で
、
少
々
歯
切
れ
の
わ
る
い
感
じ
も
す
る
が
、
こ
れ
は
俊
成

が
自
作
の
一
番
右
歌
と
の
関
係
を
意
識
し
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

�備
考
】
九
番
右
歌
は

『

千
載
集』

(

三
六
四)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

十
番

左
勝

季

広

19

か
ら
錦
た
ち
か
さ
ね
て
も
み
ゆ
る
か
な
衣
の
関
に
ち
れ
る
紅
葉
ば

右

仲

綱

20

あ
ふ
さ
か
の
関
の
小
川
の
い
ろ
づ
け
ば
木
ず
ゑ
さ
び
し
き
音
羽
山
か
な

左
、
先
の
番
の
右
歌
に
い
く
ば
く
か
は
ら
ざ
る
べ
し
。
こ
れ
も
を
か
し
く
は

き
こ
ゆ
。
右
、
落
葉
を
詞
に
あ
ら
は
さ
ず
し
て
題
を
ま
は
せ
る
心
、
を
か
し

心
は
を
か
し
く
聞

くゆ
る
ほ
ど
に

(

群
書
類
従)

み
ゆ
れ
ば
、
題
の
歌
は
まま
は
す

(

群
書
類
従
等)

は
さ
す
文
字
の
侍
り
け
り
。
此
題
の
落
葉
は
、

た
だ
あ
ら
は
に
よ
む
べ
き
な
り
。
関
の
小
河
の
色
づ
き
、
お
と
は
山
の
こ
ず

ゑ
さ
び
し
か
ら
ん
ば
か
り
は
、
猶
お
ぼ
つ
か
な
く
や
と
て
、
左
の
勝
と
す
。

�通
釈
】十

番

左
勝

季

広

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈
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19

唐か
ら

錦
に
し
き

を
、
裁
っ
て
重
ね
て
い
る
と
見
え
る
、

衣
の
関
に
散
り
敷
い
た
も

み
じ
葉
は
。

右

仲

綱

20

逢
坂
の
、
関
の
小
川
が
色
づ
く
と
、
音
羽
山
の
木
の
こ
ず
え
が
、
寂
し
く
眺
め

ら
れ
る
。

左
の
歌
は
、
前
の

(

八)

番
の
右
歌
と
い
く
ら
も
変
わ
ら
ぬ
作
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
も
面
白
い
も
の
と
は
思
わ
れ
る
。
右
の
歌
は
、
題
の
落
葉
を

歌
の
言
葉
に
出
さ
ず
に
、
題
を
遠
回
し
に
表
現
し
た
作
意
は
、
面
白
く
思
わ

れ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
け
て
言
う
と
、
題
詠
は
、｢

ま
は
す
文
字｣

(

遠
回
し

に
表
わ
す
文
字)

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
題
で

あ
る
落
葉
は
、
専
ら
は
っ
き
り
詠
み
入
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
関
の
小
川

が
色
づ
き
、
音
羽
山
の
こ
ず
え
が
寂
し
い
と
言
う
だ
け
で
は
、
や
は
り
題
意

が
は
っ
き
り
し
な
い
点
が
あ
ろ
う
か
と
見
て
、
対
す
る
左
の
歌
の
勝
と
す
る
。

�注
】
○
か
ら
錦

六
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
た
ち
か
さ
ね
て

裁
ち
重
ね
て
。

○
衣
の
関

八
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
あ
ふ
さ
か
の
関
の
小
川

｢

逢
坂
の
関｣

は
、
三
番
の

｢

注｣

参
照
。
そ
の

｢

関
の
小
川｣

は
、
近
江
の
国
の
歌
枕
で
、
逢

坂
の
関
付
近
を
流
れ
た
小
川
と
思
わ
れ
、｢

関
の
清
水｣
と
同
じ
と
も
言
わ
れ
る
。

源
俊
頼
の
歌
に

｢

音
羽
山
も
み
ぢ
散
る
ら
し
逢
坂
の
関
の
を
が
は
に
錦
お
り
か
く｣

(『

金
葉
集』

二
四
六)

と
詠
ま
れ
て
い
る
。
○
音
羽
山

五
番
の

｢
注｣

参
照
。

○
題
を
ま
は
せ
る
心

題
を
遠
回
し
に
詠
ん
だ
作
意
。｢

題
を
ま
は
す｣
と
は
、

題
の
文
字
を
そ
の
ま
ま
歌
に
詠
み
入
れ
る
の
で
な
く
、
題
の
文
字
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
を
遠
回
し
に
表
現
す
る
こ
と
を
言
う
。
こ
れ
は
題
詠
の
場
合
の
一
つ
の
心
得

と
し
て

『

俊
頼
髄
脳』

に
記
さ
れ
、
長
明
の

『

無
名
抄』

で
も
そ
れ
を
受
け
て
述

べ
て
い
る
。
な
お

｢

考
察｣

で
触
れ
る
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
衣
の
関
に
散
り
敷
く
も
み
じ
葉
は
、
唐
錦
を
裁
ち
重
ね
た

か
と
見
え
る
と
詠
む
。
紅
葉
を
錦
の
衣
服
に
例
え
て
関
の
名
の

｢

衣｣

と
縁
を
も

た
せ
た
着
想
は
、
八
番
右
の
通
親
の
歌
、

ち
り
か
か
る
紅
葉
の
錦
う
は
ぎ
に
て
衣
の
関
を
す
ぐ
る
旅
人

と
同
様
で
あ
る
。

右
の
歌
は
、
逢
坂
の
関
の
小
川
が
色
づ
く
と
、
音
羽
山
の
木
の
こ
ず
え
が
寂
し

く
見
え
る
と
詠
む
。
こ
れ
は
俊
頼
の
次
の
歌
に
よ
っ
た
作
で
あ
ろ
う
。

音
羽
山
も
み
ぢ
散
る
ら
し
逢
坂
の
関
の
小
川
に
錦
お
り
か
く

(

寛
治
三
年

『

四
条
宮
扇
歌
合』

十
一
番
左
で
は
五
句

｢

錦
お
り
し
く｣

。『

散
木
奇
歌
集』

五
八
五
、『

金
葉
集』

二
四
六)

こ
の
俊
頼
の
歌
は
、
初
出
は
歌
合
で
、｢

紅
葉｣

の
題
で
詠
ま
れ
た
も
の
だ
が
、

仲
綱
の
右
歌
は
、
題
の

｢

落
葉｣

、
あ
る
い
は
そ
れ
に
相
当
す
る

｢

紅
葉｣

の
語

を
用
い
ず
、
紅
葉
を
間
接
的
に
表
わ
そ
う
と
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
。
俊
成
が
判

詞
に
言
う

｢

題
を
ま
は
す｣

詠
み
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
題
詠
の
場
合
の
一
つ
の
詠

み
様
と
さ
れ
た
も
の
で
、『

俊
頼
髄
脳』

に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

お
ほ
か
た
歌
を
詠
ま
む
に
は
、
題
を
よ
く
心
得
べ
き
な
り
。
題
の
文
字
は
、

三
文
字
四
文
字
五
文
字
あ
る
を
限
ら
ず
、
詠
む
べ
き
文
字
、
必
ず
し
も
詠
ま

ざ
る
文
字
、
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
、
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ

き
文
字
あ
る
こ
と
を
、
よ
く
心
得
べ
き
な
り
。
心
を
ま
は
し
て
詠
む
べ
き
文

字
を
、
あ
ら
は
に
詠
み
た
る
も
わ
ろ
し
。
た
だ
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
を
、

ま
は
し
て
詠
み
た
る
も
、
く
だ
け
て
わ
ろ
し
。
か
や
う
の
こ
と
は
、
習
ひ
伝

ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
た
だ
わ
が
心
を
得
て
さ
と
る
べ
き
な
り
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
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｣

が
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
そ
の
区

別
は
作
者
自
身
が
さ
と
る
外
は
な
い
と
言
う
。
長
明
の

『

無
名
抄』

も
、
こ
の
俊

頼
の
説
を
受
け
継
ぐ
が
、
例
え
ば

｢

暁
天ノ

落
花｣

｢

雲
間ノ

郭
公｣

｢

海
上ノ

明
月｣

な

ど
の
題
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
題
の
第
二
の
文
字

｢

天｣
｢

間｣
｢

上｣

は

｢

必
ず
し

も
詠
ま
ず｣

と
す
る
程
度
の
具
体
例
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
題
の
中
心
と
な
る

事
柄
を
示
す
文
字
に
つ
い
て
は
、
触
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
仲
綱
の
右
歌
が
、
題
の

｢

落
葉｣

な
い
し

｢

紅
葉｣

の
語
を
用
い
ず
、

｢

題
を
ま
は
す｣

詠
み
様
を
用
い
た
こ
と
の
可
否
が
問
題
に
な
る
の
だ
が
、
俊
成

の
判
詞
は
、｢
題
を
ま
は
せ
る
心｣

が

｢

を
か
し
く｣

思
わ
れ
る
と
評
し
な
が
ら

も
、

此
題
の
落
葉
は
、
た
だ
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
な
り
。

― 24― ( 24 )



と
言
っ
て
否
定
し
て
い
る
。
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
優
先
し
た
の
で
あ
る
。

水
鳥
近
馴

一
番

左
持

按
察
使
公
通

21

な
れ
に
け
り
く
だ
す
筏
の
こ
す
さ
を
に
た
ち
も
さ
わ
が
ぬ
鴨
の
村
鳥

右

皇
太
后
宮
大
夫

22

き
み
が
代
を
の
ど
か
な
り
と
や
水
と
り
も
た
ま
の
汀
に
つ
ば
さ
し
く
ら
ん

左
歌
、
く
だ
す
筏
の
こ
す
さ
を
に
と
い
へ
る
姿
こ
と
ば
い
ひ
し
り
て
を
か
し

く
こ
そ
み
侍
れ
。
右
歌
は
又
、
み
づ
か
ら
の
あ
や
し
の
歌
と
み
侍
り
し
か
ば
、

お
し
て
左
の
勝
と
申
す
べ
か
り
し
を
、
人
人
、
祝
の
心
あ
り
、
勝
つ
べ
し
な

ど
侍
り
し
か
ば
、
さ
ら
ば
持
な
ど
に
て
や
と
定
め
申
し
侍
り
に
き
。
但
、
た

ま
の
池
な
ど
い
ふ
事
こ
そ
あ
れ
、
汀
や
い
か
が
と
い
ふ
事
の
侍
り
し
を
、
読

人
を
か
く
さ
れ
た
る
ゆ
ゑ
に
、
委
し
く
も
え
申
さ
で
や
み
侍
り
し
な
り
。
瑤

池
玉
砌
な
ど
は
詩
に
も
つ
ね
の
事
な
り
。
汀
は
や
ま
と
詞
に
て
水
の
き
わ
と

い
ふ
事
な
れ
ば
、
本
文
に
及
ぶ
べ
か
ら
ず
。
又
、
玉
と
い
ふ
こ
と
ば
は
何
を

も
ほ
む
る
時
の
事
な
れ
ば
、
只
砌
と
て
も
侍
る
べ
か
り
し
か
ど
、
み
ぎ
り
と

い
ひ
つ
れ
ば
詞
も
お
と
り
、
水
も
ち
か
か
ら
む
た
め
、
や
ま
と
ご
と
に
つ
き

て
、
お
ま
へ
の
汀
に
つつ
ば
さ
を
し
か
せ
て
侍
り
し
ば
か
り
な
り
。
歌
も

(

群
書
類
従)

ば
さ
を
し
か
せ
て
侍
り
し
。
か
ば
か
り
な
り
し
歌
も
、

こ
と
な
る
事
な
か
り
し
を
、
祝
に
事
よ
り
て
持
に
ま
か
り
な
り
し
こ
そ
、
か

た
は
ら
い
た
く
侍
り
し
か
。

�通
釈
】

水
鳥
近
馴

一
番

左
持

按
察
使
公
通

21

よ
く
慣
れ
た
も
の
だ
、

川
を
下
す
筏

い
か
だ

の
、
瀬
を
越
え
る
さ
お
の
動
き
に
、

立
ち
さ
わ
ぎ
も
し
な
い
鴨か

も

の
群
れ
は
。

右

皇
太
后
宮
大
夫

22

君
の
み
代
を
、
の
ど
か
な
も
の
と
思
っ
て
、
水
鳥
た
ち
も
、
御
前
の
美
し
い
汀

み
ぎ
わ

に
羽
を
並
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

左
の
歌
は
、｢

く
だ
す
筏
の
こ
す
さ
を
に｣

と
詠
ん
だ
姿
、
言
葉
が
、
詠
み

様
を
心
得
た
風
で
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
右
の
歌
は
ま
た
、
私
の
見
苦
し
い

歌
と
存
じ
ま
し
た
か
ら
、
ど
う
で
も
左
の
勝
と
申
す
べ
き
と
こ
ろ
で
し
た
が
、

人
々
が
、(

右
の
歌
は)

祝
い
の
心
が
あ
る
、
勝
と
す
べ
き
だ
な
ど
と
申
し

ま
し
た
の
で
、
そ
れ
な
ら
持
あ
た
り
に
し
よ
う
と
決
め
ま
し
た
次
第
で
す
。

た
だ
、｢

玉
の
池｣

な
ど
と
言
う
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
、｢(

玉
の)

汀｣

は

ど
う
だ
ろ
う
か
と
疑
問
視
す
る
意
見
が
あ
り
ま
し
た
の
を
、
作
者
の
名
を
隠

さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
詳
し
く
私
見
を
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
終
っ

た
の
で
す
。(

そ
れ
で
私
見
を
こ
こ
に
記
す
と
、)

｢

瑤
池｣

や

｢

玉
砌｣

な

ど
の
言
葉
は
漢
詩
で
普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し

｢

汀
み
ぎ
は｣

は
大
和

や

ま

と

言
葉

で
、
水
の
際き

わ

と
い
う
こ
と
な
の
で
、
よ
る
べ
き
漢
詩
文
の
文
句
な
ど
に
配
慮

す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、｢

玉｣

と
い
う
言
葉
は
何
に
対
し
て
も
ほ
め
る

時
に
用
い
る
言
葉
だ
か
ら

(

よ
い
と
す
る
と)

、
た
だ

｢

汀｣

は

｢

砌
み
ぎ
り｣

で

も
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、｢

み
ぎ
り｣

と
言
う
と
歌
語
と
し
て
も
劣
る

し
、
水
も
近
く
感
じ
ら
れ
る
た
め
に
、
和
語
の
言
い
様
に
従
っ
て
、
君
の
御

前
の
池
の
汀
に
水
鳥
の
羽

(

つ
ば
さ
を
し
か
せ
て
侍
り
し
ば
か
り
な
り
。
歌
も
ノ
本
文
ニ
ヨ
ル)

を
並
べ
た
様
子
に
仕
立
て
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
歌

に
格
別
の
取
り
柄
は
な
か
っ
た
の
に
、
祝
い
に
か
か
わ
っ
て
い
る
点
で
持
と

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
気
が
ひ
け
る
こ
と
で
し
た
。

�注
】
○
村
鳥

群む
ら

鳥と
り

。
群
が
っ
て
い
る
鳥
。
○
き
み
が
代

君
の
み
代
。
こ
こ

で

｢

君｣

と
言
う
の
は
、
後
白
河
天
皇
の
女
御
か
ら
高
倉
天
皇
の
母
と
し
て
皇
太

后
に
な
り
、
院
号
宣
下
の
あ
っ
た
建
春
門
院
滋し

げ

子
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
合
を
主
催

し
た
人
。
一
一
四
二
―
一
一
七
六
。
○
た
ま
の
汀

美
し
い
水
辺
。｢

た
ま
の｣

は
、
後
の
名
詞
の
語
を
美
し
い
も
の
と
し
て
ほ
め
る
心
を
示
す
。
○
つ
ば
さ
し
く

鳥
が
つ
ば
さ
を
一
面
に
並
べ
る
様
子
を
、
庭
に

｢

玉
敷
く｣

と
い
う
言
い
方
に
準

じ
て
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
○
読
人

詠
み
人
。
歌
の
作
者
。
○
瑤
池

｢

瑤エ
ウ｣

は
、
訓
読

｢
た
ま｣

。
た
ま
の
池
で
、
美
し
い
池
を
言
う
。
○
玉
砌

｢

砌セ
イ｣

は
、

訓
読

｢

み
ぎ
り｣
。
玉
の
石
だ
た
み
。
○
本
文

よ
り
ど
こ
ろ
に
な
る
古
書
の
文

句
。
○
砌

み
ぎ
り
。｢

み
ぎ
り｣

は
軒
下
な
ど
の
雨
滴
を
受
け
る
石
だ
た
み
を

言
う
が
、
ま
た
水
ぎ
わ
を
言
う
場
合
も
あ
る
。

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈
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�考
察
】
左
の
歌
は
、
鴨
の
群
れ
が
、
筏
の
さ
お
の
動
き
に
立
ち
さ
わ
ぐ
で
も
な

い
様
子
を
、｢

な
れ
に
け
り｣

と
詠
ん
で
い
る
。｢

水
鳥
近
馴｣

と
い
う
題
に
即
し

て
素
直
に
詠
ま
れ
た
作
と
見
え
る
が
、
俊
成
が
判
詞
に
言
う
よ
う
に
、｢

く
だ
す

筏
の
こ
す
さ
を
に｣

あ
た
り
の
表
現
は
、
平
凡
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

右
の
歌
は
、｢

君
が
代｣

を
平
穏
な
も
の
と
思
っ
て
、
水
鳥
た
ち
も

｢

玉
の
汀

に
つ
ば
さ
し
く｣

と
見
え
る
と
詠
む
。｢

つ
ば
さ
し
く｣

は
、
水
鳥
た
ち
が
つ
ば

さ
を
一
面
に
並
べ
て
憩
う
様
子
を
、
庭
に

｢

玉

(

を)

敷
く｣

と
い
う
言
い
方
に

準
じ
て
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
歌
合
の
主
催
者
の
建
春
門
院
の
み
代
を
平
穏
な

も
の
と
し
て
祝
福
す
る
心
を
こ
め
た
作
と
思
わ
れ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
も
一
応
評
価
の
言
葉
を
加
え
て
い
る
が
、
大

部
分
を
自
作
の
右
歌
に
関
す
る
こ
と
に
充
て
て
い
る
。
右
歌
に
関
し
て
記
す
主
な

こ
と
は
内
容
上
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
右
歌
に
祝
の
心
が
あ
る
こ

と
を
人
々
が
認
め
、
勝
と
す
べ
き
だ
と
言
っ
た
の
を
考
慮
し
て
、
持
と
判
定
し
た

こ
と
で
あ
る
。
今
一
つ
は
、
右
歌
の

｢

玉
の
汀｣
と
い
う
言
葉
を
疑
問
視
す
る
意

見
が
あ
っ
た
が
、
詩
の

｢

玉
砌｣

な
ど
と
違
っ
て

｢
玉
の
汀｣

は
和
語
だ
か
ら
詩

の
用
例
に
と
ら
わ
れ
る
必
要
は
な
く
、
ま
た

｢

み
ぎ
り｣
と
し
て
も
よ
い
よ
う
だ

が
、
そ
れ
は
歌
語
と
し
て
劣
る
点
な
ど
も
考
慮
し
て
、
御
前
の
池
の

｢

み
ぎ
は｣

に
水
鳥
が
つ
ば
さ
を
並
べ
る
と
詠
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
俊
成
の
家
集

『

長
秋
詠
藻』

(

二
六
六)

に
は
、
一
首
の
第
四
句
を

｢

玉
の
砌
に｣

と
し
た
形
が
見
え
る
。
問
題
点
と
し
て
記
し
て
お
く
。

二
番

左

前
大
納
言
実
定

23

水
と
り
に
う
き
ね
の
床
を
な
ら
ぶ
れ
ば
は
な
れ
も
や
ら
ず
立
居
鳴
く
な
り

右
勝

新
三
位
重
家

24

い
け
水
を
や
ど
の
汀
に
た
た
へ
も
て
手
が
ひ
に
ぞ
す
る
あ
ぢ
の
村
鳥

左
歌
、
う
き
ね
の
床
を
な
ら
ぶ
れ
ば
な
ど
い
へ
る
姿
、
い
ひ
な
れ
て
よ
ろ
し

く
は
み
ゆ
。
右
歌
、
た
た
へ
も
て
と
お
き
、
あ
ぢ
の
む
ら
ど
り
な
ど
い
へ
る

詞
、
こ
と
に
え
ん
に
は
み
え
ね
ど
、
題
の
心
ま
こ
と
に
近
く
な
れ
て
き
こ
ゆ
。

人
人
も
を
か
し
き
様
に
侍
り
し
う
へ
、
左
の
う
き
ね
の
床
も
、
ふ
ね
な
ど
に

こ
そ
は
と
お
し
は
か
ら
れ
侍
り
な
が
ら
、
す
こ
し
お
ぼ
つ
か
な
く
も
や
と
お

も
う
給
へ
て
、
右
の
勝
と
定
め
侍
り
し
に
や
。

�通
釈
】二

番

左

前
大
納
言
実
定

23

水
鳥
に
、
浮
き
寝
の
床
を
並
べ
る
と
、
鳥
は
離
れ
も
せ
ず
、
波
に
揺
ら
れ
て
高

く
な
り
低
く
な
り
、
鳴
い
て
い
る
よ
う
だ
。

右
勝

新
三
位
重
家

24

池
の
水
を
、
家
の
水
際
ま
で
満
た
し
て
お
い
て
、
手
元
で
飼
い
慣
ら
し
て
い
る

の
で
す
。

鴨か
も

の
群
れ
を
。

左
の
歌
は
、｢

浮
き
ね
の
床
を
な
ら
ぶ
れ
ば｣

な
ど
と
詠
ん
だ
姿
が
、
詠
み

慣
れ
た
風
で
、
結
構
に
は
思
わ
れ
る
。
右
の
歌
は
、｢

た
た
へ
も
て｣

と
言

い
、｢

あ
ぢ
の
む
ら
鳥｣

な
ど
と
言
っ
た
言
葉
の
用
い
様
は
、
あ
ま
り
優
美

と
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、
題
の
心
ど
お
り
、
ま
こ
と
に
水
鳥
が
人
に
近
く
慣

れ
た
も
の
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
人
々
も
面
白
い
と
見
る
様
子
で
し
た
し
、

左
の

｢

浮
き
寝
の
床｣

と
い
う
の
も
、
人
は
舟
な
ど
に
乗
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
と
は
推
量
さ
れ
ま
す
が
、
少
々
明
確
で
な
い
点
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し

て
、
右
の
勝
と
判
定
し
ま
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

�注
】
○
う
き
ね

浮
き
寝
。
水
鳥
が
水
に
浮
い
た
ま
ま
寝
る
こ
と
。
ま
た
人
が

水
上
に
舟
を
と
め
て
夜
を
明
か
す
こ
と
も
言
う
。
歌
で
は

｢

浮
き｣

に

｢

憂
き｣

を
掛
け
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
○
立
居

｢

立
ち
居ゐ

る｣

の
連
用
形
と
し
て

用
い
て
い
る
。｢

立
ち
居
る｣

は
、
波
が
高
く
な
っ
た
り
低
く
な
っ
た
り
す
る
意

味
の
用
法
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
波
に
揺
ら
れ
て
水
鳥
が
上
下
す
る
様
子
を
言
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
○
た
た
へ
も
て

こ
の

｢

も
て｣

は
、｢

も
っ
て｣

か
ら
出
て

接
続
助
詞
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
語
。
た
た
え
る
こ
と
で
。
た
た
え
て
。
○
あ
ぢ

の
村
鳥

｢

�
あ
ぢ｣

は
鴨
の
一
種
で

｢

と
も
え
が
も｣

の
異
名
。｢

村
鳥｣

は

｢

群む
ら

鳥と
り｣

で
、
群
が
っ
て
い
る
鳥
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
水
鳥
に
近
く

｢

浮
き
寝｣

を
す
る
と
、
水
鳥
は
離
れ
も
せ

ず
波
に
揺
ら
れ
て
鳴
い
て
い
る
よ
う
だ
と
詠
む
。
水
鳥
と

｢

浮
き
寝
の
床｣

を
並

べ
る
と
い
う
着
想
に
特
色
が
見
ら
れ
、
水
鳥
に
親
し
む
気
持
ち
も
う
か
が
わ
れ
る

― 26― ( 26 )



が
、
下
句
は
ま
た
そ
う
い
う
気
持
ち
に
基
づ
い
て
水
鳥
の
動
き
を
よ
く
と
ら
え
た

と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。

右
の
歌
は
、
池
の
水
を
家
屋
の
そ
ば
ま
で
引
い
て
、
鴨
の
群
れ
を

｢

手
飼
ひ｣

に
す
る
と
詠
ん
で
い
る
。
曲
の
な
い
詠
み
様
の
よ
う
だ
が
、｢

水
鳥
近
馴｣

と
い

う
題
の
心
は
十
二
分
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
そ
の
題
意
が
明
確
に
詠
ま
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
観
点
を

主
と
し
て
二
首
を
比
較
し
、
右
歌
を
勝
と
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

三
番

左
持

藤
大
納
言
隆
季

25

小を
舟

(

群
書
類
従)

舟
こ
ぐ
人
の
あ
た
り
に
な
れ
に
け
り
を
し
の
う
き
寝
も
驚
か
ぬ
ま
で

右

清
輔
朝
臣

26

を
し
鳥
の
は
風
も
ち
か
く
み
な
る
る
は
わ
が
も
と
ゆ
ひ
の
霜
を
は
ら
ふ
か

左
、
を
し
の
う
き
ね
も
お
ど
ろ
か
ぬ
ま
で
と
い
へ
る
心
す
が
た
、
を
か
し
く

み
ゆ
。
右
は
、
も
と
ゆ
ひ
の
霜
心
ぼ
そ
く
、
近
く
な
れ
た
る
心
な
ど
は
侍
る

を
、
を
し
ど
り
の
か
た
へ
の
鳥
に
は
ね
を
か
は
せ
る
様
な
る
や
、
無
下
に
と

り
わ
け
て
き
こ
ゆ
ら
む
な
ど
、
や
う
や
う
に
人
人
侍
り
し
も
、
す
こ
し
は
さ

も
あ
る
事
と
思
う
給
へ
ら
れ
し
上
に
、
霜
は
ら
ふ
か
と
い
へ
る
を
は
り
の
詞
、

や
ま
と
歌
と
も
お
ぼ
え
ざ
ら
ん
。
左左
歌
も
句
の
は
じ
め
と
を
し
鳥
の
を
の
字

(

群
書
類
従)

歌
、
句
の
初
と
の
を
の
字
、
い
か
が
と

お
も
う
給
へ
て
、
持な
ほ
持
と
す

(

群
書
類
従)

と
し
を
は
り
ぬ
。

�通
釈
】三

番

左
持

藤
大
納
言
隆
季

25

小
舟
を
こ
ぐ
人
の
あ
た
り
に
、
よ
く
慣
れ
た
も
の
だ
、

浮
き
寝
を
す
る
お

し
ど
り
が
、
目
覚
め
る
こ
と
も
な
い
ま
で
に
。

右

清
輔
朝
臣

26

お
し
ど
り
が
、
羽
風
も
近
く
慣
れ
親
し
む
の
は
、
わ
た
し
の
元
結
の
辺
り
の
霜

を
払
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

左
の
歌
は
、｢

を
し
の
浮
き
寝
も
お
ど
ろ
か
ぬ
ま
で｣

と
詠
ん
だ
心
と
姿
が
、

面
白
く
見
え
る
。
右
の
歌
は
、
元
結
の
辺
り
の
霜
が
心
細
く
思
わ
れ
、
水
鳥

が
身
近
に
慣
れ
て
い
る
心
な
ど
は
認
め
ら
れ
る
の
で
す
が
、
お
し
ど
り
が
番つ

が

い
の
鳥
と
羽
を
重
ね
た
時
の
様
子
の
よ
う
に
見
え
、
こ
の
点
が
ひ
ど
く
目
立
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
な
ど
と
、
い
ろ
い
ろ
人
々
が
申
し
ま
し
た
の
も
、
少
し
は

も
っ
と
も
な
こ
と
と
思
わ
れ
ま
し
た
上
に
、｢

霜
を
は
ら
ふ
か｣

と
言
っ
た

末
尾
の
言
葉
は
、
和
歌
の
言
葉
と
も
思
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。(

し
か

し)

左
の
歌
も
、
句
の
初
め
の

｢

を｣

の
文
字
が

(｢

小を

舟
こ
ぐ｣

と

｢

を

し
の
う
き
寝
も｣

と
重
な
っ
て
い
て)

ど
う
か
と
思
い
ま
し
て
、
持
と
し
た

次
第
で
す
。

�注
】
○
を
し

お
し
ど
り
。
鴨か

も

に
似
て
や
や
小
形
の
水
鳥
。
雌
雄
が
離
れ
ず
仲

の
よ
い
鳥
と
さ
れ
た
。
○
み
な
る
る

｢

見み

慣な

る｣

は
、(

い
つ
も
見
て)

慣
れ
親

し
む
意
で
あ
る
が
、
同
音
の

｢

水み

慣な

る｣

か
ら

｢

を
し
鳥｣

と
縁
語
に
な
る
。
○

も
と
ゆ
ひ
の
霜

｢

元も
と

結ゆ
ひ｣

は
、
束
ね
た
髪
を
ま
と
め
結
ぶ
紐ひ

も

の
類
。｢

霜｣

は
、

こ
こ
で
は
白
髪
を
例
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
平
兼
盛
の
歌
に

｢

暮
れ
て
ゆ
く
秋
の
か

た
み
に
置
く
物
は
わ
が
も
と
ゆ
ひ
の
霜
に
ぞ
あ
り
け
る｣

(『

拾
遺
集』

二
一
四)

と
見
え
る
。
○
か
た
へ
の
鳥

番つ
が

い
に
な
っ
て
い
る
一
方
の
鳥
。
○
句
の
初
と
の

を
の
字
…
…

こ
の
辺
り
の
本
文
、
誤
記
が
あ
る
ら
し
い
が
、｢

初
と
の｣

を

｢

初
の｣

と
見
れ
ば
一
応
意
味
は
通
じ
る
の
で
、｢

通
釈｣

は
そ
れ
に
よ
っ
た
。

�考
察
】
左
右
と
も
に
、
題
の

｢

水
鳥｣

を
お
し
ど
り
と
し
て
詠
ん
で
い
る
が
、

左
の
歌
は
、
浮
き
寝
を
す
る
お
し
ど
り
が
舟
を
こ
い
で
も
目
覚
め
ぬ
ほ
ど
人
に
慣

れ
た
由
を
、
平
明
に
詠
む
。
対
す
る
右
の
歌
は
、
お
し
ど
り
が
羽
風
も
近
く
慣
れ

て
見
え
る
の
は
、
わ
が
元
結
の
白
髪
の
霜
を
払
う
の
か
と
、
こ
れ
は
多
少
趣
向
を

設
け
て
詠
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
も
一
応
批
評
の
言
葉
を
記
し
て
い
る
が
、
大

部
分
を
右
歌
の
批
評
、
特
に
問
題
点
の
指
摘
に
充
て
て
い
る
。
こ
れ
は
右
歌
の
作

者
が
清
輔
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
点
と
す
る
と
こ
ろ

は
二
つ
で
、
そ
の
一
つ
は
、
お
し
ど
り
が
番
い
の
鳥
と
羽
を
か
わ
し
た
様
子
が
ひ

ど
く
目
立
っ
て
見
え
る
点
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
人
々
の
指
摘
で
、
俊
成
と
し
て

は
、
こ
の
指
摘
も
少
し
は
理
由
が
あ
る
と
思
う
と
、
控
え
目
な
言
い
方
を
し
て
い

る
。
今
一
つ
の
問
題
点
は
、
歌
の
末
尾
を

｢

霜
を
は
ら
ふ
か｣

と
詠
ん
で
い
る
点

で
、
こ
れ
は
和
歌
の
詠
み
様
と
も
思
わ
れ
な
い
と
、
強
く
批
判
し
て
い
る
。
言
葉

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈
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遣
い
が
漢
詩
め
い
て
硬
い
の
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
判
定
に
際
し
て
は
、
左
歌
も
問
題
が
あ
る
と
言
い
、
持
と
す
る
。
左
歌

の
問
題
点
と
し
て
は
、｢

句
の
初
め｣

の

｢

を
の
字｣

を
挙
げ
て
い
る
ら
し
く
、

こ
れ
は
初
句

｢

小を

舟
こ
ぐ｣

と
四
句

｢

を
し
の
う
き
寝
も｣

の
一
字
目
の

｢

を｣

が
重
な
る
の
が
、
歌
病
の
一
つ
の
文
字
病
に
当
た
る
点
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
文
字
病
の
類
は

『

俊
頼
髄
脳』

な
ど
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
俊
成

は
後
年
そ
の
無
意
味
な
こ
と
を
記
す
に
至
る
。
し
か
し
こ
の
歌
合
で
は
、
な
お
歌

病
に
関
す
る
通
説
に
よ
っ
て
問
題
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
番

左

権
大
納
言
実
房

27

を
舟
こ
ぐ
と
も
ろ
に
も
猶
お
ど
ろ
か
で
つ
な
で
を
く
ぐ
る
鴨
の
村
ど
り

右
勝

三
位
中
将
実
家

28

汀
に
て
を
し
の
は
ぶ
き
を
う
つ
か
ら
に
上
毛
の
霜
を
袖
に
か
け
つ
る

左
歌
、
つ
な
で
を
く
ぐ
る
な
ど
い
へ
る
心
姿
を
か
し
。
右
歌
、
う
は
げ
の
霜

を
袖
に
か
け
つ
る
と
い
へ
る
詞
づ
か
ひ
又
え
ん
に
侍
れ
ば
、
持
な
ど
に
や
と

い
み
じ
く
思
ひ
煩
ひ
侍
り
し
を
、
す
こ
し
の
事
を
も
勝
負
あ
る
べ
き
様
に
の

み
侍
れ
ば
、
左
は
心
は
い
と
を
か
し
く
み
ゆ
る
を
、
と
も
ろ
に
も
と
い
へ
る

わ
た
り
や
、
す
こ
し
い
か
に
ぞ
思
う
給
へ
て
、
を
し
の
羽
ぶ
き
を
勝
と
さ
だ

め
侍
り
し
な
り
。

�通
釈
】四

番

左

権
大
納
言
実
房

27

小
舟
を
こ
ぐ
艫と

も

櫓ろ

、
そ
の
動
き
も
気
に
か
け
ず
、
鴨か

も

の
群
れ
は
、
舟
の
引
き
綱

を
く
ぐ
っ
て
行
く
。

右
勝

三
位
中
将
実
家

28

水
ぎ
わ
で
、
お
し
ど
り
が
羽
ば
た
き
を
し
て
、
羽
の
上
の
霜
を
、(

わ
た
し
の)

袖
に
か
け
た
の
で
す
。

左
の
歌
は
、｢

綱
手
を
く
ぐ
る｣

な
ど
と
詠
ん
だ
心
や
姿
が
面
白
い
。
ま
た

右
の
歌
は
、｢

上う
は

毛げ

の
霜
を
袖
に
か
け
つ
る｣

と
詠
ん
だ
言
葉
遣
い
が
優
美

で
す
か
ら
、
持
な
ど
に
す
べ
き
だ
ろ
う
か
と
非
常
に
悩
み
ま
し
た
け
れ
ど
、

少
し
の
こ
と
で
も
勝
負
を
つ
け
る
よ
う
に
と
専
ら
求
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、

(

あ
え
て
申
せ
ば)

左
の
歌
は
心
は
大
層
面
白
く
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、｢

と

も
ろ
に
も｣

と
詠
ん
だ
あ
た
り
が
、
少
々
ど
う
か
と
思
い
ま
し
て
、
右
の

｢

を
し
の
羽
ぶ
き｣

の
歌
の
方
を
勝
と
判
定
し
ま
し
た
の
で
す
。

�注
】
○
と
も
ろ

艫と
も

櫓ろ

。
船
尾
に
あ
る
櫓ろ

。
○
つ
な
で

綱
手
。
船
に
つ
な
い

で
引
く
綱
。
○
村
ど
り

群む
ら

鳥
。
群
が
っ
て
い
る
鳥
。
○
は
ぶ
き
を
う
つ

羽
ば

た
き
を
す
る
。
○
か
ら
に

接
続
助
詞
。
こ
の
場
合
、
上
記
の
こ
と
が
原
因
で
、

下
記
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
生
じ
る
こ
と
を
示
す
用
法
。
○
上
毛
の
霜

｢

上う
は

毛げ｣

は
、
鳥
の
表
面
の
羽
毛
。｢

上
毛
の
霜｣

は
、
寒
い
夜
に
水
鳥
の
羽
の
上
に
お
く

霜
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
た
。｢

う
ち
は
ら
ふ
共
寝
な
ら
ね
ば
を
し
ど
り
の
う
は
毛

の
霜
も
け
さ
は
さ
な
が
ら｣

(『

和
泉
式
部
集』

六
四
四
、『

新
撰
朗
詠
集』

三
四

九)

な
ど
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
鴨
の
群
れ
が
、
動
く
舟
の
前
後
を
無
心
に
移
動
す
る
様
子

を
詠
ん
で
い
る
。
素
直
な
詠
み
方
と
見
え
る
が
、
鴨
の
生
態
を
日
ご
ろ
よ
く
観
察

し
た
目
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

右
の
歌
は
、
お
し
ど
り
が
羽
ば
た
き
を
し
て
、
そ
の
羽
の
上
に
お
い
た
霜
を
袖

に
か
け
た
由
を
詠
む
。
お
し
ど
り
の
瞬
時
の
動
き
を
と
ら
え
た
形
に
な
っ
て
い
る

が
、｢

注｣

で
触
れ
た
よ
う
に
水
鳥
の

｢

上
毛
の
霜｣

を
詠
む
着
想
上
の
伝
統
が

あ
る
の
を
受
け
、
お
し
ど
り
が
羽
ば
た
い
て

｢

上
毛
の
霜｣

を
近
く
に
い
る
自
分

の
袖
に
か
け
た
と
、
題
意
に
合
わ
せ
て
趣
向
し
た
作
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
は
鴨
の
群
れ
が

｢

綱
手
を
く
ぐ
る｣

な
ど
と
詠
ん
だ
心

姿
が
面
白
く
、
右
歌
は
お
し
ど
り
が

｢

上
毛
の
霜
を
袖
に
か
け
つ
る｣

と
詠
ん
だ

言
葉
遣
い
が

｢

艶｣

に
思
わ
れ
て
、
勝
負
を
つ
け
難
い
と
思
っ
た
け
れ
ど
も
、
し

い
て
差
を
つ
け
れ
ば
、
左
の
歌
は

｢

と
も
ろ
に
も｣

と
詠
ん
だ
あ
た
り
が
少
し
弱

点
で
あ
ろ
う
か
と
言
い
、
対
す
る
右
の
歌
の
勝
と
判
定
し
て
い
る
。｢

と
も
ろ
に

も｣

と
い
う
言
葉
が
声
調
上
耳
ざ
わ
り
な
点
を
指
摘
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
番

左

左
衛
門
督
実
国

29

こ
や
の
池
の
玉
も
か
る
を
に
み
な
れ
て
や
を
し
の
毛
衣
立
ち
も
は
な
れ
ぬ

― 28― ( 28 )



右
勝

右
京
権
大
夫
頼
政
朝
臣

30

子
を
思
ふ
鳰
の
う
き
す
の
ゆ
ら
れ
き
て
捨
て
じ
と
す
れ
や
み
が
く
れ
も
せ
ぬ

左
歌
、
詞
つ
づ
き
い
と
を
か
し
く
侍
り
。
を
し
の
毛
衣
は
、
古
歌
合
に
、
鶴

古
き
歌
あ
は
せ
に
は

の
(

群
書
類
従)

毛
衣
と
こ
そ
い
へ
、
鴛
に
は
よ
ま
ず
と
難
じ
た
る
事
な
り
と
申
す
人
侍
り

し
か
ど
、
其
詞
ふ
る
く
鶴
の
毛
衣
と
し
ふ
と
も
と
い
ふ
歌
を
読マ

マ

み
お
き
た
る

に
こ
そ
あ
れ
、
お
ほ
方
鳥
は
毛
衣
を
す
る
物
な
れ
ば
、
彼
文
選
の
鸚
鵡
賦
に

も
、
み
ど
り
の
衣
青
衣
の
領
な
ど
こ
そ
作
り
つ
れ
。
又
、
文
に
か
も
め
を
作

る
にに
も

(

群
書
類
従)

は
、
毛
衣
と
い
へ
り
。
又
、
衾
の
中
に
も
鴛
鴦
の
衾
と
い
ふ
こ
と
も
あ

れ
ば
、
を
し
の
毛
衣
と
よ
め
ら
む
、
更
に
と
が
あ
ら
じ
と
ぞ
思
う
た
ま
へ
て
、

毛
衣
に
お
き
て
は
難
あ
る
ま
じ
き
よ
し
申
し
侍
り
に
き
。
右
歌
、
鳰
の
う
き

す
の
ゆ
ら
れ
き
て
と
い
へ
る
け
し
き
、
こ
と
わ
り
な
く
も
と
め
い
で
て
、
め

づ
ら
し
く
み
ゆ
る
。
子
を
思
ふ
と
お
け
る
五
文
字
も
、
あ
は
れ
に
聞
え
侍
り

し
か
ば
、
以
�右
勝
と
し
を
は
り
ぬ
。

�通
釈
】五

番

左

左
衛
門
督
実
国

28

昆こ

陽や

の
池
の
、
藻
を
か
る
男
に
慣
れ
て
の
こ
と
か
、
羽
の
衣
の
お
し
ど
り
が
、

そ
こ
を
離
れ
も
せ
ず
に
い
る
。

右
勝

右
京
権
大
夫
頼
政
朝
臣

30

わ
が
子
を
思
う
鳰に

お

鳥ど
り

、
そ
の
浮
き
巣
が
波
に
揺
ら
れ
て
き
た
が
、
巣
の
ひ
な
を

見
捨
て
ま
い
と
す
る
の
か
、(

親
鳥
は)

水
に
隠
れ
も
し
な
い
。

左
の
歌
は
、
言
葉
の
続
き
様
が
大
層
面
白
い
と
思
い
ま
す
。｢

を
し
の
毛
衣｣

に
つ
い
て
は
、
古
い
歌
合
に
、｢

鶴
の
毛
衣｣

と
は
言
っ
て
も
、
お
し
ど
り

に
は

｢

毛
衣｣

と
詠
ま
な
い
と
非
難
し
た
こ
と
だ
と
言
う
人
が
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
の
言
葉
は
、
昔

｢

鶴
の
毛
衣
年
経ふ

と
も｣

と
詠
ん
だ
先
例
が
あ
る
の

は
間
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
一
般
に
鳥
は
毛
衣
を
身
に
着
け
る
も
の
だ
か
ら
、

あ
の

『

文も
ん

選せ
ん』

の

｢

鸚お
う

鵡む
の

賦ふ｣

に
も
、｢

み
ど
り
の
衣
、
青
衣
の
領く

び｣

な
ど

と
詠
ん
だ
の
だ
。
ま
た
詩
文
で
か
も
め
を
言
う
の
に
も
、｢

毛
衣｣

と
言
っ

て
い
る
。
ま
た
衾

ふ
す
ま

に
し
て
も

｢

鴛え
ん

鴦お
う

の
衾｣

と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
、

｢

を
し
の
毛
衣｣

と
詠
ん
で
い
て
も
、
決
し
て
過
ち
で
は
あ
る
ま
い
と
思
い

ま
し
て
、(

お
し
ど
り
に
つ
い
て)

｢

毛
衣｣

と
詠
ん
だ
点
に
関
し
て
は
非
難

す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
と
い
う
旨
を
申
し
た
次
第
で
す
。
右
の
歌
は
、｢

鳰

の
浮
巣
の
ゆ
ら
れ
き
て｣

と
詠
ん
だ
様
子
が
、
理
屈
抜
き
で
よ
く
情
景
を
と

ら
え
て
い
て
、
目
新
し
く
思
わ
れ
る
。｢

子
を
思
ふ｣

と
言
っ
た
初
句
も
、

心
を
動
か
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
右
の
歌
を
勝
と
し
ま
し
た
。

�注
】
○
こ
や
の
池

昆こ

陽や

の
池

摂
津
の
国
の
歌
枕
。
今
の
兵
庫
県
伊
丹
市
昆

陽
に
あ
る
池
。
奈
良
時
代
に
行
基
が
作
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
歌
で
は

｢

昆
陽｣

は

｢

来こ

や｣

な
ど
と
掛
け
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
○
玉
も
か
る
を

玉
藻も

か
る
男を

。｢

玉
藻｣

の

｢

玉｣

は
美
称
。
○
み
な
れ
て
や

｢

見
慣
る｣

は
、
い
つ

も
見
て
慣
れ
親
し
む
意
で
あ
る
が
、
同
音
の

｢

水み

慣な

る｣
(

水
に
浸
り
慣
れ
る
意)

を
掛
け
て

｢

を
し
の
毛
衣｣

と
縁
を
も
た
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
○
を
し
の
毛
衣

お
し
ど
り
の
毛
衣
。｢

毛
衣｣

は
鳥
の
羽
毛
を
、
人
の
衣
服
の
よ
う
に
鳥
の
か
ら

だ
を
包
む
も
の
と
見
て
言
う
。
○
鳰
の
う
き
す

｢

鳰に
ほ｣

は
、
水
鳥
の
カ
イ
ツ
ブ

リ
の
古
名
。
小
形
の
水
鳥
で
、
巧
み
に
潜
水
す
る
。
そ
の
巣
は
葦
の
間
な
ど
に
作

ら
れ
、
水
上
に
浮
い
て
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら

｢

浮
巣｣

と
言
わ
れ
る
。
○
み
が
く

れ

水み

隠が
く

れ
。
水
中
に
隠
れ
る
こ
と
。
○
鶴
の
毛
衣
と
し
ふ
と
も
と
い
ふ
歌

赤

染
衛
門
の
歌

｢

雲
の
上
に
の
ぼ
ら
ん
ま
で
も
見
て
し
が
な
鶴
の
毛
衣
と
し
ふ
と
な

ら
ば｣

(『

赤
染
衛
門
集』

五
七
四
。『

後
拾
遺
集』

四
三
八
の
詞
書
に
は

｢

匡
房

朝
臣
う
ま
れ
て
侍
り
け
る
に
産う

ぶ

衣ぎ
ぬ

ぬ
ひ
て
つ
か
は
す
と
て
よ
め
る｣

と
見
え
る)

。

○
文
選
の
鸚
鵡
賦

『

文も
ん

選ぜ
ん』

は
、
梁
の
昭
明
太
子
撰
、
周
か
ら
梁
に
至
る
約
千

年
間
の
詩
文
を
文
体
別
、
時
代
順
に
並
べ
た
書
。
三
十
巻
。
六
世
紀
前
半
に
成
立
。

｢

鸚あ
う

鵡む
の

賦ふ｣

は
、
後
漢
末
の
人
、
�

で
い

衡こ
う

、
字
は
正せ

い

平へ
い

(

一
七
三
―
一
九
八)

の
作
。

○
み
ど
り
の
衣
青
衣
の
領

｢

鸚
鵡
賦｣

に

｢

緑
衣
翠す

い

衿き
ん｣

と
あ
る
。
緑
の
羽
、

青
緑
色
の
首
の
回
り
の
意
。
○
文
に
か
も
め
を
作
る
に
は
、
毛
衣
と
い
へ
り

典

拠
未
詳
。
○
鴛
鴦
の
衾

｢

鴛え
ん｣

は
雄
の
、｢

鴦あ
う｣

は
雌
の
お
し
ど
り
。｢

衾
ふ
す
ま｣

は

夜
着
。
お
し
ど
り
の
雄
と
雌
が
仲
良
く
共
寝
を
す
る
と
見
る
こ
と
か
ら
、
仲
む
つ

ま
じ
い
男
女
が
共
寝
を
す
る
夜
着
の
意
で
用
い
ら
れ
る
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
池
の
藻
を
刈
る
男
に
親
し
む
か
と
見
え
て
、
お
し
ど
り
が

そ
こ
を
離
れ
な
い
情
景
を
詠
ん
で
い
る
が
、
歌
枕
の

｢

昆こ

陽や

の
池｣

を
と
り
入
れ
、

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈
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｢

を
し
の
毛
衣｣

の
語
を
用
い
、
全
体
に
優
雅
な
言
葉
を
連
ね
て
、
ゆ
る
や
か
な

声
調
美
を
も
つ
一
首
に
仕
立
て
て
い
る
。

右
の
歌
は
、｢

鳰
の
浮
巣｣

が
波
に
揺
ら
れ
て
き
た
が
、
親
鳥
は
巣
の
ひ
な
を

思
う
せ
い
か
、
水
に
も
ぐ
り
身
を
隠
す
こ
と
を
し
な
い
と
詠
む
。｢

鳰
の
浮
巣｣

が
波
に
揺
ら
れ
て
く
る
と
詠
ん
だ
点
に
つ
い
て
は
、
後
で
触
れ
る
よ
う
に
実
態
に

合
わ
な
い
と
指
摘
す
る
意
見
が
あ
る
が
、
鳰
の
よ
く
潜
水
す
る
習
性
と
結
び
つ
け

て

｢

子
を
思
ふ｣
親
鳥
の
心
を
と
ら
え
た
点
に
、
特
色
が
見
ら
れ
る
と
思
う
。

こ
の

｢

鳰
の
浮
巣｣
の
と
ら
え
様
は
、
実
態
に
合
わ
な
い
と
祐
盛
法
師
が
指
摘

し
た
こ
と
が
、
長
明
の

『
無
名
抄』

に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

此
歌
め
づ
ら
し
と
て
勝
ち
に
き
。
祐
盛
法
師
、
是
を
見
て
大
き
に
難
じ
て
云
、

｢

鳰
の
浮
巣
の
様
を
知
ら
れ
ぬ
に
こ
そ
。
彼
の
浮
巣
は
ゆ
ら
れ
あ
り
く
べ
き

物
に
あ
ら
ず
。
海
の
し
ほ
は
満
ち
干
る
も
の
な
れ
ば
、
そ
れ
を
知
り
て
、
鳰

の
巣
を
く
ふ
に
は
、
蘆あ

し

の
く
き
を
中
に
こ
め
て
、
し
か
も
か
れ
を
ば
く
つ
ろ

げ
て
め
ぐ
り
に
く
ひ
た
れ
ば
、
潮し

ほ

満
ち
て
は
上
へ
あ
が
り
、
潮
の
ひ
れ
ば
し

た
が
ひ
て
く
だ
る
な
り
。
ひ
と
へ
に
ゆ
ら
れ
あ
り
か
ん
に
は
、
風
吹
か
ば
い

づ
く
と
も
な
く
ゆ
ら
れ
出
て
、
大
浪
に
も
く
だ
か
れ
、
人
に
も
取
ら
れ
ぬ
べ

し
。
さ
れ
ど
も
、
其
座
に
知
れ
る
人
の
な
か
り
け
る
に
こ
そ
勝
に
定
め
ら
れ

に
け
れ
ば
、
い
ふ
か
ひ
な
し｣

と
ぞ
申
し
侍
り
し
。

し
か
し
、
顕
昭
の

『

袖
中
抄』

(

第
十
三)

で
は
、｢

に
ほ
の
う
き
す｣
の
項
に
、

前
記
の
祐
盛
と
同
じ
見
方
を
十
郎
蔵
人
行
家
の
説
と
し
て
挙
げ
る
一
方
、
次
の
よ

う
に
も
記
し
て
い
る
。

此
鳥
の
巣
は
波
の
上
に
作
り
お
き
て
あ
だ
な
れ
ば
、
波
の
ひ
く
に
し
た
が
ひ

て
ゆ
ら
れ
あ
り
く
と
い
ふ
人
も
あ
り
。
さ
れ
ば
頼
政
卿
も
に
ほ
の
浮
巣
の
ゆ

ら
れ
き
て
と
詠
め
り
。
此
義
に
つ
く
べ
し
。
ま
さ
し
く
池
な
ど
に
有
る
は
、

あ
ち
こ
ち
く
ひ
も
て
あ
り
く
と
人
々
も
申
せ
り
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
鳰
の
浮
巣
に
関
す
る
祐
盛
の
説
は
、
定
説
と
は
言
え
な
い
こ
と

に
な
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
言
葉
続
き
を

｢

い
と
を
か
し
く｣

と
評

価
し
、｢

を
し
の
毛
衣｣

の
語
を
非
難
す
る
意
見
が
あ
っ
た
の
を
不
適
当
と
し
て

退
け
て
い
る
。
し
か
し
右
歌
に
つ
い
て
は
、｢

め
づ
ら
し
く｣

ま
た

｢

あ
は
れ
に｣

思
わ
れ
る
と
言
い
、
よ
り
高
く
評
価
し
た
よ
う
で
、
右
の
勝
と
す
る
。

六
番

左
勝

左
大
弁
実
綱

31

舟
と
む
る
入
江
に
す
だ
く
鴨
ど
り
は
お
な
じ
汀
に
う
き
ね
を
ぞ
す
る

右

右
少
将
隆
房
朝
臣

32

岸
ち
か
み
あ
し
ま
の
水
に
う
き
ね
し
て
手
が
ひ
に
な
づ
く
を
し
の
か
も
ど
り

左
右
と
も
に
を
か
し
く
は
み
ゆ
る
を
、
お
な
じ
う
き
ね
に
と
り
て
、
左
、
舟

の
あ
る
に
つ
き
て
、
す
こ
し
ま
さ
る
べ
く
や
と
て
、
左
を
勝
と
す
。

�通
釈
】六

番

左
勝

左
大
弁
実
綱

31

舟
を
泊
め
る
入
江
、
そ
こ
に
集
ま
る
鴨か

も

た
ち
は
、
舟
の
者
と
同
じ
汀

み
ぎ
わ

に
、(

同

じ
よ
う
に)

浮
き
寝
を
す
る
こ
と
だ
。

右

右
少
将
隆
房
朝
臣

32

岸
が
近
い
の
で
、
蘆あ

し

の
間
の
水
に
浮
き
寝
を
し
て
、
人
の
飼
う
の
に
慣
れ
親
し

ん
で
い
る
、
お
し
ど
り
よ
。

左
右
の
歌
は
、
と
も
に
面
白
く
は
見
え
る
が
、
同
じ
浮
き
寝
の
様
子
を
詠
ん

で
い
る
に
つ
け
て
、
左
は
舟
を
詠
み
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
少
し
勝
る

で
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
、
左
の
歌
を
勝
と
す
る
。

�注
】
○
す
だ
く

群
が
り
集
ま
る
。
○
う
き
ね

二
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
な

づ
く

慣
れ
親
し
む
。
○
を
し
の
か
も
ど
り

オ
シ
ド
リ
の
こ
と
。
オ
シ
ド
リ
を

カ
モ
の
種
類
と
し
て
言
う
。

�考
察
】
左
右
の
歌
は
、
い
ず
れ
も
鴨か

も

な
ど
の

｢

浮
き
寝｣

を
詠
み
入
れ
て
い
る

が
、
左
の
歌
は

｢

舟
と
む
る
入
江
に｣

と
あ
り
、
人
も
舟
を
入
江
に
泊
め
て

｢

浮

き
寝｣
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
。『

万
葉
集』

の
長
歌(

三
六
四
九

三
六
二
七)

に

｢

明
石
の
浦
に

船
泊
め
て

浮
き
寝
を
し
つ
つ｣

と
あ
る
よ
う
な
情
景
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
鴨

と
人
は
同
じ
入
江
で
、
と
も
に
浮
き
寝
を
す
る
、
き
わ
め
て
近
い
状
況
で
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
。

右
の
歌
は
、
お
し
ど
り
が
岸
近
く
浮
き
寝
を
し
て
、
人
の

｢

手
が
ひ｣

に
慣
れ

― 30― ( 30 )



親
し
ん
で
い
る
と
詠
む
。
題
の

｢

水
鳥
近
馴｣

を
端
的
に
表
現
し
た
作
で
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
と
も
に

｢

を
か
し
く｣

は
見
え
る
が
、｢

浮
き
寝｣

の

詠
み
様
に
関
し
て
、
左
歌
の
方
が

｢

舟
の
あ
る｣

だ
け
に
少
し
勝
る
か
と
し
て
い

る
。
同
じ
く
水
鳥
の
浮
き
寝
を
詠
ん
で
い
て
も
、
左
歌
は
舟
を
詠
み
入
れ
る
こ
と

で
人
の
浮
き
寝
も
表
現
し
た
工
夫
が
あ
る
の
を
認
め
、
そ
の
点
で
少
し
勝
る
か
と

見
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

七
番

左

右
中
将
実
守
朝
臣

33

高
せ
舟
お
な
じ
葦
ま
に
と
ま
る
夜
は
つ
が
は
ぬ
を
し
も
友
ね
を
ぞ
す
る

右
勝

右
馬
権
頭
隆
信

34

す
み
な
る
る
手
が
ひ
の
を
し
や
是
な
ら
ん
立
ち
ぬ
る
む
れ
に
た
た
ぬ
つ
が
ひ
は

左
歌
、
心
詞
を
か
し
く
み
ゆ
。
右
も
姿す
が
た
こ
こ
ろ
は
よ
ろ
し
き
を

(

群
書
類
従)

こ
こ
ろ
へ
だ
て
て
を
か
し
き
を
、
立

ち
ぬ
る
む
れ
に
と
い
へ
る
や
、
む
れ
ゐ
る
と
り
の
と
も
、
む
れ
た
つ
た
づ
の

と
も
こ
そ
い
へ
、
む
れ
と
た
だ
つ
が
ひ
た
る
こ
と
ば
聞
き
つ
か
ず
侍
り
し
か

ど
、
鴛
の
立
ち
ぬ
る
中
に
、
立
た
ぬ
つ
が
ひ
の
有
り
け
む
心
、
よ
ろ
し
き
様

に
き
こ
え
侍
り
し
か
ば
、
右
の
勝
に
や
と
定
め
侍
り
し
な
り
。

�通
釈
】七

番

左

右
中
将
実
守
朝
臣

33

高
瀬
舟
が
、
同
じ
葦あ

し

の
茂
み
の
中
に
泊
る
夜
は
、
番つ

が

い
で
な
い
お
し
ど
り
も
、

共
寝
を
す
る
と
い
う
も
の
だ
。

右
勝

右
馬
権
頭
隆
信

34

こ
こ
に
住
み
慣
れ
た
、
手
飼
い
の
お
し
ど
り
が
こ
れ
だ
ろ
う
か
、

鳥
の
群

れ
が
飛
び
立
っ
て
も
、
立
ち
も
せ
ぬ
番
い
の
鳥
は
。

左
の
歌
は
、
心
も
言
葉
も
面
白
く
思
わ
れ
る
。
右
の
歌
も
、
姿
や
心
は
結
構

(

す
が
た
こ
こ
ろ
は
よ

にろ
し
き
を
ノ
本
文
ニ
ヨ
ル)

思
う
の
だ
が
、｢

立
ち
ぬ
る
む
れ
に｣

と
詠
ん
で
い
る
の
は
、｢

む
れ
ゐ
る

鳥
の｣

と
も

｢

む
れ
た
つ
た
づ
の｣

と
も
詠
む
け
れ
ど
も
、｢

む
れ｣

と
た

だ

｢

つ
が
ひ｣

で
あ
る
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
の
は
、
聞
き
慣
れ
な
い
気

が
し
ま
し
た
が
、
お
し
ど
り
た
ち
が
飛
び
立
っ
た
中
に
、
立
た
ぬ
番
い
が
い

た
と
い
う
着
想
は
、
結
構
な
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
右
の
勝
で
あ
ろ

う
か
と
判
定
し
た
次
第
で
す
。

�注
】
○
高
せ
舟

高
瀬
舟
。｢

高
瀬｣

は
川
の
浅
い
所
で
、
浅
瀬
の
多
い
川
む
き

に
造
ら
れ
た
小
舟
。
○
姿
こ
こ
ろ
へ
だ
て
て
を
か
し
き
を

こ
の
本
文
は
理
解
し

難
い
。
群
書
類
従
本
等
に

｢

す
が
た
こ
こ
ろ
は
よ
ろ
し
き
を｣

と
あ
る
の
に
よ
っ

て

｢

通
釈｣

を
記
し
て
お
い
た
。

�考
察
】
左
右
の
歌
は
、
い
ず
れ
も
水
鳥
と
し
て

｢

を
し｣

を
詠
み
入
れ
て
い
る

が
、
左
の
歌
は

｢

番つ
が

は
ぬ
を
し｣

で
、
高
瀬
舟
の
葦
間
に
泊
る
夜
は
、
そ
れ
が

｢

共
寝｣

を
す
る
こ
と
に
な
る
と
詠
む
。
前
の
六
番
左
歌
と
似
た
情
景
と
見
ら
れ

る
。
右
の
歌
は
、
鳥
の
群
れ
が
飛
び
立
っ
て
も
立
た
ぬ

｢

番つ
が

ひ｣

の
鳥
は
、
こ
こ

に
住
み
慣
れ
た
手
飼
い
に
す
る

｢

を
し｣

な
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
心
を
詠
ん
で

い
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
心
言
葉
が

｢

を
か
し
く｣

見
え
る
と
言
い
、

右
歌
に
つ
い
て
は
姿
心
が

｢

よ
ろ
し
き｣

と
す
る
よ
う
だ
が
、
結
局
右
の
勝
と
す

る
。
た
だ
右
歌
は
問
題
点
が
あ
る
と
し
て
、｢

立
ち
ぬ
る
む
れ
に｣

あ
た
り
の
表

現
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
本
文
は
多
少
分
か
り
に
く
い
と
も
見
え
る
が
、

｢

む
れ
ゐ
る
鳥
の｣

と
か

｢

む
れ
た
つ
た
づ
の｣

と
か
の
表
現
を
通
常
の
も
の
と

し
て
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
こ
で

｢

鳥｣

と
も

｢

を
し｣

と
も
言
わ
ず

に

｢

立
ち
ゐ
る
む
れ
に
立
た
ぬ
つ
が
ひ
は｣

と
詠
ん
だ
の
を
、｢

聞
き
つ
か
ず｣

と
批
判
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
大
き
な
欠
点
と
は
見
ず
、
そ
の
着
想
を
主
と

し
て
評
価
し
、
勝
と
し
て
い
る
。

八
番

左
持

左
少
将
修
範
朝
臣

35

た
か
せ
舟
の
ぼ
る
汀
に
ゐ
る
鴨
は
こ
す
つ
な
で
に
も
さ
わ
が
ざ
り
け
り

右

右
少
将
通
親
朝
臣

36

め
な
れ
て
や
か
も
の
うう
き
ね
も

(

群
書
類
従)

き
ね
の
お
ど
ろ
か
ぬ
葦
ま
を
分
け
て
舟舟は
め
ぐ
れ
ど(

群
書
類
従)

は
過
ぐ
れ
ど

左
、
こ
す
つ
な
で
に
も
と
い
へ
る
姿文
字
づ
か
ひ

(

群
書
類
従)

も
、
右
の
鴨
の
う
き
ね
の
驚
か
ぬ
と
い

ひ
て
、
あ
し
ま
を
わ
け
て
な
ど
い
へ
る
心
こ
と
ば
、
共
に
を
か
し
く
侍
れ
ば
、

為
�持
。

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈
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�通
釈
】八

番

左
持

左
少
将
修
範
朝
臣

35

高
瀬
舟
が
上
る
川
の
、
汀
に
い
る
鴨
は
、
引
き
綱
が
上
を
越
え
て
も
、
さ
わ
ぐ

気
配
も
見
せ
な
か
っ
た
。

右

右
少
将
通
親
朝
臣

36

見
慣
れ
て
い
る
の
か
、
鴨
は
浮
き
寝
の
ま
ま
、
目
覚
め
る
様
子
も
な
い
、

葦あ
し

の
間
を
分
け
て
舟
は
通
り
過
ぎ
る
が
。

左
の
歌
で
、｢
越
す
綱
手
に
も

(

さ
わ
が
ざ
り
け
り)｣

と
詠
ん
だ
姿
も
、
右

の
歌
で

｢

鴨
の
浮
き
寝
の
お
ど
ろ
か
ぬ｣

と
言
っ
て

｢

葦
間
を
分
け
て

(

舟

は
過
ぐ
れ
ど)｣

な
ど
と
詠
ん
だ
心
言
葉
も
、
共
に
面
白
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
持
と
す
る
。

�注
】
○
た
か
せ
舟

七
番
の

｢

注｣
参
照
。
○
つ
な
で

綱
手
。
舟
を
つ
な
い

で
引
く
綱
。
川
舟
が
川
を
上
る
時
、
舟
に
つ
け
て
陸
上
か
ら
引
い
た
。

�考
察
】
左
右
の
歌
は
、
い
ず
れ
も
鴨
が
舟
の
動
き
に
動
じ
な
い
様
子
を
詠
む
。

左
の
歌
は
、
汀
の
鴨
が
高
瀬
舟
の
引
き
綱
の
動
き
に
平
気
で
い
る
有
様
を
と
ら
え
、

右
の
歌
は
、
浮
き
寝
を
す
る
鴨
が
、
葦
間
を
分
け
て
舟
が
進
む
の
に
目
覚
め
る
様

子
も
な
い
と
詠
ん
で
い
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
の
歌
が
そ
れ
ぞ
れ
情
景
を
具
体
的
に
表
し
た
点
を
認
め

た
よ
う
で
、
共
に

｢

を
か
し
く｣

見
え
る
と
評
し
、
持
と
し
て
い
る
。

九
番

左
持

盛
方
朝
臣

37

な
み
枕
う
き
ね
の
床
に
立
ち
よ
れ
ば
袖
を
ぞ
か
は
す
鴛
の
毛
衣

右

勘
解
由
次
官
親
宗

38

池
水
を
お
の
が
つ羽
風
に
う
ち
た
た
き

(

群
書
類
従)

ば
さ
に
う
ち
立
て
て
む
れ
ゐ
る
鳥
に
手
が
ひ
を
ぞ
す
る

左
、
袖
を
ぞ
か
は
す
な
ど
い
へ
る
姿
、
よ
ろ
し
く
は
み
ゆ
る
を
、
こ
れ
も
う

き
ね
の
床
や
す
こ
し
お
ぼ
つ
か
な
き
様
な
ら
む
。
毛
衣
の
詞
、
さ
き
に
申
し

を
は
り
ぬ
。
右
、
お
の
が
羽羽
か
ぜ
に
う
ち
た
た
き

(

群
書
類
従)

さ
き
に
う
ち
た
て
て
な
ど
、
げ
に
さ
る
事
と
を

か
し
く
き
こ
え
な
が
ら
、
又
さ
す
が
に
こ
と
な
る
よ
せ
な
き
や
う
に
や
と
て
、

又
為
�持
。

�通
釈
】九

番

左
持

盛
方
朝
臣

37

波
を
枕
に
浮
き
寝
を
す
る
、
そ
の
床と

こ

に
立
ち
寄
る
と
、
お
し
ど
り
の
番つ

が

い
が
、

羽
の
衣
を
敷
き
交
わ
し
て
い
た
。

右

勘
解
由
次
官
親
宗

38

池
の
水
を
、
そ
の
つ
ば
さ
で
波
立
た
せ
て
、
た
く
さ
ん
群
が
っ
て
い
る
鳥
に
、

餌え
さ

を
や
っ
て
手
元
で
飼
う
の
で
す
。

左
の
歌
は
、｢

袖
を
ぞ
か
は
す｣

な
ど
と
詠
ん
だ
姿
が
、
結
構
に
は
見
え
る

の
だ
が
、
こ
れ
も

(

二
番
左
歌
の
場
合
と
同
様)

｢

う
き
寝
の
床｣

と
い
う

の
が
少
々
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。｢

毛
衣｣

の
言
葉
に
つ
い
て
は
、

先
に

(

五
番
の
判
詞
で)

私
見
を
申
し
て
お
い
た
。
右
の
歌
は
、｢(

池
水
を)

お
の
が
羽
さ
き
に
う
ち
立
て
て｣

な
ど
と
詠
ん
だ
の
は
、
ま
こ
と
に
そ
う
い

う
事
が
あ
る
と
面
白
く
思
わ
れ
る
一
方
、
ま
た
や
は
り
特
別
な
縁
語
な
ど
も

見
え
な
い
詠
み
様
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
、
こ
れ
も
持
と
す
る
。

�注
】
○
な
み
枕

水
上
に
寝
る
の
を
、
波
を
枕
に
す
る
と
見
立
て
て
言
う
語
。

○
袖
を
ぞ
か
は
す

｢

袖
交
は
す｣

は
、
男
女
が
互
い
に
衣
の
袖
を
敷
き
か
わ
し

て
寝
る
こ
と
。
○
鴛
の
毛
衣

五
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
よ
せ

寄
せ
。
言
葉
に

縁
が
あ
る
こ
と
。
縁
語
関
係
。
建
久
六
年

『

民
部
�
家
歌
合』

深
雪
二
番
左
歌

｢

雲
わ
け
し
谷
の
木
末
も
降
る
雪
の
そ
こ
に
の
み
な
る
天
の
か
ご
山｣

に
対
す
る

俊
成
の
判
詞
に
は
、｢

雲
分
け
し
と
お
き
、
天
の
か
ご
山
と
い
へ
る
、
よ
せ
有
り

て
聞
ゆ
る
を｣

と
言
う
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
波
を
枕
の

｢

浮
き
寝
の
床｣

に
立
ち
寄
る
と
、
雌
雄
の
お

し
ど
り
が
仲
む
つ
ま
じ
く

｢

毛
衣｣

の
袖
を
敷
き
交
わ
し
て
い
た
と
詠
む
。｢

毛

衣｣

の
語
が

｢

袖
を
交
は
す｣

と
言
う
の
に
ふ
さ
わ
し
く
用
い
ら
れ
、
ま
た
全
体

に
優
雅
な
言
葉
を
連
ね
、
美
し
い
声
調
を
も
つ
一
首
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
俊
成
が
判
詞
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、｢

浮
き
寝
の
床｣

の
実
体
は
、
判
然
と
し

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
右
の
歌
は
即
物
的
な
詠
み
様
で
、
池
水
を
つ
ば
さ
で
波
立
た
せ

て
群
が
る
水
鳥
を
手
飼
い
に
す
る
と
詠
む
。
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俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
下
句
あ
た
り
の
姿
を

｢

よ
ろ
し
く｣

見

え
る
と
評
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、｢

袖
を
ぞ
交
は
す｣

と

言
う
の
に
ふ
さ
わ
し
く

｢

毛
衣｣

の
語
を
用
い
た
点
な
ど
を
認
め
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
た
だ

｢

浮
き
寝
の
床｣

の
語
は
、
二
番
左
歌
の
場
合
と
同
様
、
こ
こ
で
も
疑

問
視
し
て
い
る
。
な
お

｢

毛
衣｣

の
語
に
関
し
て

｢

さ
き
に
申
し
を
は
り
ぬ｣

と

言
っ
て
い
る
の
は
、
五
番
の
判
詞
で
、
鳥
は
毛
衣
を
身
に
着
け
る
の
だ
か
ら

｢

を

し
の
毛
衣｣

と
言
っ
て
差
支
え
な
い
旨
を
述
べ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、｢
池
水
を
お
の
が
つ
ば
さ
に
う
ち
立
て
て｣

な
ど
と
詠
ん

だ
点
を
、
水
鳥
の
動
き
を
よ
く
と
ら
え
た
表
現
と
し
て
評
価
す
る
。
け
れ
ど
も
さ

す
が
に
特
別
な
縁
語
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
と
言
っ
た
の
は
、
左
歌
の

｢

袖｣

に

｢

毛
衣｣

を
関
連
さ
せ
た
技
巧
と
比
べ
る
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い

う
比
較
に
基
づ
い
て
、
持
と
し
て
い
る
。

十
番

左

季

広

39

日
を
へ
つ
つ
な
れ
に
け
ら
し
な
あ
し
鴨
は
上
毛
の
霜
を
はは
ら
ふ
ば
か
り
に(

群
書
類
従)

ら
ふ
ば
か
り
か

右
勝

隠
岐
守
仲
綱

40

杣
川
の
い
か
だ
に
な
る
る
鴛
ど
り
は
た
ち
て
も
さ
き
に
遠
く
や
は
ゐ
る

左
歌
も
こ
と
な
る
と
が
な
く
み
ゆ
れ
ど
、
右
の
杣杣
川
と
い
ひ
て

(

群
書
類
従)

川
の
筏
に
な
る
る
な
ど
い

ひ
て
、
立
ち
て
も
さ
き
に
と
ほ
く
や
は
ゐ
る
と
い
へ
る
心
、
げ
に
さ
こ
そ
い

さ
こ
そ
は
と
を

とか
し
く
き
こ
ゆ

右
勝
と
す
べ
し

(

群
書
類
従)

を
か
し
く
き
こ
ゆ
れ
ば
、
以
�右
為
�勝

�通
釈
】十

番

左

季

広

39

日
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
鴨
は
す
っ
か
り
慣
れ
た
ら
し
い
、

近
く
で
羽
の
上

の

(

は
ら
ふ
ば
か
り
に
ノ
本
文
ニ
ヨ
ル)

霜
を
払
う
ほ
ど
に
。

右
勝

隠
岐
守
仲
綱

40

杣そ
ま

川が
わ

の
い
か
だ
に
慣
れ
た
お
し
ど
り
は
、
飛
び
立
っ
て
も
、
先
に
遠
く
離
れ
て

身
を
置
き
は
し
な
い
。

左
の
歌
も
目
立
っ
た
欠
点
は
な
い
と
見
え
る
が
、
右
の
歌
で

｢

杣
川
の
い
か

だ
に
な
る
る｣

お
し
ど
り
な
ど
と
言
っ
て
、
そ
れ
が

｢

立
ち
て
も
先
に
遠
く

や
は
ゐ
る｣

と
詠
ん
だ
心
は
、
実
際
そ
の
と
お
り
だ
ろ
う
と
大
層
面
白
く
思

わ
れ
る
の
で
、
右
の
歌
を
勝
と
す
る
。

�注
】
○
あ
し
鴨

カ
モ
の
こ
と
。
葦
の
生
え
て
い
る
あ
た
り
に
見
ら
れ
る
鴨か

も

と

し
て
言
う
。
○
上
毛
の
霜

四
番
の

｢

注｣

参
照
。
○
は
ら
ふ
ば
か
り
か

群
書

類
従
本
等
の

｢

は
ら
ふ
ば
か
り
に｣

の
本
文
に
よ
り
解
し
て
お
く
。
○
杣
川

杣そ
ま

山

(

材
木
を
切
り
出
す
山)

の
木
を
流
し
て
運
ぶ
川
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、｢

上う
は

毛げ

の
霜
を
は
ら
ふ
ば
か
り
に｣

の
本
文
に
よ
れ
ば
、
そ

の
程
度
に
鴨
が
慣
れ
た
ら
し
い
と
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。｢

上
毛
の
霜｣

は
、
四

番
の

｢

注｣

な
ど
で
も
触
れ
た
が
、
水
鳥
の
羽
の
上
に
寒
夜
お
く
霜
と
さ
れ
、
四

番
右
歌
で
は
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
た
。

汀
に
て
を
し
の
は
ぶ
き
を
う
つ
か
ら
に
上
毛
の
霜
を
袖
に
か
け
つ
る

こ
れ
は
水
鳥
が
羽
ば
た
き
を
し
て

｢

上
毛
の
霜｣

を

｢

袖
に
か
け
つ
る｣

と
い
う

の
で
、
鳥
が
人
に
慣
れ
て
、
す
ぐ
そ
ば
ま
で
寄
っ
て
来
て
い
る
様
子
を
詠
ん
だ
も

の
と
見
ら
れ
る
。
当
面
の
左
歌
で
は
、
鴨
が
人
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
直
接
示

す
言
葉
は
な
い
が
、
や
は
り
こ
の
四
番
右
歌
の
場
合
と
同
様
、
鴨
が
人
に
慣
れ
て

近
い
位
置
で

｢

上
毛
の
霜
を
払
ふ｣

動
作
を
す
る
情
景
か
と
思
わ
れ
る
。

右
の
歌
は
、
杣
川
を
下
す
い
か
だ
に
慣
れ
た
お
し
ど
り
が
、
い
っ
た
ん
飛
び
立
っ

て
も
、
い
か
だ
に
先
だ
っ
て
遠
く
行
く
こ
と
は
な
い
と
詠
む
。
平
明
な
詠
み
様
だ

が
、
い
か
だ
に
慣
れ
た
お
し
ど
り
の
動
き
を
よ
く
と
ら
え
た
作
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
も
、
そ
の
点
を
右
歌
の
特
長
と
認
め
て
い
る
よ
う
で
、
左
歌
も
目

立
っ
た
欠
点
は
な
い
と
見
な
が
ら
も
、
右
の
勝
と
し
て
い
る
。

臨
期
違
約
恋

一
番

左

按
察
使
公
通

41

あ
は
じ
と
も
か
ね
て
い
ひ
せ
ば
中
中
に
む
な
し
き
床
に
ま
た
で
ね
な
ま
し

右
勝

皇
后
宮
大
夫

42

思
ひ
き
や
し
ぢ
の
は
し
が
き
か
き
つ
め
て
も
も
夜
も
お
な
じ
ま
ろ
ね
せ
ん
と
は

左
歌
、
む
な
し
き
床
に
な
ど
い
へ
る
わ
た
り
、
心
ぼ
そ
く
も
き
こ
え
て
、
い

と
を
か
し
く
思
う
給
へ
し
を
、
右
歌
、
す
が
た
こ
と
ざ
ま
よ
ろ
し
き
よ
し
、

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈

― 33―( 33 )



人
人
定
め
侍
り
し
か
ば
、
お
さ
へ
侍
ら
ん
も
又
あ
や
し
く
や
と
て
、
右
の
勝

に
な
り
に
し
な
る
べ
し
。

�通
釈
】

臨
期
違
約
恋

一
番

左

按
察
使
公
通

41

会
う
ま
い
と
、
前
に
言
っ
て
く
れ
た
ら
、
な
ま
じ
ひ
と
り
寝
の
床
で
待
っ
た
り

せ
ず
、
寝
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
に
。

右
勝

皇
后
宮
大
夫

42

思
い
も
し
な
か
っ
た
、

夜
ご
と
に
榻し

じ

の
端
に
訪
ね
た
し
る
し
を
書
き
、
合

わ
せ
て
百
夜
に
な
る
ま
で
、
い
つ
も
同
じ
丸
寝
を
し
よ
う
と
は
。

左
の
歌
は
、｢

む
な
し
き
床
に｣
な
ど
と
詠
ん
だ
あ
た
り
が
、
心
細
く
も
思

わ
れ
て
、
大
層
面
白
く
思
い
ま
し
た
が
、
右
の
歌
は
、
そ
の
姿
や
事
の
様
子

が
結
構
に
思
わ
れ
る
と
、
人
々
が
決
め
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
強
い
て

抑
え
る
の
も
不
都
合
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
右
の
勝
に
な
っ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。

�注
】
○
む
な
し
き
床

愛
人
の
い
な
い
寝
床
。
○
し
ぢ
の
は
し
が
き

｢

榻し
ぢ｣

は
、

牛
車
で
牛
を
外
し
た
時
に
車
の
轅

な
が
え

を
支
え
た
り
、
乗
降
の
折
に
踏
み
台
に
し
た
り

す
る
も
の
。
そ
の

｢

端は
し

書が

き｣

は
、
そ
の
端
に
書
き
付
け
る
こ
と
。
昔
、
女
が
言

い
寄
る
男
に
対
し
て
、
百
夜
通
っ
て
榻
に
寝
た
な
ら
承
知
し
よ
う
と
言
っ
た
の
で
、

男
は
そ
れ
に
従
い
、
来
る
た
び
に
榻
の
端
に
証
拠
を
書
き
つ
け
、
九
十
九
夜
に
及

ん
だ
が
、
百
夜
目
に
支
障
が
あ
っ
て
行
け
ず
、
思
い
を
果
た
せ
な
か
っ
た
と
い
う

言
い
伝
え
に
よ
る
。
こ
の
話
は

『

奥
義
抄』

に
見
え
る
。｢

考
察｣

参
照
。
○
か

き
つ
め
て

書
き
集
め
て
。
○
ま
ろ
ね

丸ま
ろ

寝ね

。
帯
も
と
か
ず
着
物
を
着
た
ま
ま

寝
る
こ
と
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
会
う
は
ず
の
時
に
姿
を
見
せ
な
か
っ
た
恋
の
相
手
に
対
し

て
、
会
う
つ
も
り
が
な
け
れ
ば
前
に
そ
う
言
っ
て
く
れ
た
ら
、
ひ
と
り
寝
の
床
で

待
つ
こ
と
も
な
か
っ
た
の
に
と
、
恨
む
心
で
あ
る
。
題
意
に
沿
う
飾
ら
ぬ
詠
み
様

で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、｢

榻し
ぢ

の
端は

し

書が

き｣

に
つ
い
て
伝
え
た
話
を
と
り
入
れ
、
百も

も

夜よ

通
い

に
い
ど
ん
だ
男
の
心
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の

｢

榻
の
端
書
き｣

の
話
は
、
清
輔

の

『

奥
義
抄』
(

下
、
七
十
二)

で
は
、
関
係
す
る
歌
の
心
を
説
明
す
る
形
で
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

暁
の
し
ぢ
の
は
し
が
き
も
ゝ
よ
か
き
き
み
が
こ
ぬ
よ
は
わ
れ
ぞ
か
ず
か
く

問
云
、
こ
の
し
ぢ
の
は
し
が
き
は
い
か
な
る
こ
と
ぞ
。

答
云
、
如
�彼
歌
論
議
�ば
、
む
か
し
あ
や
に
く
な
る
女
を
よ
ば
ふ
を
と
こ
あ

り
け
り
。
志
あ
る
よ
し
を
い
ひ
け
れ
ば
、
女
心
み
む
と
て
、
き
つ
ゝ
物
い
ひ

け
る
と
こ
ろ
に
し
ぢ
を
た
て
ゝ
、
こ
れ
が
う
へ
に
し
き
り
て
百
夜
ふ
し
た
ら

む
時
、
い
は
む
こ
と
は
き
か
む
と
い
ひ
け
れ
ば
、
を
と
こ
雨
風
を
し
の
ぎ
て

く
る
れ
ば
き
つ
ゝ
ふ
せ
り
け
り
。
し
ぢ
の
は
し
に
ぬ
る
夜
の
数
を
か
き
け
る

を
み
れ
ば
、
九
十
九
夜
に
成
り
け
り
。
あ
す
よ
り
は
何
事
も
え
い
な
び
た
ま

は
じ
な
ど
い
ひ
か
へ
り
に
け
る
に
、
親
の
俄
に
う
せ
に
け
れ
ば
そ
の
夜
え
い

か
ず
成
り
に
け
る
に
、
女
の
よ
み
て
や
れ
り
け
る
歌
也
。
是
は
或
秘
蔵
の
書

に
い
へ
り
と
は
べ
れ
ど
、
た
し
か
に
み
え
た
る
こ
と
な
し

(『

日
本
歌
学
大

系』

第
一
巻
に
よ
る)

。

ち
な
み
に
、
こ
の
記
事
に
見
え
る

｢

し
ぢ
の
は
し
が
き｣

の
歌
は
、
顕
昭
の

『

袖

中
抄』

(

第
十
八)

に
言
う
と
お
り
、
次
の
よ
う
な

『

古
今
集』

の
歌
に
基
づ
い

て
お
り
、
そ
の
歌
に
関
す
る
話
と
と
も
に
後
に
作
り
出
さ
れ
も
の
で
あ
ろ
う
。

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
か
ず
か
く

(

七
六
一)

と
も
か
く
、
右
歌
は
、
こ
の

｢

榻
の
端
書
き｣

の
歌
に
関
す
る
話
を
と
り
入
れ
る

こ
と
で
、
歌
合
の
題
の
心
を
間
接
的
に
生
か
し
て
、
一
首
に
仕
立
て
た
と
思
わ
れ

る
。俊

成
の
判
詞
は
、
こ
の
右
歌
が
俊
成
自
身
の
作
で
あ
る
だ
け
に
、
対
す
る
左
歌

の
長
所
も
認
め
た
上
で
、
判
定
は
自
分
の
意
見
で
な
く
、
人
々
が
右
歌
の

｢

姿
こ

と
ざ
ま
よ
ろ
し
き｣

由
を
言
う
の
に
従
っ
て
、
右
歌
を
勝
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た

と
記
す
。
た
だ
俊
成
の
本
心
は
、
こ
の
右
歌
を
後
に

『

千
載
集』

に
収
め
て
い
る

か
ら
、
自
信
の
あ
る
作
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

�備
考
】
一
番
右
歌
は

『

千
載
集』

(

七
七
九)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
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二
番

左
持

前
大
納
言
実
定

43

契
り
き
な
み
ち
し
ば
の
露
分
け
よ
と
て
ま
き
の
戸
よ
り
は
か
へ
す
べ
し
や
は

右

新
三
位
重
家

44

た
の
め
つ
る
け
ふ
を
待
つ
だ
に
有
り
つ
る
を
こ
は
い
か
に
す
る
心
が
は
り
ぞ

左
歌
、
す
が
た
詞
え
む
に
侍
る
を
、
道
し
ば
の
露
分
け
よ
と
は
と
よ
み
あ
げ

侍
り
し
か
ば
、
槙
の
戸
よ
り
は
の
は
の
字
ど
も
や
と耳
に
と
ま
る
ら
む
と

(

群
書
類
従)

ま
ら
む
と
申
し
侍
り
し

な
り
。
右
の
歌
の
詞
を
い
た
は
ら
ず
、
題
を
こ
と
わ
り
て
は
み
え
侍
れ
ど
も
、

歌
の
し
な
か
た
む
事
は
い
か
が
と
て
、
為
�持
。

�通
釈
】二

番

左
持

前
大
納
言
実
定

43

約
束
し
た
よ
ね
。

そ
れ
な
の
に
道
の
芝
草
の
露
を
分
け
て
帰
れ
と
、
板
戸

か
ら
入
れ
ず
に
帰
し
て
よ
い
も
の
か
。

右

新
三
位
重
家

44

頼
み
に
思
わ
せ
た
今
日
を
待
つ
、
そ
れ
だ
け
で
も
耐
え
難
い
気
が
し
た
の
に
、

こ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
心
変
わ
り
な
の
だ
。

左
の
歌
は
、
姿
言
葉
が
優
美
に
思
わ
れ
ま
す
が
、｢
道
芝
の
露
分
け
よ
と
は｣

と
講
師
が
読
み
上
げ
た
も
の
で
す
か
ら
、｢

ま
き
の
戸
よ
り
は｣

の

｢

は｣

の
字
と
の
重
複
が
耳

(

耳
に
と
ま
る
ら
む
ノ
本
文
ニ
ヨ
ル)

障
り
で
あ
ろ
う
か
と
申
し
た
次
第
で
す
。
右
の
歌
は
、

言
葉
に
細
工
を
加
え
ず
、
題
の
心
を
よ
く
理
解
し
て
詠
ん
で
い
る
と
は
見
え

ま
す
け
れ
ど
も
、
歌
の
品
格
の
上
で
勝
る
と
す
る
の
は
疑
問
が
あ
る
と
思
う

の
で
、
持
と
し
た
の
で
あ
る
。

�注
】
○
契
り
き
な

｢

契ち
ぎ

る｣

は
約
束
す
る
意
。
約
束
し
た
ね
。
○
み
ち
し
ば

道
に
生
え
て
い
る
芝
草
。
○
ま
き
の
戸

真ま

木き

の
戸
。
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
で
造
っ

た
板
戸
。
○
た
の
め
つ
る

こ
の

｢

た
の
む｣

は
下
二
段
活
用
の
動
詞
で
、
あ
て

に
さ
せ
る
、
頼
み
に
思
わ
せ
る
意
。
○
え
む

艶え
ん

。
優
美
あ
る
い
は
優
雅
を
基
調

と
し
て
独
特
の
魅
力
を
も
つ
美
を
言
う
語
。
○
歌
の
詞
を
い
た
は
ら
ず

歌
の
言

葉
に
手
を
加
え
ず
。
表
現
上
あ
れ
こ
れ
と
細
工
を
し
な
い
こ
と
を
言
う
。
○
題
を

こ
と
わ
り
て

題
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
し
て
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
ま
ず

｢

契
り
き
な｣

と
言
っ
て
、
愛
を
誓
い
合
っ
た
仲
で

あ
る
こ
と
を
相
手
に
念
を
押
す
詠
み
様
が
目
立
つ
が
、
そ
の
先
例
と
な
る
有
名
な

歌
に
、
次
の
清
原
元
輔
の
一
首
が
あ
る
。

契
り
き
な
か
た
み
に
袖
を
し
ぼ
り
つ
つ
末
の
松
山
波
こ
さ
じ
と
は

(『

後
拾

遺
集』

七
七
〇)

こ
の
元
輔
の
歌
は
詞
書
に

｢

心
か
は
り
て
侍
り
け
る
女
に
、
人
に
代
り
て｣

と
見

え
、
当
面
の
歌
合
の
題
の

｢

臨
期
違
約
恋｣

と
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、

と
り
入
れ
て
背
景
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
左
歌
の
第
二
句
以
下
に
見
え
る

｢

道
芝
の
露｣

と
か

｢

ま
き
の
戸｣

と
か
は
、
恋
の
行
き
来
に
心
を
悩
ま
す
歌
に

用
い
ら
れ
て
き
た
言
葉
で
、
例
え
ば
、

き
え
か
へ
り
あ
る
か
な
き
か
の
わ
が
身
か
な
う
ら
み
て
か
へ
る
道
芝
の
露

(『

小
大
君
集』

六
二
、『

新
古
今
集』

一
一
八
八
、
藤
原
朝
光)

き
み
や
こ
む
我
や
行
か
む
の
い
さ
よ
ひ
に
ま
き
の
板
戸
も
さ
さ
ず
ね
に
け
り

(『

古
今
集』

六
九
〇
、
よ
み
人
し
ら
ず)

な
ど
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
左
歌
は
そ
う
い
う
言
葉
を
あ
れ
こ
れ
適
切
に
織
り
こ
む

こ
と
で
、
歌
に
表
現
さ
れ
る
世
界
を
豊
か
に
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う

に
思
う
。

対
す
る
右
の
歌
は
、
約
束
し
た
今
日
を
待
つ
だ
け
で
も
つ
ら
い
思
い
を
し
た
の

に
、
今
日
の
変
心
は
ど
う
し
た
こ
と
か
と
、
恋
の
相
手
を
恨
む
心
を
素
直
に
詠
ん

で
い
る
。
題
の

｢

臨
期
違
約
恋｣

の
心
を
明
確
に
表
わ
し
た
歌
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
か
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
姿
言
葉
が

｢

艶｣

で
あ
る
と
評
し
た
上

で
、
歌
合
の
披
講
の
折
に
講
師
が
歌
を
誤
読
し
た
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

｢

道
芝
の
露
分
け
よ
と
て｣

を

｢

道
芝
の
露
分
け
よ
と
は｣

と
講
師
が
誤
読
し
た

形
に
よ
っ
て
、
俊
成
は

｢

は｣

の
字
が

｢

ま
き
の
戸
よ
り
は｣

の

｢

は｣

と
重
な

り
、
歌
病
の
文
字
病
に
当
た
る
旨
を
指
摘
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
俊
成
と
し
て

は
、
講
師
の
誤
読
の
た
め
に
左
歌
を
誤
解
し
て
批
評
し
た
こ
と
、
そ
の
結
果
低
く

評
価
し
た
こ
と
を
気
に
懸
け
て
釈
明
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
言
葉
は
修
辞
上
の
細
工
な
ど
せ
ず
、
心
は
題
意
を
理
解
し

て
い
る
と
見
え
る
が
、
歌
の

｢

し
な｣

の
面
で
勝
と
評
価
す
る
の
は
疑
問
が
あ
る

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈

― 35―( 35 )



た
め
に
、
持
と
し
た
と
言
う
。
恋
の
相
手
の
心
変
わ
り
を
恨
む
心
の
詠
み
様
が
露

骨
に
な
り
過
ぎ
て
、
品
位
に
欠
け
る
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

三
番

左

藤
大
納
言
隆
季

45

な
が
れ
き
て
い岩
も
の
う
ち
に
よ
る
舟
の

(

群
書
類
従)

は
り
の
う
ち
に
よ
る
う
を
の
ね
た
く
も
浪
に
さ
か
の
ぼ
る
か
な

右
勝

清
輔
朝
臣

46

神
か
け
て
い
ひ
し
契
を
引
き
か
ふ
る
い
つ
き
の
杣
の
夕
ぐ
れ
の
空

左
歌
、
姿
詞
か
か
る
方
の
歌
に
と
り
て
は
を
か
し
く
侍
る
を
、
い
は
り
の
う

い
は
も
の
中(

群
書

ち類
従)

何
事
に
か
と
驚
く
人
も
侍
り
き
。
誠
に
も
古
歌
な
ど
に
は
み
え
及
び
侍
ら

え
見
お
よ
び
侍
ら
ず

ず

(

群
書
類
従)

。
右
歌
、
姿
宜
し
く
は
き
こ
ゆ
る
を
、
夕
ぐ
れ
の
空
と
て
は
て
た
る
や
、

す
そ
の
との
こ
る
心
ち

ぢ
め
な
き
心
ち
す
ら
ん
と
は
思
う
給
へ
な
が
ら
、
又
い
ひ
す
て
た

る
姿
さ
て
も
あ
り
ぬ
べ
く
や
と
て
、
右
の
勝
に
なな
し
侍
り
し
な
り(

群
書
類
従)

り
侍
り
し
な
り
。

�通
釈
】三

番

左

藤
大
納
言
隆
季

45

流
れ
て
き
て
、
い�

は�

り�

の
中
に
寄
っ
た
魚
が
、
く
や
し
い
こ
と
に
、
波
を
分
け

て
さ
か
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
。

右
勝

清
輔
朝
臣

46

神
か
け
て
誓
っ
た
約
束
と
は
、
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
近
寄
り
難
く
見
え
た
、

神
の
杣そ

ま

山
の
上
の
、
夕
暮
れ
の
空
そ
の
ま
ま
に
。

左
の
歌
は
、
そ
の
姿
や
言
葉
が
、
こ
う
い
う
恋
の
方
面
を
詠
む
歌
と
し
て
は

面
白
い
の
で
す
が
、｢

い
は
り
の
う
ち｣

と
は
何
事
だ
ろ
う
か
と
、
意
外
に

思
う
人
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
こ
れ
は
、
古
歌
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い

言
葉
で
す
。
右
の
歌
は
、
姿
は
結
構
に
は
思
わ
れ
る
け
れ
ど
、｢

夕
暮
れ
の

空｣

と
言
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
点
、
歌
の
末
尾
が
十
分
言
い
尽
く
さ
れ
て
い

な
い
感
じ
が
す
る
だ
ろ
う
と
は
思
い
ま
し
た
が
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
言
い
捨

て
た
姿
も
、
そ
う
あ
る
べ
き
も
の
か
と
考
え
て
、
右
の
勝
と
い
う
こ
と
に
し

た
次
第
で
す
。

�注
】
○
い
は
り

『

平
安
朝
歌
合
大
成』

で
は

｢

堰い

張は

り｣

と
漢
字
を
当
て
ら
れ

る
が
、｢

堰｣

の
仮
名
表
記
は
本
来

｢

ゐ｣

で
も
あ
り
、
他
に
用
例
も
見
い
だ
せ

な
い
の
で
、
疑
問
が
残
る
。
た
だ
魚
を
と
る

｢

や
な｣

の
よ
う
な
仕
掛
け
を
示
す

可
能
性
は
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
群
書
類
従
本
は

｢

岩
も｣

と
す
る
。
○
い
つ
き
の

杣

｢

い
つ
き｣

は
、
神
を
祭
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
場
所
。｢

杣そ
ま｣

は
、
材
木
を
切

り
出
す
よ
う
な
、
樹
木
の
茂
る
山
。
神
聖
な
杣
山
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
歌
全
体
が
比
喩
と
見
ら
れ
る
。
い
っ
た
ん
手
の
届
く
所
ま

で
流
れ
着
い
た
魚
が
、
く
や
し
い
こ
と
に
流
れ
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
去
っ
た
と
言
い
、

こ
の
例
え
で
、
接
近
し
た
恋
の
相
手
が
変
心
し
て
離
れ
た
こ
と
を
表
わ
し
、
題
の

｢

臨
期
違
約
恋｣

に
合
う
よ
う
に
仕
立
て
た
作
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、
上
句
に
神
か
け
て
誓
っ
た
恋
の
相
手
が
変
心
し
た
こ
と
を
言
い
、

そ
の
様
子
を
下
句
に

｢

い
つ
き
の
杣
の
夕
暮
れ
の
空｣

と
表
現
し
た
と
見
ら
れ
る
。

こ
の
下
句
は
、
相
手
の
取
り
付
く
島
も
な
い
様
子
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。
な
お

一
首
は
、『

実
方
朝
臣
集』

に
見
え
る
次
の
歌
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

神
の
も
る
い
つ
き
の
杣
に
立
た
ね
ど
も
い
た
づ
ら
に
な
る
く
れ
を
い
か
に
せ

ん

(

書
陵
部
蔵

『

実
方
朝
臣
集』

八
六)

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
こ
の
種
の
歌
と
し
て
は

｢

を
か
し
く｣

も
思
わ
れ
る
が
、｢

い
は
り
の
う
ち｣

は
古
歌
な
ど
に
も
見
え
な
い
言
葉
だ
と
言

い
、
問
題
視
す
る
。
右
歌
に
つ
い
て
は
、｢

姿
宜
し
く｣

は
思
わ
れ
る
と
す
る
一

方
、｢

夕
暮
の
空｣

は
歌
の
結
び
の
形
と
し
て
ど
う
か
と
疑
問
視
し
た
が
、
ま
た

こ
の
よ
う
に

｢

言
ひ
捨
て
た
る
姿｣

も
適
当
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
直
し
、
右
の

勝
に
し
た
と
言
う
。

四
番

左

権
大
納
言
実
房

47

今
や
さ
は
き
え
も
は
て
な
む
露
の
命
た
の
め
し
事言
の
葉

(

群
書
類
従)

の
は
に
ぞ
か
か
り
し

右
勝

三
位
中
将
実
家

48

わ
び
つ
つ
は
偽
に
だ
に
た
の
め
よ
と
お
も
ひ
し
事
を
今
夜
し
り
ぬ
る

此
左
右
は
、
共
に
を
か
し
く
き
こ
え
侍
る
を
、
右
の
歌
の
心
さ
も
あ
る
事
と

お
ぼ
え
侍
り
し
か
ば
、
い
ま
す
こ
し
の
事
を
も
て
、
右
勝
と
し
を
は
り
ぬ
。

�通
釈
】四

番

左

権
大
納
言
実
房

― 36― ( 36 )



47

今
は
も
う
、
露
の
よ
う
な
私
の
命
は
、
消
え
果
て
る
外
は
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
命
は
、
約
束
さ
れ
た
言
葉
に
頼
っ
て
保
た
れ
た
の
だ
か
ら
。

右
勝

三
位
中
将
実
家

48

嘆
き
な
が
ら
、
う
そ
で
も
約
束
し
て
く
れ
と
思
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
と
お
り

の

(
偽
り
の)

約
束
だ
っ
た
こ
と
を
、
こ
よ
い
思
い
知
り
ま
し
た
。

こ
の
左
右
の
歌
は
、
い
ず
れ
も
面
白
く
思
わ
れ
た
の
で
す
が
、
特
に
右
の
歌

の
心
が
も
っ
と
も
な
こ
と
を
思
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
ご
く
わ
ず
か
な
差
で
右

の
勝
と
し
ま
し
た
。

�注
】
○
た
の
め
し
事
の
は

｢

た
の
め
し｣

は
、
頼
み
に
思
わ
せ
た
の
意
。｢

事

の
は｣

は
、
群
書
類
従
本
等
の

｢
言こ

と

の
葉｣

の
形
が
主
な
意
味
を
示
す
と
思
わ
れ

る
。
○
わ
び
つ
つ
は

嘆
き
を
重
ね
な
が
ら
。
○
偽
に
だ
に

い
つ
は
り
に
だ
に
。

う
そ
で
も
よ
い
か
ら
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
自
分
の

｢

露
の
命｣
は
も
う

｢

消
え｣

は
て
る
外
は
な
か

ろ
う
、
そ
れ
は
約
束
さ
れ
た

｢

言
の
葉｣

に
頼
っ
て
保
た
れ
た
命
だ
か
ら
と
詠
み
、

約
束
の
破
ら
れ
た
の
を
嘆
い
て
い
る
。
修
辞
上
は

｢
露｣

｢

消
え｣

｢

言
の
葉｣

を

縁
語
と
す
る
。

右
の
歌
は
、
以
前
か
な
わ
ぬ
恋
を
嘆
き
な
が
ら
、
う
そ
で
も
約
束
し
て
く
れ
と

願
っ
た
が
、
今
そ
の
願
い
ど
お
り
偽
り
の
約
束
だ
っ
た
と
思
い
知
ら
さ
れ
た
と
詠

む
。
皮
肉
な
恋
の
成
り
行
き
を
と
ら
え
た
点
を
見
ど
こ
ろ
に
し
た
作
で
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
と
も
に

｢

を
か
し
く｣

思
わ
れ
る
が
、
右
の
歌
の
心
が

｢

さ
も
あ
る
事｣

と
思
わ
れ
る
点
で
、
わ
ず
か
に
勝
る
と
す
る
。

�備
考
】
四
番
右
歌
は

『

玉
葉
集』

(

一
三
九
五)

に
第
五
句

｢

こ
よ
ひ
こ
り
ぬ
る｣

の
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。

五
番

左
持

左
衛
門
督
実
国

49

さ
よ
衣
き
て
重
ね
よ
と
ち
ぎ
り
し
を
かか
へ
し
て
も
さ
は
夢
に
見
よ
と
や

(

群
書
類
従)

へ
し
て
は
さ
は
夢
に
見
せ
ば
や

右

右
京
権
大
夫
頼
政
朝
臣

50

い
か
に
さこ
は

(

群
書
類
従)

は
下
も
の
ひ
ぼ
を
と
き
か
け
て
思思
ひ
か
へ
つ
つ

(

群
書
類
従)

ひ
か
へ
す
は
又
む
す
び
ぬ
る

左
歌
、
ゆ
め
に
み
よ
と
や
な
ど
い
へ
る
す
ゑ
の
句
、
い
と
を
か
し
く
侍
り
き
。

右
歌
、
期
に
の
ぞ
む
心
ぞ
あ
ま
り
さ
へ
近
づ
き
て
き
こ
え
侍
り
し
を
、
人
人

も
を
か
し
き
様
に
侍
り
し
う
へ
に
、
と
き
か
け
て
な
ど
い
へ
る
こ
と
ば
づ
か

ひ
も
、
げ
に
を
か
し
く
や
と
思
う
給
へ
、
や
や
も
せ
ば
右
の
勝
に
な
り
ぬ
べ

く
侍
り
し
を
、
左
か
た
な
か
ば
ほ
こ
ろ
び
あ
ら
は
れ
て
、
持
に
さ
だ
む
べ
き

よ
し
こ侍
り
し
こ
そ

(

群
書
類
従)

そ
、
い
と
を
か
し
く
興
あ
り
て
ここそ
ナ
シ

(

群
書
類
従)

そ
侍
り
し
か
。
静
に
み
給
ふ
れ
ば
、

歌艶
有
る
か
た
は

(

群
書
類
従)

の
し
な
誠
に
左
の
勝
と
も
申
す
べ
く
侍
り
け
れ
ど
、
持
と
み
え
た
る
こ
と

な
ほ
持
と
見
え
た
る
事
ど
も

のの(

群
書
類
従)

侍
る
な
り
。

�通
釈
】五

番

左
持

左
衛
門
督
実
国

49

夜
の
衣
を
、
来
て
重
ね
よ
と

(

わ
た
し
に)

約
束
し
た
が
、
入
れ
ず
に
帰
し
て
、

そ

(

さ
は
夢
に
見
よ
と
や
ノ
本
文
ニ
ヨ
ル)

の
よ
う
に
夢
に
見
よ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

右

右
京
権
大
夫
頼
政
朝
臣

50

ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
、
い
っ
た
ん
下し

た

裳も

の
ひ
も
を
解
き
か
け
て
、
思
い
直
し

て
ま
た
結
ん
で
し
ま
う
の
か
。

左
の
歌
は
、｢

夢
に
見
よ
と
や｣

な
ど
と
詠
ん
だ
末
の
句
が
、
大
層
面
白
い

と
思
い
ま
し
た
。
右
の
歌
は
、
題
の

｢

期
に
の
ぞ
む｣

心
が
、
あ
ま
り
に
も

時
機
に
近
く
詠
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
人
々
も
面
白
い
よ
う
に

申
し
ま
し
た
し
、｢(

下
裳
の
ひ
ぼ
を)

解
き
か
け
て｣

な
ど
と
詠
ん
だ
言
葉

遣
い
も
、
ま
こ
と
に
面
白
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
し
て
、
と
も
す
れ
ば
右
の

勝
に
な
り
そ
う
な
形
勢
で
し
た
が
、
左
方
の
人
が
半
ば
笑
み
を
浮
か
べ
て
、

持
と
判
定
す
る
の
が
よ
い
と
申
し
ま
し
た
の
は
、
大
層
面
白
く
興
を
誘
う
こ

と
で
し
た
。
冷
静
に
見
ま
す
と
、
歌
の
品
位
の
点
で
ま
こ
と
に
左
の
勝
と
も

申
す
べ
き
で
し
た
け
れ
ど
、
な
お
持
と
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
。

�注
】
○
さ
よ
衣
き
て
重
ね
よ

｢

さ
よ
衣｣

は
、
夜
着
。｢

き
て｣

は

｢

着
て｣

と

｢

来
て｣
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
一
首
の
構
成
上
か
ら
は
後
の

｢

か
へ
し
て｣

に
対
応
す
る

｢
来
て｣

を
主
な
意
味
と
し
、｢

着
て｣

は

｢

か
へ
し
て｣

と
と
も

に

｢

さ
よ
衣｣
の
縁
語
と
し
て
生
か
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。
○
さ
は
夢
に
見
せ

ば
や

｢

さ
は｣

は
、
そ
の
よ
う
に
。
夜
の
衣
を
重
ね
る
と
い
う
よ
う
に
。｢

夢
に

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈

― 37―( 37 )



見
せ
ば
や｣

は
、
判
詞
や
群
書
類
従
本
等
に
見
え
る

｢

夢
に
見
よ
と
や｣

の
形
に

よ
っ
て
解
し
た
い
。
○
下
も

下し
た

裳も

。
昔
の
女
性
の
衣
服
で
腰
か
ら
下
に
ま
と
う

｢
裳も｣

の
中
で
、
下
に
着
け
る
裳
。
○
ひ
ぼ

｢

ひ
も｣

(

紐)

の
変
化
し
た
語
。

○
な
か
ば
ほ
こ
ろ
び
あ
ら
は
れ
て

動
詞

｢

ほ
こ
ろ
ぶ｣

は
、
笑
い
だ
す
意
味
の

用
法
が
あ
る
の
で
、
こ
の
場
合
の

｢

ほ
こ
ろ
び｣

も
笑
う
様
子
を
示
す
と
見
た
い
。

半
ば
笑
み
を
浮
か
べ
た
様
子
で
。

�考
察
】
左
の
歌
の

｢
き
て｣

は
、｢

注｣

で
触
れ
た
よ
う
に

｢

来
て｣

の
意
味
を

主
と
し
、
同
音
の

｢
着
て｣

で

｢

さ
よ
衣｣

と
縁
語
関
係
を
作
る
と
見
た
い
。
そ

れ
で
一
首
の
心
は
、
あ
な
た
は
わ
た
し
に
、
来
て
夜
の
衣
を
重
ね
よ
と
約
束
し
た

の
に
、
入
れ
ず
帰
す
の
は
、
夜
の
共
寝
を
夢
に
見
よ
と
い
う
の
か
と
、
恋
の
相
手

を
恨
む
気
持
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、
ど
う
し
て
そ
う
、
下
裳
の
紐
を
解
き
か
け
て
、
思
い
直
し
て
ま
た

結
ぶ
の
か
と
、
い
ざ
と
い
う
時
に
生
じ
た
相
手
の
態
度
の
変
化
を
と
ら
え
て
い
る
。

こ
れ
は
す
こ
ぶ
る
即
物
的
な
と
ら
え
方
で
、
優
雅
な
趣
な
ど
顧
慮
し
な
い
と
見
え
、

異
色
の
作
で
あ
る
。
作
者
の
源
頼
政
は
平
安
朝
伝
統
の
詠
み
様
も
一
応
心
得
た
歌

人
と
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
詠
み
様
は
場
を
考
え
て
興
を
添
え
る
た
め
に
と
ら
れ

た
も
の
か
と
思
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
歌
合
の
場
で
こ
の
左
右
の
歌
が
評
価
さ
れ
た
様
子
を
伝
え
て

い
る
。
右
歌
の
勝
に
な
り
そ
う
な
形
勢
も
見
え
た
と
こ
ろ
で
、
左
方
の
人
が

｢

な

か
ば
ほ
こ
ろ
び
あ
ら
は
れ
て｣
(

と
い
う
の
は
、
頼
政
の
右
歌
が
予
想
外
の
異
色

の
作
だ
っ
た
た
め
に
、
こ
う
い
う
歌
を
出
さ
れ
て
は
と
半
ば
苦
笑
の
体
で
、
と
い

う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か)

持
と
す
る
の
が
よ
い
と
言
っ
た
と
い
う
の
で
、
俊
成
は

こ
の
こ
と
を

｢

い
と
を
か
し
く
興
あ
り
て｣

と
い
う
風
に
記
し
て
い
る
。

左
歌
の
平
安
朝
の
伝
統
に
沿
っ
た
詠
み
様
に
対
し
て
、
頼
政
の
右
歌
は
そ
う
い

う
詠
み
様
を
捨
て
て
、
即
物
的
に
詠
む
こ
と
に
徹
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と

す
れ
ば
こ
の
二
首
を
同
列
に
並
べ
て
優
劣
を
定
め
る
の
は
公
式
的
に
過
ぎ
る
の
で
、

持
と
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
左
方
の
人
の
見
解
で
あ
り
、
俊
成
も

そ
れ
に
同
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
俊
成
は
判
詞
の
最
後
に
、

歌
の

｢

し
な｣

、
品
格
の
点
で
は
左
が
勝
る
と
も
言
え
る
が
、
や
は
り
持
と
見
ら

れ
る
点
が
あ
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
い
る
。

六
番

左
勝

左
大
弁
実
綱

51

何
せ
む
に
そ
の
偽
を
た
の
み
つ
つ
つ
ら
さ
を
そ
ふ
る
今
日
を
待
ち
け
ん

右

右
少
将
隆
房
朝
臣

52

い
か
な
れ
ば
人
を
み
ぎ
は
に
よ
す
れ
ど
も
岸
う
つ
波
の
立
ち
か
へ
る
ら
ん

左
、
す
ゑ
の
句
い
と
を
か
し
く
き
こ
ゆ
。
右
、
人
を
み
ぎ
は
に
と
お
き
て
、

き
し
う
つ
浪
の
と
い
へ
る
姿
こ
と
ば
、
又
を
か
し
く
は
み
ゆ
る
を
、
約
そ
く

を
た
が
ふ
る
心
や
、
左
は
今
す
こ
し
ま
さ
る
ら
ん
と
て
、
猶
勝
と
す
。

�通
釈
】六

番

左
勝

左
大
弁
実
綱

51

一
体
ど
う
し
て
、
人
の
偽
り
の
約
束
を
頼
り
に
思
っ
て
、
そ
の
つ
れ
な
さ
を
加

え
る
今
日
ま
で
待
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

右

右
少
将
隆
房
朝
臣

52

ど
う
し
て
、
わ
た
し
を
身
に
近
づ
け
た
人
な
の
に
、
岸
を
打
つ
波
が
寄
せ
て
は

返
る
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
空
し
く
帰
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

左
の
歌
は
、
下
の
句
が
大
層
面
白
く
思
わ
れ
る
。
右
の
歌
は
、｢

人
を
み
ぎ

は
に｣

と
言
っ
て
お
い
て
、｢

岸
打
つ
波
の｣

と
詠
ん
だ
姿
や
言
葉
が
、
こ

れ
も
面
白
く
は
見
え
る
が
、
約
束
を
た
が
え
る

(

と
い
う
題
の)

心
が
、
左

歌
の
方
が
今
少
し
勝
る
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
や
は
り
左
を
勝
と
す

る
。

�注
】
○
何
せ
む
に

ど
う
し
て
の
意
で
、
後
の

｢

…
…
待
ち
け
ん｣

ま
で
の
全

体
に
か
か
る
。
○
み
ぎ
は
に
よ
す
れ
ど
も

｢

み
ぎ
は｣

は

｢

身み

際ぎ
は｣

で
、
身
の

近
く
の
意
が
あ
ろ
う
が
、
ま
た

｢

汀
み
ぎ
は｣

と
し
て

｢

寄
す｣

や

｢

岸
う
つ
波｣

｢

立

ち
か
へ
る｣

な
ど
の
語
と
縁
を
も
ち
、
比
喩
的
表
現
の
一
部
と
も
言
え
る
。｢

寄

す｣

は
、
近
づ
け
る
意
。

�考
察
】
左
右
の
歌
は
、｢

何
せ
む
に｣

や

｢

い
か
な
れ
ば｣

の
言
葉
で
始
ま
り
、

い
ず
れ
も
恋
の
相
手
が
い
っ
た
ん
は
好
意
を
示
す
と
見
え
た
が
退
け
ら
れ
る
結
果

に
な
っ
て
、
一
体
ど
う
し
た
こ
と
か
と
嘆
く
形
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
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た
だ
二
首
を
比
べ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
が
あ
り
、
修
辞
の
面
で
は
、
右
歌
は
、

｢
汀｣

｢

寄
す｣

や

｢

岸
う
つ
波｣

｢

立
ち
か
へ
る｣

な
ど
、
水
・
岸
・
波
な
ど
に

縁
の
あ
る
語
を
並
べ
、
比
喩
と
し
て
も
用
い
た
点
が
目
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
左
歌
は
、
そ
う
い
う
修
辞
の
方
面
の
技
巧
を
用
い
ず
、
恋
の
相
手
の

｢

偽
り

を
頼
み
つ
つ｣

過
ご
し
て

｢

つ
ら
さ
を
そ
ふ
る
今
日｣

に
及
ん
だ
こ
と
を
顧
み
て

い
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
の
歌
の
い
ず
れ
に
も

｢

を
か
し
く｣

見
え
る
と
こ
ろ
が

あ
る
と
評
す
る
が
、
約
束
を
た
が
え
る
と
い
う
題
の
心
が
よ
り
確
か
に
詠
ま
れ
て

い
る
点
で
、
左
を
勝
と
す
る
。

七
番

左
勝

右
中
将
実
守
朝
臣

53

つ
ひ
に
又
かか
は
り
は
つ
と
も
い
た
づ
ら
に

(
群
書
類
従)

く
か
は
る
と
も
わ
び
つ
つ
は
契
り
し
程
の
こ
と
の
は
も
が
な

右

右
馬
権
頭
隆
信

54

た
の
め
つ
つ
あ
は
ぬ
た
め
し
は
い世
に
も
あ
れ
ど
さ
や
は
契
り
し
け
ふ
の
く
れ
ま
で

(

隆
信
集)

つ
も
あ
れ
ど
け
ふ
の
暮
ま
で
さ
や
契
り
つ
る

左
歌
、
ち
ぎ
り
し
程
の
こ
と
の
葉
も
が
な
と
い
へ
る
、
ささ
る
こ
と
と

(

群
書
類
従)

り
と
聞
え
て
す
が

た
よ
ろ
し
く
み
ゆ
。
右

(

以
下
、
群
書
類
従
本
ノ
本
文
ヲ
後
ニ
マ
ト
メ
テ
ア
ゲ
ル)

歌
、
上
の
句
の
あ
は
ぬ
た
め
し
は
よ
に
も
あ
れ
ど
な

ど
い
へ
る
、
よ
ろ
し
く
き
こ
ゆ
る
を
、
末
の
さ
や
は
契
り
つ
る
と
い
へ
る
程
、

は
の
字
あ
ら
ま
ほ
し
き
に
や
。
か
く
て
は
、
さ
や
つ
か
の
ま
に
な
ど
よ
そ
ふ

猶
を
り
こ
そ
と
お
ぼ
え
侍
り
し
か
ば
、
左
を
勝
と
し
を
は
り
ぬ

[

異
同]

こ
の
判
詞
で
右
歌
に
関
す
る
部
分
は
、
群
書
類
従
本
の
本
文
で
は
か
な

り
大
き
く
異
な
る
の
で
、
次
に
ま
と
め
て
挙
げ
て
お
く
。

右
の
上
句
、
あ
は
ぬ
た
め
し
は
世
に
も
あ
れ
ど
な
ど
い
へ
る
は
、
よ
ろ
し
く

見
ゆ
る
を
、
末
の
さ
や
ち
ぎ
り
つ
る
と
い
へ
る
ほ
ど
は
、
よ
せ
あ
る
字
の
あ

ら
ま
ほ
し
き
に
や
。
か
く
い
へ
ば
さ
や
つ
か
の
ま
に
な
ど
よ
そ
ふ
る
こ
と
日

ご
ろ
お
ほ
く
侍
る
。
左
の
勝
と
す
。

�通
釈
】七

番

左
勝

右
中
将
実
守
朝
臣

52

最
後
に
は
ま
た
、
今
の
よ
う
に
変
わ
る
に
せ
よ
、
空

(

い
た
づ
ら
に
ノ
本
文
ニ
ヨ
ル)

し
く
約
束
し
た
こ
ろ
の
、

あ
の
言
葉
が
聞
き
た
い
も
の
だ
。

右

右
馬
権
頭
隆
信

54

頼
り
に
思
わ
せ
て
お
い
て
会
わ
な
い
、
そ
ん
な
例
は
よ
く
あ
る
け
れ
ど
、
こ
の

今
日
の
暮
れ
ま
で
、
そ
の
よ
う
に
約
束
し
た
こ
と
か
。

左
の
歌
は
、｢

契
り
し
ほ
ど
の
言
の
葉
も
が
な｣

と
詠
ん
で
い
る
の
が
、
な

る
ほ
ど
と
思
わ
れ
て
、
歌
の
姿
が
結
構
に
見
え
る
。

右

(

以
下
、
群
書
類
従
本
ノ
本
文
ニ
ヨ
ル)

の
歌
の
上
の
句
に
、｢

あ
は
ぬ
た
め
し
は
世
に
も
あ
れ
ど｣

な
ど
と
詠
ん

で
い
る
の
は
、
結
構
に
見
え
る
の
だ
が
、
末
の
句
に

｢

さ
や
契
り
つ
る｣

と

詠
ん
だ
あ
た
り
は
、
縁
語
な
ど
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に

詠
む
場
合
、｢

さ
や
つ
か
の
間
に｣

な
ど
、
縁
を
も
た
せ
る
こ
と
が
、
こ
の

ご
ろ
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
左
の
勝
と
す
る
。

�注
】
○
け
ふ
の
暮

｢

暮く
れ｣

は
、
恋
す
る
相
手
を
訪
れ
、
男
女
が
会
う
時
刻
で
あ
っ

た
。
○
よ
せ
あ
る
字

｢

よ
せ｣

は

｢

寄
せ｣

で
、
縁
。
縁
の
あ
る
文
字
。
縁
語
。

○
さ
や
つ
か
の
ま
に

源
俊
頼
の
歌
に

｢

な
き
か
げ
に
か
け
け
る
太た

刀ち

も
あ
る
も

の
を
さ
や
つ
か
の
ま
に
忘
れ
は
て
け
る｣

(『

散
木
奇
歌
集』

一
三
四
三
、『

金
葉

集』

五
七
五)

と
詠
ま
れ
る
。
こ
の
歌
は
、『

金
葉
集』

の
詞
書
に
は

｢

経
信
�

が
具
し
て
筑つ

く

紫し

に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
肥
後
守
盛
房
、
太
刀
の
あ
る
見
せ
ん
と

申
し
て
音
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
い
か
に
と
お
ど
ろ
か
し
た
り
け
れ
ば
、
忘
れ
た
る

や
う
に
申
し
た
り
け
れ
ば
よ
め
る｣

と
あ
り
、
呉
の
季
札
の
剣
を
好
ん
だ
徐
君
の

死
後
そ
の
墓
に
剣
を
懸
け
た
と
い
う

『

史
記』

の
故
事
を
取
り
入
れ
た
作
で
、

｢

さ
や
つ
か
の
ま
に｣

は

｢

鞘さ
や｣

と

｢

柄つ
か｣

を
掛
け
て

｢

太
刀｣

の
縁
語
に
仕
立

て
て
い
る
。

�考
察
】
こ
の
歌
合
の
伝
本
は
、『

平
安
朝
歌
合
大
成』

に
よ
る
と
甲
本
乙
本
の
二

系
統
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
も
つ
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
七
番
で
は
両
者

の
相
違
が
特
に
甚
だ
し
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
底
本
と
す
る
甲
本
系
統
の
幽
斎
書

写
本
で
は
、
判
詞
後
半
に
意
味
の
通
じ
難
い
部
分
が
多
い
。
そ
れ
で
そ
の
部
分
に

つ
い
て
は
乙
本
系
統
の
群
書
類
従
本
の
本
文
に
よ
っ
て

｢

通
釈｣

を
記
し
た
。

左
の
歌
は
、
約
束
が
ま
た
破
ら
れ
る
に
し
て
も
、
前
に
約
束
し
た
こ
ろ
の
言
葉

が
ま
た
聞
き
た
い
旨
を
詠
む
。
恋
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
者
の
心
理
の
一
面
を
よ

く
と
ら
え
た
作
で
あ
ろ
う
。

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈
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右
の
歌
は
、
頼
り
に
さ
せ
て
お
い
て
会
わ
な
い
例
は
よ
く
あ
る
が
、
会
う
は
ず

の
今
日
の
暮
れ
ま
で
、
そ
う
思
っ
て
約
束
し
た
か
と
恨
む
心
な
の
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
下
句
に
見
え
る
心
が
納
得
で
き
る
と
言

い
、
歌
の
姿
を

｢

よ
ろ
し
く｣

思
わ
れ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
上
句
の
表
現
は

｢

よ
ろ
し
く｣

見
え
る
と
す
る
が
、
下
句

に
不
満
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
下
句
に
対
す
る
判
詞
は
、
先
に

触
れ
た
と
お
り
、
甲
本
系
統
の
幽
斎
書
写
本
は
意
味
の
通
じ
難
い
部
分
が
多
い
た

め
、
乙
本
系
統
の
群
書
類
従
本
の
本
文
に
よ
っ
て
見
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
縁
語

の
工
夫
な
ど
が
ほ
し
い
旨
を
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

八
番

左
持

左
少
将
修
範
朝
臣

55

あ
す
か
川
淵
瀬
に
あ
ら
ぬ
なな
か
な
れ
ど

(
群
書
類
従)

が
れ
な
れ
ど
昨
日
た
の
め
て
今
日
は
か
は
り
ぬ

右

右
少
将
通
親
朝
臣

56

今
し
ば
し
空
だ
の
め
に
も
なな
ぐ
さ
ま
で

(

群
書
類
従)

ぐ
さ
め
て
思
ひ
た
え
ぬ
る
よ
ひ
の
玉
章

左
、
あ
す
か
川
に
よ
せ
て
昨
日
た
の
め
て
な
ど
い
へ
る
心
す
が
た
を
か
し
く

き
こ
ゆ
る
を
、
右
、
空
だ
の
め
に
も
なな
ぐ
さ
ま
で
と
お
き
て

(

群
書
類
従)

ぐ
さ
め
て
と
い
ひ
て
、
思
ひ
た
え
ぬ

る
よ
ひ
の
玉
づ
さ
と
い
へ
る
末
の
句
、
こ
と
に
よ
ろ
し
く
侍
る
な
り
。
但
、

左
も
上
下
あ
ひ
か
な
ひ
た
り
。
よ
り
て
持
と
す
。

�通
釈
】八

番

左
持

左
少
将
修
範
朝
臣

55

飛
鳥

あ

す

か

川
の
淵ふ

ち

瀬
と
違
っ
て
、
変
わ
ら
ぬ
仲

(

な
か
な
れ
ど
ノ
本
文
ニ
ヨ
ル)

と
思
っ
た
が

(

あ
の
人
は)
昨
日
頼

み
に
思
わ
せ
て
お
い
て
、
今
日
は
冷
た
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

右

右
少
将
通
親
朝
臣

56

も
う
少
し
し
た
ら
行
く
と
い
う
、
空
頼
め
の
文ふ

み

に
心
を
慰
め
て
待
ち
、
結
局
あ

き
ら
め
る
こ
と
に
な
っ
た
、
そ
の
宵
の
文

(

の
恨
め
し
さ)

よ
。

左
の
歌
は
、
飛
鳥

あ

す

か

川
に
寄
せ
て

｢

昨
日
た
の
め
て｣

な
ど
と
詠
ん
だ
心
と
姿

が
、
面
白
く
思
わ
れ
る
が
、
右
の
歌
は
、｢

空
だ
の
め
に
も
な
ぐ
さ
め
て｣

と
言
っ
て
、｢

思
ひ
た
え
ぬ
る
よ
ひ
の
玉
づ
さ｣

と
詠
ん
だ
下
の
句
が
、
特

に
結
構
だ
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、
左
の
歌
も
上
下
の
句
が
よ
く
適
合
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
持
と
す
る
。

�注
】
○
あ
す
か
川

飛
鳥

あ

す

か

川
。
大
和
の
国
の
歌
枕
。
今
の
奈
良
県
高
市
郡
明あ

日す

香か

村
を
流
れ
、
大
和
川
に
注
ぐ
。『

古
今
集』

の

｢

世
の
中
は
な
に
か
常
な
る
あ

す
か
川
き
の
ふ
の
淵
ぞ
け
ふ
は
瀬
に
な
る｣

(

九
三
三
、
よ
み
人
し
ら
ず)

な
ど

か
ら
、
淵
瀬
の
変
わ
り
や
す
い
例
、
さ
ら
に
人
の
世
の
変
わ
り
や
す
い
例
と
さ
れ

た
。
ま
た

｢

明あ

日す｣

を
掛
け
て

｢

昨
日

き

の

ふ｣
｢

今け

日ふ｣

と
縁
を
も
た
せ
て
詠
ま
れ
る

こ
と
も
多
い
。
○
な
が
れ
な
れ
ど

群
書
類
従
本
等
に

｢

な
か
な
れ
ど｣

と
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
仲
で
あ
る
が
の
意
に
解
し
た
い
。
○
空
だ
の
め

頼
み
に
な
ら

な
い
こ
と
を
頼
み
に
思
わ
せ
る
こ
と
。
○
な
ぐ
さ
め
て

『

平
安
朝
歌
合
大
成』

や

『

新
編
国
歌
大
観』

で
は

｢

な
ぐ
さ
め
で｣

と
読
ま
れ
る
。
ま
た
群
書
類
従
本

等
で
は

｢

な
ぐ
さ
ま
で｣

の
形
だ
が
、『

新
日
本
古
典
文
学
大
系』

や

『

和
泉
古

典
叢
書』

所
収
の

『

千
載
和
歌
集』

(

七
七
七)

の
歌
形
と
読
み
に
従
い
、｢

な
ぐ

さ
め
て｣

と
し
て

｢

通
釈｣

の
よ
う
に
一
応
解
し
て
お
く
。
○
思
ひ
た
え
ぬ
る

あ
き
ら
め
た
。
○
玉
章

た
ま
づ
さ
。
手
紙
。
便
り
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、『

古
今
集』

の

｢

あ
す
か
川｣

に
関
す
る
歌
、

世
の
中
は
な
に
か
常
な
る
あ
す
か
川
き
の
ふ
の
淵
ぞ
け
ふ
は
瀬
に
な
る

(

九

三
三)

な
ど
の
影
響
を
受
け
、
あ
す
か
川
の
淵
瀬
の
変
わ
り
や
す
さ
を
と
り
入
れ
、
ま
た

｢

あ
す｣

｢

き
の
ふ｣

｢

け
ふ｣

を
縁
語
と
し
て
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
、

あ
す
か
川
の
淵
瀬
と
異
な
り
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
仲
と
思
っ
た
が
、
恋
の
相
手

は
昨
日
頼
み
に
思
わ
せ
て
お
い
て
、
今
日
は
態
度
が
変
わ
っ
た
と
、
題
の

｢

臨
期

違
約
恋｣

に
合
う
歌
に
仕
立
て
て
い
る
。

右
の
歌
は
、
女
の
立
場
で
詠
ん
だ
作
と
思
わ
れ
る
。
今
し
ば
ら
く
し
た
ら
行
く

と
い
う
男
か
ら
の
空
頼
め
の
文ふ

み

に
、
心
を
慰
め
て
待
っ
た
あ
げ
く
、
あ
き
ら
め
る

結
果
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
嘆
く
作
意
と
見
て
お
く
。
か
な
り
多
く
の
事
柄
を
定
型

に
盛
り
こ
も
う
と
し
た
た
め
に
、
文
脈
が
た
ど
り
に
く
い
部
分
を
生
じ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。

『

八
代
集
抄』
で
は
、
一
首
の
第
三
句
を

｢

慰
め
で｣

と
し
て
、
次
の
よ
う
に

注
し
て
い
る
。

― 40― ( 40 )



日
比
は
来
ん
と
い
ひ
、
今
宵
と
成
て
変
改
の
玉
章
を
こ
せ
し
心
也
。
空
頼
め

な
が
ら
、
今
迄
実
と
思
ひ
て
慰
め
し
に
、
今
し
ば
し
慰
め
も
せ
で
、
う
き
変

改
の
文
哉
と
の
心
な
る
べ
し
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
の
歌
が
と
も
に
上
下
の
句
の
よ
く
相
応
じ
て
い
る
点
を

挙
げ
て
、
持
と
し
て
い
る
。

�備
考
】
八
番
右
歌
は

『

千
載
集』

(

七
七
七)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

九
番

左
勝

盛
方
朝
臣

57

そ
ま
河
の
あ
さ
か
ら
ず
こ
そ
契契
り
し
か

(

群
書
類
従)

り
し
に
な
ど
此
暮
を
引
き
た
が
ふ
ら
ん

右

親

宗

58

かか
へ
り
ぬ
と

(

群
書
類
従)

へ
り
ね
と
今
に
な
り
て
は
な
に
か
い
は
む
思
ひ
定
め
て
た
の
め
ま
し
か
ば

左
、
すす
が
た
詞
を
か
し
く
い
ひ
つ
づ
け
侍
り
。
杣
河
こ
の
く
れ
な
ど
や
、
い
ひ
な
ら
は
し
た
る
こ
と
な
ら
む
と
申

が
た
詞
は
を
か
し
き
を
、
杣
河
の
こ
の
暮
な
ど
や
い
ひ
な
が
し
た
る

事し
侍
り
し
を

(

群
書
類
従)

な
ら
む
と
申
し
侍
り
し
に
や
。
右
歌
、
す
ゑ
の
句
は
を
か
し
く
き
こ
ゆ
。

上
の
句
や
い
か
に
ぞ
思思
う
給
ふ
る
に
、
左
歌
も
さ
す
が
に
さ
し
て
そ
の
か
た
と
も
な
け
れ
ど
、
な
ほ
よ

う
給
ふ
る
。
左
の
そ
ま
川
さ
す
が
に
さ
し
て
其
歌
と

はし
あ
る
や
う
に
も
や
と
て

(

群
書
類
従)

な
け
れ
ど
も
、
猶
ゆ
ゑ
あ
る
に
や
と
て
勝
つ
べ
き
に
や
と
申
し
侍
り
し
に

や
。

�通
釈
】九

番

左
勝

盛
方
朝
臣

57

杣そ
ま

川
の

(

浅
く
な
い)

よ
う
に
、
浅
く
な
い
約
束
を
し
た
の
に
、
ど
う
し
て
こ

の
夕
暮
れ
の
会
う
約
束
を
破
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

右

親

宗

58

帰
っ
て
行
け
と
、
今
に
な
っ
て
は
、
ど
う
し
て
言
っ
て
よ
か
ろ
う
か
、

心

を
決
め
て
、
頼
り
に
思
わ
せ
た
の
な
ら
。

左
の
歌
は
、
姿
や
言
葉
は
面
白
く
思
わ
れ
る
が
、｢

杣そ
ま

川｣

の
縁
で

｢

こ
の

暮
れ

(

榑く
れ)｣

な
ど
と
言
う
の
は
言

(

い
い
な
ら
は
し
た
る
ノ
本
文
ニ
ヨ
ル)

い
古
さ
れ
た
表
現
だ
ろ
う
と
申
し
ま
し

た
か
と
思
い
ま
す
。
右
の
歌
は
、
下
の
句
は
面
白
く
思
わ
れ
る
。
が
、
上
の

句
は
ど
う
か
と
思
い
ま
す
。
左
の
杣
川
の
歌
も
、
さ
す
が
に
特
に
よ
い
歌
と

い
う
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
が
、
や
は
り
風
情
が
あ
り
そ
う
な
の
で
勝
る
と
す

べ
き
か
と
申
し
ま
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

�注
】
○
そ
ま
河

杣そ
ま

川
。
山
か
ら
切
り
出
し
た
材
木
を
流
し
下
す
川
。
こ
の
場

合

｢

そ
ま
川
の｣

は
、
後
の

｢

浅
か
ら
ず｣

を
導
く
枕
詞
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。
○
暮

暮
れ
。
同
音
の

｢

榑く
れ｣

(

皮
の
つ
い
た
ま
ま
の
材
木)

か
ら

｢

そ

ま
川｣

の
縁
語
に
な
る
。
○
引
き
た
が
ふ

約
束
を
破
る
。
相
手
の
心
を
裏
切
る
。

｢

引
き｣

は

｢

そ
ま｣

の
縁
語
と
も
見
ら
れ
る
。
○
か
へ
り
ね

｢

ね｣

は
助
動
詞

｢

ぬ｣

の
命
令
形
。

�考
察
】
こ
の
九
番
の
本
文
は
、
前
の
七
番
の
場
合
と
同
様
、
甲
本
系
と
乙
本
系

で
異
な
る
部
分
が
多
い
。
け
れ
ど
も
右
歌
の
第
一
句
の

｢

か
へ
り
ね｣

(

甲
本)

と

｢

か
へ
り
ぬ｣

(

乙
本)

と
の
相
違
、
ま
た
判
詞
前
半
の

｢

い
ひ
な
が
し
た
る｣

(

甲
本)

と

｢

い
ひ
な
ら
は
し
た
る｣

(

乙
本)

と
の
相
違
の
二
点
を
別
に
す
れ
ば
、

意
味
の
上
で
は
大
差
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
相
違
す
る
二
点
に

つ
い
て
は
、
文
脈
上

｢

か
へ
り
ね｣

(

甲
本)

、｢

い
ひ
な
ら
は
し
た
る｣

(

乙
本)

が
妥
当
か
と
見
え
る
の
で
、
そ
の
見
方
に
よ
っ
て

｢

通
釈｣

を
記
し
た
。

左
の
歌
は
、
浅
か
ら
ず
契
っ
た
の
に
、
こ
の
夕
暮
に
会
う
約
束
を
ど
う
し
て
破

る
の
か
と
詠
む
。
修
辞
技
巧
と
し
て
は
、｢

そ
ま
河
の｣

を

｢

浅
か
ら
ず｣

の
枕

詞
の
よ
う
に
用
い
、
ま
た

｢

そ
ま
河｣

の
縁
語
と
し
て

｢

暮く
れ｣

(

榑く
れ)

な
ど
の
語

を
用
い
た
と
見
ら
れ
る
。

右
の
歌
は
、
会
わ
ず
帰
れ
と
今
に
な
っ
て
言
っ
て
よ
い
も
の
か
、
す
で
に
心
を

決
め
て
頼
り
に
思
わ
せ
た
の
な
ら
ば
、
と
相
手
の
変
心
を
嘆
く
心
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
は
左
歌
の
よ
う
な
修
辞
技
巧
を
用
い
ず
、
よ
り
端
的
な
詠
み
様
で
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
姿
言
葉
の

｢

を
か
し
き｣

こ
と
を
認
め

る
が
、｢

そ
ま
河｣

と

｢

暮く
れ｣

(

榑く
れ)

の
縁
語
仕
立
て
は
詠
み
古
さ
れ
た
趣
向
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
下
の
句
は

｢

を
か
し
く｣

思
わ
れ
る
が
、
上
の
句
は
い
か

が
な
も
の
か
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
上
の
句
が
あ
ま
り
に
も
端
的
な
詠
み

様
で
、
風
情
に
乏
し
い
と
い
う
批
判
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
視
点
か
ら

左
の
勝
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

�備
考
】
九
番
左
歌
は

『

千
載
集』

(

七
七
八)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈
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十
番

左
持

季

広

59

て
る
月
の
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ず
契
り
し
は
空
だ
の
め
と
も
け
ふ
こ
そ
は
し
れ

右

仲

綱

60

此
く
れ
と
た
の
め
し
い
も
が
玉
章
の
も
じ
ば
か
り
こ
そ
今
も
か
は
ら
ね

左
歌
、
す
が
た
詞
お
も
し
ろ
く
、
歌
合
の
歌
と
い
ひ
つ
べ
し
。
右
歌
、
心
い

と
を
か
し
。
文
字
ば
か
り
こ
そ
今
も
か
は
ら
ね
と
い
へ
る
、
いい
ま
も
の
詞

(

書
陵
部

ま
も
詞
尤
も

よ本
等)

ろ
し
く
き
こ
ゆ
。
但
、
か
れ
是
を
通
は
し
な
ぞ
ら
へ
て
、
持
と
し
を
は
り

ぬ
。

�通
釈
】十

番

左
持

季

広

59

並
々
で
な
く
確
か
に

(

会
う
こ
と
を)

約
束
し
た
の
だ
が
、
あ
れ
は
空
頼
め
だ
っ

た
と
、
今
日
は
思
い
知
っ
た
の
で
す
。

右

仲

綱

60

こ
の
夕
暮
れ
に
会
う
と
、
頼
り
に
思
わ
せ
た
彼
女
の
、
そ
の
手
紙
の
文
字
ば
か

り
が
、
今
も
変
わ
ら
ず
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

左
の
歌
は
、
姿
や
言
葉
が
面
白
く
、
歌
合
の
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
作
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
右
の
歌
は
、
心
が
大
層
面
白
い
。｢

文
字
ば
か
り
こ
そ
今
も
か

は
ら
ね｣

と
詠
ん
で
い
る
、
そ
の

｢

今
も｣

の
言
葉
が
い
か
に
も
結
構
に
思

わ
れ
る
。
た
だ
し
、
左
右
の
歌
を
あ
え
て
並
べ
て
置
い
て
み
て
、
持
と
判
定

し
た
。

�注
】
○
て
る
月
の
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ず

｢

て
る
月
の｣

を
枕
詞
風
に
前
に
置
き
、

｢

お
ぼ
ろ
け
な
ら
ず｣
(

並
々
で
な
く
、
の
意)

と
言
っ
て
い
る
。
一
体

｢

お
ぼ
ろ

け
な
り｣

は
、
程
度
が
普
通
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
の
に
対
し
て
、｢

お
ぼ
ろ
げ

な
り｣

は
、
月
が
ぼ
ん
や
り
見
え
る
様
子
を
表
わ
し
、
両
者
は
別
の
言
葉
で
あ
る

が
、
形
が
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
和
歌
で
は
両
者
を
関
連
さ
せ
て
言
う
こ
と
が

行
わ
れ
た
。『

源
氏
物
語』

花
宴
の
巻
に
も

｢

深
き
夜
の
あ
は
れ
を
知
る
も
入
る

月
の
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ぬ
契
り
と
ぞ
思
ふ｣

の
一
首
が
見
え
る
。
○
空
だ
の
め

語

意
は
八
番
の

｢

注｣

参
照
。
こ
こ
で
は

｢

月｣

の
縁
語
。
○
い
も

女
性
を
親
し

み
の
心
で
言
う
語
。
こ
こ
で
は
恋
の
相
手
の
女
性
。
○
歌
合
の
歌

歌
合
の
場
に

ふ
さ
わ
し
い
歌
。
関
路
落
葉
三
番
の

｢

考
察｣

参
照
。

�考
察
】
左
の
歌
は
、
並
々
で
な
い
堅
い
約
束
を
し
た
と
思
っ
た
が
、
空
頼
め
だ
っ

た
と

(

約
束
の
破
ら
れ
た)

今
日
思
い
知
っ
た
と
の
心
で
あ
る
。
初
句
の

｢

て
る

月
の｣

は

｢

お
ぼ
ろ
け
な
ら
ず｣

に
枕
詞
風
に
冠
し
た
修
飾
語
だ
が
、
下
句
の

｢

空
だ
の
め｣

と
縁
語
関
係
で
生
か
さ
れ
、
ま
た
一
首
の
お
お
ら
か
な
声
調
を
導

い
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
か
と
思
う
。

右
の
歌
も
同
様
の
内
容
だ
が
、
こ
れ
は
こ
の
暮
れ
に
会
う
と
約
束
し
た
手
紙
の

文
字
だ
け
が
今
も
変
わ
ら
な
い
と
詠
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
手
紙
の
主
の
態
度
が
今

は
変
わ
っ
た
こ
と
を
表
わ
す
。
そ
う
い
う
発
想
の
面
白
さ
に
特
長
の
あ
る
作
で
あ

ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
姿
言
葉
が

｢

お
も
し
ろ
く｣

と
言

う
。
こ
れ
は
先
に
触
れ
た
よ
う
な

｢

て
る
月
の｣

を

｢

空
だ
の
め｣

に
対
応
さ
せ

た
点
な
ど
を
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

｢

歌
合
の
歌｣

に
ふ
さ
わ
し
い
と
も
評

す
る
。｢

歌
合
の
歌｣

に
関
し
て
は
、
関
路
落
葉
三
番
の
と
こ
ろ
で
考
え
て
お
い

た
が
、
左
歌
の
場
合
も
そ
の
お
お
ら
か
な
詠
み
様
に
注
目
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
よ

う
に
思
う
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、｢

心
い
と
を
か
し｣

と
言
う
。
そ
の
発
想
の
面
白
さ
に
注

目
し
た
批
評
で
あ
ろ
う
。

○
作
者
一
覧
○

ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
作
者
の
歌
の
見
え
る
番
数
を
示
す
。

○

作
者
名
に
付
し
た
傍
線
は
、『

住
吉
社
歌
合』

の
作
者
で
も
あ
る

こ
と
を
示
す
。

１

公
通

き
ん
み
ち

藤
原
公
通
。
権
中
納
言
通
季
の
子
。
正
二
位
按
察
使
権
大

納
言
に
至
る
。
一
一
一
七
―
一
一
七
三
。

１

俊
成

と
し
な
り

し
ゅ
ん
ぜ
い

藤
原
俊
成
。
権
中
納
言
俊
忠
の
子
。
早
く
葉
室
顕
頼
の
養

子
に
な
り
、
名
を
顕
広
と
言
っ
た
が
、
の
ち
本
流
に
復
し
て
俊
成
と
改
名
。

正
三
位
非
参
議
皇
太
后
宮
大
夫
に
至
る
。
一
一
七
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
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
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す
。
一
一
一
四
―
一
二
〇
四
。

２

実
定

さ
ね
さ
だ

藤
原

(

徳
大
寺)

実
定
。
父
は
右
大
臣
公き

ん

能よ
し

、
母
は
俊
成

の
姉
。
正
二
位
左
大
臣
に
至
る
。
家
集

『

林
下
集』

。
一
一
三
九
―
一
一
九

一
。

２

重
家

し
げ
い
え

藤
原
重
家
。
左
京
大
夫
顕
輔
の
子
。
兄
弟
に
清
輔
、
季
経

が
い
る
。
非
参
議
従
三
位
太
宰
大
弍
に
至
る
。
家
集

『

重
家
集』

。
一
一
二

八
―
一
一
八
〇
。

３

隆
季

た
か
す
え

藤
原
隆
季
。
中
納
家
成
の
子
で
、
顕
季
の
曽
孫

正
二
位

権
大
納
言
に
至
る
。
一
一
二
七
―
一
一
八
五
。

３

清
輔

き
よ
す
け

藤
原
清
輔
。
左
京
大
夫
顕
輔
の
子
。
官
位
に
恵
ま
れ
ず
、

正
四
位
下
、
太
皇
太
后
宮
大
進
に
終
わ
る
が
、
六
条
藤
家
の
歌
学
を
大
成
、

『

奥
義
抄』

『

袋
草
紙』

等
を
残
す
。
家
集

『

清
輔
集』

。
一
一
〇
四
―
一
一

七
七
。

４

実
房

さ
ね
ふ
さ

藤
原
実
房
。
内
大
臣
公
教
の
子
。
正
二
位
左
大
臣
に
至
る
。

一
一
四
七
―
一
二
二
五
。

４

実
家

さ
ね
い
え

藤
原
実
家
。
右
大
臣
公
能
の
子
。
実
定
の
弟
。
正
二
位
大

納
言
に
至
る
。
家
集

『

実
家
集』

。
一
一
四
五
―
一
一
九
三
。

５

実
国

さ
ね
く
に

藤
原
実
国
。
内
大
臣
公
教
の
子
。
正
二
位
権
大
納
言
に
至

る
。
家
集

『

実
国
集』

。
一
一
四
〇
―
一
一
八
三
。

５

頼
政

よ
り
ま
さ

源
頼
政
。
兵
庫
頭
仲
正
の
子
。
従
三
位
に
至
る
。
武
将
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
。

６

実
綱

さ
ね
つ
な

藤
原
実
綱
。
右
大
臣
公
教
の
子
。
正
三
位
権
中
納
言
に
至

る
。
一
一
二
六
―
一
一
八
〇
。

６

隆
房

た
か
ふ
さ

藤
原
隆
房
。
権
大
納
言
隆
季
の
子
。
正
二
位
権
大
納
言
に

至
る
。
家
集

『

隆
房
集』

。
一
一
四
八
―
一
二
〇
九
。

７

実
守

さ
ね
も
り

藤
原
実
守
。
右
大
臣
公
能
の
子
。
実
定
、
実
家
の
弟
。
従

二
位
権
中
納
言
に
な
る
。
一
一
四
七
―
一
一
八
五
。

７

隆
信

た
か
の
ぶ

藤
原
隆
信
。
皇
后
宮
少
進
為
経

(

寂
超)

の
子
。
母
の
美

福
門
院
加
賀
は
の
ち
俊
成
と
再
婚
。
右
京
権
大
夫
な
ど
に
な
る
。
似に
せ

絵え

の
名

手
で
も
あ
っ
た
。
家
集

『

隆
信
集』

。
一
一
四
二
―
一
二
〇
五
。

８

修
範

な
が
の
り

藤
原
修
範
。
少
納
言
通
憲

(

信
西)

の
子
。
正
三
位
左
京

大
夫
に
至
る
。
一
一
四
三
―
一
一
八
三
没
か
。

８

通
親

み
ち
ち
か

源
通
親
。
内
大
臣
雅
通
の
子
。
正
二
位
内
大
臣
に
至
る
。

『

高
倉
院
厳
島
御
幸
記』

等
の
作
も
残
す
。
一
一
四
九
―
一
二
〇
二
。

９

盛
方

も
り
か
た

藤
原
盛
方
。
中
納
言
顕
時
の
子
。
中
宮
大
進
、
出
羽
守
に

な
る
。
歌
林
苑
の
会
衆
。
一
一
三
七
―
一
一
七
八
。

９

親
宗

ち
か
む
ね

平
親
宗
。
贈
左
大
臣
時
信
の
子
。
建
春
門
院
滋
子
の
異
母

弟
。
正
二
位
中
納
言
に
至
る
。
家
集

『

親
宗
集』

。
一
一
四
四
―
一
一
九
九
。

10

季
広

す
え
ひ
ろ

源
季
広
。
木
工
権
守
季
兼
の
子
。
下
野
守
に
な
る
。
生
没

年
未
詳
。

10

仲
綱

な
か
つ
な

源
仲
綱
。
源
三
位
頼
政
の
子
。
伊
豆
守
な
ど
に
な
っ
た
が
、

宇
治
川
の
戦
い
に
敗
れ
、
父
と
と
も
に
自
害
し
た
。
一
一
二
六
―
一
一
八
〇
。

『

建
春
門
院
北
面
歌
合』

注
釈
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