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⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
、
う
る
は
し
く
言
ひ
流
し
た
り
⽜
攷

―
⽝
西
行
上
人
談
抄
⽞
に
お
け
る
⽛
四
条
大
納
言
⽜
の
発
言
を
め
ぐ
っ
て

―

木

谷

満

一

は
じ
め
に

⽝
西
行
上
人
談
抄
⽞（
以
下
、
本
書
と
呼
ぶ
）
は
、
西
行
の
言
談
を
、
彼
の
伊

勢
在
住
時
代
（
治
承
四
年
〔
一
一
八
〇
〕
～
文
治
六
年
〔
一
一
八
六
〕）
の
弟
子
・

蓮
阿
が
、
嘉
禄
・
安
貞
（
一
二
二
五
～
一
二
二
八
）
の
頃
に
一
書
に
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る⚑
。
西
行
自
身
の
歌
論
・
歌
学
書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
間
接

的
に
で
は
あ
る
も
の
の
、
彼
の
和
歌
観
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
書
物
と
し
て
、

注
目
さ
れ
て
き
た
。

本
書
に
は
、
西
行
の
語
っ
た
と
さ
れ
る
作
歌
の
心
得
や
秀
歌
例
、
和
歌
説
話

な
ど
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
和
歌
説
話
の
一
つ
に
、
藤
原
高
遠
の
歌
道

執
心
を
語
る
、
以
下
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

病
床
の
⽛
四
条
大
納
言⚒
⽜
の
も
と
に
、
正
装
を
し
た
⽛
大
弐
高
遠
の
三
位
⽜

が
現
れ
、
そ
れ
を
見
た
ほ
か
の
見
舞
い
客
た
ち
は
、⽛
高
遠
⽜
の
正
装
を
見
咎
め

る
。
一
方
⽛
四
条
大
納
言
⽜
は
、⽛
高
遠
⽜
の
来
訪
も
、
き
っ
と
見
舞
い
の
た
め

で
あ
ろ
う
と
思
い
つ
つ
、
臥
し
な
が
ら
対
面
す
る
が
、⽛
高
遠
⽜
は
見
舞
い
の
言

葉
を
一
切
口
に
せ
ず
、
自
ら
の
歌
に
つ
い
て
話
し
始
め
る
。
す
な
わ
ち
、
自
身

の
歌
と
貫
之
の
歌
と
を
比
較
し
、
一
、
二
度
口
ず
さ
ん
だ
と
き
に
は
、
自
分
の

歌
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
に
、
四
、
五
度
口
ず
さ
む
と
、
貫
之
の

歌
の
方
が
格
段
に
優
れ
て
い
る
、
と
言
い
、
そ
の
理
由
を
⽛
四
条
大
納
言
⽜
に

尋
ね
る
の
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
次
の
二
首
の
優
劣
で
あ
る
。

逢あ
ふ

坂さ
か

の
関せ
き

の
清し

水
に
か
げ
見み

え
て
今い
ま

や
引ひ

く
ら
ん
も
ち
月
の
駒こ
ま

（
貫
之
）

逢あ
ふ

坂さ
か

の
関せ
き

の
岩い
は

か
ど
踏ふ

み
な
ら
し
山
立た

ち
出い

づ
る
き
り
は
ら
の
駒こ
ま（
高
遠⚓
）

⽛
四
条
大
納
言
⽜
は
、
抱
き
起
こ
さ
れ
て
座
り
、
涙
を
落
と
し
な
が
ら
高
遠
の

歌
道
執
心
を
誉
め
た
う
え
で
、
こ
の
二
首
を
二
、
三
度
吟
詠
し
、
次
の
よ
う
に

答
え
る
。

貫
之
が
哥
は
、
①
さ
せ
る
詞こ

と
ば

の
寄よ

せ
も
な
く
、
う
る
は
し
く
言い

ひ
流な

が

し
た

り
。
御
哥
は
、⽛
関せ
き

の
岩い
は

か
ど
踏ふ

み
な
ら
し
⽜
と
言い

ふ
よ
り
、⽛
山
立た

ち
出い

づ
る
き
り
は
ら
の
駒こ
ま

⽜
と
言い

ふ
ま
で
、
②
詞こ

と
ば

の
寄よ

せ
巧た

く

み
な
る
ゆ
ゑへ

に
、

貫
之
が
哥
に
は
劣お

と

り
て
候
ふㅡ

な
り
。（
傍
線
と
番
号
は
稿
者
。
以
下
同
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じ
。）

こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
⽛
詞
の
寄
せ
⽜
と
は
、⽛
縁
語
⽜
を
中
心
と
し
た
修
辞
法

の
こ
と
で
あ
る⚔
。
す
な
わ
ち
、
高
遠
詠
は
、
そ
の
よ
う
な
⽛
詞
の
寄
せ
⽜
が
巧

み
で
あ
る
た
め
に
、
た
い
し
た
⽛
詞
の
寄
せ
⽜
も
な
く
⽛
う
る
は
し
く
言
ひ
流

し
⽜
た
貫
之
詠
に
劣
る
（
①
・
②
）、
と
判
じ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

こ
の
答
え
に
納
得
し
た
⽛
高
遠
⽜
は
、
結
局
、
見
舞
い
の
言
葉
を
口
に
し
な
い

ま
ま
帰
る
。
一
方
、⽛
四
条
大
納
言
⽜
は
、⽛
高
遠
⽜
の
帰
っ
た
後
、
彼
の
正
装

は
和
歌
談
義
の
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
と
評
す
る
。
す
る
と
翌
日
、⽛
高
遠
⽜
は
略

装
で
現
れ
、
今
度
は
中
へ
も
入
ら
ず
、
見
舞
い
の
言
葉
だ
け
を
伝
え
て
帰
っ
て

行
く
。
そ
れ
を
見
た
人
々
は
、
前
日
の
正
装
は
、
本
当
に
和
歌
談
義
の
た
め
で

あ
っ
た
の
だ
と
知
る
。

二

問
題
の
所
在

こ
の
話
は
、
和
歌
談
義
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
正
装
を
し
た
と
い
う
、⽛
高
遠
⽜

の
数
寄
の
行
為
を
語
る
点
に
中
心
が
あ
る
。
本
書
で
は
、
こ
の
話
の
後
に
、
橘

為
仲
の
数
寄
の
話

―
陸
奥
下
向
の
途
中
、
歌
枕
で
あ
る
白
河
の
関
を
通
る

際
に
、
わ
ざ
わ
ざ
狩
衣
、
指
貫
を
取
り
出
し
て
身
に
付
け
た

―
を
配
し
て
お

り
、⽛
和
歌
正
装
論
⽜と
で
も
い
う
べ
き
テ
ー
マ
の
話
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
説
話
の
⽛
四
条
大
納
言
⽜
は
、⽛
高
遠
⽜
の
数
寄
を
称
揚
す
る

た
め
の
人
物
で
あ
り
、
い
わ
ば
脇
役
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
本
書
の
研
究
史

に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
脇
役
で
あ
る
⽛
四
条
大
納
言
⽜
の
方
が
、

注
目
を
集
め
て
き
た
。
そ
れ
は
、
本
書
の
発
話
者
で
あ
る
⽛
上
人⚕
⽜
が
、
上
述

の
為
仲
の
数
寄
の
話
を
語
っ
た
後
で
、
改
め
て
こ
の
⽛
四
条
大
納
言
⽜
の
発
言

に
言
及
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

抑
哥
は
、
先さ
き

に
言い

ひ
つ
る
両
首
の
哥
の
沙さ

汰た

に
て
心
得え

つㅡ

べ⚖
し
。
貫
之
が

哥
の
や
う
に
、
③
さ
せ
る
詞こ

と
ば

の
寄よ

せ
も
な
く
、
言い

ひ
流な

が

す
べ
し
。

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
③
で
、⽛
四
条
大
納
言
⽜
の
①
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
、

そ
の
結
論
を
肯
定
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
箇
所
に
基
づ
い
て
、
西
行
も

⽛
詞
の
寄
せ
⽜
の
な
い
歌
を
理
想
と
し
た
、
と
見
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
石
津

純
道
氏⚗
は
、
こ
の
③
を
含
む
一
節
を
引
か
れ
、⽛
詞
の
寄
せ
⽜
に
つ
い
て
、

其
の
巧
な
る
を
斥
け
て
唯
言
ひ
流
し
た
方
が
よ
い
と
す
る
所
に〔
西
行
ノ
〕

平
明
率
直
で
自
由
な
表
現
を
重
ん
ず
る
態
度
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
評
さ
れ
た
。
ま
た
、
錦
仁
氏⚘
は
、⽛
公
任
の
歌
評
説
話
⽜
に
、
技
巧
を
評
価
す

る
も
の
と
批
判
す
る
も
の
と
い
う
、⽛
性
格
・
内
容
の
異
な
る
二
種
類
⽜
の
存
在

を
指
摘
さ
れ
た
う
え
で
、
③
以
下
に
つ
い
て
、

西
行
も
貫
之
詠
の
ご
と
き
、
言
葉
を
巧
ま
な
い
麗
し
く
自
然
な
流
れ
を
喚

起
す
る
表
現
を
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
。

と
説
か
れ
た
。
両
氏
と
も
、⽛
上
人
⽜の
発
言
③
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
入
れ
、

そ
れ
が
西
行
の
秀
歌
観
を
示
し
て
い
る
と
の
理
解
を
示
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
一
見
、
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。⽛
四
条
大
納
言
⽜

は
、
貫
之
詠
の
長
所
を
述
べ
る
べ
き
箇
所
で
、⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
、
う

る
は
し
く
言
ひ
流
し
た
り
⽜
と
い
っ
て
お
り
、⽛
上
人
⽜
も
そ
れ
を
受
け
て
、⽛
貫

之
が
哥
の
や
う
に
、
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
、
言
ひ
流
す
べ
し
⽜
と
述
べ
て

い
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
限
り
、西
行
が
、言
葉
の
巧
み
さ
を
避
け
、⽛
平
明
率
直
⽜

で
⽛
麗
し
く
自
然
な
流
れ
⽜
の
歌
を
庶
幾
し
た
と
す
る
理
解
に
、
問
題
と
す
べ

き
点
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
面
的
に
い
く
ら
文
意
が
通
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
の
中
身
が
実
際
の
和
歌
批
評
の
あ
り
方
と
相
容
れ
な
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か
っ
た
り
、
批
評
内
容
が
対
象
と
な
る
和
歌
の
実
態
と
齟
齬
し
て
い
た
り
す
れ

ば
、
適
切
な
評
言
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
評
言
を
、
そ
の
ま
ま

西
行
の
秀
歌
観
と
結
び
付
け
る
の
は
危
険
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、⽛
四
条
大
納
言
⽜
の
発
言
①
・⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な

く
、
う
る
は
し
く
言
ひ
流
し
た
り
⽜
を
取
り
上
げ
、
こ
の
発
言
自
体
の
適
否
を

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

三

本
説
話
の
虚
構
性

ま
ず
、
議
論
の
前
提
と
し
て
、
本
説
話
の
虚
構
性
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ

う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
糸
賀
き
み
江
氏⚙
の
指
摘
が
早
い
。
糸
賀
氏
は
、

公
任
と
高
遠
の
年
齢
関
係
を
挙
げ
、

実
際
に
は
、
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
高
遠
が
六
十
五
歳
で
没
し
た
時
、

公
任
は
四
十
八
歳
の
壮
年
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
現
実
に

あ
り
え
た
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

と
説
か
れ
た
。
公
任
は
、
長
久
二
年
（
一
〇
四
一
）
に
七
十
六
歳
で
没
し
て
お

り
、
そ
こ
か
ら
逆
算
し
て
、
生
年
は
康
保
三
年
（
九
六
六
）
と
見
ら
れ
る10
。
一

方
、
高
遠
の
没
年
は
、
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
で
あ
る11
が
、
こ
の
長
和
二
年

は
、
先
の
糸
賀
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
公
任
四
十
八
歳
の
年
に
当
た
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
糸
賀
氏
の
疑
問
は
妥
当
な
も
の
と
い

え
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
そ
の
後
、
久
保
田
淳
氏12
、
神
山
重
彦
氏13
に
よ
っ

て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
神
山
氏
は
、
問
題
の
二
首
が
、⽝
拾
遺
和
歌

集
⽞
に
連
続
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と14
、
及
び
、
本
書
以
前
に
、
こ
の
話
を

伝
え
る
も
の
が
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
本
説
話
が
、⽝
拾
遺
和
歌
集
⽞
に
並

ぶ
二
首
を
基
に
し
て
、⽛
平
安
時
代
も
末
期
に
な
っ
て
か
ら
形
を
と
と
の
え
た

説
話
で
あ
ろ
う
⽜
と
の
見
方
を
示
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
説
話
を
虚
構
と
見
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
の
一

方
で
、
こ
の
話
を
事
実
に
基
づ
く
も
の
と
見
る
立
場
も
あ
る
。
杉
本
ま
ゆ
子
氏15

は
、⽛
説
話
は
説
話
ゆ
え
、
誇
張
さ
れ
た
部
分
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、幾
ば
く
か
の
現
実
を
含
ん
で
い
る
物
と
し
て
考
え
⽜

る
と
さ
れ
た
う
え
で
、
本
説
話
に
つ
い
て
、

拾
遺
抄
に
二
首
並
べ
て
収
め
ら
れ
た
故
に
生
ま
れ
た
説
話
の
可
能
性
も
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
公
任
の
言
説
と
見
な
し
て
お
き
た
い
。
拾
遺
抄
に
高

遠
・
貫
之
の
順
で
掲
げ
ら
れ
て
い
れ
ば
自
ず
と
高
遠
は
評
価
を
気
に
す
る

で
あ
ろ
う
し
、
撰
者
で
従
弟
の
公
任
に
尋
ね
る
と
い
う
の
は
自
然
で
あ
ろ

う
。

と
説
か
れ
る
。
確
か
に
、
問
題
の
二
首
は
公
任
撰
の
⽝
拾
遺
抄
⽞
に
も
並
べ
ら

れ
て
お
り16
、
高
遠
が
そ
の
撰
歌
意
図
を
尋
ね
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
れ

ば
、
実
際
に
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
ま
た
、
中
川
博
夫
氏17
は
、
本
説
話

の
⽛
公
任
の
両
首
に
対
す
る
優
劣
の
判
断
理
由
の
内
容
⽜
が
、⽛
一
応
⽝
新
撰
髄

脳
⽞
に
窺
わ
れ
る
公
任
の
考
え
方
に
合
致
す
る
⽜
と
さ
れ
た
う
え
で
、
本
説
話

に
つ
い
て
、

あ
る
い
は
実
話
で
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
く
、
高
遠
と
公
任
と
い
う
従

兄
弟
同
士
の
、
和
歌
に
執
着
す
る
好
き
者
ぶ
り
が
窺
わ
れ
る
。

と
説
か
れ
る
。
中
川
氏
は
こ
こ
で
、
本
説
話
が
実
話
で
あ
っ
た
と
明
言
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
時
に
、
実
話
で
あ
っ
た
可
能
性
を
完
全
に
否
定
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
話
の
大
本
が
実
話
で
あ
っ
た
、
と

い
う
可
能
性
ま
で
含
め
れ
ば
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
、
そ
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の
一
方
で
、
問
題
の
発
言
が
実
在
の
公
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
、
見
通
し
を
持
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ

の
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
⽛
詞
の
寄
せ
⽜
と
い
う
用
語
で
あ
る
。

渡
部
泰
明
氏18
は
、
本
説
話
の
虚
構
性
の
問
題
と
は
全
く
別
に
、⽛
よ
せ
⽜
と
い

う
用
語
の
使
用
例
を
広
く
見
渡
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。

⽛
よ
す
⽜
と
い
う
動
詞
に
よ
っ
て
和
歌
を
注
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
古
く

か
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、⽛
よ
せ
⽜
と
い
う
名
詞
形
、
ま
し
て
⽛
こ
と
ば
の

よ
せ
⽜
と
い
う
限
定
さ
れ
た
形
で
は
、
西
行
の
こ
ろ
ま
で
の
歌
学
書
・
注

釈
書
に
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
指
摘
に
従
え
ば
、⽛
詞
の
寄
せ
⽜
と
い
う
用
語
が
歌
学
書
・
注
釈
書
に
現

れ
る
の
は
、⽛
西
行
の
こ
ろ
⽜、
す
な
わ
ち
平
安
時
代
末
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

実
際
、
公
任
の
⽝
和
歌
九
品
⽞
や
⽝
新
撰
髄
脳
⽞
に
も
⽛
詞
の
寄
せ
⽜
と
い
う

用
語
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
渡
部
氏
は
、
歌
合
判
詞
に
つ
い
て
も
⽛
あ
ま
り

古
い
用
例
は
現
存
し
な
い
⽜
と
さ
れ
た
う
え
で
、

名
詞
形
⽛
よ
せ
⽜
の
例
で
は
、
藤
原
俊
成
の
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）

⽝
住
吉
社
歌
合
⽞
の
判
詞
中
の
も
の
が
早
い
。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
本
説
話
の
⽛
四
条
大
納
言
⽜
の
発
言
を

考
え
る
際
に
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
安
時
代
末
期

の
俊
成
以
前
に
、
名
詞
形
の
⽛
よ
せ
⽜
の
使
用
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

平
安
時
代
中
期
の
公
任
が
、⽛
詞
の
寄
せ
⽜
と
い
う
用
語
を
も
っ
て
、
和
歌
の
優

劣
を
判
じ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、⽛
詞
の
寄
せ
⽜
と
い
う
用
語
は
、
平

安
時
代
末
期
の
説
話
作
者
が
、当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
言
葉
を
取
り
込
ん
で⽛
四

条
大
納
言
⽜
に
語
ら
せ
た
虚
構
の
文
言
と
見
る
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
発
言
の
適
否
を
測
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
平
安
時
代
末
期
の
和
歌
批

評
の
例
と
比
べ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
平
安
時
代
末
期
は
、
西
行

の
生
き
た
時
代
で
も
あ
り
、
そ
の
頃
の
用
例
と
比
べ
る
こ
と
は
、
本
書
の
⽛
上

人
⽜
が
、
こ
の
発
言
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
を
考
え
る
た
め
に
も
、
有
効

な
比
較
と
な
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
以
下
の
議
論
に
お
い
て
は
、
平
安
時
代
末

期
の
用
例
を
中
心
に
し
て
検
討
し
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
用
例
が
限
ら
れ

る
の
で
、
一
部
そ
の
前
後
の
時
代
の
も
の
も
参
照
す
る
こ
と
に
す
る
。

四
⽛
さ
せ
る
～
な
く
、
～
⽜

ま
ず
、
発
言
全
体
の
大
枠
で
あ
る
、⽛
さ
せ
る
～
な
く
、
～
⽜
と
い
う
表
現
に

つ
い
て
見
よ
う
。

⽛
さ
せ
る
～
な
く
、
～
⽜
と
い
う
表
現
に
は
、
前
段
と
後
段
と
の
間
に
、
逆
接

の
接
続
助
詞
な
ど
が
な
く
、
そ
の
ま
ま
読
む
と
、
前
段
と
後
段
に
、
同
傾
向
の

文
言
が
配
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
段
が
肯
定
的
な
内
容
で

あ
れ
ば
後
段
も
肯
定
的
な
内
容
、
前
段
が
否
定
的
な
内
容
で
あ
れ
ば
後
段
も
否

定
的
な
内
容
が
並
ぶ
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
を
、
実
際
の
和
歌
批
評
の
例
で
確

か
め
て
み
よ
う
。

一
番

左

俊
頼
朝
臣

か
ぎ
り
あ
り
て
い
そ
ぎ
た
ち
ぬ
る
い
ほを

の
う
ち
に
た
れ
を
た
の
む
の
か
り

し
た
ふ
ら
ん

（
一
）

右
勝

定
信

む
さ
し
野
に
た
び
ね
す
る
夜よ

の
さ
び
し
き
に
た
の
む
の
か
り
の
な
く
ぞ
う

れ
し
き

（
二
）

さ
き
の
歌
は
、
さ
せ
る
ふ
し
も
な
く
、
こ
と
ば
の
つ
づゝ
き
も
す
べ
ら
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か
な
ら
ず
。
次
の
歌う
た

は
、⽛
た
の
む
の
か
り
⽜
と
は
た
だゝ
か
り
の
名な

と

思
ひㅡ

て
よ
み
た
る
に
や
。
こ
れ
は
田
面
の
か
り
と
申
すㅡ

こ
と
な
り
。

む
さ
し
の
は
田た

あ
る
べ
し
と
も
き
こ
え
ぬ
野
な
れ
ば
、
ひ
が
ご
と
とゝ

も
や
ま
う
す
べ
か
ら
ん
。
さ
れ
ど
文
字
も

し

を
づ
か
ひ
な
ど
の
い
ま
す
こ

し
な
だ
ら
ぎ
た
れ
ば
、
勝か

つ
と
定
めㅡ

申
すㅡ

。

（⽝
摂
政
左
大
臣
家
歌
合
⽞・
大
治
元
年
〔
一
一
二
六
〕・
源
俊
頼
判19
）

四
十
八
番

左

家
隆
朝
臣

し
ら
す
げ
の
ま
の
の
は
ぎ
は
ら
あ
さ
な
あ
さ
な
お
き
ま
ど
は
せ
る
秋
の
初

霜

（
九
五
）

右
勝

雅
経
朝
臣

夜
を
さ
む
み
い
ま
は
あ
ら
し
の
を
と
め
子
が
袖
ふ
る
山
の
秋
の
初
霜（

九
六
）

左
も
さ
せ
る
難
な
く
、
い
ひ
し
り
て
は
き
こ
え
侍
る
を
、
右
の
、
今

は
あ
ら
し
の
を
と
め
子
が
、
と
お
け
る
や
、
お
な
じ
初
霜
も
え
ん
に

き
こ
え
侍
れ
ば
、
為
勝

（⽝
内
裏
歌
合
⽞・
建
保
二
年
〔
一
二
一
四
〕・
藤
原
定
家
判
）

前
者
は
、⽝
摂
政
左
大
臣
家
歌
合
⽞
の
俊
頼
の
判
詞
、
後
者
は
、⽝
内
裏
歌
合
⽞

の
定
家
の
判
詞
で
あ
る
。

ま
ず
、
前
者
を
見
る
と
、
判
者
・
俊
頼
は
、
一
番
⽛
旅
宿
雁
⽜・
左
の
自
詠
に

つ
い
て
⽛
さ
せ
る
ふ
し
も
な
く
、
こ
と
ば
の
つ
づ
き
も
す
べ
ら
か
な
ら
ず
⽜
と

評
し
、
そ
の
後
、
右
歌
の
欠
点
に
言
及
し
つ
つ
も
、
最
終
的
に
右
の
勝
と
判
定

し
て
い
る
。
和
歌
批
評
に
用
い
ら
れ
る
⽛
ふ
し
⽜
は
、⽛
歌
の
趣
向
・
場
面
構
成

の
こ
と
⽜（⽝
歌
論
集
⽞
付
載
の
⽛
歌
論
用
語20
⽜）、⽛
享
受
者
に
、
鮮
烈
な
具
体
的

印
象
を
与
え
よ
う
と
工
夫
し
た
部
分21
⽜（
紙
宏
行
氏
）
な
ど
と
説
明
さ
れ
る
言
葉

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、⽛
さ
せ
る
ふ
し
も
な
く
⽜
は
、
そ
の
よ
う
な
趣
向
や
工

夫
の
無
い
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
り
、
否
定
的
な
評
言
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
に
続
く
⽛
こ
と
ば
の
つ
づ
き
も
す
べ
ら
か
な
ら
ず
⽜
も
、
同
じ

く
否
定
的
な
評
言
で
あ
る
。
藤
原
將
寛
氏22
に
よ
れ
ば
、
俊
頼
判
の
⽛
す
べ
ら
か
⽜

は
、⽛
詞
と
趣
向
の
関
係
を
問
題
と
す
る
評
語
⽜
で
あ
り
、
俊
頼
は
、⽛
詞
の
縁

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
⽜
歌
を
高
く
評
価
す
る
際
に
、
こ
の
⽛
す
べ
ら
か
⽜
を

用
い
て
い
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
⽛
す
べ
ら
か
⽜
を
否
定
す

る
⽛
す
べ
ら
か
な
ら
ず
⽜
は
、
明
ら
か
に
、
否
定
的
な
評
言
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、⽛
さ
せ
る
ふ
し
も
な
く
、
こ
と
ば
の
つ
づ
き
も
す
べ
ら
か
な
ら
ず
⽜
は
、
前

段
、
後
段
と
も
に
、
否
定
的
な
内
容
の
文
言
が
並
ん
だ
評
言
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
後
者
を
見
る
と
、
判
者
・
定
家
は
、
四
十
八
番
⽛
秋
霜
⽜・
左
歌
に
つ

い
て
、⽛
さ
せ
る
難
な
く
、
い
ひ
し
り
て
は
き
こ
え
侍
る
（
を
）⽜
と
評
し
て
い

る
。
前
段
の
⽛
さ
せ
る
難
な
く
⽜
は
、〈
こ
れ
と
い
っ
た
欠
点
が
な
く
〉
と
い
う

肯
定
的
な
評
言
で
あ
る
。
ま
た
、
後
段
の
⽛
い
ひ
し
り
て
き
こ
え
侍
る
（
を
）⽜

は
、⽛
言
ひ
知
る
⽜
が
、〈
言
い
方
を
知
っ
て
い
る
〉
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
、

こ
こ
で
は
、〈
歌
と
し
て
の
適
切
な
詠
み
方
が
な
さ
れ
て
い
る
〉、
と
い
っ
た
意

味
の
肯
定
的
な
評
言
で
あ
る
。
こ
の
番
で
は
、
結
果
的
に
、
右
歌
が
勝
と
さ
れ

て
い
る
が
、⽛
さ
せ
る
難
な
く
、
い
ひ
し
り
て
は
き
こ
え
侍
る
（
を
）⽜
は
、
前

段
、
後
段
と
も
に
、
左
歌
に
対
す
る
肯
定
的
な
評
言
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、⽛
さ
せ
る
～
な
く
、
～
⽜
は
、
前
後
に
同
傾
向
の
内
容
が
並
ぶ

表
現
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
厳
密
に
言
え
ば
、
前
段
の
末
尾
⽛
な
く
⽜
は
、
い

わ
ゆ
る
連
用
中
止
に
な
っ
て
お
り
、
連
用
中
止
は
、
そ
の
前
後
に
接
続
関
係
が

認
め
ら
れ
る
場
合
、
順
接
の
可
能
性
も
、
逆
接
の
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、

⽛
順
接
か
逆
接
か
は
場
面
に
よ
っ
て
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い23
⽜
と
さ
れ
る
。
し
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た
が
っ
て
、
問
題
の
発
言
の
前
段
⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
⽜
と
後
段
⽛
う

る
は
し
く
言
ひ
流
し
た
り
⽜
も
、
純
粋
な
可
能
性
と
し
て
だ
け
言
え
ば
、
逆
接

の
関
係
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
も
し
逆
接
の
関
係
で
あ

れ
ば
、
前
段
と
後
段
に
、
相
反
す
る
内
容
の
文
言
が
配
さ
れ
る
可
能
性
も
生
じ

る
。
だ
が
、
先
に
挙
げ
た
和
歌
批
評
の
実
例
で
は
、⽛
さ
せ
る
～
な
く
、
～
⽜
の

前
段
と
後
段
に
は
、
い
ず
れ
も
同
傾
向
の
文
言
が
置
か
れ
て
お
り
、
問
題
の
発

言
の
場
合
の
み
、
あ
え
て
逆
接
で
理
解
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
問
題
の
⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
、
う
る
は
し

く
言
ひ
流
し
た
り
⽜
も
、
前
段
と
後
段
に
は
、
肯
定
的
な
評
言
が
並
ぶ
か
、
否

定
的
な
評
言
が
並
ぶ
か
の
、い
ず
れ
か
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、

表
現
の
大
枠
か
ら
は
そ
う
な
る
は
ず
で
あ
る24
。
で
は
、
実
際
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
以
下
、
前
段
と
後
段
の
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
見
な
が
ら
、
こ
の
点
を
考
え
て

ゆ
こ
う
。五

⽛
う
る
は
し
く
言
ひ
流
し
た
り
⽜

論
述
の
都
合
上
、
ま
ず
、
後
段
を
取
り
上
げ
る
。
後
段
の
⽛
う
る
は
し
く
言

ひ
流
し
た
り
⽜
は
、⽛
端
正
に
言
い
流
し
て
あ
る
⽜
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
こ

れ
は
、
明
ら
か
に
肯
定
的
な
評
価
を
示
す
文
言
で
あ
る
。⽛
う
る
は
し
⽜
は
、
例

え
ば
⽝
古
典
基
礎
語
辞
典
⽞
で
、

中
古
以
後
の
和
文
脈
で
は
、
主
に
、
外
面
的
に
き
ち
ん
と
正
し
く
整
っ
て

い
る
さ
ま
を
い
い
、
美
の
表
現
と
し
て
は
、
端
正
な
美
、
整
然
と
し
た
美

を
表
す25
。

と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
が
肯
定
的
な
評
価
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
和
歌
批
評
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
同
じ
で
、⽝
歌
論
集
⽞
付
載

の
⽛
歌
論
用
語26
⽜
が
、

よ
く
整
っ
て
調
和
の
あ
る
美
し
さ
を
い
う
。⽝
和
歌
九
品
⽞
が
⽛
ほ
ど
う
る

は
し
く
て
余
り
の
心
あ
る
⽜
歌
を
⽛
上
品
中
⽜
に
位
置
づ
け
た
の
は
、⽛
う

る
は
し
⽜
を
重
ん
じ
た
結
果
で
あ
る
。
…
…
（
中
略
）
…
…
俊
成
の
⽛
う

る
は
し
く
く
だ
り
て
⽜⽛
文
字
続
き
う
る
は
し
く
⽜（
広
田
社
歌
合
）、
定
家

の
⽛
心
・
姿
う
る
は
し
く
く
だ
り
て
⽜（
宮
河
歌
合
）
等
の
判
詞
は
、
一
首

の
声
調
に
表
れ
た
表
現
効
果
を
評
価
す
る
際
に
⽛
う
る
は
し
⽜
を
用
い
て

い
る
例
で
あ
る
。

と
説
明
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、⽛
う
る
は
し
⽜
に
続
く
⽛
言
ひ
流
す
⽜
も
、
肯
定
的
な
評
価
の
一
部
と

し
て
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。⽝
角
川
古
語
大
辞
典27
⽞
に
よ
れ
ば
、⽛
言
ひ
流

す
⽜
に
は
、
①⽛
い
ひ
ふ
ら
す
⽜、
②⽛
さ
ら
っ
と
軽
く
表
現
す
る
⽜
の
二
つ
の
意

味
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
①
の
場
合
は
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
感
じ
さ
せ
る
が
、
②
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
肯
定
的
な
文
言
と
見
な
し
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
実
際
の
和
歌
批
評
の
用
例
と
し
て
は
、次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

十
一
番

左
持

脩
範

た
ぐ
ひ
な
く
深
き
心
を
く
み
て
し
れ
頼
を
か
く
る
か
も
の
川
波（
一
四
一
）

右

顕
家

我
が
身
に
も
う
き
瀬
あ
ら
じ
と
た
の
む
か
な
か
も
の
河
水
す
ま
ん
か
ぎ
り

は

（
一
四
二
）

左
、
た
の
み
を
か
く
る
賀
茂
の
川
波
と
い
へ
る
す
が
た
い
ひ
な
が
し

て
宜
し
く
み
え
侍
り
、
た
だ
し
右
は
川
波
、
河
水
な
る
を
し
ひ
て
ふ

か
さ
あ
さ
さ
尋
ね
侍
ら
ん
も
は
ば
か
り
お
ほ
し
、
例
の
持
と
す
べ
し
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こ
こ
で
は
、
賀
茂
川
を
詠
ん
だ
歌
に
対
し
て
、⽛
言
ひ
流
す
⽜
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
例
で
は
、
左
歌
の
下
句
を
挙
げ
、
そ
の
⽛
す
が
た
⽜
が
⽛
い
ひ
な

が
し
⽜
て
あ
る
こ
と
で
⽛
宜
し
く
み
え
⽜
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。
左
歌
の
結
句

⽛
か
も
の
川
波
⽜
は
、
武
田
元
治
氏28
が
、⽛
賀
茂
川
の
波
を
言
う
こ
と
で
、
賀
茂

の
社
の
神
を
さ
り
げ
な
く
示
し
た
も
の
⽜
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、〈
賀
茂
川
の

波
〉
で
、〈
賀
茂
社
の
神
〉
を
示
唆
し
た
（
＝⽛
さ
ら
っ
と
軽
く
表
現
⽜
し
た
）

も
の
で
あ
る
。
こ
の
番
の
最
終
的
な
判
定
は⽛
持
⽜で
あ
る
が
、⽛
い
ひ
な
が
し
⽜

て
あ
る
こ
と
は
、⽛
宜
し
く
見
え
⽜る
と
い
う
判
断
の
前
提
に
な
っ
て
お
り
、⽛
言

ひ
流
す
⽜
こ
と
が
、
肯
定
的
な
評
価
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、⽛
言

ひ
流
す
⽜
と
い
う
言
葉
も
、
肯
定
的
な
評
価
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
る
言
葉

と
見
て
、
特
に
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
後
段
に
用
い
ら
れ
た
⽛
う
る
は
し
⽜⽛
言
ひ
流
す
⽜
は
、
と

も
に
肯
定
的
な
評
価
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、⽛
う
る
は
し
く
言
ひ
流
し
た
り
⽜は
、

全
体
と
し
て
、
貫
之
詠
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
文
言
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ

れ
に
先
立
つ
前
段
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

六
⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
⽜

前
段
の
⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
⽜
は
、
そ
の
ま
ま
解
す
れ
ば
⽛
た
い
し

た
詞
の
寄
せ
も
な
く
⽜
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
貫
之
詠
に
⽛
詞
の
寄
せ
⽜
の

な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
文
言
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
肯
定
的
な
内
容
の
後
段
に
そ

の
ま
ま
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、⽛
詞
の
寄
せ
⽜
の
な
い
こ
と
が
、

肯
定
的
に
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
実
際
の
和
歌
批
評
の
場
に
お
い

て
は
、⽛
詞
の
寄
せ
⽜
の
な
い
こ
と
が
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

渡
部
泰
明
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
名
詞
の
⽛
よ
せ
⽜
を
初
め
て
判
詞
に
用
い

た
の
は
、
俊
成
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
俊
成
の
判
詞
の
中
か
ら
、⽛
四
条

大
納
言
⽜
の
発
言
と
近
い
、⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
な
く
⽜
と
い
う
文
言
の
用
例
を

二
つ
、
見
て
み
よ
う
。
ど
ち
ら
も
、⽝
別
雷
社
歌
合
⽞
の
⽛
述
懐
⽜
題
の
も
の
で

あ
る
。

廿
二
番

左
持

定
宗

さ
り
と
も
と
た
の
む
心
に
な
ぐ
さ
む
は
か
つ
が
つ
神
の
し
る
し
な
り
け
り

（
一
六
三
）

右

伊
綱

さ
り
と
も
と
か
も
の
川
波
は
や
く
よ
り
た
の
み
を
か
く
る
し
る
し
み
せ
な

ん

（
一
六
四
）

左
右
と
も
に
さ
り
と
も
と
い
へ
る
心
す
が
た
な
ど
を
か
し
な
が
ら
、

さ
せ
る
詞
の
よ
せ
な
く
き
こ
ゆ
、
右
は
賀
茂
の
川
浪
に
よ
せ
た
る
心

は
を
か
し
き
を
、
を
は
り
の
句
の
こ
と
ば
い
さ
さ
か
お
と
れ
る
な
る

べ
し
、
な
ぞ
ら
ふ
る
に
又
持
と
す
べ
き
に
や

廿
四
番

左

季
広

さ
り
と
も
と
神
の
ち
か
ひ
を
た
の
む
こ
そ
し
づ
む
歎
の
た
え
ま
な
り
け
れ

（
一
六
七
）

右
勝

備
前

千
と
せ
た
つ
わ
か
ば
の
藤
の
さ
か
へ
を
も
頼
め
ば
神
に
ね
ぎ
ぞ
か
け
つ
る

（
一
六
八
）
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左
、
心
は
優
な
る
べ
し
、
し
づ
む
歎
の
な
ど
い
へ
る
や
さ
せ
る
こ
と

ば
の
よ
せ
な
く
侍
ら
ん
、
右
、
ち
と
せ
の
松
の
わ
か
葉
の
藤
は
、
ね

ぎ
か
く
る
こ
と
ば
も
こ
と
よ
り
て
は
き
こ
ゆ
、
以
右
為
勝

ま
ず
前
者
で
あ
る
が
、
判
詞
の
前
半
部
で
は
、
左
右
両
詠
の
初
句
⽛
さ
り
と

も
と
⽜
に
つ
い
て
、⽛
心
す
が
た
な
ど
⽜
を
⽛
を
か
し
⽜
と
誉
め
た
う
え
で
、
逆

接
の
⽛
な
が
ら
⽜
を
用
い
、⽛
さ
せ
る
詞
の
よ
せ
な
く
⽜
へ
と
続
け
て
い
る
。
こ

の
判
詞
で
は
、
冒
頭
の
⽛
左
右
と
も
に
⽜
が
ど
こ
ま
で
か
か
る
の
か
、
や
や
不

明
瞭
で
あ
る
が
、
渡
部
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
右
歌
の
第
四
句
の
⽛
か
く

る
⽜
は
、
第
二
句
の
⽛
波
⽜
と
⽛
縁
語
⽜
で
あ
る
た
め
、⽛
さ
せ
る
詞
の
よ
せ
な

く
⽜
は
、
左
歌
に
対
す
る
評
言
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
判
詞
に
つ
い
て
、
武
田
氏29

は
、

俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
と
も
に
⽛
さ
り
と
も
と
⽜
と
詠
ん
だ
心
や
姿
を

⽛
を
か
し
⽜
と
評
し
て
い
る
が
、
と
り
た
て
た
縁
語
な
ど
の
修
辞
が
見
ら
れ

な
い
点
に
、
や
や
不
満
を
感
じ
て
い
る
よ
う
だ
。

と
指
摘
さ
れ
る
。
武
田
氏
は
、⽛
さ
せ
る
詞
の
よ
せ
な
く
⽜
を
、
左
歌
に
限
定
し

た
批
評
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、⽛
縁
語
な
ど
の
修
辞
⽜
の
な
い
点
に
つ
い

て
、⽛
や
や
不
満
を
感
じ
て
い
る
よ
う
だ
⽜
と
さ
れ
て
い
る
点
は
、
そ
の
と
お
り

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
⽛
さ
せ
る
詞
の
よ
せ
な
く
⽜
と
い
う
評
言
は
、

左
歌
の
欠
点
の
指
摘
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

次
に
後
者
で
あ
る
が
、こ
の
判
詞
で
は
ま
ず
、左
歌
を
、⽛
心
は
優
な
る
べ
し
⽜

と
誉
め
た
う
え
で
、
第
四
句
⽛
し
づ
む
歎
の
⽜
に
つ
い
て
、⽛
さ
せ
る
こ
と
ば
の

よ
せ
な
く
侍
ら
ん
⽜
と
評
し
、
最
終
的
に
右
歌
の
勝
と
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所

に
つ
い
て
も
、
武
田
氏30
は
、

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、⽛
心
は
優
⽜
と
評
す
る
一
方
、⽛
し

づ
む
歎
の
⽜
と
い
う
言
い
様
に
⽛
さ
せ
る
言
葉
の
よ
せ
⽜
の
な
い
こ
と
を

不
満
と
し
て
い
る
。⽛
し
づ
む
⽜
に
関
し
て
縁
語
を
用
い
る
よ
う
な
表
現

上
の
工
夫
を
求
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
さ
れ
る
。
ま
た
、
渡
部
氏
も
、
右
歌
の
第
二
句
⽛
藤
⽜
と
結
句
⽛
か
く
⽜
が

⽛
縁
語
⽜
で
あ
る
点
に
触
れ
、
左
歌
に
つ
い
て
、

⽛
沈
む
⽜
と
い
う
な
ら
賀
茂
川
や
御
手
洗
川
の
⽛
川
⽜
に
で
も
言
寄
せ
よ
、

あ
る
い
は
⽛
歎
き
⽜
の
⽛
木
⽜
に
関
わ
ら
せ
よ
、
な
ど
と
言
い
た
い
の
で

あ
ろ
う
。

と
指
摘
さ
れ
る
。
両
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
、
左
歌
に
は
適
切
な
⽛
縁
語
⽜
が

な
く
、
こ
の
場
合
の
⽛
さ
せ
る
こ
と
ば
の
よ
せ
な
く
⽜
も
、
対
象
と
な
る
左
歌

の
欠
点
の
指
摘
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、〈⽛
詞
の
寄
せ
⽜
が
あ
る
〉
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
西

行
の
歌
を
判
じ
た
、
定
家
の
例
を
挙
げ
る
。
西
行
の
⽝
宮
河
歌
合31
⽞
に
は
、

廿
番

左

秋
篠し
の

や
外と

山や
ま

の
里
や
し
ぐ
る
ら
ん
生い

駒こ
ま

の
た
け
に
雲
の
か
かゝ
れ
る（
三
九
）

右

な
に
と
か
く
心こ
ゝ
ろ

を
さ
へ
は
尽つ

く
す
ら
ん
わ
が
嘆な
げ

き
に
て
暮く

る
るゝ
秋
か
は

（
四
〇
）

心
を
さ
へ
は
尽つ

く
す
ら
ん
な
ど
い
へ
る
、
こ
と
ば
の
よ
せ
あ
り
て
、

こ
と
な
る
と
が
な
く
侍
れ
ど
、
生い

駒こ
ま

の
た
け
の
雲
を
見み

て
、
外と

山
の

里さ
と

の
時
雨
を
思お
も

へ
る
心
、
猶
を
か
し
く
聞き
こ

え
侍
れ
ば
、
左
の
勝か
ち

と
や

申
すㅡ

べ
か
ら
ん
。

（⽝
宮
河
歌
合
⽞・
文
治
五
年
〔
一
一
八
九
〕・
藤
原
定
家
判
）
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と
あ
る
。
傍
線
部
は
、
右
歌
の
第
二
・
三
句
の
⽛
心
を
さ
へ
は
尽
く
す
ら
ん
⽜

に
つ
い
て
の
評
言
で
あ
る
。
こ
の
第
二
・
三
句
に
つ
い
て
、
武
田
氏32
は
、⽛
心
を

さ
へ
は
⽜
の
⽛
さ
へ
⽜
に
注
目
さ
れ
、

私
見
で
は
⽝
堀
河
百
首
⽞
の
題
に
も
な
っ
て
い
る
⽛
九
月
尽ㅟ

⽜
の
語
が
作

者
の
念
頭
に
あ
り
、
季
節
が
⽛
九
月
尽
⽜
に
な
る
と
自
分
の
心
ま
で
⽛
尽ㅟ

く
す
⽜
こ
と
に
な
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
、
と
の
作
意
で
は
な
い
か
と
思
う
。

と
説
か
れ
た
う
え
で
、
定
家
の
判
詞
も
、

そ
の
⽛
九
月
尽
⽜
と
の
言
葉
の
縁
に
触
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、⽛
九
月
尽
⽜と⽛
心
を
尽
く
す
⽜と
の
間
に⽛
言

葉
の
縁
⽜
が
あ
る
と
い
う
見
方
は
、
井
上
宗
雄
氏33
、
平
田
英
夫
氏34
、
久
保
田
淳

氏
・
吉
野
朋
美
氏35
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
井
上
氏
は
、
判

詞
の
⽛
よ
せ
⽜
に
つ
い
て
、

言
葉
の
上
で
縁
の
あ
る
こ
と
。
縁
語
、
ま
た
は
縁
語
を
用
い
た
表
現
。
こ

こ
で
は
、
秋
の
暮
、
す
な
わ
ち
⽛
九
月
尽
⽜
と
⽛
心
を
尽
す
⽜
と
が
縁
語

関
係
に
あ
る
。

と
注
さ
れ
、⽛
秋
の
暮
⽜
で
あ
る
⽛
九
月
尽
⽜
と
⽛
心
を
尽
す
⽜
と
が
⽛
縁
語
関

係
⽜
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
右
歌
中
に
は
⽛
九
月
⽜
の
語
が
な
く
、

こ
の
場
合
、⽛
九
月
尽
⽜
と
⽛
心
を
尽
す
⽜
と
が
⽛
縁
語
⽜
で
あ
る
と
ま
で
は
言

え
な
い
。
井
上
氏
以
外
の
諸
氏
が
、⽛
縁
語
⽜
と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
、⽛
言
葉

の
縁
⽜（
武
田
氏
、
久
保
田
氏
・
吉
野
氏
）、⽛
縁
あ
る
こ
と
ば
⽜（
平
田
氏
）
と

い
っ
た
言
い
方
に
留
め
て
い
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
す

る
と
今
度
は
、
こ
の
例
の
み
、⽛
詞
の
寄
せ
⽜
と
い
う
用
語
の
指
す
も
の
が
異
な

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
渡
部
氏
は
、

⽛
尽
く
し
⽜
は
意
味
の
文
脈
を
も
二
重
に
し
て
い
る
〔
＝⽛
秋
を
尽
く
し
⽜

ト
⽛
心
を
尽
く
し
⽜〕
の
で
、
通
常
は
縁
語
と
は
呼
ば
ず
に
、
掛
詞
と
し
て

処
理
す
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
歌
を
詠
む
作
者
の
側
か
ら
い
え
ば
、⽛
尽
く

す
⽜
と
い
う
言
葉
に
即
し
て
自
然
の
推
移
と
我
が
心
を
つ
な
げ
て
い
る
わ

け
だ
か
ら
、
広
い
意
味
で
言
葉
に
よ
っ
て
縁
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
。
こ
れ
も
い
わ
ゆ
る
縁
語
に
近
い
と
は
い
え
、
よ
り
広
い
意
味
で
言

葉
の
つ
な
げ
方
を
指
し
、
な
お
か
つ
一
首
の
⽛
心
⽜
を
歌
の
中
に
位
置
づ

け
る
詠
み
口
を
含
ん
で
い
る
例
で
あ
る
。

と
説
か
れ
、⽛
尽
く
す
⽜
が
二
重
文
脈
を
形
成
す
る
⽛
掛
詞
⽜
で
あ
る
点
は
認
め

ら
れ
る
が
、
一
方
で
、⽛
縁
語
⽜
に
近
い
も
の
の
、
通
常
は
⽛
縁
語
⽜
と
呼
ば
な

い
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、⽛
九
月
尽
⽜
と
い
う
言
葉
を
前
提
に
す
る
場
合
は
、

こ
の
よ
う
な
理
解
が
適
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
例
も
、⽛
九
月
尽
⽜
で
は
な

く
、⽛
秋
尽
⽜
を
意
識
し
た
表
現
と
考
え
れ
ば
、
通
常
の
⽛
縁
語
⽜
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。⽛
秋
尽
⽜
は
、
例
え
ば
、
白
居
易
の
⽛
晩
秋
夜36
⽜
に
、

塞
鴻
飛
急
覚
秋
尽

鄰
鶏
鳴
遅
知
夜
永
（
塞
鴻

飛
ぶ
こ
と
急
に
し
て

秋
の
尽
く
る
を
覚
え
、
鄰
鶏

鳴
く
こ
と
遅
く
し
て

夜
の
永
き
を
知

る
。）

と
あ
り
、
こ
れ
は
、
一
字
め
を
⽛
寒
⽜
と
し
た
⽛
寒
鴻
飛
急
覚
秋
尽

鄰
鶏
鳴

遅
知
夜
永
⽜
と
い
う
形
で
、
慈
円
・
定
家
の
⽝
文
集
百
首
⽞
の
句
題
と
し
て
も

利
用
さ
れ
て
い
る37
。
ま
た
、
歌
集
の
詞
書
で
は
、⽝
金
葉
和
歌
集
⽞
に
⽛
雨
中
秋

尽
と
い
へ
る
こ
と
を
よ
め
る
⽜（
三
奏
本
・
第
三
・
秋
・
二
五
八
／
初
度
本
・
第

三
・
秋
・
三
七
七
に
も
）
の
よ
う
な
使
用
例
も
あ
る38
。
こ
の
よ
う
な
例
を
踏
ま

え
れ
ば
、⽛
秋
尽
⽜
と
い
う
言
葉
を
意
識
し
た
表
現
と
見
る
こ
と
は
十
分
に
可
能

だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
を
認
め
る
な
ら
ば
、
通
常
の
⽛
縁
語
⽜
の

詠
み
方
の
歌
と
同
じ
に
な
る
。
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⽛
心
を
さ
へ
⽜
と
い
う
表
現
は
、⽛
心
⽜
以
前
に
〈
～
す
る
も
の
〉
が
、
歌
の

中
に
明
示
さ
れ
、⽛
縁
語
⽜
を
形
成
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の

よ
う
な
歌
が
あ
る
。

題
し
ら
ず

平
貞
文

○
風
ふ
け
ば
花
さ
く
か
た
へ
思
ひ
や
る
心
を
さ
へ
も
ち
ら
し
つ
る
か
な

（⽝
新
千
載
和
歌
集
⽞・
巻
第
二
・
春
歌
下
・
一
二
二
）

白
河
院
鳥
羽
殿
に
て
前
栽
合
せ
さ
せ
給
け
る
に
よ
め
る

周
防
内
侍

○
あ
さ
な
あ
さ
な
つ
ゆ
お
も
げ
な
る
は
ぎ
の
え
に
こ
こ
ろ
を
さ
へ
も
か
け
て

み
る
か
な

（⽝
詞
花
和
歌
集
⽞・
巻
第
三
・
秋
・
一
一
六
）

こ
れ
ら
の
歌
で
は
、〈
散
ら
す
も
の
─
⽛
花
⽜〉、〈
懸
く
も
の
─
⽛
露
⽜〉、
の

よ
う
に
、⽛
心
⽜
以
前
に
〈
～
す
る
も
の
〉
が
、
歌
の
中
に
示
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、

⽛
花
─
散
ら
し
⽜、⽛
露
─
懸
け
（
て39
）⽜
が
⽛
縁
語
⽜
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
西
行
の
⽛
心
を
さ
へ
は
つ
く
す
ら
ん
⽜
も
、
対
象
領

域
の
拡
大
を
表
現
す
る
⽛
さ
へ40
⽜
を
用
い
る
こ
と
で
、⽛
心
⽜
以
前
に
⽛
尽
く
す
⽜

も
の
、
ま
た
は
⽛
尽
く
（
＝
尽
き
る
）⽜
も
の
の
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
、
そ
こ
か

ら
⽛
秋
尽
⽜
を
連
想
さ
せ
、
第
三
句
の
⽛
尽
く
（
す
）⽜
と
結
句
の
⽛
秋
⽜
を
⽛
縁

語
⽜
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
右
の
⽛
な
に
と
か
く
⽜
詠
に
は
、⽛
縁
語
⽜、
す
な
わ
ち
⽛
詞

の
寄
せ
⽜
が
あ
る
。
定
家
の
判
詞
⽛
こ
と
ば
の
よ
せ
あ
り
て
、
こ
と
な
る
と
が

な
く
侍
れ
ど
⽜
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
判
詞
に
つ
い

て
、
渡
部
氏
は
、

基
本
的
に
は
、⽝
伊
勢
物
語
⽞
を
思
わ
せ
、
景
の
背
後
に
余
情
を
漂
わ
せ
る

左
の
秀
歌
と
比
べ
つ
つ
、
応
分
の
長
所
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
。

と
説
か
れ
る
。
こ
の
場
合
、⽛
詞
の
寄
せ
⽜
の
あ
る
こ
と
が
、
右
歌
の
勝
に
は
繋

が
ら
な
か
っ
た
が
、⽛
こ
と
ば
の
よ
せ
あ
り
て
⽜
は
、
右
歌
の
⽛
長
所
⽜
の
指
摘

で
あ
る
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、⽛
詞
の
寄
せ
⽜
の
あ
る
こ
と
が
、
肯

定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
を
見
る
と
、
平
安
時
代
末
期
に
お
い
て
、⽛
詞
の
寄
せ
⽜
の
な
い

こ
と
は
、
批
判
の
対
象
に
こ
そ
な
れ
、
称
賛
の
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
⽜
と
い
う
評
言

は
、
本
来
、
修
辞
の
不
足
を
批
判
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
文
言
で
あ
り
、
対
象

と
な
る
和
歌
の
⽛
詞
の
寄
せ
⽜
の
不
使
用
を
誉
め
る
言
葉
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
前
節
と
本
節
で
見
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

本
説
話
の
⽛
四
条
大
納
言
⽜
の
発
言
①
は
、⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
⽜
と
い

う
否
定
的
な
内
容
の
前
段
と
、⽛
う
る
は
し
く
言
ひ
流
し
た
り
⽜
と
い
う
肯
定
的

な
内
容
の
後
段
と
が
、
逆
接
の
接
続
助
詞
な
ど
を
介
さ
ず
、
そ
の
ま
ま
繋
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
和
歌
批
評
の
言
葉
と
し
て
は
不
自
然
で
あ
り
、
む
し
ろ

誤
っ
た
文
言
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
評
言
を
、
実
際
の
歌
人
の
秀
歌

観
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
際
に
は
、
慎
重
な
態
度
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

七

貫
之
詠
の
⽛
詞
の
寄
せ
⽜

前
節
ま
で
で
、
問
題
の
発
言
の
前
段
・
後
段
の
接
続
の
不
自
然
さ
は
確
認
で

き
た
が
、
実
は
、
こ
の
発
言
に
は
、
ほ
か
に
も
不
自
然
な
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

発
言
内
容
が
、
対
象
と
な
る
貫
之
詠
の
実
態
に
即
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
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⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
⽜
は
、
貫
之
詠
に
⽛
詞
の
寄
せ
⽜
が
な
い
こ
と
を

指
摘
す
る
文
言
で
あ
る
が
、そ
の
よ
う
に
評
さ
れ
た
貫
之
詠
に
も
、⽛
詞
の
寄
せ
⽜

と
見
る
べ
き
修
辞
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
淳

氏
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
久
保
田
氏41
は
、
第
三
節
で
引
い
た
、
こ
の
話

が
虚
構
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
の
後
で
、

貫
之
の
歌
に
つ
い
て
⽛
さ
せ
る
言
葉
の
よ
せ
も
な
く
⽜
と
い
う
の
も
解
せ

な
い
。
た
だ
、
貫
之
の
作
が
全
体
的
に
す
べ
ら
か
で
あ
る
に
対
し
て
、
高

遠
の
作
が
節
く
れ
だ
っ
て
ご
つ
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
公
任
好
み
の
風

体
は
、
当
然
貫
之
作
の
方
で
あ
ろ
う
。

と
説
か
れ
、⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
⽜
と
い
う
文
言
そ
の
も
の
に
、
疑
問
を

呈
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
別
の
機
会42
に
も
、

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
実
は
貫
之
の
歌
に
も
言
葉
の
よ
せ
（
縁
語
な
ど

の
連
想
関
係
）
は
認
め
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
然
で
な
だ
ら

か
で
あ
っ
て
、
目
立
た
な
い
。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
⽜
と
い
う
評
言
自
体

が
、
貫
之
詠
の
実
態
と
そ
ぐ
わ
な
い
点
を
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
一
方
、
貫
之
詠
の
修
辞
法
に
つ
い
て
は
、

⽛
か
げ
⽜
は
⽛
影
⽜
と
馬
の
毛
並
の
⽛
鹿か

毛げ

⽜
の
掛
詞
で
あ
る
。⽛
影
⽜
は

馬
の
姿
の
意
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
清
水
に
宿
る
月
影
（
月
の
光
）
を
も

暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
…
…
（
中
略
）
…
…
望
月
は
長
野
県
北
佐

久
郡
望
月
町
〔
＝
現
佐
久
市
〕。⽝
八
代
集
抄
⽞
に
い
う
よ
う
に
、
地
名
の

望
月
に
十
五
夜
の
月
、
望
月
を
響
か
せ
て
い
る
。

と
説
か
れ
る43
。
こ
こ
で
は
、⽛
馬
の
姿
⽜の
意
の⽛
影
⽜と
馬
の
毛
並
の⽛
鹿
毛
⽜、

地
名
の
⽛
望
月
⽜
と
⽛
十
五
夜
の
月
⽜
の
⽛
望
月
⽜
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
⽛
掛
詞
⽜

で
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
⽛
か
げ
⽜
が
⽛
月
影
（
月
の
光
）
を
も
暗
示
し

て
い
る
⽜
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
久
保
田
氏
は
こ
の
箇
所
で
、⽛
縁
語
⽜
と
い
う

直
接
的
な
言
い
方
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
先
に
引
い
た
箇
所
で
は
、⽛
実
は
貫
之

の
歌
に
も
言
葉
の
よ
せ
（
縁
語
な
ど
の
連
想
関
係
）
は
認
め
ら
れ
る
⽜
と
さ
れ

て
お
り
、
貫
之
詠
に
、
言
葉
の
⽛
連
想
関
係
⽜
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い

る
。ま

た
、
小
町
谷
照
彦
氏44
は
、
貫
之
詠
の
⽛
望
月
⽜
に
つ
い
て
、

○
望
月

信
濃
。
駒
の
産
地
。
満
月
を
連
想
し
、⽛
影
⽜
は
そ
の
縁
語
。

と
注
さ
れ
、⽛
影
⽜
が
⽛
望
月
⽜
と
⽛
縁
語
⽜
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
貫
之
詠
に
も
⽛
詞
の
寄
せ
⽜
と
見
る
べ
き
修
辞
法
が
用
い
ら

れ
て
お
り
、⽛
四
条
大
納
言
⽜
の
⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
⽜
と
い
う
評
言
は
、

そ
れ
自
体
が
、
対
象
と
な
る
貫
之
詠
の
実
態
に
反
し
た
、
不
自
然
な
評
言
な
の

で
あ
る45
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
齟
齬
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
ど
の
よ
う
に
解
釈

さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、先
に
引
い
た
久
保
田
氏
も
、

一
つ
の
見
方
を
示
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、⽛
実
は
貫
之
の
歌
に
も
言
葉
の

よ
せ
（
縁
語
な
ど
の
連
想
関
係
）
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
然

で
な
だ
ら
か
で
あ
っ
て
、
目
立
た
な
い
⽜
と
さ
れ
、〈
貫
之
詠
に
も
⽛
詞
の
寄
せ
⽜

は
あ
る
が
、
目
立
た
な
い
〉
と
い
う
解
釈
を
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

な
理
解
は
、
早
く
、
上
條
彰
次
氏46
や
藤
平
春
男
氏47
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
上
條
氏
の
説
を
挙
げ
よ
う
。
氏
は
、
本
書
、
及
び
⽝
愚
秘
抄
⽞
所

収
の
本
説
話
（
当
該
箇
所
は
、⽛
貫
之
が
歌
は
さ
せ
る
ふ
し
も
な
く
な
び
ら
か
に

い
ひ
く
だ
せ
り48
⽜
と
あ
る
）
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
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た
し
か
に
こ
の
貫
之
詠
は
、⽛
さ
せ
る
詞
の
よ
せ
⽜⽛
さ
せ
る
ふ
し
⽜
が
な

い
と
は
い
え
な
い
。

と
述
べ
ら
れ
、
貫
之
詠
に
⽛
よ
せ
／
ふ
し
⽜
の
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
う
え

で
、

文
芸
と
し
て
実
と
虚
と
の
あ
わ
い
に
遊
ぶ
軽
や
か
さ
が
⽛
よ
せ
⽜⽛
ふ
し
⽜

の
知
巧
性
を
目
立
た
せ
ず
、
詞
の
⽛
う
る
は
し
さ
⽜⽛
な
び
ら
か
さ
⽜
と
は

異
な
る
姿
の
そ
れ
を
形
象
化
せ
し
め
た
の
で
あ
り
、
前
掲
の
⽛
さ
せ
る
詞

の
よ
せ
も
な
く
⽜
と
い
う
公
任
の
批
評
も
、
こ
の
妙
に
騙
さ
れ
て
い
た
気

味
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
ま
い
。

と
説
か
れ
た
。
上
條
氏
は
、
判
定
を
し
た
⽛
公
任
⽜
も
、
貫
之
詠
の
修
辞
の
妙

に
騙
さ
れ
て
、⽛
さ
せ
る
詞
の
よ
せ
も
な
く
⽜
と
い
う
批
評
を
行
っ
た
と
い
う
可

能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
判
断
の
基
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

〈
貫
之
詠
に
も⽛
よ
せ
／
ふ
し
⽜は
あ
る
が
、そ
れ
ら
の
知
巧
性
は
目
立
た
な
い
〉

と
い
う
理
解
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
⽜
と
い
う
一
節
を
、〈⽛
詞
の
寄
せ
⽜

は
あ
る
が
目
立
た
な
い
〉の
意
で
あ
る
と
読
み
替
え
る
こ
と
で
、⽛
四
条
大
納
言
⽜

の
発
言
と
貫
之
詠
の
修
辞
の
実
態
と
の
齟
齬
を
埋
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
読
み
替
え
は
本
当
に
必
要
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
読
み
替
え
の
背
後
に
は
、⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
⽜
の
⽛
さ

せ
る
⽜
を
重
視
す
る
見
方
が
存
す
る
可
能
性
も
あ
る
。〈
詞
の
寄
せ
な
し
（
＝
詞

の
寄
せ
が
な
い
）〉
と
い
う
の
は
、
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
あ
る
が
、〈
さ
せ
る
詞

の
寄
せ
な
し
（
＝
た
い
し
た
詞
の
寄
せ
が
な
い
）〉
と
い
う
の
は
、〈
た
い
し
た

こ
と
の
な
い
⽛
詞
の
寄
せ
⽜
な
ら
ば
あ
る
〉
と
い
う
意
を
含
む
よ
う
に
も
見
え

る
か
ら
で
あ
る
。⽛
望
月
⽜
と
⽛
か
げ
⽜
の
⽛
縁
語
⽜
を
、〈
た
い
し
た
こ
と
の

な
い
⽛
詞
の
寄
せ
⽜〉
と
捉
え
れ
ば
、〈⽛
詞
の
寄
せ
⽜
は
あ
る
が
目
立
た
な
い
〉

と
い
う
理
解
と
の
径
庭
は
小
さ
く
な
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
も
十
分

で
は
な
い
。
該
当
箇
所
を
、〈
た
い
し
た
こ
と
の
な
い
⽛
詞
の
寄
せ
⽜
は
あ
る
〉

の
意
と
解
す
る
場
合
、
後
段
の
⽛
う
る
は
し
く
言
ひ
流
し
た
り
⽜
と
繋
げ
て
、

⽛
た
い
し
た
こ
と
の
な
い
詞
の
寄
せ
は
あ
り
、
端
正
に
言
い
流
し
て
あ
る
⽜
と
す

る
と
、
貫
之
詠
を
誉
め
る
文
言
と
し
て
不
自
然
で
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
を
も
し

逆
接
で
繋
げ
る
な
ら
ば
、⽛
た
い
し
た
こ
と
の
な
い
詞
の
寄
せ
は
あ
る
が
、
端
正

に
言
い
流
し
て
あ
る
⽜
と
な
り
、
一
見
、
文
脈
は
通
じ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
、⽛
詞
の
寄
せ
⽜
が
、⽛
難
⽜
や
⽛
と
が
⽜
の
よ
う
に
、
忌
避
す
べ
き

も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。⽛
詞
の
寄
せ
⽜
が
、
そ
の
よ
う
に
忌
避
す
べ
き
も
の
で

な
か
っ
た
こ
と
は
、
前
節
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
よ
っ
て
、⽛
さ
せ
る
詞
の
寄

せ
も
な
く
⽜
の
⽛
さ
せ
る
⽜
を
重
視
し
て
も
、
こ
の
発
言
の
根
本
的
な
不
自
然

さ
は
解
消
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
発
言
に
対
し
て
は
、⽛
四
条
大
納
言
⽜
の
肩
を
持
つ
よ
う

な
読
み
替
え
を
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
が
、
実
際
の
和
歌
批
評
の
あ

り
方
と
相
容
れ
な
い
ば
か
り
か
、
対
象
と
な
る
貫
之
詠
の
修
辞
の
実
態
と
も
齟

齬
し
た
、
不
適
切
な
評
言
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

八

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
本
説
話
の
⽛
四
条
大
納
言
⽜
の
発
言
①
・⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
、

う
る
は
し
く
言
ひ
流
し
た
り
⽜
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
の
発
言
は
、
和
歌
批

評
と
し
て
不
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。
本
稿
第

二
節
の
末
尾
で
示
し
た
、
発
言
そ
の
も
の
の
適
否
を
検
討
す
る
、
と
い
う
問
題
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設
定
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
の
発
言
は
否
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
発
言

を
表
面
的
な
文
意
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
西
行
の
秀
歌
観
と
直
結
さ
せ
る

議
論
に
は
、
再
考
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
不
備
の
あ
る
発

言
を
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
肯
定
す
る
⽛
上
人
⽜
の
意
図
を
ど
う
見
る
べ
き
か

が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
説
話
に
は
、
今
回
取
り
上
げ
た
発
言
の
後

に
も
、⽛
四
条
大
納
言
⽜
の
和
歌
批
評
が
続
い
て
お
り
、
そ
ち
ら
に
つ
い
て
も
検

討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
得
て

改
め
て
論
じ
た
い
。

注

⚑

蓮
阿
と
西
行
の
関
係
、
及
び
、
本
書
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
久
松
潜

一
編
校
⽝
歌
論
集
（
一
）⽞（
三
弥
井
書
店
・
中
世
の
文
学
・
一
九
七
一
・

二
）
の
⽛
解
題
⽜（
久
保
田
淳
氏
）
に
要
を
得
た
ま
と
め
が
あ
る
。

⚒

藤
原
公
任
の
こ
と
で
あ
る
が
、
実
在
の
公
任
と
区
別
す
る
た
め
、
本
稿
で

は
、
説
話
中
の
公
任
を
⽛
四
条
大
納
言
⽜
と
呼
ぶ
。

⚓
⽝
西
行
上
人
談
抄
⽞
の
引
用
は
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
（
二
〇
二
・
三

七
）
本
⽝
蓮
阿
記
⽞（
同
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
）
に
拠
り
、
適
宜
、
漢

字
を
当
て
、
濁
点
、
句
読
点
、
引
用
符
な
ど
を
加
え
た
。
漢
字
を
当
て
た

り
、
仮
名
遣
い
を
改
め
た
り
し
た
場
合
は
、
も
と
の
仮
名
を
ル
ビ
に
残
し
、

送
り
仮
名
を
加
え
た
場
合
に
は
、
該
当
箇
所
に
傍
点
を
付
し
た
。
な
お
、

久
保
田
淳
編
⽝
西
行
全
集
⽞（
一
九
八
二
・
五
）
所
収
の
同
本
翻
刻
（
西
澤

美
仁
氏
）
も
参
照
し
た
。

⚔

橋
本
不
美
男
ほ
か
校
注
⽝
歌
論
集
⽞（
小
学
館
・
日
本
古
典
文
学
全
集
50
・

一
九
七
五
・
四
／
小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
87
・
二
〇
〇
二
・

一
。
引
用
は
後
者
に
拠
る
）
付
載
の
⽛
歌
論
用
語
⽜
で
は
、⽛
よ
せ
⽜
に
つ

い
て
⽛
詞
の
上
の
縁
の
あ
る
こ
と
を
い
う
。
…
…
〔
中
略
〕
…
…
と
く
に

縁
語
関
係
を
さ
す
⽜
と
説
明
し
、⽝
和
歌
文
学
大
辞
典
⽞（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
・
二
〇
一
四
・
一
二
）
の
⽛
よ
せ
⽜
の
項
（
浅
田
徹
氏
）
で
も
、⽛
歌

に
出
て
き
た
語
に
、
関
係
の
あ
る
語
を
添
加
し
て
、
一
首
の
構
成
を
緊
密

に
す
る
こ
と
。
多
く
は
縁
語
を
指
す
⽜
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
解
説

で
は
、⽛
よ
せ
⽜
と
い
う
名
称
で
立
項
さ
れ
て
い
る
が
、⽝
西
行
上
人
談
抄
⽞

で
は
、
す
べ
て
⽛
詞
の
寄
せ
⽜
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で

は
、⽛
詞
の
寄
せ
⽜
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
。

⚕

実
在
の
西
行
と
区
別
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
本
書
の
発
話
者
を
⽛
上
人
⽜

と
呼
ぶ
。

⚖
⽛
心
得
つ
べ
し
⽜
の
⽛
つ
⽜
は
補
入
。

⚗

石
津
純
道
⽛
西
公
談
抄
に
就
い
て
⽜⽝
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
⽞（
三
-一
・
一

九
三
八
・
一
）。

⚘

錦
仁
⽛
叙
景
的
表
現
と
詠
作
主
体
の
変
質
⽜⽝
中
世
和
歌
の
研
究
⽞（
桜
楓

社
・
一
九
九
一
・
一
〇
）。

⚙
（
注
⚑
）
前
掲
書
、⽝
西
行
上
人
談
抄
⽞
の
補
注
四
。

10

公
任
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
研
究
を
参
照
し
た
。

①
村
瀬
敏
夫
⽛
藤
原
公
任
伝
の
研
究
⽜⽝
平
安
朝
歌
人
の
研
究
⽞（
新
典
社
・

一
九
九
四
・
一
一
）。
初
出
は
⽝
東
海
大
学
文
学
部
紀
要
⽞（
二
・
一
九

六
〇
・
三
）。

②
伊
井
春
樹
⽛
公
任
年
譜
考
⽜⽝
物
語
の
展
開
と
和
歌
資
料
⽞（
風
間
書
房
・

二
〇
〇
三
・
一
二
）。
初
出
は
、⽝
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
⽞（
一
〇
・
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一
九
八
四
・
三
）。

③
小
町
谷
照
彦
⽝
王
朝
の
歌
人
⚗

藤
原
公
任
⽞（
集
英
社
・
一
九
八
五
・

六
）。

11

高
遠
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
研
究
を
参
照
し
た
。

①
名
子
喜
久
雄
⽛⽛
藤
原
高
遠
略
伝
⽜
試
稿
⽜
鈴
木
一
雄
編
⽝
平
安
時
代
の

和
歌
と
物
語
⽞（
桜
楓
社
・
一
九
八
三
・
三
）。

②
中
川
博
夫
⽛
解
説
⽜⽝
大
弐
高
遠
集
注
釈
⽞（
貴
重
本
刊
行
会
・
私
家
集

注
釈
叢
刊
17
・
二
〇
一
〇
・
五
）。

12

秋
山
虔
・
久
保
田
淳
⽝
古
今
和
歌
集

王
朝
秀
歌
選
⽞（
尚
学
図
書
・
鑑
賞

日
本
の
古
典
⚓
・
一
九
八
二
・
一
）。

13

神
山
重
彦
⽛⽛
き
り
は
ら
の
駒
⽜
と
⽛
も
ち
づ
き
の
駒
⽜
―
⽝
拾
遺
集
⽞

所
載
歌
を
核
と
す
る
一
和
歌
説
話
の
考
察

―
⽜
小
沢
正
夫
編
⽝
三
代
集

の
研
究
⽞（
明
治
書
院
・
一
九
八
一
・
五
）。
神
山
氏
の
説
は
、
以
下
、
同

論
文
に
拠
る
。

14

少
将
に
侍
り
け
る
時
、
こ
ま
む
か
へ
に
ま
か
り
て

大
弐
高
遠

相
坂
の
関
の
い
は
か
ど
ふ
み
な
ら
し
山
た
ち
い
づ
る
き
り
は
ら
の
こ
ま

（⽝
拾
遺
和
歌
集
⽞・
巻
第
三
・
秋
部
・
一
六
九
）

延
喜
御
時
月
次
御
屏
風
に

つ
ら
ゆ
き

あ
ふ
さ
か
の
関
の
し
水
に
影
見
え
て
今
や
ひ
く
ら
ん
も
ち
月
の
こ
ま

（
同
・
一
七
〇
）

引
用
は
、⽝
新
編
国
歌
大
観
⽞（
角
川
書
店
・
CD
-RO
M
版
V
er2・
二

〇
〇
三
・
六
）
に
拠
る
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
和
歌
、
及
び
歌

合
判
詞
の
引
用
は
同
書
に
拠
る
。

15

杉
本
ま
ゆ
子
⽛
公
任
歌
論
の
享
受

―
⽝
新
撰
髄
脳
⽞
引
用
と
⽝
簸
河
上
⽞

を
中
心
に

―
⽜⽝
書
陵
部
紀
要
⽞（
五
二
・
二
〇
〇
一
・
三
）。

16

少
将
に
侍
り
け
る
時
こ
ま
む
か
へ
に
ま
か
り
て

左
衛
門
督
高
遠

あ
ふ
さ
か
の
せ
き
の
い
は
か
ど
ふ
み
な
ら
し
山
立
ち
い
づ
る
き
り
は
ら
の

こ
ま
（⽝
拾
遺
抄
⽞・
巻
第
三
・
秋
・
一
一
三
）

延
喜
御
時
月
令
の
御
屏
風
に
こ
ま
む
か
へ
の
か
た
有
る
所
に

貫
之

あ
ふ
さ
か
の
せ
き
の
し
水
に
影
見
え
て
い
ま
や
ひ
く
ら
む
も
ち
月
の
こ
ま

（
同
・
一
一
四
）

17
（
注
11
）
前
掲
書
②
。

18

渡
部
泰
明
⽛
西
行
の
⽛
こ
と
ば
の
よ
せ
⽜⽜⽝
中
世
和
歌
史
論

―
様
式
と

方
法
⽞（
岩
波
書
店
・
二
〇
一
七
・
三
）。
初
出
は
⽛
西
行
の
鈴
鹿
山
の
歌

と
⽛
こ
と
ば
の
よ
せ
⽜
―
院
政
期
の
縁
語
・
掛
詞
意
識

―
⽜
久
保
田

淳
編
⽝
論
集

中
世
の
文
学

韻
文
篇
⽞（
明
治
書
院
・
一
九
九
四
・
七
）。

渡
部
氏
の
説
は
、
以
下
、
同
論
文
に
拠
る
。

19

引
用
は
、
鳥
井
千
佳
子
⽝
忠
通
家
歌
合
新
注
⽞（
青
簡
舎
・
新
注
和
歌
文
学

叢
書
18
・
二
〇
一
五
・
一
〇
）
に
拠
る
。

20
（
注
14
）
前
掲
書
。

21

紙
宏
行
⽛
歌
論
用
語
研
究
⽜⽝
歌
論
の
展
開
⽞（
風
間
書
房
・
和
歌
文
学
論

集
⚗
・
一
九
九
五
・
三
）。

22

藤
原
將
寛
⽛
俊
頼
判
に
お
け
る
歌
合
評
語
⽛
な
だ
ら
か
⽜
と
⽛
す
べ
ら
か
⽜

の
差
異
に
つ
い
て
⽜⽝
国
文
学
論
叢
⽞（
六
二
・
二
〇
一
七
・
二
）。

23

松
村
明
編
⽝
日
本
文
法
大
辞
典
⽞（
一
九
七
一
・
一
〇
）
の
⽛
中
止
法
⽜
の

項
（
坂
梨
隆
三
氏
）。

24
⽛
～
な
く
⽜
と
い
う
連
用
中
止
の
形
は
、
対
比
を
示
す
た
め
に
、⽛
こ
と
な

る
ふ
し
も
な
く
、
又
さ
せ
る
と
が
な
し
⽜（⽝
住
吉
社
歌
合

嘉
応
二
年
⽞・
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⽛
旅
宿
時
雨
⽜
十
五
番
・
藤
原
俊
成
判
）
の
よ
う
に
、
前
後
に
相
反
す
る
内

容
を
並
べ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
問
題
の
発
言
の
後
段
⽛
う
る
は
し
く
言

ひ
流
し
た
り
⽜
に
は
、
前
段
⽛
さ
せ
る
詞
の
寄
せ
も
な
く
⽜
の
⽛
～
も
な

く
⽜
に
対
応
す
る
⽛
～
な
し
⽜
と
い
っ
た
言
葉
が
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う

な
例
と
は
異
な
る
。

25

大
野
晋
編
⽝
古
典
基
礎
語
辞
典
⽞（
角
川
学
芸
出
版
・
二
〇
一
一
・
一
〇
・

初
版
／
二
〇
一
一
・
一
一
・
再
版
。
引
用
は
、
後
者
に
拠
る
）
の
⽛
う
る

は
し
⽜
の
項
（
依
田
瑞
穂
氏
）。

26
（
注
⚔
）
前
掲
書
。

27
⽝
角
川
古
語
大
辞
典
⽞（
角
川
学
芸
出
版
・
CD
-RO
M
版
・
二
〇
〇
二
・

二
）
に
拠
る
。

28

武
田
元
治
⽛
別
雷
社
歌
合
注
釈
（
三
）⽜⽝
大
妻
女
子
大
学
紀
要
─
文
系
─
⽞

（
四
〇
・
二
〇
〇
八
・
三
）。

29
（
注
28
）
前
掲
書
。

30
（
注
28
）
前
掲
書
。

31

引
用
は
、
久
保
田
淳
編
⽝
西
行
全
集
⽞
所
収
の
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
⽝
続
三

十
六
番
歌
合
⽞
の
翻
刻
（
藤
田
百
合
子
氏
）
に
拠
り
、
表
記
の
変
更
に
つ

い
て
は
、
注
（
⚓
）
と
同
様
に
行
っ
た
。
な
お
、⽝
新
編
国
歌
大
観
⽞（
底

本
は
中
央
大
学
図
書
館
蔵
伝
飛
鳥
井
雅
綱
筆
本
）
で
は
、
当
該
箇
所
が
、

⽛
言
の
は
の
よ
せ
あ
り
て
、
殊
に
と
が
な
く
侍
れ
ど
⽜
と
な
っ
て
い
る
が
、

文
意
に
違
い
は
な
い
。

32

武
田
元
治
⽝
西
行
自
歌
合
全
釈
⽞（
風
間
書
房
・
一
九
九
九
・
一
一
）。

33

井
上
宗
雄
校
注
・
訳
⽝
中
世
和
歌
集
⽞（
小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
49
・
二
〇
〇
〇
・
一
一
）
所
収
の
⽝
宮
河
歌
合
⽞
当
該
歌
の
項
。

34

平
田
英
夫
⽝
御
裳
濯
河
歌
合
宮
河
歌
合
新
注
⽞（
青
簡
社
・
新
注
和
歌
文
学

叢
書
11
・
二
〇
一
二
・
三
）。
平
田
氏
は
、⽛
こ
と
葉
の
よ
せ
あ
り
て
⽜
に

つ
い
て
、⽛⽛
九
月
尽
⽜
と
⽛
心
を
尽
く
す
⽜
が
縁
あ
る
こ
と
ば
で
あ
る
こ

と
を
い
う
⽜
と
注
さ
れ
る
。

35

久
保
田
淳
・
吉
野
朋
美
校
注
⽝
西
行
全
歌
集
⽞（
岩
波
文
庫
・
二
〇
一
三
・

一
二
）。
同
書
で
は
⽛
事
の
は
の
よ
せ
あ
り
て
⽜
に
つ
い
て
、⽛
二
、
三
句

の
表
現
が
、
秋
の
暮
れ
で
あ
る
九
月
尽
日
を
想
起
さ
せ
、
言
葉
の
縁
が
あ

る
こ
と
を
い
う
⽜
と
注
さ
れ
る
。

36
⽝
白
氏
文
集
⽞・
巻
十
四
。
引
用
は
、
本
文
、
訓
読
、
と
も
に
岡
村
繁
⽝
新

釈
漢
文
大
系

第
99
巻

白
氏
文
集
（
三
）⽞（
明
治
書
院
・
一
九
八
八
・

七
）
に
拠
り
、
漢
字
の
字
体
を
一
部
改
め
た
。

37
⽝
拾
玉
集
⽞・
一
九
四
二
、⽝
拾
遺
愚
草
⽞
員
外
・
四
四
二
。

38

三
奏
本
の
全
文
を
引
用
す
る
と
、

雨
中
秋
尽
と
い
へ
る
こ
と
を
よ
め
る

大
納
言
公
任

い
づ
か
た
に
秋
の
ゆ
く
ら
む
わ
が
や
ど
に
こ
よ
ひ
ば
か
り
の
あ
ま
や
ど

り
せ
よ

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
歌
は
、⽝
詞
花
和
歌
集
⽞（
巻
第
三
・
秋
・
一
三
九
）

に
、

雨
中
九
月
尽
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る

前
大
納
言
公
任

い
づ
か
た
に
あ
き
の
ゆ
く
ら
ん
わ
が
や
ど
に
こ
よ
ひ
ば
か
り
は
あ
ま
や

ど
り
せ
で

と
し
て
載
る
が
、⽝
公
任
集
⽞（
一
三
三
）
で
は
、

九
月
つ
ご
も
り
の
日
、
あ
き
の
か
げ
は
あ
め
の
う
ち
に
つ
き
ぬ
と

い
ふ
こ
と
を
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い
づ
か
た
に
秋
は
行
く
ら
ん
わ
が
や
ど
に
今
夜
ば
か
り
は
雨
や
ど
り
せ

で
と
あ
り
、⽝
金
葉
和
歌
集
⽞
の
方
が
、
本
来
の
形
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。

39

工
藤
重
矩
氏
は
、⽝
金
葉
和
歌
集

詞
花
和
歌
集
⽞（
岩
波
書
店
・
新
日
本

古
典
文
学
大
系
⚙
・
一
九
八
九
・
九
）
の
⽝
詞
花
和
歌
集
⽞
の
注
釈
に
お

い
て
、
結
句
の
⽛
か
け
て
⽜
に
つ
い
て
、⽛
い
つ
も
心
に
思
う
の
意
。⽛
露
⽜

の
縁
語
⽜
と
指
摘
さ
れ
る
。

40

野
村
剛
史
氏
は
、
山
口
明
穂
・
秋
本
守
英
編
⽝
日
本
語
文
法
大
辞
典
⽞（
明

治
書
院
・
二
〇
〇
一
・
三
）
の
⽛
さ
へ
⽜
の
項
で
、

古
代
語
の
⽛
さ
へ
⽜
の
意
味
は
し
ば
し
ば
⽛
添
加
⽜
と
述
べ
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
の
用
例
の
現
代
語
訳
は
、
た
い
て
い
⽛
…
ま
で
も
⽜
と

あ
る
よ
う
に
⽛
範
囲
の
拡
大
し
て
行
っ
た
結
果
⽜
と
い
う
含
み
を
持
ち
、

現
代
語
の
⽛
ま
で
⽜
に
近
い
。
添
え
加
わ
る
と
い
う
よ
り
も
、
対
象
領

域
の
拡
大
を
表
現
す
る
と
述
べ
た
ほ
う
が
適
切
だ
ろ
う
。

と
指
摘
さ
れ
る
。

41
（
注
12
）
前
掲
書
。

42

久
保
田
淳
校
注
・
訳
⽝
百
人
一
首

秀
歌
選
⽞（
ほ
る
ぷ
出
版
・
日
本
の
文

学
古
典
編
27
・
一
九
八
七
・
七
）。

43
（
注
42
）
前
掲
書
。

44

小
町
谷
照
彦
校
注
⽝
拾
遺
和
歌
集
⽞（
岩
波
書
店
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系

⚗
・
一
九
九
〇
・
一
）。

45

こ
の
貫
之
詠
は
も
と
も
と
屏
風
歌
で
あ
り
、
そ
の
屏
風
絵
に
満
月
が
描
か

れ
て
い
た
の
か
否
か
、
ま
た
、
こ
の
駒
迎
が
夜
の
情
景
で
あ
る
の
か
否
か

と
い
っ
た
点
で
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
議
論
の
詳
細
を
こ
こ
で
紹
介

す
る
余
裕
は
な
い
が
、
最
新
の
研
究
成
果
で
あ
る
、
竹
鼻
績
⽝
拾
遺
抄
注

釈
⽞（
笠
間
書
院
・
二
〇
一
四
・
九
）
で
は
、

逢
坂
の
関
で
の
駒
迎
は
早
朝
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
満
月
は
も
ち
ろ
ん

月
も
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
か
ら
皓
々
と
輝
く

満
月
を
想
像
す
る
の
は
、
貢
馬
の
牧
の
名
が
十
五
夜
を
い
う
望
月
と
同

じ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
説
か
れ
、
屏
風
絵
に
満
月
は
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
馬
産
地
の
名
で
あ
る
⽛
望
月
⽜
が
、⽛
満
月
⽜
を
連
想
さ
せ

る
言
葉
で
あ
る
点
は
、竹
鼻
氏
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、屏
風
絵
に
、⽛
満
月
⽜

が
描
か
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
拘
わ
ら
ず
、⽛
望
月
⽜
と
⽛
か
げ
⽜
と
が
、

言
葉
同
士
の
関
係
と
し
て
⽛
縁
語
⽜
で
あ
る
点
は
、
認
め
て
よ
い
と
考
え

る
。

46

上
條
彰
次
⽛
貫
之
⽛
望
月
の
駒
⽜
詠
考
⽜（⽝
中
世
和
歌
文
学
論
叢
⽞・
一
九

九
三
・
八
）。
初
出
は
⽝
文
学
⽞（
三
九
─
一
〇
・
一
九
七
一
・
一
〇
）。

47

藤
平
氏
は
、⽝
愚
秘
抄
⽞
所
収
の
本
説
話
に
触
れ
、⽛
貫
之
歌
は
、⽛
望
月
⽜

と
⽛
影
見
え
て
⽜
と
の
縁
語
関
係
に
よ
っ
て
月
光
が
射
し
て
い
る
ご
と
く

暗
示
し
、
そ
れ
を
馬
の
姿
の
清
水
に
映
る
背
景
と
し
て
お
り
、
立
体
的
で

あ
る
た
め
、
技
巧
が
目
立
つ
こ
と
な
く
イ
メ
ー
ジ
が
鮮
明
に
浮
か
ん
で
く

る
⽜
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
窪
田
章
一
郎
・
杉
谷
寿
郎
・
藤
平
春
男
編
⽝
鑑

賞

日
本
古
典
文
学

第
⚗
巻

古
今
和
歌
集
・
後
撰
和
歌
集
・
拾
遺
和

歌
集
⽞・
角
川
書
店
・
一
九
七
五
・
九
・
初
版
／
一
九
九
一
・
七
・
八
版
。

引
用
は
後
者
に
拠
る
）。

48

引
用
は
佐
佐
木
信
綱
編
⽝
日
本
歌
学
大
系
⽞
第
四
巻
（
風
間
書
房
・
一
九

五
六
・
一
）
に
拠
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、⽝
西
行
上
人
談
抄
⽞
よ
り
も
後
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に
成
立
し
た
⽝
愚
秘
抄
⽞
の
本
文
に
つ
い
て
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
が
、

⽛
さ
せ
る
ふ
し
も
な
く
な
び
ら
か
に
い
ひ
く
だ
せ
り
⽜
の
よ
う
に
、
前
段
が

⽛
さ
せ
る
ふ
し
も
な
く
⽜
と
い
う
文
言
で
あ
る
場
合
、⽛
縁
語
⽜
の
あ
る
貫

之
詠
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
も
不
自
然
さ
は
少
な
い
。
和
歌
批
評
に
用
い

ら
れ
る
⽛
ふ
し
⽜
は
、
俊
頼
の
判
詞
を
掲
げ
た
際
（
第
四
節
）
に
触
れ
た

よ
う
に
、⽛
歌
の
趣
向
・
工
夫
⽜
と
い
っ
た
意
で
あ
る
た
め
、⽛
縁
語
⽜
の

あ
る
歌
に
対
し
て
で
も
、
そ
の
工
夫
（
＝⽛
ふ
し
⽜）
が
足
り
な
い
、
と
い

う
指
摘
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、⽝
愚
秘
抄
⽞
の
形
で
あ
れ
ば
す

べ
て
の
問
題
が
解
決
す
る
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。⽝
愚
秘
抄
⽞
の

場
合
も
、
後
段
の
⽛
な
び
ら
か
に
い
ひ
く
だ
せ
り
⽜
は
、⽛
な
だ
ら
か
に
言

い
下
し
て
あ
る
⽜
と
い
っ
た
意
味
の
肯
定
的
な
評
言
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、⽛
さ
せ
る
～
な
く
、
～
⽜
と
い
う
表
現
の
中
に
、
否
定
的
な
内
容
の
前

段
と
肯
定
的
な
内
容
の
後
段
と
が
あ
る
点
で
は
、⽝
西
行
上
人
談
抄
⽞
と
同

じ
だ
か
ら
で
あ
る
。

［
付
記
］
本
稿
は
、
第
六
十
二
回
和
歌
文
学
会
大
会
（
平
成
二
十
八
年
十
月
九

日

於
東
京
大
学
）に
お
け
る
口
頭
発
表⽛⽝
西
行
上
人
談
抄
⽞の⽛
詞

の
寄
せ
⽜
―
⽛
四
条
大
納
言
⽜
の
発
言
を
起
点
と
し
て

―
⽜
の

一
部
に
基
づ
き
ま
す
。
発
表
に
際
し
、
ご
意
見
、
ご
教
示
を
賜
っ
た

先
生
方
に
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
き
た
に

み
つ
る
・
北
海
学
園
大
学
非
常
勤
講
師
）




