
源俊頼の和歌と短連歌

源
俊
頼
の
和
歌
と
短
連
歌

こ
れ
ま
で
俊
頼
の
短
連
歌
を
研
究
す
る
に
お
い
て
は
、
掛
詞
（
秀
句
）
や
縁
語
と
い
っ
た
和
歌
と
共
通
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
つ
つ
も
、

郷
連
歌
が
和
歌
と
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
表
現
形
式
と
し
て
新
た
に
発
達
・
展
開
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
力
点
が
世
か
れ
て
い
て
、
和
歌
と

の
親
和
性
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
魁
う
。
確
か
に
、
俊
頼
作
の
短
連
歌
や
彼
が
収
集
し
た
連
歌
を
洲
介
し
て
み

る
と
、
何
ら
か
の
「
本
」
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
分
析
し
て
い
く
と
あ
る
特
徴
の
認
め

要
旨
源
俊
頼
が
自
ら
の
編
ん
だ
「
金
葉
和
歌
集
」
に
勅
撰
集
で
初
め
て
連
歌
の
部
を
設
定
し
た
こ
と
は
、
歴
代
勅
撰
集
の
編
纂
史
上
に
お

い
て
極
め
て
異
例
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
俊
頼
は
自
ら
の
著
し
た
『
散
木
奇
歌
集
」
や
「
俊
頼
髄
脳
」
に
多
く
の
連
歌
作
砧
を
取
り
こ
ん
で
い

る
こ
と
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、
和
歌
に
比
べ
て
一
段
低
く
見
ら
れ
が
ち
な
「
連
歌
」
と
い
う
形
式
に
対
し
て
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
歌
人
で

あ
る
。
そ
の
俊
頼
が
自
ら
が
編
者
を
務
め
る
晴
の
歌
集
に
「
連
歌
」
と
い
う
呼
称
を
置
い
た
と
い
う
こ
と
ば
、
和
歌
と
連
歌
と
を
完
全
に
同
等

と
認
め
る
ま
で
は
い
か
ず
と
も
、
短
連
歌
が
和
歌
と
い
う
第
一
文
芸
に
、
よ
り
接
近
す
る
表
現
形
式
へ
と
成
熟
し
て
い
た
と
考
え
て
い
た
こ
と

を
示
す
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
俊
頼
が
先
行
和
歌
か
ら
短
連
歌
へ
と
何
を
取
り
入
れ
て
い
っ
た
の
か
、
こ
の
期
の
短
連
歌
の
有
り
様
に
つ
い
て
従
来
と

は
異
な
る
視
点
か
ら
捉
え
直
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

る
と
、
何
ら
か
の
「
本
」
酷

ら
れ
る
一
群
が
存
在
し
た
。

大
野

順

子
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こ
れ
ま
で
俊
頼
の
短
連
歌
の
研
究
は
、
掛
詞
（
秀
句
）
や
縁
語
と
い
っ
た
和
歌
と
共
通
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
つ
つ
も
、
短
連
歌
が

和
歌
と
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
表
現
形
式
と
し
て
新
た
に
発
達
・
股
附
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
て
、
和
歌
と
の
親

（
ワ
」

和
性
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

考
え
て
い
る
。

源
俊
噸
が
自
ら
の
糊
ん
だ
「
金
葉
和
歌
集
」
に
勅
撰
集
で
初
め
て
連
歌
の
部
を
設
定
し
た
こ
と
は
、
歴
代
勅
撰
集
の
編
纂
史
上
に
お
い

て
極
め
て
異
例
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
俊
頼
は
そ
も
そ
も
自
ら
の
著
し
た
「
散
木
奇
歌
集
」
や
「
俊
頼
髄
脳
」
に
多
く
の
連

歌
作
品
を
取
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、
和
歌
に
比
べ
て
一
段
低
く
見
ら
れ
が
ち
な
「
連
歌
」
と
い
う
形
式
に
対
し
て
強

い
関
心
を
抱
い
て
い
た
歌
人
で
あ
る
。
そ
の
俊
頼
が
自
ら
が
細
者
を
務
め
る
晴
の
歌
集
に
「
連
歌
」
と
い
う
呼
称
の
文
芸
を
樅
い
た
と
い

う
こ
と
は
、
和
歌
と
連
歌
と
を
完
全
に
同
等
と
認
め
る
ま
で
は
い
か
ず
と
も
、
短
連
歌
が
和
歌
と
い
う
第
一
文
芸
に
、
よ
り
接
近
す
る
表

現
形
式
へ
と
成
熟
し
て
い
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
稲
田
利
徳
氏
は
、
俊
頼
が
「
金
葉
集
」
中
に
連
歌
の
部

を
設
け
た
の
は
従
来
価
値
の
低
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
連
歌
を
和
歌
と
同
列
の
位
置
に
引
き
あ
げ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
指

（
１
）

摘
し
、
そ
の
背
景
に
は
「
三
代
集
的
な
歌
材
、
歌
語
の
行
き
詰
ま
り
」
と
い
っ
た
和
歌
へ
の
危
機
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
異
論
は
な
く
、
本
稿
で
は
そ
れ
に
加
え
て
新
た
な
視
点
か
ら
こ
の
期
の
連
歌
と
和
歌
の
関
係
に
つ
い
て
解
明
し
た
い
と

木
工
助
敦
隆
が
の
り
た
る
馬
の
、
こ
と
の
ほ
か
に
や
せ
よ
わ
く
し
て
お
そ
か
り
け
れ
ば
、
お
く
れ
た
り
け
る
を
ま
ち
つ
け
て
い

は
じ
め
に
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源俊頼の和歌と短連歌

関
根
慶
子
氏
は
右
の
連
歌
と
漢
詩
を
例
に
と
っ
て
典
拠
を
も
つ
連
歌
は
現
存
資
料
中
に
は
稀
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
さ
ら
に
「
思
う
に

当
時
の
連
欣
が
軽
妙
な
座
興
を
楽
し
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
所
か
ら
、
深
い
典
拠
な
ど
は
自
然
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
存
す
る

（
３
）

盗
料
が
乏
し
い
ば
か
り
で
は
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
俊
頼
作
の
短
連
歌
や
彼
が
収
集
し
た
連
歌
を
調
査

し
て
み
る
と
、
何
ら
か
の
「
本
」
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
ぱ
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
し
か
し
実
例
は
少
な
い
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の

作
品
を
分
析
し
て
い
く
と
あ
る
特
徴
の
認
め
ら
れ
る
一
群
が
存
在
し
た
。
そ
こ
で
本
棚
で
は
、
俊
頼
が
先
行
和
歌
か
ら
短
連
欣
へ
と
何
を

取
り
入
れ
て
い
っ
た
の
か
、
こ
の
期
の
短
連
歌
の
有
り
様
に
つ
き
、
従
来
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
捉
え
直
し
て
み
た
い
。

ひ
に
ゆ
く
こ
と
は
し
り
へ
し
ぞ
に
き
（
「
散
水
奇
欣
典
」
一
五
七
五
）

か
に
と
と
へ
ぱ
敦
隆

ほ
れ
あ
が
り
す
ぢ
さ
へ
た
か
き
こ
ま
な
れ
や

穆
王
八
駁
天
馬
駒
、
後
人
愛
之
写
為
図
、
背
如
竜
合
頸
如
象
、
什
疎
筋
高
脂
肉
壮
、
日
行
万
里
速
如
飛
、

二
白
氏
文
集
」
調
諭
四
新
楽
府
三
十
首
「
八
駿
図
」
）

"つ

く
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前
句
に
あ
る
「
み
く
ら
」
が
和
歌
に
詠
ま
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
「
み
く
ら
の
や
ま
」
と
い
う
歌
枕
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん

（
４
）

ど
で
あ
っ
た
。
右
の
連
歌
以
前
に
、
和
歌
や
連
歌
に
宮
中
の
「
み
く
ら
」
が
歌
わ
れ
た
例
は
な
く
、
「
み
く
ら
」
と
い
う
言
葉
で
想
起
さ
れ

る
古
歌
は
お
そ
ら
く
「
み
く
ら
や
ま
」
を
詠
じ
た
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
の
「
み
く
ら
や
ま
」
を
詠
ん
だ
歌
々
の
な
か
で
も
「
古
今
和
歌
六
帖
」

八
七
○
の
結
句
は
「
と
こ
ろ
な
し
と
て
」
と
し
た
付
句
と
句
の
形
が
近
く
、
俊
頼
は
「
み
く
ら
」
を
詠
み
こ
ん
だ
前
句
か
ら
先
行
歌
で
あ
る
『
古

今
和
歌
六
帖
』
八
七
○
を
連
想
し
た
と
思
わ
れ
る
。

本
節
で
は
、
ま
ず
俊
頼
の
詠
ん
だ
連
歌
の
句
に
先
行
和
歌
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
作
品
を
見
て
い
く
。

堀
河
院
御
時
、
出
納
が
腹
立
ち
て
へ
や
の
し
う
と
い
ふ
も
の
を
、
み
く
ら
の
し
た
に
こ
む
な
る
を
聞
き
て
源
中
納
言
国
信

へ
や
の
し
う
み
く
ら
の
し
た
に
こ
も
る
な
り

つ
け
よ
と
せ
め
あ
り
け
れ
ば

を
さ
め
ど
の
に
は
と
こ
ろ
な
し
と
て
二
散
木
奇
歌
集
」
一
六
一
五
）

わ
が
こ
ひ
は
み
く
ら
の
や
ま
に
う
つ
し
て
む
ほ
ど
な
き
身
に
は
お
き
所
な
し
（
「
古
今
和
歌
六
帖
」
山
八
七
○
）

｜
、
俊
頼
詠
の
連
歌
に
あ
ら
わ
れ
る
古
歌
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源俊頼の和歌と短連歌

こ
の
連
歌
は
、
前
句
の
「
つ
り
ど
の
」
に
対
し
て
付
句
に
「
う
つ
ば
り
」
と
い
う
対
に
な
る
よ
う
な
語
を
設
定
し
、
さ
ら
に
「
釣
り
」
・
「
魚
」
．

「
針
」
・
「
（
水
）
底
」
と
縁
語
に
な
る
よ
う
な
語
が
全
体
に
散
り
ぱ
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
短
連
歌
に
典
型
的
な
機
知
問
答
の
形
を
と
っ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
も
か
な
り
複
雑
な
構
成
で
付
句
を
作
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
語
彙
の
重
な
り
具
合
か
ら
み
て
俊
頼
は
「
古

今
集
』
三
○
四
や
「
拾
遺
抄
」
四
八
あ
た
り
の
古
歌
を
踏
ま
え
て
詠
ん
で
い
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

人
人
あ
ま
た
や
は
た
の
み
か
ぐ
ら
に
ま
ゐ
り
た
り
け
る
に
、
こ
と
は
て
て
又
の
Ⅱ
、
別
当
法
印
光
清
が
堂
の
池
の
つ
り
殿
に
人

人
ゐ
な
み
て
あ
そ
び
け
る
に
、
光
清
連
歌
つ
く
る
こ
と
な
ん
え
た
る
こ
と
と
お
ぼ
ゆ
る
、
た
だ
い
ま
連
歌
つ
け
ば
や
な
ど
申
し

ゐ
た
り
け
る
に
、
か
た
の
ご
と
く
と
て
ま
う
し
た
り
け
る
俊
重

つ
り
ど
の
の
し
た
に
は
い
を
や
す
ぎ
ざ
ら
ん

光
清
し
き
り
に
案
じ
け
れ
ど
も
、
え
つ
け
で
や
み
に
し
こ
と
な
ど
、
か
へ
り
て
か
た
り
し
か
ば
こ
こ
ろ
み
に
と
て

う
つ
ば
り
の
か
げ
そ
こ
に
見
え
つ
つ
（
「
散
木
奇
歌
集
」
一
五
八
三
）

池
の
ほ
と
り
に
て
も
み
ぢ
の
ち
る
を
よ
め
る
み
つ
ね

風
ふ
け
ば
お
つ
る
も
み
ぢ
ば
水
き
よ
み
ち
ら
ぬ
か
げ
さ
へ
そ
こ
に
見
え
つ
つ

二
古
今
和
歌
集
」
秋
歌
下
三
○
四
／
「
古
今
和
歌
六
帖
」
紅
葉

題
不
知
読
人
不
知

さ
は
水
に
か
は
づ
な
く
な
り
や
ま
ぶ
き
の
う
つ
ろ
ふ
い
ろ
や
そ
こ
に
み
ゆ
ら
ん

（
『
拾
遺
抄
」
春
四
八
／
「
古
今
和
歌
六
帖
」
か
は
づ

四
○
八
○
）

六

○
|ノリ
…
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あ
た
り
が
脳
裡
に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
先
行
詠
も
広
く
読
ま
れ
た
可
能
性
の
高
い
勅
撰
集
や
歌
物
語
に
含
ま
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
水
面
に
映
る
景
物
を
主
眼
と
し
て
い
る
点
で
俊
頼
の
付
句
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
ら
が
俊
頼
の
句
に
影
響
を

与
え
て
い
た
可
能
性
は
低
く
な
い
。
ま
た
俊
頼
は
、
次
の
よ
う
な
付
句
も
詠
ん
で
い
る
。

「
桧
垣
鰡
集
」
・
「
大
和
物
語
」
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
連
歌
、

こ
こ
で
も
俊
頼
は
「
水
底
に
な
に
か
が
見
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
据
え
て
詠
じ
て
お
り
、
水
に
関
係
す
る
連
歌
を
作
る
に
あ
た

っ
て
水
面
に
映
る
景
色
を
詠
む
の
は
俊
頼
に
と
っ
て
常
套
的
な
方
法
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
、
俊
頼
は
お
そ

堀
河
院
御
時
う
り
ふ
れ
か
き
い
れ
た
り
け
る
を
み
て
肥
後
君

う
り
ふ
れ
は
う
み
す
ぎ
て
こ
そ
ま
ゐ
り
た
れ

ま
ゐ
り
た
り
と
き
こ
し
め
し
て
、
御
前
に
め
さ
れ
て
つ
け
よ
と
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
け
れ
は
つ
か
う
ま
つ
り
け
る

な
み
に
ふ
ら
れ
て
み
な
そ
こ
に
み
ゆ
（
「
散
木
奇
歌
集
」
一
五
六
九
）

す
き
も
の
ど
も
あ
つ
ま
り
て
、
よ
み
が
た
か
ら
む
す
ゑ
つ
け
さ
せ
む
と
て
、
か
く
い
ふ

わ
た
つ
み
の
な
か
に
ぞ
た
て
る
さ
を
し
か
は

と
て
、
こ
れ
が
す
ゑ
つ
け
よ
と
い
へ
ぱ

秋
の
や
ま
べ
ぞ
そ
こ
に
見
ゆ
ら
む
二
檜
垣
蝋
集
」
二
五
／
「
大
和
物
語
」
百
二
十
八
段
二
○
四
）
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ら
く
矛
盾
や
謎
を
ど
の
よ
う
に
捌
く
か
、
古
い
例
か
ら
学
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

古
歌
の
影
響
が
見
ら
れ
る
俊
頼
の
作
例
は
以
上
で
あ
る
が
、
俊
頼
が
短
連
歌
を
集
成
し
た
『
俊
頼
髄
脳
」
の
作
品
の
な
か
に
も
古
歌
の

影
響
を
受
け
た
と
思
し
き
連
歌
が
散
見
さ
れ
る
。

後
撰
集
歌
の
二
・
三
句
は
連
歌
と
よ
く
重
な
り
合
っ
て
い
る
上
に
結
句
が
「
ら
む
」
で
結
ば
れ
て
お
り
、
上
旬
と
下
句
に
「
波
の
花
」
・
「
松

風
」
と
対
に
な
る
よ
う
な
言
葉
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
連
歌
と
の
関
係
の
深
い
実
方
の
家
集
に
は
「
い
で
た
ち
て
と
も
ま
つ
ほ

ど
の
ひ
さ
し
き
は
ま
さ
き
の
か
づ
ら
ち
り
や
し
ぬ
ら
む
」
（
「
実
方
集
」
五
○
）
と
い
う
よ
う
な
歌
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
後
撰

集
』
に
あ
る
古
歌
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
頼
経
の
前
句
に
対
抗
し
、
公
資
が
「
ち
り
や
し
ぬ
ら
む
」
と
歌
っ
た
実
方
詠
を
用
い
て
応
じ
た

頼
経

桃
園
の
も
も
の
花
こ
そ
さ
き
に
け
れ

公
資
の
朝
臣

梅
津
の
む
め
は
ち
り
や
し
ぬ
ら
む

く
『
俊
頼
髄
脳
」
三
七
四
／
「
金
葉
和
歌
集
（
二
度
本
）
」
雑
部
下
連
歌
六
四
九
／
「
金
葉
和
歌
集
（
三
奏
本
）
」
雑
下

六
四
一
＊
「
金
葉
集
」
で
は
、
前
句
は
「
頼
慶
法
師
」
と
さ
れ
て
い
る
一

人
の
か
う
ぶ
り
す
る
所
に
て
、
ふ
ぢ
の
花
を
か
ざ
し
て
よ
み
人
し
ら
ず

打
ち
よ
す
る
浪
の
花
こ
そ
さ
き
に
け
れ
ち
よ
松
風
や
は
る
に
な
る
ら
ん
（
「
後
撰
和
歌
集
』
慶
賀
一
三
七
四
）
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「
梅
の
花
笠
」
は
古
く
は
古
今
集
歌
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
後
も
用
例
の
多
い
句
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
み
の
む
し
」
を
用
い
た
和

歌
は
少
な
く
、
右
の
連
歌
以
前
に
和
歌
に
詠
ま
れ
た
作
品
と
な
る
と
、
管
見
に
よ
れ
ば
兼
輔
・
頼
基
・
和
泉
式
部
の
三
首
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
う
ち
「
梅
の
花
笠
」
と
と
も
に
詠
み
あ
わ
さ
れ
た
例
は
、
和
泉
式
部
の
一
首
の
み
で
あ
っ
た
。

可
能
性
を
考
え
て
も
よ
い
よ
う
に
思
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
歌
を
蓄
え
て
い
た
歌
人
同
士
が
、
当
座
の
座
興
に
お
い
て
互
い
の
知
識
を
駆

使
し
て
挑
み
合
う
こ
と
で
連
歌
を
楽
し
ん
だ
と
す
る
推
測
は
、
そ
れ
ほ
ど
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

慶
暹

む
め
の
花
が
さ
着
た
る
み
の
む
し

薬
犬
丸

雨
よ
り
は
風
ふ
く
な
ど
や
思
ふ
ら
む

こ
れ
は
、
慶
暹
律
師
の
房
に
、
人
々
ま
か
り
て
あ
そ
び
け
る
に
、
十
歳
ば
か
り
あ
り
け
る
稚
児
の
、
み
の
虫
の
梅
の
枝
に
つ
き
た
り

け
る
を
見
て
、
し
た
り
け
る
を
、
人
々
、
え
付
け
ざ
り
け
る
に
、
薬
犬
丸
と
い
ひ
け
る
が
、
付
け
た
り
け
る
と
ぞ
。
さ
て
、
そ
の
童

を
ば
、
こ
こ
ろ
あ
り
け
る
童
な
れ
ば
と
て
、
法
師
に
な
し
て
、
よ
ろ
し
き
も
の
に
な
む
、
つ
か
ひ
け
る
。

（
「
俊
頼
髄
脳
」
三
八
七
／
「
金
葉
和
歌
集
（
二
度
本
）
」
雑
部
下
連
歌
六
六
二
）

か
へ
し
も
の
の
う
た

あ
を
や
ぎ
を
か
た
い
と
に
よ
り
て
鴬
の
い
ふ
て
ふ
笠
は
梅
の
花
が
さ
（
『
古
今
和
歌
集
」
神
あ
そ
び
の
う
た
一
○
八
二
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慶
暹
は
十
歳
ば
か
り
の
稚
児
の
発
言
か
ら
、
非
常
に
珍
し
い
取
り
合
わ
せ
を
し
て
い
た
和
泉
式
部
詠
を
想
起
し
、
こ
の
前
句
を
詠
ん
だ

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
薬
犬
丸
の
付
句
が
ど
の
よ
う
な
点
で
賞
賛
を
得
た
か
を
考
え
る
と
き
、
前
句
の
「
か
さ
」
・
「
み
の
」

に
対
し
て
「
雨
」
・
「
風
」
で
受
け
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
当
た
り
前
に
過
ぎ
る
。
や
は
り
、
対
句
的
な
応
答
以
外
の
部
分
に
創
意
を
求

め
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
和
泉
式
部
詠
に
お
い
て
「
雨
ふ
ら
ば
梅
の
花
が
さ
有
る
も
の
を
」
と
す
で
に
詠
ま
れ
て
い
た
内

容
を
踏
ま
え
、
「
雨
よ
り
は
風
ふ
く
」
と
思
っ
た
か
ら
こ
そ
梅
の
花
笠
を
必
要
と
し
た
の
だ
と
応
じ
た
点
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
古

歌
に
新
た
な
展
開
を
加
え
つ
つ
、
前
句
に
対
句
的
に
応
ず
る
と
い
う
構
造
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
薬
犬
丸
の
句
は
賞
賛
さ
れ
た
と
稿
者
は

考
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
薬
犬
丸
自
身
に
構
造
に
対
す
る
意
識
が
ど
こ
ま
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
少
な
く
と
も
、
付
句
に

接
し
た
慶
迩
の
周
囲
や
俊
頼
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
「
俊
頼
髄
脳
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
連
歌
も
典
拠
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
間
接
的
に
で
は

あ
る
が
補
強
さ
れ
よ
う
。

虫
の
ね
の
よ
わ
り
し
秋
の
く
れ
よ
り
も
（
「
俊
頼
髄
脳
」
三
八
八
）

重
之

物
あ
は
れ
な
る
春
の
あ
け
ぼ
の

や
な
ぎ
に
み
の
む
し
の
つ
き
た
る
を
み
て

雨
ふ
ら
ば
梅
の
花
が
さ
有
る
も
の
を
柳
に
つ
け
る
み
の
む
し
の
な
ぞ
今
和
泉
式
部
集
」
五
一
四
）

修
行
者
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（
５
）

春
の
曙
と
秋
の
夕
暮
れ
を
対
置
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
連
歌
は
明
ら
か
に
「
枕
草
子
」
一
段
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
し
か
も

修
行
者
の
付
句
は
「
枕
草
子
」
が
「
風
の
帯
む
し
の
ね
な
ど
、
は
た
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
秋
の
夕
暮
れ
を

賞
賛
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
虫
の
ね
の
よ
わ
り
し
」
と
限
定
を
設
け
、
そ
の
上
で
春
の
曙
を
賞
賛
し
て
い
る
点
で
、
古
歌
に
新
し
さ
を

加
え
た
薬
犬
丸
の
付
句
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

も
り
ふ
さ

き
の
ふ
よ
り
今
Ｈ
こ
そ
か
へ
れ
あ
す
か
よ
り

つ
れ
み
の
わ
う

み
か
の
は
ら
ゆ
く
心
ち
こ
そ
す
れ

こ
れ
は
、
越
前
に
て
、
父
の
供
に
て
、
あ
す
か
の
御
社
に
参
り
て
、
ま
た
の
日
、
帰
る
と
て
、
申
し
て
侍
り
け
る
・

（
「
俊
頼
髄
脳
」
三
九
三
炎
「
続
詞
花
和
歌
集
」
物
名
九
四
二
＊
初
句
「
昨
日
き
て
」
）

年
の
は
て
に
よ
め
る
は
る
み
ち
の
つ
ら
き

昨
日
と
い
ひ
け
ふ
と
く
ら
し
て
あ
す
か
が
は
流
れ
て
は
や
き
月
日
な
り
け
り

（
「
古
今
和
歌
集
」
冬
歌
三
四
一
／
『
古
今
和
歌
六
帖
」
と
し
の
く
れ
二
七
四
）

題
し
ら
ず
読
人
し
ら
ず

世
中
は
な
に
か
つ
ね
な
る
あ
す
か
が
は
き
の
ふ
の
ふ
ち
ぞ
け
ふ
は
せ
に
な
る
（
「
古
今
和
歌
集
」
雑
歌
下
九
三
三
）

東
山
に
も
み
ぢ
見
に
ま
か
り
て
又
の
日
の
つ
と
め
て
ま
か
り
か
へ
る
と
て
よ
み
侍
り
け
る
恵
京
法
師
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を
用
い
て
付
句
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
古
今
集
」
四
○
八
の
上
の
句
の
よ
う
に
「
み
か
の
原
」
に
「
三
日
」
を
重
ね
て
詠
む
例
は
、

（
６
）

後
代
に
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
携
房
ら
の
連
歌
以
前
に
は
こ
の
『
古
今
集
」
歌
し
か
な
い
。
お
そ
ら
く
、
つ
れ
み
の
わ
う
は
前
句
に
お
い
て
「
三

日
間
」
と
い
う
時
間
の
経
過
が
和
歌
的
な
発
想
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
「
古
今
集
」
四
○
八
は
越
前
の
地
で
の
連
歌
で
あ
る
た

め
実
際
の
場
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
の
、
同
じ
く
古
歌
に
拠
っ
た
「
み
か
の
原
」
を
持
ち
出
し
て
応
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
よ
う
に
、
「
昨
日
」
・
「
今
川
」
・
「
明
日
」
と
い
う
言
葉
が
一
つ
の
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

「
あ
す
か
の
御
社
」
で
詠
ま
れ
た
盛
房
の
前
句
も
、
こ
れ
ら
の
古
歌
に
学
ん
だ
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
前
句
を
受
け
た
つ
ね
み
の
わ
う

（
「
続
詞
花
集
」
で
は
「
と
も
な
る
さ
ぶ
ら
ひ
」
）
は
そ
れ
を
十
分
承
知
し
た
上
で
、
同
様
に
「
古
今
集
」
歌
で
あ
る
、

題
し
ら
ず
よ
み
人
し
ら
ず

都
い
で
て
今
日
み
か
の
原
い
づ
み
河
か
は
風
さ
む
し
衣
か
せ
山

（
「
古
今
和
歌
集
」
鵜
旅
歌
四
○
八
／
「
古
今
和
歌
六
帖
」
ざ
ふ
の
こ
ろ
も
三
三
二
五
／
『
新
撰
和
歌
』
別
旅
一
八
八
）

昨
日
よ
り
け
ふ
は
ま
さ
れ
る
も
み
ぢ
ば
の
あ
す
の
色
を
ば
み
で
や
か
へ
ら
ん
（
「
拾
遺
抄
」
秋
一
二
四
）

頼
光

た
で
か
る
舟
の
す
ぐ
る
な
り
け
り

相
模
が
母
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こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
連
歌
と
「
能
閃
法
師
集
」
四
一
と
は
第
三
句
・
結
句
が
よ
く
重
な
り
あ
い
、
さ
ら
に
前
句
・
上
句
で
提
出
さ
れ
た
謎
（
問

い
か
け
）
に
対
し
て
付
句
・
下
句
で
答
え
る
と
い
う
形
が
よ
く
似
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
作
品
の
根
底
に
は
、
「
古
今
集
」
四
五
六
の
安
倍
清

行
歌
が
揺
曳
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
噸
光
句
の
結
句
が
「
す
ぐ
る
な
り
け
り
」
と
い
う
形
に
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、

や
は
り
直
接
に
は
能
因
歌
が
引
か
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
俊
頼
髄
脳
」
・
「
金
葉
集
」
と
も
に
頼
光
が
こ
の
句
を
詠
ん
だ
事
情
に

（
７
）

つ
い
て
、
和
歌
と
し
て
も
連
歌
と
し
て
も
口
に
の
ぼ
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
の
「
口
ず
さ
み
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
頼
光
は
『
拾
遺
集
』
を
初
出
と
し
て
「
後
拾
遺
集
」
・
「
金
葉
集
」
な
ど
の
勅
撰
集
に
入
集
し
て
お
り
、
藤
原
実
方
や
藤
原
長
能
と

い
っ
た
著
名
な
歌
人
ら
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
当
時
そ
れ
な
り
に
実
力
を
認
め
ら
れ
て
い
た
歌
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

あ
さ
ま
だ
き
か
ら
ろ
の
音
の
き
こ
ゆ
る
は

こ
れ
は
、
頼
光
が
、
但
馬
の
守
に
て
侍
り
け
る
と
き
に
、
し
と
み
あ
げ
け
る
程
に
、
前
の
け
た
川
よ
り
、
舟
の
く
だ
り
け
る
を
、
「
い

か
な
る
舟
の
く
だ
る
」
と
、
問
は
せ
け
れ
ば
、
「
た
で
刈
り
て
ま
か
る
舟
な
り
」
と
い
ひ
け
る
を
聞
き
て
、
い
ひ
け
る
と
ぞ
。

（
『
俊
頼
髄
脳
」
四
○
○
／
『
金
葉
和
歌
集
（
二
度
本
）
」
連
歌
六
五
九
）

か
ら
こ
と
と
い
ふ
所
に
て
春
の
た
ち
け
る
日
よ
め
る
安
倍
清
行
朝
臣

浪
の
お
と
の
け
さ
か
ら
こ
と
に
き
こ
ゆ
る
は
春
の
し
ら
べ
や
改
る
ら
む

二
古
今
和
歌
集
」
物
名
四
五
六
／
「
古
今
和
歌
六
帖
」
こ
と
三
三
九
六
）

夕
暮
に
む
ら
烏
の
す
ぐ
る
を
見
て

松
風
の
ふ
く
ひ
と
こ
ゑ
と
き
き
つ
る
は
む
れ
た
る
鳥
の
過
ぐ
る
な
り
け
り
二
能
因
法
師
集
」
四
二
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れ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
ち
ょ
っ
と
し
た
口
ず
さ
み
に
も
古
歌
を
下
敷
き
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
当
た
り
前
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う
。
少
な
く
と
も
、
「
散
木
奇
歌
集
」
に
お
い
て
小
一
条
院
歌
を
引
い
て
「
い
し
や
ま
の
か
ね
の
こ
ゑ
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ
」
と

詠
ん
だ
俊
噸
は
、
古
歌
を
根
底
に
置
き
つ
つ
川
ず
さ
ん
だ
作
品
で
あ
る
と
解
釈
し
た
上
で
こ
の
連
歌
を
評
価
し
、
『
俊
噸
髄
脳
」
の
中
に
選

び
入
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

藤
原
道
僻
は
正
勝
五
年
（
九
九
四
）
に
二
十
三
歳
で
天
折
し
て
い
る
の
で
、
寛
弘
五
年
（
一
○
○
八
）
あ
た
り
か
ら
上
東
門
院
に
出
仕

し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
伊
勢
大
輔
と
の
間
に
、
「
俊
頼
髄
脳
」
が
描
く
よ
う
な
連
歌
の
応
酬
な
ど
あ
り
よ
う
が
な
い
。
こ
の
連
歌
が
実
作

か
仮
櫛
か
を
断
ず
る
に
は
資
料
が
足
り
な
い
が
、
生
存
年
代
の
剛
鮒
か
ら
考
え
て
少
な
く
と
も
一
方
の
人
物
は
仮
託
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
歌
集
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
『
俊
頼
髄
脳
」
と
相
前
後
す
る
時
期
以
降
で
あ
る
の
で
、
連
歌
と
と
も

I

道
信
の
中
将
の
、
山
吹
の
花
を
も
ち
て
、
上
の
御
局
と
い
へ
る
所
を
、
す
ぎ
け
る
に
、
女
房
達
、
あ
ま
た
ゐ
こ
ぼ
れ
て
、
「
さ
る
め
で

た
き
物
を
持
ち
て
、
た
だ
に
す
ぐ
る
や
う
や
あ
る
」
と
、
い
ひ
か
け
た
り
け
れ
ば
、
も
と
よ
り
や
、
ま
う
け
た
り
け
む
、

ｎ
な
し
に
ち
し
ほ
や
ち
し
ほ
そ
め
て
け
り

と
い
ひ
て
、
さ
し
入
れ
り
け
れ
ば
、
若
き
人
々
、
え
取
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
お
く
に
、
伊
勢
大
輔
が
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、
「
あ
れ
と
れ
」

と
宮
の
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
う
け
給
ひ
て
、
一
間
が
程
を
、
ゐ
ざ
り
出
で
け
る
に
、
思
ひ
よ
り
て
、

こ
は
え
も
い
は
い
花
の
い
る
か
な

と
こ
そ
、
付
け
た
り
け
れ
。

（
「
俊
頼
髄
脳
」
四
四
（

四
四
○
／
『
続
詞
花
和
歌
集
」
物
名
九
三
五
／
『
袋
草
紙
」
一
六
二
＊
付
句
の
み
／
「
八
雲
御
抄
」
四
七
）
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こ
の
歌
は
道
信
が
死
に
際
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
の
で
「
俊
頼
髄
脳
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
状
況
が
か
な
り
違
う
が
、
訶
書
に
「
山

ぶ
き
（
の
き
い
ご
と
あ
る
こ
と
や
、
「
口
な
し
」
か
ら
は
じ
ま
る
詠
歌
内
の
使
用
語
彙
の
重
な
り
か
ら
し
て
、
こ
の
歌
と
連
歌
と
の
間
に

は
浅
か
ら
ぬ
影
響
関
係
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

に
話
ｎ
体
が
こ
の
頃
に
創
作
さ
れ
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
よ
う
。
創
作
の
実
否
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
描
く
と
し
て
も
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
登
場
人
物
と
し
て
道
信
と
伊
勢
大
輔
と
か
設
定
さ
れ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
伊
勢
大
輔
に
つ
い
て
は
、
後
に
「
百
人
一
首
」
に
も

（
８
）

と
ら
れ
た
「
い
に
し
へ
の
な
ら
の
み
や
こ
の
や
へ
桜
」
の
歌
を
詠
ん
だ
と
き
と
状
況
が
よ
く
似
て
お
り
、
貴
人
の
依
頼
に
よ
る
即
興
と
い

う
設
定
か
ら
付
句
の
作
者
と
し
て
こ
こ
に
据
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
道
信
に
つ
い
て
は
、
家
集
に
連
歌
作
品
が
残
さ
れ
て
お
り
、

「
大
鏡
」
に
は
「
い
み
じ
き
和
歌
の
上
手
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
も
の
の
、
即
興
・
即
詠
に
関
述
す
る
將
橘
な
逸
話
は
も
た
な
い
。
道
信
と

（
９
）

交
流
の
あ
っ
た
実
方
な
ど
は
そ
の
類
の
話
に
事
欠
か
な
い
人
物
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
選
ば
れ
て
い
る
の
は
実
方
で
は
な
く
道
信
で
あ
る
。

そ
れ
は
道
偏
の
詠
ん
だ
歌
に
理
川
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

く
ち
な
し
の
色
に
こ
こ
ろ
を
そ
め
し
よ
り
い
は
で
こ
こ
ろ
に
も
の
を
こ
そ
思
へ

い
た
う
わ
づ
ら
ひ
給
ひ
け
れ
ば
ほ
か
に
わ
た
し
た
て
ま
つ
り
け
る
に
、
か
ぎ
り
に
お
ぼ
し
け
れ
ば
、
き
た
の
方
の
御
も
と

へ
山
ぶ
き
の
き
ぬ
た
て
ま
つ
り
給
ふ
と
て

く
ち
な
し
の
色
に
や
ふ
か
く
そ
み
に
け
ん
恩
ふ
事
を
も
い
は
で
や
み
に
し

（
「
道
信
集
」
九
三
／
「
千
載
和
歌
集
」
哀
傷
歌
五
四
九
藤
原
道
信
朝
臣
）
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一
ｍ
）

古
く
は
、
こ
の
「
古
今
和
歌
六
帖
」
の
素
性
歌
な
ど
も
あ
り
、
道
信
歌
自
体
が
こ
の
暇
の
影
群
下
に
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
当
該

連
湫
も
素
性
欣
か
ら
直
接
に
影
科
を
受
け
た
可
能
性
は
拾
て
き
れ
な
い
が
、
道
信
歌
で
は
「
ふ
か
く
」
と
簡
単
に
表
し
て
い
た
部
分
を
「
ち

し
ほ
や
ち
し
ほ
」
と
幾
度
も
染
料
に
没
す
こ
と
で
表
す
よ
う
に
し
た
あ
た
り
に
技
巧
の
深
ま
り
が
見
ら
れ
る
上
、
こ
の
上
旬
と
辿
歌
の
前

句
と
は
殆
ど
す
べ
て
が
対
応
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
現
存
す
る
溢
料
か
ら
道
信
歌
と
連
歌
と
の
先
後
を
断
ず
る
こ
と

は
雌
し
い
も
の
の
、
時
代
設
定
が
一
条
朝
と
な
っ
て
い
る
挿
話
の
な
か
に
川
卿
歌
と
は
さ
ほ
ど
関
連
の
強
く
な
い
道
信
が
世
か
れ
て
い
る

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
道
信
集
一
九
三
が
下
敷
き
と
な
っ
て
連
歌
が
作
ら
れ
た
可
能
性
は
低
く
な
い
と
み
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
ま
で
、
俊
噸
の
実
作
の
連
歌
と
、
彼
が
集
成
し
た
「
俊
頼
髄
脳
」
に
選
び
入
れ
ら
れ
た
連
歌
の
な
か
に
先
行
歌
の
影
郷
が
兄
ら
れ

る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
本
節
で
取
り
上
げ
た
連
歌
は
い
ず
れ
も
、
先
行
研
究
で
は
縁
語
・
秀
句
・
対
句
的
な
要
素
と
い
っ
た
「
連
歌

ら
し
さ
」
に
亜
点
を
置
い
て
分
析
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
目
立
っ
て
わ
か
り
や
す
い
技
法
に
押
し
や
ら
れ
、
あ
ま
り
意
識
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
が
、
先
行
歌
を
利
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
本
湫
取
り
に
準
じ
る
手
法
が
内
在
し
た
こ
と
は
、
や
は
り
見
過
ご
し
に
し
て
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
即
応
を
本
分
と
す
る
連
歌
は
、
前
句
に
せ
よ
付
句
に
せ
よ
、
場
に
応
じ
て
即
座
に
詠
み
出
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
と
な

ｋ
グ
ー
ｒ
Ｊ

。
帥
。
ｐ拠

っ
て
く
る
。
粉
に
即
応
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
場
に
通
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
先
行
す
る
和
歌
か
ら
引
き
出
し
て
自
ら
の
句
に
詠
み
入

ｉ唯
れ
る
こ
と
は
有
効
な
手
段
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ｒ
８
０
４

．
佃
伽１１跡

述
欣
と
は
少
し
離
れ
る
が
、
俊
噸
の
周
辺
で
は
「
歌
絵
」
の
歌
を
詠
む
と
い
う
遊
び
が
行
わ
れ
て
い
て
、
俊
頼
は
こ
れ
も
得
愈
と
し
て

１
●
ｇ
■
■
９
℃１俊

い
た
ら
し
く
連
歌
の
付
句
に
指
名
さ
れ
る
よ
う
に
「
歌
絵
」
の
歌
の
作
者
と
し
て
指
名
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
こ
の
「
歌
絵
」

凸
阜
１
Ｊ
も川

ｂ
●
心
ｆ
０

の
欣
と
い
う
の
は
、
判
じ
絵
的
な
絵
柄
に
対
し
て
当
座
に
歌
を
つ
け
る
と
い
う
遊
戯
的
な
営
み
の
中
で
生
み
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

二
古
今
和
歌
六
帖
」
く
ち
な
し
三
五
一
○
そ
せ
い
）
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前
節
に
お
い
て
、
俊
頼
は
先
行
す
る
和
歌
を
本
歌
取
り
の
よ
う
に
用
い
て
連
歌
の
句
を
作
っ
て
お
り
、
彼
の
連
歌
は
従
来
考
え
ら
れ
て

き
た
よ
り
も
先
行
作
品
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
俊
頼
が
先
行
歌
を
取
り
入
れ
る
と

き
の
方
法
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
一
般
的
な
本
歌
取
り
と
は
少
し
形
は
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
先
行
歌
に
学
ん
だ
連
歌
の
一
群

が
俊
頼
周
辺
に
見
ら
れ
る
。
俊
頼
が
連
歌
に
お
い
て
先
行
す
る
和
歌
に
学
ぶ
場
合
に
は
、
特
定
の
和
歌
か
ら
と
い
う
よ
り
、
何
首
も
の
和

歌
に
共
通
す
る
構
造
ｌ
言
っ
て
み
れ
ば
句
の
「
型
」
を
取
り
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
例
が
幾
つ
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

の
よ
う
な
歌
の
成
り
立
ち
は
短
連
歌
が
詠
み
出
さ
れ
る
場
合
と
近
し
い
。
詳
し
く
は
「
歌
絵
」
に
つ
い
て
論
じ
た
別
稿
を
参
照
し
て
い
た

（
Ⅲ
）

だ
く
と
し
て
、
短
連
歌
が
詠
ま
れ
る
の
と
類
似
す
る
当
座
の
場
に
お
い
て
詠
み
出
さ
れ
た
「
歌
絵
」
の
歌
に
は
、
あ
る
程
度
の
水
準
の
歌

を
即
座
に
詠
み
出
す
た
め
の
工
夫
と
し
て
古
歌
を
取
る
と
い
う
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
俊
頼
が
短
連
歌
で
用
い
て
い
た
方

法
は
、
短
連
歌
の
み
な
ら
ず
彼
が
即
興
詠
を
作
る
に
あ
た
っ
て
一
つ
の
方
法
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
先
行
歌
を
取
る
」
と
い
う
方
法
が
連
歌
と
歌
絵
と
い
ず
れ
に
お
い
て
、
ま
ず
確
立
し
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
俊
頼
か
即
興

的
に
作
陥
を
作
る
場
合
に
は
先
行
す
る
作
姉
を
取
っ
て
作
品
を
作
る
と
い
う
方
法
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
だ
ろ
う
。つ

く
し
に
は
べ
り
け
る
こ
ろ
、
す
ず
く
ら
に
ほ
し
ひ
の
あ
り
け
る
を
み
て

す
ず
く
ら
に
ふ
る
き
ほ
し
ひ
ぞ
つ
き
も
せ
ぬ

二
、
連
歌
に
あ
ら
わ
れ
る
古
歌
の
「
型
」

0

有
僧
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Ⅸ
弓
削
。
創埋

け
た
の
か
と
い
う

畦
化
し
た
句
の
「
型

馴呵
こ
と
で
前
句
に
お

今
●
ロ
Ⅱ
Ｊ
、ｌｆ俊

に
も
見
ら
れ
る
。

●
一
Ⅱ
Ｕ
▲
ｑⅢ

も
り
“
ｆ
０

結
句
が
「
な
ら
む
と
す
ら
ん
」
と
な
る
歌
は
、
『
拾
遺
集
」
の
「
う
た
が
は
し
ほ
か
に
わ
た
せ
る
ふ
み
み
れ
ば
我
や
と
だ
え
に
御
国
到
酬
剴

詞
ハ
烈
御
『
（
一
二
○
二
春
宮
大
夫
道
綱
母
）
を
は
じ
め
と
し
て
作
例
が
多
い
。
し
か
し
こ
れ
が
「
た
が
～
な
ら
む
と
す
ら
ん
」
と
い
う
形

に
な
る
と
、
右
に
あ
げ
た
三
例
の
み
と
な
る
。
こ
の
う
ち
先
行
歌
と
認
め
ら
れ
る
の
は
斎
宮
女
御
と
賀
茂
保
意
女
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
二
首
の
詠
歌
内
容
は
「
散
木
奇
歌
集
」
の
連
歌
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
本
歌
で
あ
る
と
認
定
す
る
に
は
些
か
繋
が
り
が
弱
い
。
だ
が
、

先
行
敬
二
首
の
下
句
と
俊
頼
の
連
歌
の
付
句
と
は
、
「
た
が
～
な
ら
む
と
す
ら
ん
」
の
「
～
」
の
部
分
で
上
句
（
前
句
）
を
ど
の
よ
う
に
受

け
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
勘
所
で
あ
り
、
極
端
に
言
え
ば
こ
こ
以
外
の
部
分
は
添
え
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ほ
ぼ
固
定

化
し
た
句
の
「
型
」
を
先
行
歌
か
ら
学
ん
で
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
付
句
作
者
が
純
粋
に
創
作
す
る
文
字
数
を
減
ら
し
、
そ
う
す
る

こ
と
で
前
句
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
謎
を
素
早
く
捌
く
こ
と
の
で
き
る
状
況
を
得
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
次
の
例

人
の
か
た
り
け
る
を
き
き
て

矧
洲
領
領
に
創
以
湫
口
。
〃
切
岬
二
散
木
奇
歌
些
一
六
一
八
）

ま
た
、
女
御
、
れ
い
の
や
う
に
や
り
て

た
に
が
は
の
せ
ぜ
の
た
ま
も
を
か
き
つ
め
て
封
側
洲
み
く
づ
と
か
耐
罰
則
紙
以
烈
双
舛
酎
（
「
斎
宮
女
御
集
」
三
○
）

く
さ
ふ
か
く
し
げ
れ
る
や
ど
を
い
で
て
い
な
ば
却
拭
洲
か
り
の
こ
と
叡
以
祁
双
烈
双
ｗ
“
（
「
蹴
茂
保
識
女
築
」
一
九
五
）

を
る
人
の
て
に
は
と
ま
ら
で
梅
兜
偽
側
洲
う
つ
り
が
口
淑
罰
臥
臥
川
烈
馴
烈
御
（
「
山
家
集
」
恋
百
首
一
二
六
二
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右
に
あ
げ
た
『
砿
之
塊
」
・
「
和
泉
式
部
統
雌
」
・
「
後
拾
迩
集
』
の
三
首
は
、
ど
れ
も
「
さ
も
こ
そ
は
～
な
ら
め
～
か
な
」
と
い
う
句
の
「
型
」

を
と
っ
た
和
歌
で
あ
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
「
～
な
ら
め
」
の
位
置
に
ず
れ
が
あ
る
上
、
ど
の
歌
も
内
容
的
に
連
歌
と
承
な
る
と
こ
ろ
が
な

い
の
で
、
ど
れ
か
一
首
を
本
歌
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
雌
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
勅
撰
集
入
集
歌
や
箸
名
歌
人
の
歌
の
な
か
で
同
じ
句

六
郎
大
夫
孝
清

あ
そ
び
を
だ
に
も
せ
ぬ
あ
そ
び
洲
柳

人
人
つ
け
よ
と
あ
り
け
れ
ば

割
割
引
召
叫
歌
も
う
た
は
ぬ
き
み
創
り
”
‐
二
散
水
奇
歌
塊
」
一
六
一
二
）

み
ち
の
く
の
く
に
に
て
、
こ
の
か
く
れ
た
る
に

却
鋤
剴
剴
気
四
人
に
お
と
れ
る
我
剖
筑
副
“
お
の
が
子
に
さ
へ
お
く
れ
ぬ
颪
奴
割
（
「
重
之
集
一
二
一
三
）

と
て
や
り
つ
、
ふ
つ
か
ば
か
り
ま
つ
に
、
お
と
づ
れ
ぬ
に

到
列
馴
訓
句
幽
し
ぬ
と
も
唯
煥
域
い
つ
し
か
と
よ
ろ
こ
び
な
が
ら
と
は
い
君
汕
汲
割
三
和
泉
式
部
続
集
一
三
二
○
）

石
清
水
に
ま
ゐ
り
て
侍
け
る
女
の
す
ぎ
の
き
の
も
と
に
す
み
よ
し
の
松
を
い
は
ひ
て
侍
け
れ
ば
か
み
の
や
し
ろ
の
は
し
ら

に
か
き
つ
け
侍
り
け
る
よ
み
人
し
ら
ず

封
輌
引
式
可
蜘
や
ど
は
か
は
釧
引
剛
す
み
よ
し
の
松
さ
へ
す
ぎ
に
な
り
に
け
る
洲
創

（
『
後
拾
適
和
歌
集
』
雑
六
神
祇
二
七
六
）

伏
見
の
山
ざ
と
に
て
、
あ
そ
び
ど
も
を
あ
る
じ
の
お
こ
し
た
り
け
る
を
、
あ
そ
べ
な
ど
か
う
て
は
な
ど
い
ひ
け
る
つ
い
で
に
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i)ji!俊頓のｲl1歌と短巡湫

こ
れ
ら
の
歌
群
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
「
さ
も
こ
そ
は
～
な
ら
め
～
か
な
」
と
い
う
句
の
「
型
」
は
当
時
か
な
り
流
行
し
て
い
た
ら
し

い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
「
～
か
な
」
と
結
ぶ
前
句
を
目
に
し
た
俊
順
は
、
和
歌
で
頻
々
と
用
い
ら
れ
て
い
た
「
さ
も
こ
そ
は
～
な
ら
め
～

か
な
」
と
い
う
和
歌
の
「
型
」
を
連
歌
に
砿
川
し
て
付
句
を
作
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
散
水
奇
歌
災
」
一
五
八
二
に
お
い
て
も
、
類

似
の
「
型
」
を
川
い
て
付
句
を
詠
ん
で
お
り

の
形
が
繰
り
返
さ
れ
る
上
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
俊
順
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
歌
々
に
も
同
じ
句
の
「
型
」
が
み
ら
れ
る
の
は
希
過
で
き
な
い
。

た
え
に
け
る
人
の
も
と
に
、
人
に
か
は
り
て

却
列
馴
双
召
叫
か
り
そ
め
な
ら
め
あ
や
め
ぐ
さ
や
が
て
の
き
に
も
か
れ
に
け
る
榊
弧
到
二
周
防
内
侍
集
」
八
二

ｌ

三
条
殿
に
中
宮
お
は
し
ま
し
し
に
、
そ
の
御
方
に
て
人
人
月
の
心
を
よ
み
し
に

部
乳
馴
式
司
國
く
も
り
な
き
世
の
月
割
引
伽
み
る
人
ま
で
も
す
む
心
洲
創
二
成
通
墾
二
）

右
大
臣
と
う
し
の
長
さ
に
て
だ
い
き
や
う
あ
り
し
時
、
と
う
三
条
の
ひ
ん
が
し
の
た
い
の
こ
う
ぱ
い
を
み
て

却
列
引
汎
召
創
た
え
せ
ぬ
い
へ
の
か
ぜ
却
剴
烈
瑚
を
り
を
す
ぐ
さ
ず
に
ほ
ふ
む
め
州
秋
珂
二
肥
後
集
」
四
五
）

摂
政
左
大
脳
家
に
て
旅
宿
鹿
と
い
へ
る
こ
と
を
よ
め
る
源
恥
光

却
孔
凱
．
到
勘
凹
み
や
こ
恋
し
き
た
び
榊
馴
馴
瑚
し
か
の
れ
に
さ
へ
ぬ
る
る
そ
で
が
訊
烈

今
金
蕊
和
歌
染
（
二
度
本
）
」
秋
部
二
二
五
／
『
金
紫
和
歌
災
（
三
奏
本
）
」
秋
二
二
三
／
「
金
葉
和
歌
典
小
典
（
初
度
本
）
』

秋
部
三
二
六
）
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「
ま
こ
と
に
や
～
に
け
る
」
の
形
の
句
を
含
む
歌
は
、
将
見
に
よ
れ
ば
十
二
首
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
、
隆
源
阿
附
梨
ら
の
連
湫
に
先

行
す
る
も
の
や
ほ
ぼ
同
時
代
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
は
次
の
歌
々
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
～
か
な
」
で
結
ば
れ
る
と
い
う
以
外
に
共
通
性
の
な
い
前
句
に
対
し
て
、
繰
り
返
し
類
似
の
形
の
付
句
を
詠
ん
で
い
る

（
唯
）

と
い
う
の
は
、
俊
頼
が
特
定
の
和
歌
を
本
歌
取
り
す
る
の
で
は
な
く
、
何
首
か
に
共
通
す
る
「
型
」
を
学
ん
で
い
た
こ
と
の
証
左
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
方
法
は
俊
頼
の
み
に
見
ら
れ
る
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
周
辺
の
歌
人
ら
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
方
法
で
あ
っ
た
。

法
橋
な
り
け
る
人
の
、
こ
の
比
人
に
い
は
る
る
事
あ
り
け
る
を
た
は
ぶ
れ
て

判
司
司
凱
以
矧
の
り
の
は
し
ょ
り
お
ち
ば
叫
叺
句

法
橋
し
き
り
に
案
じ
け
れ
ど
ほ
ど
へ
け
れ
ば

む
く
き
た
な
げ
に
み
ゆ
る
な
り
け
り
二
散
木
奇
歌
集
」
一
五
九
○
）

う
と
い
ふ
烏
の
あ
り
け
る
を
み
て
僻
の
し
た
り
け
る

あ
ら
ふ
と
み
れ
ど
く
ろ
き
と
り
洲
創

人
も
つ
け
ざ
り
け
れ
ば
の
ち
に
Ⅲ
き
て

却
列
以
訓
初
刷
閂
す
み
の
え
な
ら
め
よ
と
と
も
に
（
「
散
水
奇
歌
集
』
一
五
八
三

Ｉ

頼
家
朝
臣
よ
を
そ
む
き
ぬ
と
き
き
て
つ
か
は
し
け
る

律
師
長
済

隆
源
阿
闇
梨
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こ
の
句
の
形
は
、
前
の
二
例
と
は
違
っ
て
前
句
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
和
歌
の
例
に
お
い
て
は
、
「
ま
こ
と
に
や
～
に
け
る
」
と
い
う
上

｛
旧
〕

句
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
疑
問
が
、
ど
う
い
っ
た
状
況
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
下
句
で
説
明
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
連

歌
に
お
い
て
前
句
で
提
示
さ
れ
た
謎
を
付
句
で
解
く
と
い
う
形
に
よ
く
似
て
い
る
。
こ
れ
は
謎
を
提
出
す
る
に
あ
た
っ
て
用
い
易
い
句
の

「
型
」
を
、
勅
撰
集
入
集
歌
や
著
名
歌
人
の
和
歌
か
ら
学
び
、
そ
れ
を
連
歌
へ
と
転
用
し
た
の
だ
ろ
う
。

殿
下
中
将
に
て
お
は
し
け
る
こ
ろ
、
人
人
に
連
歌
せ
さ
せ
て
あ
そ
ば
せ
給
ひ
け
る
に
せ
さ
せ
給
ひ
け
る

か
り
ぎ
ぬ
は
い
く
の
か
た
ち
し
お
ぼ
つ
か
な

こ
れ
を
人
人
つ
け
お
ほ
せ
た
る
や
う
に
も
な
し
と
て
、
の
ち
に
人
の
か
た
り
け
れ
ば
心
み
に
と
て
つ
け
け
る

し
か
さ
ぞ
い
る
と
い
ふ
人
も
な
し
｛
『
散
木
奇
歌
集
」
一
五
六
八
）

封
司
副
凱
以
判
お
な
じ
み
ち
に
は
い
り
ロ
ハ
川
副
ひ
と
り
は
に
し
へ
ゆ
か
じ
と
お
も
ふ
に
（
「
後
拾
遺
和
歌
集
」
雑
三
一
○
二
三
）

こ
の
女
は
人
の
も
と
な
れ
ば
か
へ
し
に
と
〔
〕
と
い
ひ
た
る
に
、
を
と
こ
す
ま
ず
、
の
き
て

封
司
司
凱
Ｈ
判
と
ら
ふ
す
の
べ
は
あ
れ
ば
画
Ⅸ
α
人
の
こ
こ
ろ
の
あ
さ
ぢ
は
ら
に
て
（
「
輔
尹
集
」
五
五
）

し
ん
さ
い
も
あ
ま
に
な
り
に
け
る
を
、
の
ち
に
き
き
て
や
り
し

対
司
画
臥
叫
剰
お
も
ひ
の
い
へ
は
い
で
ロ
衲
呪
副
す
ず
し
き
か
ぜ
の
っ
て
に
き
く
か
な
（
『
肥
後
集
」
一
三
九
）

つ
ぎ
の
ひ
か
や
、
俊
恵
が
許
よ
り

封
剤
司
凱
Ｈ
判
三
の
ふ
れ
に
は
の
り
ロ
州
副
な
が
れ
て
の
よ
の
た
め
し
と
ぞ
き
く
（
「
重
家
集
」
三
九
三
）
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『
散
水
奇
歌
集
』
一
五
六
八
は
、
忠
通
が
詠
ん
だ
前
句
に
当
座
で
は
淌
足
の
い
く
句
が
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
（
「
俊
頼
髄
脳
」
四
○
七
の

付
句
を
含
む
。
）
た
め
、
そ
の
こ
と
を
俊
重
か
ら
伝
え
聞
い
た
俊
頼
が
試
み
に
付
句
を
作
っ
て
連
歌
を
完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
俊
頼
が

良
い
句
の
付
か
な
い
雌
し
い
前
句
に
対
し
て
求
め
ら
れ
て
句
を
作
る
と
い
う
自
蔽
諌
め
い
た
連
歌
が
『
散
水
奇
歌
集
一
に
は
多
く
収
録
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
連
歌
も
そ
れ
に
準
じ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
俊
噸
の
付
句
は
、
「
し
か
さ
ぞ
い
る
」
と
前
句
の
「
狩
り
」
に
対
し

て
「
脱
」
で
受
け
さ
ら
に
「
射
る
」
と
縁
語
を
砿
ね
た
上
に
、
「
脱
Ⅱ
然
」
・
「
射
る
Ⅱ
居
る
」
と
言
う
よ
う
に
掛
詞
を
Ⅲ
い
て
技
巧
的
に
応

じ
た
と
こ
ろ
に
要
点
が
あ
る
。
こ
の
付
け
合
い
の
面
白
さ
ゆ
え
に
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
付
句
の
結
び
は
「
い
ふ
人
も
な
し
」
と

古
歌
に
用
例
の
見
ら
れ
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
節
で
あ
げ
て
き
た
他
の
例
と
同
様
に
、
古
歌
の
「
型
」
を
自
ら
の
句
に

用
い
る
こ
と
で
創
作
す
る
文
字
数
を
少
な
く
し
、
素
早
く
前
句
に
応
じ
る
と
い
う
手
法
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
歌
の
「
型
」
を
用

い
て
い
る
と
い
う
点
で
は
元
々
の
付
句
を
詠
ん
だ
俊
重
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

中
納
言
殿

か
り
ぎ
ぬ
は
い
く
の
か
た
ち
し
お
ぼ
つ
か
な

俊
重

わ
が
せ
こ
に
こ
そ
と
ふ
く
か
り
け
れ

わ
が
せ
こ
と
は
、
男
を
い
ふ
な
り
。
男
は
、
い
か
で
か
知
ら
む
と
、
人
々
巾
し
け
り
。
こ
れ
を
恩
ふ
に
、
答
あ
ら
じ
。

二
俊
獅
髄
脳
」
四
○
七
／
『
統
詞
花
和
歌
雄
』
法
性
寺
入
道
前
太
政
大
臣
の
歌
の
も
と
を
巾
し
て
い
へ
り
け
れ
ば
九
四
八

洲
俊
亜
／
『
袖
中
抄
」
一
八
八
中
納
言
（
法
性
寺
入
進
殿
）
・
俊
飛
）
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「
と
ふ
く
か
り
け
り
（
れ
）
」
と
い
う
句
は
、
業
平
歌
や
公
任
歌
の
な
か
で
も
著
名
な
歌
の
一
つ
に
川
い
ら
れ
て
い
る
他
、
俊
重
の
付
句

以
前
の
歌
々
に
頻
出
す
る
。
た
だ
し
、
先
行
歌
の
「
と
ふ
」
の
多
く
は
「
訪
れ
る
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
「
訊
ね
る
」

の
意
味
に
転
じ
て
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
俊
重
の
工
夫
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
時
代
の
歌
人
の
作
品
と
し
て
、

紀
の
と
し
さ
だ
が
阿
波
の
す
け
に
ま
か
り
け
る
時
に
、
む
ま
の
は
な
む
け
せ
む
と
て
け
ふ
と
い
ひ
お
く
れ
り
け
る
時
に
、

こ
こ
か
し
こ
に
ま
か
り
あ
り
き
て
夜
ふ
く
る
ま
で
見
え
ざ
り
け
れ
ば
っ
か
は
し
け
る
な
り
ひ
ら
の
朝
臣

今
ぞ
し
る
く
る
し
き
物
と
人
ま
た
む
さ
と
を
ば
か
れ
ず
と
ふ
く
か
り
け
り

（
「
古
今
和
歌
集
」
雑
歌
下
九
六
九
／
「
古
今
和
歌
六
帖
」
さ
と
一
二
九
○
な
り
ひ
ら
／
『
新
撰
和
歌
」
三
○
三
／
「
伊

勢
物
語
」
第
四
十
八
段
八
九
男
）

寛
仁
二
年
派
吋
、
入
道
前
太
政
大
臣
大
饗
し
は
べ
り
け
る
屏
風
に
山
ざ
と
の
も
み
ぢ
み
る
ひ
と
き
た
る
と
こ
ろ
を
よ
み
は

べ
り
け
る
前
大
納
言
公
任

山
ざ
と
の
も
み
ぢ
み
に
と
や
お
も
ふ
ら
ん
ち
り
は
て
て
こ
そ
以
拭
劃
栩
洲
叫
助
刈

（
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
秋
上
三
五
九
／
「
公
任
集
」
五
五
○
／
「
栄
花
物
語
」
一
五
三
／
「
今
昔
物
語
集
」
公
任
大
納
言

於
白
川
家
読
和
歌
語
第
州
四
八
一
）

基
俊

こ
の
堂
は
神
か
仏
か
卸
酌
到
式
烈
割

童
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こ
れ
ら
の
よ
う
に
同
時
代
以
前
に
も
連
歌
の
前
句
で
「
～
お
ぼ
つ
か
な
」
と
言
い
か
け
る
例
は
見
ら
れ
、
連
歌
で
は
割
合
に
早
い
時
期

か
ら
常
用
さ
れ
る
「
型
」
と
な
っ
て
い
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
和
歌
の
上
旬
で
「
～
お
ぼ
つ
か
な
」
と
詠
む
例
は
数
多
く
、
そ
も

が
あ
る
。
説
話
集
に
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
作
品
の
た
め
実
作
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
同
時
代
の
歌
人
の
作
品
と
し
て

こ
の
よ
う
な
連
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
「
～
お
ぼ
つ
か
な
」
と
い
う
前
句
に
対
し
て
「
～
と
ふ
く
か
り
け
る
」
と
受
け
る
形

が
、
こ
の
時
代
の
連
歌
に
と
っ
て
常
套
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

か
た
ゐ
の
ま
へ
の
ほ
か
ゐ
な
り
け
り
（
「
実
方
集
」
六
九
）

堀
河
院
御
時
、
中
宮
の
御
方
に
う
へ
わ
た
ら
せ
給
ひ
て
、
蔵
人
永
実
を
め
し
て
、
ご
そ
に
侍
り
け
る
た
き
物
の
ひ
を
け
を

め
し
に
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば
、
ゑ
か
き
た
る
き
り
ひ
を
け
を
と
ら
す
と
て
、
周
防
内
侍
歌
の
す
ゑ
を
い
へ
り
け
れ
ば
、

と
る
と
て
藤
原
永
実

Ｉ

花
や
さ
き
も
み
ぢ
や
す
ら
む
お
ぼ
つ
か
な
か
す
み
か
け
た
る
き
り
ひ
を
け
か
な

（
「
続
訶
花
和
歌
集
」
九
四
四
／
「
袋
草
紙
」
一
六
一
／
『
和
歌
色
葉
」
二
種
種
名
体
三
五
）

二
条
ど
の
の
せ
行
の
ひ
、
ひ
つ
ど
も
の
お
ほ
く
み
ゆ
れ
ば
、
た
め
す
け

Ｉ

か
の
ひ
つ
は
な
に
ぞ
の
ひ
つ
ぞ
お
ぽ
つ
か
な

ほ
う
し
み
こ
に
ぞ
趾
ぷ
ぺ
洲
刎
助
剖
（
「
古
今
著
聞
集
」
基
俊
小
童
と
問
答
の
事
八
○
）

と
い
へ
ぱ
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俊
頼
の
前
句
は
、
『
後
拾
遺
集
」
の
小
一
条
院
詠
と
の
句
の
一
致
や
、
連
歌
の
詠
ま
れ
た
「
日
の
く
れ
が
た
」
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
小
一
条
院
詠
の
下
句
の
「
こ
れ
を
い
り
あ
ひ
と
」
と
い
う
言
葉
を
想
起
し
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
こ
ま
で
に
出

し
て
き
た
例
と
は
述
っ
て
特
定
の
古
歌
に
学
ん
だ
作
品
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
連
歌
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
作
品
と
し
て

次
の
三
つ
が
あ
る
こ
と
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
も
和
歌
で
頻
用
さ
れ
て
き
た
こ
の
句
は
、
問
答
に
発
展
し
や
す
い
意
味
内
容
か
ら
も
連
歌
に
取
り
入
れ
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

田
上
に
侍
り
け
る
こ
ろ
、
日
の
く
れ
が
た
に
い
し
山
の
か
た
に
か
ね
の
こ
ゑ
の
聞
え
け
れ
ば
く
ち
ず
さ
び
に

い
し
ゃ
ま
の
か
ね
の
こ
ゑ
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ

こ
れ
を
連
歌
に
き
き
な
し
て
俊
重

た
が
う
ち
な
し
に
た
か
く
な
る
ら
ん
会
散
水
奇
湫
集
」
一
五
九
三
）

を
ん
な
の
も
と
に
て
あ
か
月
か
ね
を
き
き
て
小
一
条
院

あ
か
月
の
か
ね
の
こ
ゑ
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ
こ
れ
を
い
り
あ
ひ
と
お
も
は
ま
し
か
ば
こ
後
拾
遺
和
歌
集
』
雑
二
九
一
八
）

永
成
法
師

、
ｌ
ｆ
ｌ
、
Ｄ
″
Ｊ
８
、
■
ｌ
″
Ｕ
Ｂ
、
Ｉ
〃
〃
Ｉ
Ｄ
●
●
④
●
。
●
●
凸
●
●
●
ゅ
０
１
〃
〃
Ⅱ
、
Ｕ
８
ｆ
Ｉ
、
１
〃
〃
皿
迅
■
０
〃
Ｉ
Ｅ
０
Ｊ
〃
Ｉ
、

あ
づ
ま
う
ど
の
声
こ
そ
き
た
に
き
こ
ゆ
な
れ

権
律
師
慶
範
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こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
前
句
で
「
（
何
か
の
音
声
）
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ
」
と
詠
じ
た
の
に
対
し
、
付
句
に
お
い
て
「
～
ら
む
」
と
椛
批
の
意

を
示
し
て
結
ん
で
い
る
。
三
作
品
の
う
ち
、
匡
房
は
俊
頼
と
活
雌
期
が
重
な
っ
て
い
る
た
め
作
品
成
立
の
先
後
を
定
め
る
こ
と
は
し
が
た

い
が
、
残
り
二
作
品
に
つ
い
て
は
作
者
の
没
年
や
後
に
『
金
葉
集
」
に
選
び
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
俊
噸
・
俊
敢
は

Ｉ

み
ち
の
く
に
よ
り
こ
し
に
や
あ
る
ら
む

ゐ
た
り
け
る
所
の
、
北
の
か
た
に
、
声
な
ま
り
た
る
人
の
、
物
い
ひ
け
る
を
Ⅲ
き
て
、
し
け
る
と
ぞ
。

（
「
俊
頼
髄
脳
』
三
七
三
／
『
金
葉
和
歌
集
（
二
度
本
）
』
雑
部
下
連
歌
六
四
八
永
成
法
師
・
椎
律
師
慶
範
／

『
金
難
和
湫
典
（
冥
奏
本
）
」
雑
下
六
四
○
、
水
成
法
師
・
律
師
腿
範
）

加
茂
成
助

●
・
■
①
●
■
“
■
号
１
日
〃
日
且
、
日
″
日
吐
、
〃
〃
■
Ｂ
画
月
〃
。
ｑ
、
、
″
〃
且
、
０
〃
″
８
，
，
〃
〃
■
且
、
■
〃
ｒ
凪
、
８
口
〃
日
。

し
め
の
う
ち
に
き
ね
の
音
こ
そ
間
ゆ
な
れ

行
重Ｉ

い
か
な
る
神
の
つ
く
に
か
あ
る
ら
む

賀
茂
の
御
社
に
て
、
よ
れ
の
し
る
む
る
音
の
し
け
る
を
間
き
て
、
し
け
る
と
ぞ
。

（
『
俊
頼
髄
脳
」
三
七
八
／
『
金
葉
和
歌
集
（
二
度
本
）
」
雑
部
連
歌
賀
茂
の
や
し
ろ
に
て
物
つ
く
お
と
の
し
け
る
を

き
き
て
六
五
○
神
主
成
助
・
行
亜
／
『
金
葉
和
歌
集
（
三
奏
本
迄
雑
下
六
四
二
）

連
歌
、
し
か
ま
つ
に
て
か
り
を
間
き
て
前
中
納
言
通
房
卿

●
。
。
●
●
色
・
…
Ⅱ
Ｉ
〃
夕
■
ｑ
も
り
″
Ⅱ
凪
、
〃
～
Ｈ
Ｌ
１
ノ
ー
、
■
〃
ｒ
日
、
″
～
日
吐
、
Ｊ
ｒ
１

Ｑ
Ⅱ
〃
ｒ
ｈ
、
ｌ
″
α
口
、

し
か
ま
つ
に
か
り
の
こ
ゑ
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ
い
ほ
の
と
な
り
に
つ
る
や
な
ぐ
ら
ん

（
「
夫
木
和
歌
抄
」
秋
部
四
九
八
五
／
『
江
帥
柴
』
雑
部
連
歌
三
一
五
）
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歌轆
柑
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
「
（
何
か
の
音
声
）
こ
そ
き
こ
ゅ
な
れ
～
ら
ん
」
と
い
う
句
の
形
は
、
同
時
代
以
前
の
和
歌
に
さ
ま
ざ
ま
な
用
例

雛
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
（
何
か
の
音
声
）
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ
～
ら
ん
」
と
い
う
形
式
は
、
音
声
に
関
わ
る
和
歌
を
詠
む
に
あ
た
つ

癖
て
す
で
に
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
形
成
し
て
お
り
、
連
歌
の
よ
う
に
間
を
慨
か
ず
対
応
せ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
に
、
前
句
で
「
～
こ
そ
き
こ

職俊
ゆ
な
れ
」
と
い
う
よ
う
に
詠
み
慣
れ
た
「
型
」
が
出
て
き
た
な
ら
ば
、
そ
の
和
歌
の
パ
タ
ー
ン
に
沿
っ
た
付
句
「
～
ら
ん
」
が
詠
ま
れ
る

源

こ
と
は
、
半
ば
必
然
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
二
つ
の
連
歌
を
参
考
に
し
、
そ
の
応
答
の
「
型
」
を
取
り
入
れ
て
連
歌
を
詠
ん
で
い
た
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
金
葉
集
入
集
連
歌
自
体
が
先
行
和
歌
に
多
川
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
を
取
り
こ
む
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
作
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

神
楽
の
心
を
藤
原
政
時

●
●
①
●
●
●
の
●
●
●
◆
●
●
Ｏ
Ｂ
〃
Ｉ
、
■
〃
日
、
■
〃
Ｉ
、
〃
″
且
、
日
〃
■
、
■
〃
口
込
■
〃
〃
■
、
■
″
口
、
ｐ
Ｊ
ｒ
Ｂ
、
■
″
ｇ
Ｂ

ｔ
Ⅱ
〃
〃
ｌ
、
Ⅱ
〃
Ⅱ
、

あ
さ
く
ら
の
こ
ゑ
こ
そ
空
に
き
こ
ゆ
な
れ
あ
ま
の
岩
戸
も
い
ま
や
明
く
ら
ん

（
「
続
訶
花
和
歌
集
」
神
祇
三
六
四
／
「
宝
物
集
」
五
七
／
『
金
葉
和
歌
集
（
初
度
本
）
」
神
楽
の
こ
こ
ろ
を
よ
め
る
四
二
八
藤
原
致
時
）

●
①
●
●
●
●
●
●
●
。
●
●
。
●
●
●
●
●
■
●
■
。
○
Ｂ
Ｊ
ｆ
甦
己
〃
口
ｋ
画
口
″
Ｉ
、
″
〃
■
、
Ｂ
〃
〃
日
、
、
″
〃
ｕ
、
８
〃
Ｉ
、
〃
〃
■
。

。
Ⅱ
〃
〃
１
，
０
″
″
■
も
ロ
■
″
ロ
日
、
ロ
〃
〃
Ｅ
Ｅ
Ｂ
■
″
口
已
、
■
″
ｐ
Ｈ
、

い
は
ま
わ
く
み
づ
の
お
と
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ
あ
き
の
よ
ふ
か
く
な
る
に
や
あ
る
ら
む

（
「
多
武
峰
往
生
院
千
世
君
歌
合
」
五
番
水
有
幽
音
右
一
○
泉
円
）

の
●
●
●
。
●
●
。
●
。
■
の
由
●
の
●
甲
●
句
の
。
●
、
Ⅱ
〃
ｑ
、
Ⅱ
″
■
込
己
〃
″
日
、
■
〃
■
巴
、
〃
″
Ⅱ
、
Ⅱ
″
〃
込
口
〃
″
Ⅱ
、
■
″
日
、

１
Ｊ
〃
ｌ
、
日
〃
〃
Ｈ
も

ち
と
せ
ふ
る
た
づ
の
こ
ゑ
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ
け
さ
し
ら
つ
ゆ
や
お
き
ま
さ
る
ら
む

（
「
無
動
寺
和
尚
賢
聖
院
歌
合
」
二
番
白
露
右
四
広
算
法
印
）

》
Ｃ
ｅ
●
●
●
●
●
Ｄ
ｅ
Ｄ
ｅ
●
●
Ｇ
●
●
●
●
。
●
●
●
●
●
●
Ｑ
ｌ
Ｂ
〃
〃
■
Ⅱ
、
８
口
″
０
９

０
■
〃
〃
■
Ｅ
Ｂ
Ｊ
〃
■
巳
、
■
″
″
且
迅
口
〃
〃
Ⅱ
込
口
日
〃
ロ
Ⅱ
、
■
〃
″
Ⅱ
、

０
Ｊ
〃
０
屯
、
、
〃
″
Ⅱ
、

う
ぐ
ひ
す
の
ね
こ
そ
は
る
か
に
き
こ
ゆ
な
れ
こ
や
山
ざ
と
の
し
る
し
な
る
ら
む
（
「
経
信
集
」
山
家
聞
麓
一
四
）

-209-



こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
行
重
の
付
句
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
「
い
か
な
る
～
に
か
あ
る
ら
ん
」
も
、
そ
も
そ
も
和
歌
で
用
い
ら
れ
て
い
た

句
の
形
で
あ
っ
た
。

あ
る
い
は
、
行
重
に
は
そ
こ
ま
で
の
意
図
は
な
く
て
連
歌
を
作
っ
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
「
俊
頼
髄
脳
」
や
「
金
葉
集
」
に
連
歌
を
選

び
入
れ
た
俊
頼
に
は
、
そ
う
い
っ
た
面
白
さ
を
重
要
視
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
俊
頼
髄
脳
」
を
見
て
い
く
と
、

先
行
歌
の
句
の
「
型
」
を
取
り
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
連
歌
が
幾
つ
も
入
集
し
て
い
る
。

歌
の
「
型
」
を
踏
襲
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

前
句
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
付
句
は
「
～
ら
ん
」
と
応
ず
る
流
れ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
行
重
は
著
名
歌
人
ら
も
使
っ
て
い

た
「
い
か
な
る
～
に
か
あ
る
ら
ん
」
と
い
う
先
行
歌
の
句
の
パ
タ
ー
ン
を
更
に
重
ね
合
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
当
該
連
歌
に
つ
い
て
行
重
は
、

「
杵
」
と
「
巫
女
（
き
ね
）
」
と
い
う
掛
詞
に
対
し
て
「
搗
く
」
と
「
想
く
」
と
い
う
掛
詞
で
連
歌
ら
し
く
軽
妙
に
応
じ
る
同
時
に
、
先
行

歌
の
「
型
」
を
踏
襲
し
つ
つ
仕
掛
け
ら
れ
た
前
句
に
、
や
は
り
先
行
歌
の
「
型
」
で
応
じ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
面
白
み
を
含
ま
せ
て
い

ｌ

た
の
み
こ
し
月
日
は
た
だ
に
過
ぎ
に
し
を
い
か
な
る
空
の
露
に
か
有
る
ら
ん
（
「
公
任
集
」
四
六
一
）

い
と
久
し
く
あ
は
い
人
の
も
と
よ
り
、
便
な
か
る
ま
じ
か
ら
ん
を
り
つ
げ
よ
、
と
い
ひ
た
る
に

Ｉ

た
し
か
に
も
お
ぼ
え
ざ
り
け
り
あ
ふ
事
は
い
か
な
る
と
き
の
こ
と
に
か
あ
る
ら
ん
二
和
泉
式
部
続
集
」
三
○
四
）

お
な
じ
日
し
や
う
ぶ
に
つ
け
て
、
か
ね
ふ
さ
の
君
の

１

１

か
き
た
え
て
と
は
い
に
兄
え
ぬ
あ
や
め
草
い
か
な
る
こ
と
の
う
き
に
か
あ
る
ら
ん
（
「
赤
染
衛
門
集
」
五
九
四
）
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源俊頼のf||歌と短連歌

当
該
連
歌
と
拾
遺
集
歌
・
堀
川
左
大
臣
歌
・
元
輔
歌
の
三
首
の
詠
歌
内
容
に
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
も
の
の
、
い
ず
れ
も
「
～
つ

れ
ど
１
に
ぞ
あ
り
け
る
」
と
い
う
句
の
「
型
」
を
と
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
和
歌
で
常
用
さ
れ
る
句
の
パ
タ
ー
ン
が
利
川
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
～
つ
れ
ど
～
に
ぞ
あ
り
け
る
」
と
い
う
句
の
形
は

永
源
法
師

た
に
は
む
こ
ま
は
く
る
ロ
詞
引
玖
卯
悦
副

永
成
法
師

な
は
し
ろ
の
水
に
は
か
げ
と
見
え
到
測
副

谷
は
、
畔
と
申
す
所
の
あ
る
に
、
馬
に
も
、
黒
毛
と
申
す
馬
の
あ
る
に
、
苗
代
水
に
、
か
げ
と
見
え
つ
る
は
、
く
る
に
ぞ
あ
り
け
る
と
、

い
へ
る
こ
と
ば
、
ま
こ
と
に
た
く
み
な
り
。

（
『
俊
頼
髄
脳
」
四
○
三
／
「
金
葉
和
歌
集
（
二
度
本
）
」
雑
部
下
連
歌
の
な
か
に
む
ま
の
た
て
る
を
み
て
六
五
三

永
源
法
師
・
永
成
法
師
／
「
金
葉
和
歌
集
（
三
奏
本
）
」
六
四
五
）

１

１

い
は
の
う
へ
に
お
ふ
る
こ
松
も
ひ
き
つ
れ
ど
猶
ね
が
た
き
は
君
に
ぞ
有
り
け
る
二
拾
遺
和
歌
集
」
恋
一
六
四
八
）

京
極
前
関
白
大
井
河
に
ま
か
り
て
、
水
辺
紅
葉
と
い
ふ
こ
と
を
よ
み
侍
り
け
る
に
堀
川
左
大
臣

Ｉ

と
な
せ
が
は
お
と
に
は
た
き
と
き
き
つ
れ
ど
み
れ
ば
も
み
ぢ
の
ふ
ち
に
ぞ
あ
り
け
る

（
「
続
古
今
和
歌
集
」
冬
歌
五
六
四
／
「
和
漢
兼
作
集
」
八
八
三
）

１

１

遠
近
の
き
し
を
ば
浪
の
へ
だ
つ
れ
ど
か
よ
ふ
は
花
の
色
に
ぞ
有
り
け
る
二
元
輔
集
」
一
七
）
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と
い
う
よ
う
に
、
俊
頼
も
自
詠
に
お
い
て
繰
り
返
し
用
い
て
い
た
。
こ
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
「
～
つ
れ
ど
～
に
ぞ
あ
り
け
る
」
と
い
う
句

の
形
式
は
連
歌
に
転
用
す
る
に
足
る
先
行
例
と
し
て
俊
頼
に
認
識
さ
れ
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

道
な
か
の
君

Ｉ

Ｉ

あ
や
し
く
も
ひ
ざ
よ
り
し
も
の
さ
ゆ
る
か
な

実
方
中
将

Ｉ

さ
を
し
か
の
な
く
ね
は
よ
そ
に
き
き
つ
れ
ど
涙
は
袖
の
物
に
ぞ
有
り
け
る

右
勝
季
経
朝
隙

山
た
か
み
お
ろ
す
あ
ら
し
や
よ
わ
る
ら
ん
か
す
か
に
成
り
ぬ
さ
を
し
か
の
声

①
①
●
●
①
●
●
■
●
●
●
●
●
●
の
●
●
ｅ
●
●
●
●
ゆ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ｅ
●
●
●
●
ゆ
ゆ
●
ゆ
●
◆
●
凸
●
●
。
●
。
。
●
●
①
、
●
●
●
、
●
ゆ
り
ゆ
●
●
■
早
●
申
●
申
●
。
●
。
●
、
●
●
、
●
●
●
申
●
●
●
●
●
●
①
、
●
●
●
■
●
●
●
●
■
●
●
。
●
今
●
●
●
●
①
●
●
●
●
ｅ
●
＄
●
Ｑ
Ｈ
８
〃
口
１
込

左
は
、
こ
俊
頼
朝
臣
の
歌
に
、
さ
を
し
か
の
な
く
ね
は
野
べ
に
き
こ
ゆ
れ
ど
な
み
だ
は
床
の
物
に
ぞ
有
り
け
る
、
と
侍
る

め
れ
ば
い
か
が
、
右
こ
し
の
五
も
じ
お
も
ふ
く
か
り
け
る
、
お
ほ
か
た
は
心
な
き
に
あ
ら
ね
ば
可
為
右
勝

（
『
太
皇
太
后
宮
亮
平
経
盛
朝
臣
家
歌
合
」
鹿
三
一
・
三
二
）

左
京
大
夫
経
忠
の
許
に
て
残
菊
薫
衣
と
い
へ
る
聯
を

Ｉ

Ｉ

う
つ
る
へ
る
色
を
ば
霜
の
へ
だ
つ
れ
ど
香
は
わ
が
袖
の
物
に
ぞ
あ
り
け
る

二
散
木
奇
歌
集
」
秋
部
五
四
八
／
『
和
歌
一
字
抄
」
四
七
○
）

四
番
左
定
長
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源俊頼の和歌と短連歌

実
方
や
彼
と
同
時
代
以
前
の
歌
人
ら
の
詠
に
は
、
右
に
あ
げ
た
以
外
に
も
「
あ
や
し
く
も
～
か
な
」
と
い
う
句
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ

（
脇
）

て
い
て
、
当
時
の
和
歌
に
お
い
て
は
、
あ
り
ふ
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
あ
や
し
く
も
～
か
な
」
と
い
う
句
の
形
は
、

「
俊
頼
髄
脳
」
の
な
か
で
も
う
一
ヶ
所
、
「
あ
や
し
く
も
袖
に
み
な
と
の
さ
わ
ぐ
か
な
も
ろ
こ
し
ぶ
れ
も
よ
せ
つ
ば
か
り
に
」
（
「
俊
頼
髄
脳
」

Ｉ

こ
し
の
わ
た
り
に
雪
や
ふ
る
ら
む

こ
れ
は
、
宇
治
の
わ
た
り
に
て
、
足
の
ひ
え
け
れ
ば
、
し
け
る
と
ぞ
。
（
「
俊
頼
髄
脳
」
三
七
一
）

お
な
じ
少
将
か
よ
ひ
侍
り
け
る
所
に
、
兵
部
卿
致
平
の
み
こ
ま
か
り
て
、
少
将
の
き
み
お
は
し
た
り
と
い
は
せ
侍
り
け
る
を
、

の
ち
に
き
き
侍
り
て
、
か
の
み
こ
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

Ｉ

Ｉ

あ
や
し
く
も
わ
が
ぬ
れ
ぎ
ぬ
を
き
た
る
か
な
み
か
さ
の
山
を
人
に
か
ら
れ
て

（
「
拾
遺
和
歌
集
」
雑
賀
二
九
一
／
「
義
孝
集
」
一
八
／
「
実
方
集
」
二
七
七
）

ふ
み
つ
か
は
せ
ど
も
返
事
も
せ
ざ
り
け
る
女
の
も
と
に
っ
か
は
し
け
る
よ
み
人
し
ら
ず

Ｉ

Ｉ

あ
や
し
く
も
い
と
ふ
に
は
ゆ
る
心
か
な
い
か
に
し
て
か
は
恩
ひ
や
む
べ
き

（
「
後
撰
和
歌
集
」
恋
二
六
○
八
／
『
拾
遺
和
歌
集
」
恋
五
九
九
六
）

九
条
右
大
臣
賀
の
屏
風
兼
盛

Ｉ

Ｉ

あ
や
し
く
も
し
か
の
た
ち
ど
の
見
え
ぬ
か
な
を
ぐ
ら
の
山
に
我
や
き
ぬ
ら
ん

（
『
拾
遺
抄
」
夏
七
七
／
『
拾
遺
和
歌
集
」
夏
一
二
八
平
兼
盛
／
「
古
来
風
体
抄
」二
巻
下
拾
遺
和
歌
集
三
五
三

／
「
宝
物
集
」
第
四
冊
三
八
四
）
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三
三
八
）
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
「
伊
勢
物
語
」
第
二
十
六
段
が
出
典
で
、
「
思
ほ
え
ず
袖
に
み
な
と
の
さ
わ
ぐ
か
な
も
ろ
こ

し
舟
の
寄
り
し
ば
か
り
に
」
（
五
八
男
／
「
新
古
今
和
歌
集
」
恋
歌
五
題
し
ら
ず
一
三
五
八
読
人
し
ら
ず
）
と
な
っ
て
お
り
、
初

句
は
「
忠
ほ
え
ず
」
が
本
来
の
形
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
俊
頼
は
「
あ
や
し
く
も
」
と
記
憶
違
い
を
し
て
自
ら
の
作
歌
手
引
書
に
収
録
し
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
あ
や
し
く
も
～
か
な
」
と
い
う
句
は
右
に
記
し
た
よ
う
に
「
実
方
集
」
二
七
七
に
も
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
「
あ
や
し
く
も
～
か
な
」
と
い
う
句
の
「
型
」
は
、
俊
頼
の
思
考
に
お
い
て
は
、
和
歌
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
を
実

方
も
常
川
し
た
上
に
連
歌
に
も
転
用
し
た
、
と
認
識
し
や
す
い
位
置
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
胴
）

こ
こ
で
前
句
に
川
い
ら
れ
て
い
る
「
～
見
ゆ
る
か
な
」
と
い
う
句
は
、
も
と
も
と
和
歌
で
非
常
に
よ
く
使
わ
れ
る
句
で
あ
る
が
、
連
歌

に
お
い
て
も
常
套
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
句
と
な
っ
て
い
て
、
永
胤
法
師
・
永
源
法
師
の
連
歌
以
前
に
も
作
例
が
見
ら
れ
る
。

永
胤
法
師

Ｉ

を
ぎ
の
葉
に
秋
の
け
し
き
の
見
ゆ
る
か
な

永
源
法
師

風
に
な
び
か
ぬ
草
は
な
け
れ
ど
（
「
俊
頼
髄
脳
」
三
七
九
）

は
し
に
人
の
あ
か
ら
さ
ま
に
ふ
し
た
り
け
る
を
見
て
、
椎
少
将

Ｉ

う
た
た
れ
の
は
し
と
も
こ
よ
ひ
見
ゆ
る
か
な

と
い
へ
ば
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’

こ
れ
ら
の
連
歌
の
付
句
で
用
い
ら
れ
て
い
る
語
彙
に
統
一
感
は
な
い
も
の
の
、
前
句
で
提
示
さ
れ
た
光
景
を
付
句
で
転
じ
て
面
白
み
を

演
出
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
連
歌
そ
の
も
の
の
基
本
的
な
構
造
は
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
句
が
和
歌
に
用
い
ら
れ
る
と
き
、

く
ら
か
ら
ず
こ
そ
か
き
お
き
て
け
れ
（
『
四
条
宮
下
野
集
」
一
五
三
）

善
恵
房
と
い
ふ
も
の
の
、
む
ま
よ
り
お
ち
て
、
て
を
つ
き
そ
こ
な
ひ
て
あ
り
し
を
、
か
ひ
の
か
み
あ
り
す
け

Ｉ

け
ふ
よ
り
は
お
つ
る
ひ
じ
り
と
み
ゆ
る
か
な

い
ま
は
て
つ
き
ぬ
す
み
か
け
ん
さ
は
（
「
行
尊
大
僧
正
集
』
二
七
）

か
は
ら
や
を
み
て
読
人
不
知

Ｉ

か
は
ら
や
の
い
た
ぶ
き
に
て
も
み
ゆ
る
か
な

助
俊

つ
ち
く
れ
し
て
や
つ
く
り
そ
め
け
ん

（
「
金
葉
和
歌
集
（
二
度
本
）
」
雑
部
下
連
歌
六
五
四
／
「
金
葉
和
歌
集
（
三
奏
本
こ
六
四
六
）

Ｉ

ゑ
な
る
む
ま
の
月
の
か
げ
に
も
み
ゆ
る
か
な

ゆ
め
ぢ
に
わ
た
す
な
に
こ
そ
あ
り
け
れ
（
「
実
方
集
」
三
二
一
）

む
ま
の
か
み
〔
〕
あ
つ
い
へ
、
殿
上
人
の
ま
ゐ
る
ひ
ん
が
し
お
も
て
の
、
み
さ
う
じ
の
ゑ
に
む
ま
の
か
か
れ
た
る
を
、

（
マ
マ
）

ま
た
つ
け
る
け
る

と
あ
れ
ば

む
ま
の
か
み
〔

月
の
あ
か
き
夜
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と
い
う
よ
う
に
、
上
句
の
景
色
が
そ
の
よ
う
に
見
え
る
矛
盾
や
理
由
を
下
句
で
提
示
す
る
と
い
う
形
が
と
ら
れ
て
お
り
、
連
歌
の
前
句
・

付
句
に
み
ら
れ
る
問
答
的
な
構
造
と
よ
く
似
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
～
見
ゆ
る
か
な
」
と
い
う
句
は
、
眼
前
の
景
色
に
対
す
る

疑
問
や
矛
盾
と
い
っ
た
も
の
を
前
句
に
含
意
さ
せ
や
す
い
便
利
な
句
と
し
て
認
識
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
俊

頼
は
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
「
～
見
ゆ
る
か
な
」
と
い
う
句
は
「
散
木
奇
歌
集
」
の
連
歌
に
お
い
て
も

頻
出
の
句
と
な
っ
て
い
る
。

修
理
大
夫
顕
季
あ
る
か
れ
け
る
に
、
お
ほ
ぢ
に
く
る
ま
の
わ
の
か
た
わ
も
な
く
て
か
た
ぶ
き
て
た
て
る
を
み
て

忠
清
入
道

Ｉ

か
た
わ
に
て
か
た
わ
も
な
し
と
見
ゆ
る
か
な

後
に
彼
大
夫
の
え
つ
け
ざ
り
し
と
か
た
ら
れ
け
れ
ば
つ
け
る

題
し
ら
ず
よ
み
人
し
ら
ず

Ｉ

秋
の
野
の
錦
の
ご
と
も
見
ゆ
る
か
な
色
な
き
つ
ゆ
は
そ
め
じ
と
忠
ふ
に

（
『
後
撰
和
歌
集
』
秋
下
三
六
九
／
「
古
今
和
歌
六
帖
』
秋
三
川
七
も
と
か
た
）

故
一
条
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
の
い
へ
の
障
子
に
能
宣

’

た
ご
の
う
ら
に
か
す
み
の
ふ
か
く
み
ゆ
る
か
な
も
し
ほ
の
け
ぶ
り
立
ち
や
そ
ふ
ら
ん

（
『
拾
遺
抄
」
雑
上
三
八
○
／
「
拾
遺
和
歌
集
」
雑
春
一
○
一
八
）
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こ
の
二
つ
の
他
に
も
一
五
七
七
・
一
五
八
六
・
一
六
○
二
で
繰
り
返
し
使
わ
れ
、
さ
ら
に
俊
頼
は
和
歌
で
も
七
首
に
用
い
る
な
ど
同
時
代

（
略
）

の
歌
人
ら
の
用
例
と
較
べ
て
み
て
も
抜
き
ん
で
て
作
例
が
多
い
。
俊
頼
に
と
っ
て
「
～
見
ゆ
る
か
な
」
と
い
う
句
は
、
連
歌
で
も
和
歌
で

も
非
常
に
馴
染
み
深
い
句
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
「
俊
頼
髄
脳
」
三
七
九
は
「
～
か
な
～
は
な
け
れ
ど
」
と
い
う
句
と
の
影
響
関
係
を
想
定
し
う
る
。

こ
こ
へ
く
る
ま
も
い
か
が
し
つ
ら
ん
二
散
木
奇
歌
集
』
一
五
八
五
）

刑
部
卿
道
時
の
、
し
ほ
ゆ
あ
み
に
つ
の
く
に
な
る
所
へ
お
は
し
け
る
に
、
ぐ
し
て
ま
か
り
て
し
ほ
ゅ
は
て
て
、
京
へ
か
へ

る
か
は
じ
り
に
ふ
ね
を
こ
ぎ
い
れ
た
る
に
、
ふ
れ
の
お
ほ
く
つ
き
て
ひ
し
め
く
を
み
て
、
わ
ざ
と
な
ら
ね
ど
も

Ｉ

か
は
じ
り
に
ふ
れ
の
へ
ど
も
の
見
ゆ
る
か
な

刑
部
卿
、
と
し
し
げ
に
つ
け
よ
と
あ
り
け
れ
ば
、
つ
け
た
り
け
る

し
ほ
の
ひ
る
と
て
さ
わ
ぐ
な
る
ら
ん
二
散
木
奇
歌
集
」
一
六
○
六
）

題
不
知
中
納
言
定
頼１

１

と
し
を
へ
て
は
な
に
心
を
く
だ
く
か
な
を
し
む
に
と
ま
る
は
る
は
な
け
れ
ど

（
「
後
拾
遺
和
歌
集
」
春
下
一
四
四
／
『
定
頼
集
』
三
五
）

も
み
ぢ
ぱ
を
お
の
が
も
の
と
て
み
て
し
か
な
み
る
に
い
さ
む
る
人
は
な
け
れ
ど
（
『
重
之
集
」
二
三
）

げ
ん
さ
い
し
ゃ
う
ど
の
（
実
忠
）

Ｉ

Ｉ

あ
さ
な
あ
さ
な
袖
の
こ
ほ
り
の
と
け
ぬ
か
な
よ
な
よ
な
む
す
ぶ
人
は
な
け
れ
ど
（
「
字
津
保
物
語
』
五
さ
が
の
ゐ
ん
二
一
六
）
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俊
頼
は
連
歌
の
句
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
「
そ
の
な
か
ら
が
う
ち
に
言
ふ
べ
き
珊
の
心
を
、
い
ひ
果
つ
る
な
り
。
心
残
り
て
、
付
く
る
人
に
、

言
ひ
果
て
さ
す
る
は
わ
る
し
と
す
」
（
「
俊
頼
髄
脳
」
）
と
述
べ
て
い
る
。
上
句
で
「
～
か
な
」
と
言
い
切
る
形
は
俊
頼
の
言
説
に
一
致
し
て

い
る
の
で
、
「
～
か
な
～
は
な
け
れ
ど
」
と
い
う
和
歌
で
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
る
句
の
「
型
」
は
、
連
歌
の
形
式
に
沿
い
つ
つ
即
応
に
も

効
果
の
あ
る
も
の
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
俊
頼
自
身
あ
る
い
は
彼
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
連
歌
は
、
第
一
節
で
あ
げ
た
よ
う
に
特
定
の
和
歌
か
ら
句
を
求
め
る
だ
け
で
は

な
く
、
何
首
も
の
和
歌
に
流
行
す
る
構
造
１
１
和
歌
で
繰
り
返
し
用
例
の
見
ら
れ
る
句
の
「
型
」
を
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
見
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
場
合
、
連
歌
と
和
歌
の
あ
い
だ
に
内
容
的
に
重
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
だ
が
、
も
と
も
と
和
歌
に
お
い
て
用
例
の
多
い
句
の

「
型
」
を
連
歌
に
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
前
句
の
形
式
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
付
句
を
す
れ
ば
構
造
と
し
て
安
定
す
る
の
か
を
先
行
和
歌

か
ら
学
ん
で
い
た
こ
と
の
証
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
和
歌
に
お
い
て
汎
用
性
の
高
い
句
の
「
型
」
を
連
歌
に
取
り
入
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
前
句
あ
る
い
は
付
句
の
よ
う
に
通
常
の
和
歌
の
半
分
し
か
な
い
文
字
数
を
「
決
ま
っ
た
句
」
に

よ
っ
て
埋
め
、
作
者
の
創
作
の
範
囲
を
挟
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
作
者
自
身
が
創
作
す
る
文
字
数
を
極
力

減
ら
す
こ
と
で
素
早
く
前
句
に
対
応
す
る
と
い
う
手
法
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
詠
む
こ
と
で
連
歌
の
特
質
で
あ
る
即
興
性
に
対
応
し
や
す

く
す
る
と
い
う
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｉ

Ｉ

な
つ
か
し
き
花
橘
の
に
ほ
ひ
か
な
お
も
ひ
よ
そ
ふ
る
袖
は
な
け
れ
ど

（
『
堀
河
百
首
」
盧
橘
四
六
四
河
内
／
「
後
葉
和
歌
集
」
夏
九
八
）
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第
一
節
と
第
二
節
と
で
取
り
上
げ
た
連
歌
の
手
法
に
は
異
な
る
部
分
も
さ
ま
ざ
ま
見
ら
れ
る
も
の
の
、
「
先
行
作
舳
を
取
り
入
れ
る
」
と

い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
新
古
今
時
代
に
本
歌
取
り
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
に
は
、
先
行
歌

を
自
詠
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
歌
人
と
し
て
尊
崇
を
集
め
て
い
た
公
任
に
否
定
的
な
言
辞
が
す
で
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

俊
頼
は
先
行
作
品
を
連
歌
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
方
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ

う
に
、
場
に
即
座
に
応
じ
る
に
は
そ
の
場
に
適
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
先
行
す
る
和
歌
か
ら
取
り
出
し
て
自
詠
に
用
い
る
こ
と
が
有
効
で
あ

る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
次
の
『
今
鏡
』
の
一
節
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
兼
側
で
連
歌
の
用
意
を
し
た
と
い
う
俊
頼
の
連
歌
の
作
り
方
に
も
そ
の
理

由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
ｃ

古
野
を
本
文
に
し
て
詠
め
る
事
あ
り
。
そ
れ
は
い
ふ
く
か
ら
ず
。
（
「
新
撰
髄
脳
乞

お
ほ
か
た
は
、
見
る
事
聞
く
事
に
つ
け
て
、
か
ね
て
ぞ
詠
み
ま
う
け
ら
れ
け
る
。
当
座
に
詠
む
こ
と
は
少
く
、
擬
作
と
か
き
て
ぞ
侍

〈
Ⅳ
）

り
つ
る
。
（
「
今
鏡
」
す
べ
ら
ぎ
の
中
第
二
玉
章
）

お
わ
り
に
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連
歌
は
そ
も
そ
も
即
興
の
要
素
が
強
く
、
ど
れ
ほ
ど
事
前
に
句
を
準
備
を
し
よ
う
と
も
、
特
に
俊
頼
が
求
め
ら
れ
た
付
句
の
場
合
に
は
、

そ
れ
が
実
際
の
場
で
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
る
と
は
考
え
が
た
い
。
「
兼
Ⅱ
」
で
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
の
実
際
的
な
意
味
は
、
予
想
さ
れ
る
場

に
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
和
歌
を
事
前
に
広
く
集
め
て
自
ら
の
記
憶
に
蓄
え
、
そ
の
場
に
応
じ
た
返
答
の
句
の
「
型
」
を
数
多
く
心
に
刻

ん
で
お
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
し
で
も
早
く
前
句
に
対
応
で
き
る
よ
う
備
え
て
お
く
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
実
際
に
、
俊
頼
は
特
定
の
歌
に
学
ん
で
連
歌
の
句
を
作
る
よ
り
も
、
多
く
の
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
汎
用
性
の
あ
る
句
の
「
型
」

を
利
用
し
て
句
を
作
る
こ
と
の
ほ
う
が
遙
か
に
多
か
っ
た
こ
と
を
、
第
二
節
に
お
い
て
確
認
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
場
に
お
い
て
難
し
い
前

句
を
素
早
く
捌
く
こ
と
を
多
く
求
め
ら
れ
て
い
た
俊
頼
に
と
っ
て
、
刷
洲
の
人
々
に
と
っ
て
も
馴
染
み
の
句
の
「
型
」
で
形
を
整
え
た
と

こ
ろ
へ
、
そ
の
場
に
応
じ
た
一
言
を
添
え
て
付
句
を
整
え
る
手
法
が
も
っ
と
も
有
効
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

｛
肥
）

俊
頼
が
記
憶
に
頼
っ
て
先
行
す
る
和
歌
を
口
に
出
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
、
そ
こ
に
か
な
り
の
間
違
い
も
み
ら
れ
た
こ
と
等
は
、
俊
頼
卜２

が
句
の
「
型
」
を
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
の
傍
証
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ね
に
古
歌
を
弄
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
、
ン
ヨ
ン
を
編
望

み
出
そ
う
と
し
て
い
た
歌
人
に
と
っ
て
、
記
憶
の
混
同
は
い
た
し
か
た
な
い
事
象
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
連
歌
に
対
し
て
本
歌
取
り
的
な
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
様
子
を
確
認
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
の
ち
の
本
歌
取
り
の
隆
盛

を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
方
法
が
連
歌
特
有
の
方
法
と
し
て
連
歌
の
中
の
み
に
留
ま
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
関
係

性
が
注
目
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
俊
頼
が
連
歌
へ
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
「
先
行
作
品
を
取
り
入
れ
る
」
と
い
う
方
法
が
同
時
代

以
降
の
歌
人
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
本
歌
取
り
の
成
立
過
程
を
考
え
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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注

（
１
）
稲
田
利
徳
「
「
金
葉
集
」
巻
十
「
連
歌
」
の
部
ｌ
小
部
立
設
置
の
意
図
」
二
解
釈
と
鑑
賞
」
六
十
六
，
十
一
、
平
成
十
三
年
十
一
月
）

（
２
）
（
１
）
稲
川
論
文
の
他
に
、
関
根
慶
子
「
第
七
章
第
四
節
俊
頼
と
連
歌
」
（
「
中
古
私
家
集
の
研
究
伊
勢
経
信
俊
頼
の
集
」
肌
間
書
房
、

昭
和
四
十
二
年
三
月
）
、
小
池
一
行
「
源
俊
頼
と
連
歌
ｌ
散
木
奇
歌
集
の
第
十
巻
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
「
書
陵
部
紀
要
」
二
十
号
、

昭
和
四
十
三
年
十
一
月
）
、
石
川
常
彦
「
短
連
歌
史
に
お
け
る
源
俊
噸
」
（
「
国
語
同
文
」
三
十
九
’
十
、
昭
和
四
十
五
年
十
Ⅱ
）
、
木

藤
才
蔵
「
俊
頼
の
連
歌
と
そ
の
先
駆
者
た
ち
」
（
「
文
学
」
三
十
九
，
二
、
昭
和
四
十
六
年
二
月
）
、
池
田
富
蔵
「
源
俊
加
と
連
歌
ｌ

そ
の
二
重
構
造
性
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
「
日
本
文
学
研
究
」
十
二
号
、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
）
、
藤
原
正
義
「
俊
頼
と
連
歌
」
今
北

九
州
大
学
文
学
部
紀
要
」
十
八
号
、
五
十
三
年
一
Ⅱ
）
、
乾
安
代
ヨ
俊
頼
髄
脳
」
の
連
歌
」
（
「
後
藤
重
郎
教
授
停
年
退
向
記
念
国

語
国
文
学
論
集
」
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
）
な
ど
が
あ
る
。

へへ

43
…ー

み
く
ら
山
ま
き
の
や
た
て
て
す
む
た
み
は
と
し
を
つ
む
と
も
く
ち
じ
と
ぞ
思
ふ
（
「
散
木
奇
歌
集
」
雑
部
下
一
五
六
一
）

こ
ほ
り
い
け
の
み
つ
に
み
て
り

け
さ
よ
り
は
み
く
ら
の
い
け
に
つ
ら
、
ゐ
て
あ
ち
の
む
ら
と
り
ひ
ま
［
も
一
と
む
ら
し

（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
「
散
木
奇
歌
集
」
所
収
「
源
木
工
集
」
冬
部
六
四
五
）

（
５
）
春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
し
ろ
く
な
り
行
く
、
山
ぎ
は
す
こ
し
あ
か
り
て
、
む
ら
さ
き
だ
ち
た
る
雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
。

も
み
ぢ
葉
を
み
く
ら
の
山
に
は
つ
霜
は
あ
さ
と
あ
け
て
や
お
き
そ
め
つ
ら
ん
二
散
木
奇
歌
集
」
秋
部
五
五
四
）

語
国
文
学
論
集
」

（
２
）
関
根
論
文

十
首
歌
中
に
も
み
ぢ
を

ま
ま
き
の
や
た
て
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（
中
略
）
秋
は
夕
暮
。
夕
日
の
さ
し
て
山
の
は
い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
、
か
ら
す
の
ね
ど
こ
ろ
へ
行
く
と
て
、
み
つ
よ
つ
、
ふ
た

つ
み
つ
な
ど
と
び
い
そ
ぐ
さ
へ
あ
は
れ
な
り
。
ま
い
て
雁
な
ど
の
つ
ら
ね
た
る
が
、
い
と
ち
ひ
さ
く
み
ゆ
る
は
い
と
を
か
し
。
日

入
り
は
て
て
、
風
の
青
む
し
の
ね
な
ど
、
は
た
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
（
「
枕
草
子
」
一
段
）

（
６
）
か
げ
き
ょ
き
月
は
浪
ま
に
い
づ
み
川
秋
の
十
日
の
け
ふ
み
か
の
脱

（
「
拾
玉
典
」
詠
三
首
和
歌
連
仁
一
↓
年
九
月
十
三
夜
水
舞
禰
殿
密
‐
五
首
歌
合
判
後
被
泳
之
水
路
秋
月
川
一
三
二
）

も
も
の
は
な
さ
く
や
や
よ
ひ
の
み
か
の
は
ら
こ
つ
の
わ
た
り
も
い
ま
さ
か
り
な
り
（
「
新
撰
和
歌
六
帖
」
三
日
五
○
光
俊
）

な
が
月
の
十
日
余
の
み
か
の
原
河
浪
き
よ
く
や
ど
る
月
影

（
『
壬
二
集
」
光
明
峰
寺
入
道
摂
政
家
百
首
河
月
六
三
六
／
「
家
隆
卿
百
番
自
歌
」
八
一
）

奈
良
な
り
け
る
僧

き
の
ふ
い
で
て
け
ふ
も
て
ま
ゐ
る
あ
す
か
み
そ

敦
光
朝
臣

み
か
の
原
を
や
す
ぎ
て
き
つ
ら
ん
二
古
今
著
聞
集
」
式
部
大
輔
敦
光
奈
良
法
師
と
飛
鳥
味
噌
を
連
歌
の
事
三
一
四
）

（
７
）
「
金
葉
集
」
六
五
九
の
詞
書
は
「
源
頼
光
が
但
馬
守
に
て
あ
り
け
る
時
、
た
ち
の
ま
へ
に
け
た
が
は
と
い
ふ
か
は
の
あ
る
、
か
み
よ

り
ふ
れ
の
く
だ
り
け
る
を
し
と
み
あ
く
る
さ
ぶ
ら
ひ
し
て
と
は
せ
け
れ
ば
、
た
で
と
申
す
物
を
か
り
て
ま
か
る
な
り
と
い
ふ
を
き

き
て
、
く
ち
ず
さ
み
に
い
ひ
け
る
」
と
な
っ
て
い
て
、
は
っ
き
り
「
く
ち
ず
さ
み
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
８
）
女
院
の
中
宮
と
申
し
け
る
時
、
内
に
お
は
し
ま
い
し
に
、
な
ら
か
ら
僧
都
の
や
へ
ざ
く
ら
を
ま
ゐ
ら
せ
た
る
に
、
こ
年
の
と
り

い
れ
人
は
い
ま
ま
ゐ
り
ぞ
と
て
紫
式
部
の
ゆ
づ
り
し
に
、
入
道
殿
き
か
せ
た
ま
ひ
て
、
た
だ
に
は
と
り
い
れ
ぬ
も
の
を
と
お
ほ

せ
ら
れ
し
か
ぱ
い
に
し
へ
の
な
ら
の
み
や
こ
の
や
へ
桜
け
ふ
九
重
に
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な
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二
伊
勢
大
輔
集
」
五
）
＊
「
新
編
国
歌
大
観
」
七
巻

（
９
）
あ
る
と
こ
ろ
に
ま
ゐ
り
て
、
み
す
の
う
ち
に
わ
か
き
人
人
も
の
い
ふ
を
き
き
て

す
の
う
ち
に
つ
つ
め
く
ひ
な
の
こ
ゑ
す
な
り

と
い
へ
ど
、
い
ら
ふ
る
人
も
な
け
れ
ば

か
へ
す
ほ
ど
こ
そ
ひ
さ
し
か
り
け
れ
（
「
実
方
集
」
一
八
六
）

右
の
よ
う
に
、
実
方
に
は
女
房
た
ち
に
対
し
て
即
興
の
連
歌
を
も
と
め
た
実
例
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
と
似
た
状
況
・
前
句
が
「
後

撰
集
」
二
九
三
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
「
実
方
集
」
の
連
歌
が
女
房
た
ち
の
応
答
が
な
か
っ
た
た
め
に
不
成
立
と
な

っ
た
の
と
は
異
な
り
、
貴
人
と
女
房
の
連
歌
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
の
ち
の
道
信
・
伊
勢
大
輔
の
連
歌
挿
話
の
形
成
に

何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

あ
き
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
あ
る
所
に
、
女
ど
も
の
あ
ま
た
す
の
内
に
侍
り
け
る
に
、
を
と
こ
の
歌
の
も
と
を
い
ひ
い
れ
て
侍
り
け
れ
ば
、

す
ゑ
は
う
ち
よ
り
よ
み
人
し
ら
ず

白
露
の
お
く
に
あ
ま
た
の
声
す
れ
ば
花
の
色
色
有
り
と
し
ら
な
ん
（
「
後
撰
和
歌
集
」
秋
中
二
九
三
）

（
叩
）
連
歌
に
先
行
す
る
か
ほ
ぼ
同
時
代
に
詠
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
く
ち
な
し
」
の
歌
と
し
て
は
、
次
の
歌
々
が
あ
る
。
「
く
ち
な
し
の

色
に
（
心
を
）
染
め
る
」
と
い
う
よ
う
な
内
容
は
当
時
好
ま
れ
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
れ
も
「
古
今
和
歌
六
帖
」

三
五
一
○
ほ
ど
に
は
当
該
連
歌
と
の
近
さ
は
な
い
。

人
の
ゆ
る
さ
ぬ
中
に
や
あ
り
け
ん
、
を
と
こ

そ
め
て
思
ふ
色
は
ふ
か
き
を
く
ち
な
し
の
い
は
れ
ぬ
色
と
人
や
み
る
ら
ん
（
「
信
明
集
』
九
八
）

む
つ
ま
し
き
人
の
め
の
、
を
か
し
と
お
も
ふ
に
は
ね
む
と
て

｜｜
’
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心
を
ば
そ
め
て
ひ
さ
し
く
な
り
ぬ
れ
ど
い
は
で
お
も
ふ
ぞ
く
ち
な
し
に
し
て
（
「
重
之
集
」
五
一
）

お
も
ふ
と
も
こ
ふ
と
も
い
は
じ
く
ち
な
し
の
い
ろ
に
こ
ろ
も
を
そ
め
て
こ
そ
き
め

（
「
古
今
和
歌
六
帖
」
く
ち
な
し
三
五
○
八
／
「
続
古
今
和
歌
集
」
恋
歌
一
一
○
○
九
）

（
皿
）
拙
稿
「
和
歌
と
絵
画
の
避
遁
Ｉ
源
俊
頼
の
歌
絵
の
歌
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
七
三
一
一
二
、
平
成
二
十
年
十
二
月
）

Ｉ

（
ｕ
）
田
α
田
の
浪
に
は
あ
ら
ね
ど
よ
と
と
も
に
心
を
君
に
よ
せ
わ
た
る
か
な

（
「
後
撰
和
歌
集
」
恋
二
六
三
八
つ
ら
ゆ
き
／
「
新
撰
和
歌
」
恋
雑
二
二
二
／
「
貫
之
集
」
六
二
川
）

延
喜
十
二
年
十
二
月
春
立
つ
あ
し
た
に
、
さ
だ
か
た
の
左
衛
門
督
の
な
い
し
の
か
み
に
賀
た
て
ま
つ
れ
る
時
の
う
た

Ｉ

住
の
え
の
松
の
煙
は
よ
と
と
も
に
波
の
な
か
に
ぞ
か
よ
ふ
く
ら
な
る
二
貫
之
集
」
七
○
三
／
「
古
今
和
歌
六
帖
」
け
ぶ
り
七
九
四
）

俊
頼
の
付
句
は
、
右
の
貫
之
の
歌
々
に
も
学
ん
だ
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
二
首
は
作
者
が
共
通
し
、
い
ず
れ
も
賀

の
様
相
が
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
場
合
は
「
型
」
を
学
ん
だ
と
す
べ
き
か
、
通
常
の
本
歌
取
り
と
す
べ
き
か
は
判
断
の
難
し
い
と
こ

（
Ｂ
）
前
の
中
宮
に
、
連
歌
と
い
ふ
女
房
に
し
の
び
て
右
中
弁
伊
家
も
の
申
す
と
聞
え
け
る
が
、
ほ
ど
な
く
お
と
も
せ
ず
と
き
き
て
、

ふ
ぢ
な
み
と
い
ふ
人
の
し
け
る

ま
こ
と
に
や
連
歌
を
し
て
は
お
と
も
せ
ぬ

右
中
弁
の
ゆ
づ
り
て
つ
け
よ
と
申
し
し
か
ぱ

一
は
し
も
や
ど
に
す
ゑ
つ
け
よ
か
し
（
「
散
木
奇
歌
集
」
一
五
九
八
）

こ
ち
ら
の
連
歌
で
も
、
前
句
の
結
び
の
形
は
些
か
異
な
る
も
の
の
、
「
ま
こ
と
に
や
」
と
詠
み
出
し
て
提
示
し
た
謎
を
、
付
句
で
解
く

ろ
で
あ
る
。

と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
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（
Ｍ
）
人
人
恋
の
歌
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
摂
政
左
大
臣

あ
や
し
く
も
わ
が
み
や
ま
ぎ
の
も
ゆ
る
か
な
お
も
ひ
は
人
に
つ
け
て
し
も
の
を

（
『
金
葉
和
歌
染
（
三
奏
本
）
」
恋
下
四
五
○
／
『
訶
歌
和
湫
塊
」
恋
上
一
八
七
側
白
前
太
政
大
臣
／
「
後
葉
和
欣
典
』
二
九
七
）

そ
で
の
し
づ
く
も
み
ぐ
る
し
う
ひ
き
か
く
さ
れ
て

あ
や
し
く
も
あ
ら
は
れ
ぬ
く
き
た
も
と
か
な
し
の
び
ね
に
の
み
ぬ
ら
す
と
忠
ふ
に
言
州
棋
集
」
二
八
）

あ
や
し
く
も
と
こ
ろ
た
が
へ
に
見
ゆ
る
か
な
み
か
は
に
さ
け
る
し
も
つ
け
の
は
な
二
．
綺
諮
集
』
二
九
六
／
「
色
莱
和
雌
雄
』
八
七
○
）

あ
や
し
く
も
ぬ
れ
ま
さ
る
か
な
か
す
が
野
の
み
か
さ
の
山
は
さ
し
て
ゆ
け
ど
も

（
『
字
津
保
物
語
』
二
藤
は
ら
の
君
三
二
か
の
右
大
将
殿
（
兼
雅
）
）

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
実
方
活
躍
期
以
降
の
勅
撰
集
や
個
別
の
家
集
の
他
、
物
語
や
歌
論
・
歌
学
番
の
類
に
入
れ
ら
れ
る
歌
に
も
「
あ

や
し
く
も
～
か
な
」
と
い
う
句
は
用
い
ら
れ
て
お
り
、
平
安
全
期
を
通
じ
て
一
般
性
の
高
い
句
の
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
脂
）
も
の
へ
ま
か
り
け
る
に
、
人
の
家
に
を
み
な
へ
し
う
ゑ
た
り
け
る
を
見
て
よ
め
る
兼
覧
王

を
み
な
へ
し
う
し
ろ
め
た
く
も
見
ゆ
る
か
な
あ
れ
た
る
や
ど
に
ひ
と
り
た
て
れ
ば

（
「
古
今
和
歌
集
」
秋
歌
上
二
三
七
／
「
古
今
和
歌
六
帖
」
を
み
な
へ
し
三
六
六
四
か
ね
み
の
大
君
）

人
の
を
さ
な
き
は
ら
ぱ
ら
の
こ
ど
も
に
も
き
せ
か
う
ぶ
り
せ
さ
せ
は
か
ま
き
せ
な
ど
し
は
べ
り
け
る
に
か
は
ら
け
と
り
て

派
飛
之

い
ろ
い
ろ
に
あ
ま
た
ち
と
せ
の
み
ゆ
る
か
な
こ
ま
つ
が
は
ら
に
た
づ
や
む
れ
ゐ
る

（
『
後
拾
世
和
歌
集
」
側
四
四
七
／
『
亜
之
集
」
一
四
七
／
「
宝
物
雌
」
六
六
）

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
「
～
見
ゆ
る
か
な
」
と
い
う
句
を
用
い
た
和
歌
は
平
安
期
を
通
じ
て
百
首
を
超
え
、
頻
出
の
句
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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卯
の
花
の
身
の
し
ら
が
と
も
み
ゆ
る
か
な
い
づ
の
か
き
ね
も
俊
頼
に
け
り
二
散
木
奇
歌
集
」
二
○
○
）

こ
の
他
、
「
散
水
奇
歌
典
」
四
三
三
・
九
五
三
・
一
二
八
六
・
一
二
九
四
・
一
四
○
一
に
「
～
兇
ゆ
る
か
な
」
と
い
う
句
が
見
ら
れ
る
。

（
Ⅳ
）
竹
卵
紙
「
今
鏡
（
上
）
全
注
釈
」
（
誰
談
社
学
術
文
庫
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
）

「
今
鏡
」
の
記
述
は
後
代
の
も
の
だ
が
、
『
俊
頼
髄
脳
」
に
俊
頼
自
身
の
こ
と
で
は
な
い
も
の
の
、

（
肥
）
殿
下
に
て
、
卯
花
を
よ
め
る

と
い
う
よ
う
に
兼
日
で
連
歌
の
用
懲
を
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
旧
）
岡
崎
真
紀
子
「
和
歌
の
動
態
ｌ
「
俊
頼
髄
脳
」
所
収
和
歌
の
本
文
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
や
ま
と
こ
と
ば
表
現
諭
源
俊
頼
へ
」
笠
間

神
院
、
平
成
二
十
年
十
一
月
）

「
良
迦
、
さ
り
ぬ
く
か
ら
む
連
歌
な
ど
、
し
て
参
ら
せ
よ
」
と
、
人
々
申
さ
れ
け
れ
ば
、
さ
る
者
に
て
、
も
し
、
さ
や
う
の

こ
と
も
や
あ
る
と
て
、
ま
う
け
た
り
け
る
に
や
、
聞
き
け
る
ま
ま
に
、
程
も
な
く
、
か
た
は
ら
の
僧
に
も
の
い
ひ
け
れ
ぱ
、

そ
の
僧
、
こ
と
ご
と
し
く
歩
み
よ
り
て
、

「
も
み
ぢ
葉
の
こ
が
れ
て
み
ゆ
る
み
ふ
れ
か
な

と
、
申
し
侍
る
な
り
」
と
申
し
か
け
て
、
帰
り
ぬ
。
含
俊
頼
髄
脳
」
）
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