
要
旨

藤
原
良
経
主
催
の
『
六
百
番
歌
合
」
（
建
久
三
年
給
題
）
は
、
旧
風
の
六
条
藤
家
歌
人
と
新
風
の
御
子
左
家
系
統
の
歌
人
と
の
間
に
歌
論
上
の
激

し
い
対
立
を
も
た
ら
し
た
歌
合
と
し
て
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
新
古
今
時
代
の
前
夜
に
あ
た
る
時
期
に
和
歌
界
を
領
導
し
た
九
条

家
歌
壇
に
お
け
る
最
大
の
盛
儀
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
、
新
風
台
頭
期
の
詠
風
を
分
析
す
る
上
で
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

良
経
の
百
首
に
つ
い
て
も
、
主
催
者
・
給
題
者
と
い
う
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
歌
題
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
他
、
新
古
今
時
代
の

主
要
な
技
法
で
あ
る
本
歌
取
り
に
繋
が
る
と
し
て
先
行
作
品
摂
取
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
様
々
な
面
か
ら
の
立
論
が

な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
う
ち
、
先
行
作
品
摂
取
の
方
法
に
関
す
る
研
究
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
取
り
あ
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
和
歌
の
隣
接
領
域
に
位
置
す
る
作
品
を
取
り
込
ん
で
い
こ
う
と
し
て
い
た
良
経
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
た
。

本
百
首
の
良
経
詠
に
見
ら
れ
る
当
代
的
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
歌
人
の
詠
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
作
品
作
り
が
志
向
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
百
首
を
丹
念
に
見
渡
し
て
い
く
と
、
あ
か
ら
さ
ま
な
取
り
入
れ
方
で
は
な
い
も
の
の
、
今
様

や
短
連
歌
と
い
っ
た
和
歌
に
隣
接
す
る
領
域
の
作
品
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
た
あ
と
が
見
ら
れ
た
。
今
様
の
詞
章
に
み
ら
れ
且
つ
そ
の
興
隆
期

以
降
に
和
歌
へ
と
取
り
込
ま
れ
た
語
彙
が
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
他
、
句
の
「
型
」
を
取
る
と
い
う
短
連
歌
に
多
用
さ
れ
る
先
行
作
品
摂

取
の
方
法
（
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
源
俊
頼
の
和
歌
と
短
連
歌
」
［
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
文
学
研
究
篇
』
第
三
十
七
号
、
平
成
二
十
三
年
二

藤
原
良
経
『
六
百
番
歌
合
』
に
つ
い
て

ｌ
先
行
作
品
摂
取
を
中
心
に
Ｉ

大
野
順
子
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月
］
を
参
照
）
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
和
歌
よ
り
も
一
段
低
く
見
ら
れ
て
い
た
隣
接
領
域
の
作
品
を
も

利
用
し
て
先
行
作
品
摂
取
の
自
由
度
を
拡
大
し
て
い
た
こ
と
は
、
新
古
今
時
代
に
お
け
る
本
歌
取
り
へ
の
道
筋
を
考
え
る
う
え
で
見
過
ご
す
こ
と

が
で
き
な
い
要
素
と
言
え
よ
う
。
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藤原良経『六百番歌合」 について

良
経
の
百
首
に
つ
い
て
も
、
主
催
者
・
給
題
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
題
に
か
か
わ
っ
て
良
経
個
人
の
嗜
好
で
あ
る
と
か
歌
壇
的
な

題
詠
の
展
開
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
他
、
新
古
今
時
代
の
主
要
な
技
法
で
あ
る
本
歌
取
り
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
先
行
作
品

（
３
）

摂
取
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
な
ど
、
様
々
な
面
か
ら
立
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
う
ち
、
先

行
作
品
の
摂
取
方
法
に
つ
い
て
の
研
究
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
取
り
あ
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

和
歌
の
隣
接
領
域
に
位
置
す
る
作
品
ｌ
今
様
や
短
連
歌
ｌ
な
ど
、
当
代
的
な
も
の
を
積
極
的
に
取
り
込
ん
で
い
こ
う
と
し
て
い
た
良

経
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

す
る
も
の
や
、
↑

の
な
ど
、
論
究
〈

視
さ
れ
て
い
る
。

藤
原
良
経
に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
た
『
六
百
番
歌
合
』
（
建
久
三
年
給
題
）
は
、
顕
昭
と
寂
蓮
の
「
独
鈷
鎌
首
」
の
争
い
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
旧
風
の
六
条
藤
家
歌
人
と
新
風
の
御
子
左
家
系
統
の
歌
人
と
の
間
に
歌
論
上
の
激
し
い
対
立
を
も
た
ら
し
た
歌
合
と
し
て
夙
に

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
合
は
ま
た
、
後
鳥
羽
院
歌
壇
に
お
い
て
花
開
く
新
古
今
時
代
の
、
い
わ
ば
前
夜
に
あ
た
る
時
期
の
和
歌
界
を
領

導
し
た
九
条
家
歌
壇
に
お
け
る
最
大
の
盛
儀
で
あ
っ
た
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
『
六
百
番
歌
合
』
に
つ
い
て

（
１
）

は
早
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
近
年
で
は
、
良
経
に
よ
っ
て
工
夫
さ
れ
た
歌
題
を
起
点
と
し
て
和
歌
表
現
の
進
展
を
考
察

す
る
も
の
や
、
左
右
の
方
人
に
よ
る
難
陳
と
そ
れ
を
受
け
て
展
開
さ
れ
る
俊
成
の
充
実
し
た
判
詞
か
ら
当
時
の
歌
論
を
探
ろ
う
と
す
る
も

（
２
）

の
な
ど
、
論
究
の
方
向
は
多
岐
に
わ
た
る
。
あ
る
い
は
、
新
風
台
頭
期
に
お
け
る
歌
人
個
々
の
詠
風
を
分
析
す
る
上
で
も
本
歌
合
は
重
要

は
じ
め
に
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ま
ず
は
周
辺
歌
人
の
詠
か
ら
の
摂
取
状
況
を
中
心
に
見
て
い
く
。
同
時
代
詠
の
摂
取
は
後
代
に
定
め
ら
れ
た
定
家
の
本
歌
取
り
の
準
則

に
従
う
な
ら
ば
禁
止
事
項
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
『
六
百
番
歌
合
』
出
詠
時
に
は
定
家
自
身
に
と
っ
て
も
本
歌
取
り
の

技
法
が
確
立
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
状
況
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
同
時
代
歌
人
の
も
の
で
あ
っ
て
も
明
ら
か
に
新
詠
に
先
行
す
る
場

合
に
は
本
歌
取
り
と
認
め
る
、
広
義
の
本
歌
取
り
と
し
て
論
を
進
め
る
。

（
４
）

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
良
経
は
同
時
代
歌
人
の
詠
か
ら
の
摂
取
が
著
し
い
。
『
花
月
百
首
』
を
詠
じ
て
四
年
ほ
ど
で
あ
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
良
経
が
歌
人
と
し
て
の
成
熟
期
を
迎
え
て
い
た
と
は
言
い
難
く
、
同
時
代
の
、
と
り
わ
け
定
家
・
慈
円
と
い
っ
た
身
近
な

新
風
歌
人
か
ら
積
極
的
に
学
ん
で
い
る
様
子
は
、
周
囲
に
あ
ふ
れ
る
新
し
い
詠
法
を
旺
盛
に
獲
得
し
よ
う
と
す
る
習
作
期
に
あ
っ
た
と
見

て
よ
か
ろ
う
。

（
５
）

「
ゆ
き
き
ゆ
る
」
と
詠
み
出
す
先
行
例
は
意
外
に
少
な
く
、
右
に
あ
げ
た
定
家
歌
の
他
に
は
『
寂
蓮
無
題
百
首
』
の
恋
歌
に
し
か
用
例

が
な
い
。
し
か
し
第
三
句
に
「
み
ど
り
」
が
入
る
こ
と
や
、
良
経
・
定
家
と
も
に
青
々
と
萌
え
い
づ
る
春
の
草
の
よ
う
す
を
歌
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
良
経
が
著
名
な
『
和
漢
朗
詠
集
』
六
一
の
句
と
と
も
に
、
定
家
詠
か
ら
学
ん
で
春
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ

ゆ
き
き
ゆ
る
か
れ
の
の
し
た
の
あ
さ
み
ど
り
こ
ぞ
の
く
さ
葉
や
ね
に
か
へ
る
ら
ん
（
若
草
四
七
）

Ｉ
雪
き
ゆ
る
か
た
山
か
げ
の
青
み
ど
り
岩
ね
の
苔
も
春
は
み
せ
け
り
（
『
拾
遺
愚
草
』
閑
居
百
首
春
廿
首
三
○
六
）

は
な
は
ね
に
か
へ
ら
む
こ
と
を
く
ゆ
れ
ど
も
く
ゆ
る
に
え
き
な
し
と
り
は
た
に
に
い
ら
む
こ
と
を
き
す
れ
ど
も
さ
だ
め
て
き
を
の
ぶ
ら
む

花
悔
帰
根
無
益
悔
烏
期
入
谷
定
延
期
（
『
和
漢
朗
詠
集
』
閨
三
月
六
一
）

｜
、
当
代
詠
か
ら
の
摂
取
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藤原良経『六百番歌合』について

右
に
あ
げ
た
「
寄
河
恋
」
と
「
寄
獣
恋
」
の
良
経
詠
は
、
い
ず
れ
も
本
歌
の
句
を
大
き
く
切
り
取
り
、
置
き
所
も
同
じ
く
す
る
と
い
う

形
を
取
っ
て
い
る
。
「
寄
河
恋
」
の
場
合
、
上
句
は
「
つ
れ
な
き
な
か
」
に
か
か
る
序
詞
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
歌
の
本
旨
は
下
句
で
歌

わ
れ
る
恋
の
苦
し
み
で
あ
る
。
そ
の
恋
の
辛
さ
を
表
現
し
て
い
る
の
が
結
句
「
身
を
く
だ
く
か
な
」
で
あ
る
が
、
良
経
が
詠
も
う
と
し
た

恋
の
辛
さ
は
「
は
や
き
な
が
れ
を
せ
く
い
は
の
つ
れ
な
き
な
か
」
と
い
う
表
現
か
ら
し
て
片
恋
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、
結
句
を
『
堀

河
百
首
」
の
「
片
恋
」
の
題
で
詠
ま
れ
た
歌
に
し
か
み
ら
れ
な
い
「
身
を
く
だ
く
か
な
」
と
い
う
句
で
表
現
し
た
良
経
歌
は
、
詠
歌
内
容
も

本
歌
で
あ
る
『
堀
河
百
首
」
詠
に
拠
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
６
）

ら
に
良
経
は
、
『
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌
』
で
自
詠
に
用
い
た
珍
し
い
詞
続
き
の
句
「
か
れ
の
の
し
た
」
を
再
び
用
い
て
お
り
、
詞
の

新
し
さ
を
求
め
た
歌
作
り
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。

よ
し
の
が
は
は
や
き
な
が
れ
を
せ
く
い
は
の
つ
れ
な
き
な
か
に
身
を
く
だ
く
か
な
（
寄
河
恋
九
九
五
）

謝
鍬
楜
川
側
翻
刻
郷
鐡
例
抑
も
こ
ほ
る
な
り
く
れ
ゆ
く
年
よ
な
に
に
た
と
へ
ん
（
『
壬
二
集
』
初
心
百
首
冬
七
○
）

い
か
に
せ
ん
人
の
つ
ら
さ
を
思
ふ
と
て
我
の
み
ひ
と
り
郭
識
圏
ｄ
封
列
測
郷
樹

（
『
堀
河
百
首
』
恋
二
十
首
片
恋
顕
仲
一
二
五
八
）

こ
の
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
の
そ
こ
を
よ
そ
に
み
ば
し
か
な
く
野
辺
の
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
（
寄
獣
恋
一
○
六
七
）

あ
は
れ
さ
は
に
る
も
の
ぞ
な
き
つ
ま
こ
ふ
る

し
か
な
く
の
べ
の
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ

（
『
歌
合
文
治
二
年
』
鹿
二
番
左
持
経
家
朝
臣
七
一
）
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新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
六
百
番
歌
合
』
（
以
下
、
「
新
大
系
」
と
呼
ぶ
。
）
は
貫
之
歌
を
本
歌
と
す
る
。
こ
れ
に
異
論
は
な
い
が
、
良

経
の
下
句
は
句
の
近
似
か
ら
、
直
接
に
は
二
字
百
首
」
に
お
け
る
定
家
詠
に
学
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
二
首
は
時
雨
と
霧

と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
秋
の
木
の
葉
が
色
づ
く
さ
ま
を
歌
っ
て
お
り
、
良
経
は
よ
り
近
し
い
時
期
に
詠
ま
れ
て
印
象
も

鮮
や
か
な
定
家
の
句
を
用
い
た
。
そ
し
て
、
初
句
で
「
も
ら
す
な
よ
」
と
木
の
葉
の
色
を
染
め
変
え
る
時
雨
に
対
し
て
呼
び
か
け
、
お
ま

え
故
に
下
葉
の
色
が
変
わ
っ
た
と
し
て
も
私
の
恋
心
は
漏
ら
す
な
と
歌
い
、
秋
歌
を
恋
歌
へ
転
じ
た
。

同
時
代
を
学
ぶ
と
い
う
点
で
も
う
一
つ
特
徴
的
な
の
は
、
建
久
前
期
あ
た
り
に
成
立
し
た
『
玄
玉
和
歌
集
』
か
ら
も
表
現
を
取
り
入
れ

（
７
）

「
寄
獣
恋
」
は
、
下
句
を
ほ
と
ん
ど
他
に
類
例
の
見
ら
れ
な
い
「
し
か
な
く
の
べ
の
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
と
す
る
経
家
歌
に
負
っ
て
い
る
。

先
行
歌
は
「
鹿
」
題
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
三
句
に
「
つ
ま
こ
ふ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
鹿
が
妻
を
恋
う
て
鳴
く
と
い
う
趣
向
は
古
く

か
ら
見
ら
れ
、
本
歌
の
趣
向
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
な
く
自
ら
の
詠
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
分
か
り
や
す
い
形
で
の
先
行
歌
の
取
り
込
み
が
多
数
見
ら
れ
る
一
方
で
、
の
ち
の
定
家
の
準
則
に
従
う
歌
も
見
ら

れ
る
。

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

も
ら
す
な
よ
く
も
ゐ
る
み
れ
の
は
つ
し
ぐ
れ
木
の
葉
は
し
た
に
い
る
か
は
る
と
も
（
忍
恋
六
一
三
）

も
る
山
の
ほ
と
り
に
て
よ
め
る
つ
ら
ゆ
き

し
ら
つ
ゆ
も
時
雨
も
い
た
く
も
る
山
は
し
た
ぱ
の
こ
ら
ず
色
づ
き
に
け
り
（
『
古
今
和
歌
集
』
秋
歌
下
二
六
○
）

Ｉ

霧
た
ち
て
こ
の
葉
は
下
に
色
づ
き
ぬ
よ
わ
た
る
月
の
末
を
か
ぞ
へ
て
（
『
拾
遺
愚
草
員
外
」
一
宇
百
首
秋
四
五
）
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藤原良経『六百番歌合』について

波
線
で
示
し
た
句
は
い
ず
れ
も
他
に
先
行
例
の
な
い
表
現
で
あ
る
。
句
の
置
き
所
が
、
そ
れ
ぞ
れ
本
と
な
っ
て
い
る
『
玄
玉
和
歌
集
』

．
『
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
』
の
歌
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
二
首
を
本
歌
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
『
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
』
は
後
朝
の
場
面
で

の
贈
答
歌
で
あ
る
。
一
方
、
『
玄
玉
和
歌
集
』
の
「
草
樹
歌
上
」
に
置
か
れ
た
季
経
歌
は
、
も
と
も
と
『
伊
勢
物
語
』
六
十
一
段
に
お
い

て
、
別
れ
た
妻
へ
の
思
慕
を
詠
じ
た
こ
と
で
著
名
な
「
五
月
ま
つ
花
た
ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
む
か
し
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」
（
一
○

九
）
を
本
歌
と
す
る
作
品
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
歌
が
「
稀
恋
」
題
の
歌
の
参
考
と
さ
れ
た
の
は
自
然
な
こ
と
と
言
え
よ
う
。

良
経
詠
に
対
す
る
参
考
歌
と
し
て
、
新
大
系
は
右
の
為
業
詠
を
指
摘
す
る
。
為
業
詠
は
語
彙
の
近
さ
の
ほ
か
、
聴
覚
的
把
握
を
指
向
す

あ
し
が
き
の
う
へ
ふ
き
こ
ゆ
る
ゆ
ふ
風
に
か
よ
ふ
も
つ
ら
き
を
ぎ
の
お
と
か
な
（
近
恋
八
八
七
）

あ
し
が
き
は
へ
だ
つ
と
す
れ
ど
を
ぎ
の
は
を
ふ
き
こ
す
か
ぜ
の
お
と
は
か
く
れ
ず

（
『
為
忠
家
初
度
百
首
』
秋
隣
家
荻
為
業
三
四
三
）

わ
ぎ
も
こ
を
待
ち
つ
る
よ
ひ
の
風
な
ら
ば
あ
や
し
か
る
べ
き
祁
泳
迎
矧
郭
瑚
獄

（
『
玄
玉
和
歌
集
』
草
樹
下
題
不
知
隆
信
朝
臣
六
七
七
）

あ
り
し
よ
の
そ
で
の
う
つ
り
香
き
え
は
て
て
ま
た
あ
ふ
ま
で
の
か
た
み
だ
に
な
し
（
稀
恋
七
三
九
）

心
ざ
し
有
明
方
の
月
影
を
対
溌
蹴
料
劉
勲
渕
矧
墹
則
と
は
見
よ
（
『
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
』
七
七
（
男
尚
侍
）
）

花
た
ち
ば
な
の
心
を
よ
ま
せ
給
け
る
前
宮
内
卿
季
経

、
ｒ
；
、
〃
込
刀
ｒ
、
〃
、
〃
Ｋ
刀
ｒ
、
〃
Ｌ
〃
Ｌ
〃
吐
３
Ｋ
、
〃
’
１
１
１
１
．
口
▽
・

有
り
し
よ
の
袖
の
匂
ひ
は
わ
す
れ
ぬ
を
花
立
ば
な
の
ほ
の
め
か
す
ら
ん
（
『
玄
玉
和
歌
集
』
草
樹
歌
上
六
二
八
）
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る
点
で
も
良
経
詠
に
近
く
、
作
品
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
加
え
て
、
『
玄
玉
和
歌
集
』
の
隆
信
詠
か
ら

の
影
響
が
あ
っ
た
と
見
た
い
。
隆
信
詠
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
荻
の
音
か
な
」
と
い
う
句
の
用
例
は
意
外
に
少
な
く
、
現
存
す
る
先
行
例

は
和
泉
式
部
と
長
方
の
各
一
首
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
第
三
句
に
そ
れ
ぞ
れ
「
ゆ
ふ
風
」
・
「
よ
ひ
の
風
」
と
近
似
し
た
語
を
置
き
、

い
ず
れ
も
暮
れ
方
の
風
に
よ
っ
て
起
き
る
荻
の
葉
擦
れ
の
音
に
よ
っ
て
恋
人
の
訪
れ
を
思
う
と
い
う
趣
向
が
一
致
す
る
。

『
六
百
番
歌
合
』
出
詠
当
時
、
『
千
載
集
』
よ
り
も
近
い
時
期
に
『
玄
玉
和
歌
集
』
は
編
纂
さ
れ
た
。
私
撰
集
で
あ
る
た
め
勅
撰
集
の

よ
う
な
権
威
は
持
た
な
い
も
の
の
、
私
撰
と
い
う
自
由
さ
の
分
だ
け
当
代
の
流
行
を
素
直
に
反
映
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
『
玄
玉

和
歌
集
』
に
お
い
て
、
良
経
歌
の
入
集
歌
数
は
定
家
・
西
行
な
ど
を
超
え
て
俊
成
に
次
ぐ
二
位
と
な
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
「
九
条
家
を

（
８
）

軸
と
し
、
俊
成
・
定
家
・
家
隆
・
寂
蓮
・
隆
信
ら
御
子
左
一
門
や
、
西
行
・
実
定
と
い
っ
た
俊
成
に
近
い
歌
人
」
が
優
位
の
歌
集
で
あ
る

と
の
指
摘
が
あ
る
も
の
の
、
歌
歴
の
浅
い
良
経
が
集
中
二
位
を
占
め
る
と
い
う
の
は
や
は
り
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
扱
い
が
、

自
ら
の
作
品
に
対
す
る
自
負
心
の
よ
う
な
も
の
を
良
経
に
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
歌
集
を
座
右
に
お
い
て
、
新

た
な
歌
を
詠
み
出
し
て
い
た
可
能
性
は
低
く
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
同
時
代
の
詠
風
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
た
良
経
で
あ
る
が
、
当
代
の
流
行
を
敏
感
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
姿
勢

は
和
歌
か
ら
学
ぶ
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
物
語
か
ら
の
摂
取
も
旺
盛
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
伊
東
成
師
氏
が
「
歌
合
百
首
か
ら
西

（
９
）

洞
隠
士
百
首
ま
で
の
中
期
の
特
徴
」
と
し
て
「
こ
の
期
以
降
物
語
歌
か
ら
の
摂
取
が
著
し
」
く
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
稿
者
も
か

つ
て
『
正
治
初
度
百
首
』
に
お
け
る
物
語
の
摂
取
に
つ
い
て
論
じ
た
な
か
で
『
六
百
番
歌
合
』
に
お
け
る
物
語
の
摂
取
に
触
れ
、
伊
東
氏

の
見
解
に
従
う
立
場
で
論
を
進
め
た
の
で
あ
る
が
、
数
年
を
経
て
再
度
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
若
干
の
修
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
た
。
詳
し
く
は
旧
稿
に
譲
る
が
、
本
歌
合
出
詠
当
時
の
良
経
は
『
源
氏
物
語
」
と
『
狭
衣
物
語
』
に
対
す
る
学
習
が
そ
れ
ほ
ど

（
、
）
０

進
ん
で
い
な
い
時
期
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。
し
か
し
本
稿
執
筆
に
際
し
て
の
調
査
に
よ
っ
て
、
以
前
の
指
摘
の
ほ
ぼ
倍
、
物
語
か
ら
の
摂

－126－



藤原良経『六百番歌合』について

「
こ
ゑ
の
か
ぎ
り
を
つ
く
し
て
も
」
と
い
う
句
は
他
に
類
例
が
な
く
、
良
経
が
『
源
氏
物
語
』
歌
か
ら
取
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
両
首
と
も
に
、
声
の
限
り
を
尽
く
し
て
嘆
き
あ
か
し
て
も
嘆
き
が
尽
き
る
こ
と
は
な
い
と
歌
っ
て
い
て
、
内
容
的
に
も
近
し
い
。

旧
稿
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
・
『
狭
衣
物
語
』
の
習
熟
の
不
十
分
を
論
じ
た
背
後
に
は
、
こ
れ
ら
代
表
的
な
物
語
に
対
す
る
学
習
が
未

だ
進
ん
で
い
な
い
時
期
に
、
そ
れ
ら
以
外
の
物
語
か
ら
の
摂
取
は
さ
ら
に
乏
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
考
え
も
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か

（
ｕ
）

し
、
先
に
あ
げ
た
「
稀
恋
」
七
三
九
に
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
歌
の
句
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
こ
の
頃
の
良
経
は
、
す
で

に
物
語
か
ら
の
摂
取
に
関
心
と
親
し
み
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
新
古
今
時
代
に
お
け
る
物
語
摂
取
の
隆
盛
と
い
う
着
地

点
に
は
変
更
が
な
い
も
の
の
、
文
治
期
の
定
家
に
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
等
と
合
わ
せ
て
、
良
経
の
物
語
摂
取
の
始
発

に
つ
い
て
は
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
本
稿
の
論
旨
か
ら
は
些
か
外
れ
る
の
で
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

以
上
、
こ
の
期
の
良
経
は
、
同
時
代
歌
人
の
表
現
を
積
極
的
に
学
ぶ
と
い
う
よ
う
に
流
行
に
敏
く
、
ま
だ
一
般
的
に
は
さ
ほ
ど
広
ま
つ

（
吃
）

て
い
な
か
っ
た
物
語
の
摂
取
に
も
意
欲
的
に
取
り
組
む
な
ど
、
当
代
の
新
傾
向
対
し
て
関
心
が
高
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
う
し
た

詠
風
は
「
新
儀
非
拠
達
磨
歌
」
を
詠
ず
る
と
さ
れ
て
い
た
新
風
歌
人
に
相
応
し
い
態
度
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

取
を
確
認
で
き
た
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

ふ
え
た
け
の
こ
ゑ
の
か
ぎ
り
を
つ
く
し
て
も
な
ほ
う
き
ふ
し
や
よ
よ
に
の
こ
さ
む
（
寄
笛
恋
一
○
九
二

鈴
虫
の
討
つ
唖
洲
發
猟
洲
郎
刊
剴
Ⅱ
部
長
き
夜
あ
か
ず
ふ
る
涙
か
な
（
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
靭
負
の
命
婦
三
）

二
、
句
の
「
型
」
を
取
る
ｌ
短
連
歌
と
の
影
響
関
係

-127-



「
秋
な
ら
ば
～
ま
し
～
（
体
言
止
め
）
」
と
い
う
句
の
「
型
」
は
『
広
言
集
』
が
早
期
の
例
で
、
お
お
よ
そ
十
二
世
紀
後
半
か
ら
繰
り
返
し

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
秋
な
ら
ば
」
と
季
節
を
限
定
し
た
初
句
に
よ
っ
て
文
脈
に
一
定
の
制
限
は
設
け
ら
れ
て
い
る

も
の
の
、
主
題
の
変
更
を
容
易
に
す
る
と
い
う
句
の
「
型
」
の
特
性
を
生
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
下
句
に
「
早
苗
」
・
「
桜
」
が
詠
み
こ
ま
れ
る

な
ど
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
良
経
歌
の
場
合
に
は
、
秋
で
あ
れ
ば
月
の
出
を
待
っ
て
心
憂
く
過
ご
す
だ
ろ
う
が

桜
と
暮
ら
す
春
の
山
里
は
そ
の
よ
う
な
物
思
い
は
な
い
よ
、
と
秋
と
春
を
対
比
的
に
扱
っ
て
春
を
賛
美
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
下
句
に

本
節
で
は
、
当
代
的
な
流
行
の
う
ち
、
和
歌
の
隣
接
領
域
に
位
置
す
る
短
連
歌
と
良
経
歌
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

か
つ
て
別
稿
に
お
い
て
、
院
政
期
和
歌
の
先
行
作
品
摂
取
の
方
法
と
し
て
、
短
連
歌
に
ま
ま
み
ら
れ
た
手
法
で
あ
る
句
の
「
型
」
を
と

（
焔
）

る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
こ
れ
と
同
様
の
傾
向
が
引
き
続
き
『
六
百
番
歌
合
』
に
も
み
ら
れ
る
。

あ
き
な
ら
ば
月
ま
つ
こ
と
の
う
か
ら
ま
し
さ
く
ら
に
く
ら
す
春
の
山
ざ
と
（
遅
日
一
二
九
）
‐

那
撒
群
鄭
域
い
な
ぱ
の
つ
ゆ
に
ぬ
れ
な
ま
し
さ
な
へ
を
わ
く
る
を
だ
の
ほ
そ
み
ち
（
『
広
言
集
』
早
苗
失
道
歌
合
三
三
）

坐
椒
猟
引
磯
身
に
し
む
色
や
こ
か
ら
ま
し
ま
だ
し
き
野
べ
の
荻
の
ゆ
ふ
か
ぜ（

『
拾
玉
集
』
絹
素
歌
合
十
題
風
前
夏
草
三
九
三
○
）

祁
撒
郷
則
帆
い
か
に
木
の
葉
の
乱
れ
ま
し
あ
ら
し
ぞ
お
つ
る
足
柄
の
山
（
『
海
道
記
』
六
○
（
作
者
）
）

税
制
列
則
例
花
に
心
や
と
ど
め
ま
し
霜
に
か
れ
た
る
萩
は
ら
の
里

（
『
夫
木
和
歌
抄
』
は
ぎ
は
ら
の
さ
と
、
常
陸
家
集
光
俊
朝
臣
一
四
五
六
八
）
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は
、
「
も
も
し
き
の
大
宮
人
は
い
と
ま
あ
れ
や
桜
か
ざ
し
て
け
ふ
も
く
ら
し
つ
」
（
『
新
古
今
和
歌
集
』
春
歌
下
題
し
ら
ず
赤
人
一

（
Ｍ
）

○
四
）
と
い
う
著
名
歌
を
凝
縮
し
た
表
現
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
小
山
順
子
氏
の
論
に
詳
し
い
が
、
「
本
歌

を
凝
縮
す
る
表
現
」
を
用
い
る
本
歌
取
り
は
、
本
歌
合
で
俊
成
に
批
判
さ
れ
つ
つ
も
後
の
後
烏
羽
院
歌
壇
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

く
斬
新
な
本
歌
の
取
り
方
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
さ
く
ら
に
く
ら
す
な
ど
い
へ
る
下
旬
を
か
し
ぐ
聞
え
侍
り
」
と
一
応
の
評
価
は
得
て

い
る
も
の
の
、
小
山
氏
は
良
経
詠
全
体
に
向
け
ら
れ
た
俊
成
評
を
見
渡
し
、
俊
成
の
批
判
は
表
現
が
圧
縮
さ
れ
る
こ
と
で
本
歌
が
分
か
り

づ
ら
く
な
る
こ
と
へ
の
危
慎
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
指
摘
す
る
。
俊
成
に
は
斬
新
な
先
行
歌
摂
取
の
方
法
が
行
き
過
ぎ
に
感
じ
ら
れ
た
と
し

て
も
、
句
の
「
型
」
を
用
い
た
た
め
に
創
作
で
き
る
語
数
が
狭
め
ら
れ
て
い
る
所
へ
先
行
歌
を
取
り
入
れ
る
に
は
、
凝
縮
さ
れ
た
表
現
は
有

（
旧
）

効
な
手
段
と
な
る
と
良
経
は
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
類
似
の
例
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。

て
に
な
ら
す
な
つ
の
あ
ふ
ぎ
と
お
も
へ
ど
も
た
だ
あ
き
か
ぜ
の
す
み
か
な
り
け
り
（
扇
二
五
三
）

み
く
し
げ
ど
の
に
は
じ
め
て
つ
か
は
し
け
る
あ
っ
た
だ
の
朝
臣Ｉ

け
ふ
そ
へ
に
く
れ
ざ
ら
め
や
は
洲
鄙
織
邨
副
仙
判
剛
た
へ
ぬ
は
人
の
心
な
り
け
り
（
『
後
撰
和
歌
集
』
恋
四
八
八
三

康
保
二
年
正
月
、
忠
君
来
小
野
宮
、
是
貞
信
公
御
愛
孫
也
、
価
以
大
徳
勧
盃
酒
、
其
次
有
此
詞

あ
た
ら
し
き
年
の
は
じ
め
川
副
叫
薊
到
献
と
ま
ら
ぬ
も
の
は
涙
刑
剛
刮
Ｗ
伽
（
『
清
慎
公
集
』
九
九
）

か
ね
の
う
た
よ
ま
む
と
少
将
の
い
へ
ぱ
、
も
の
い
は
じ
と
か
は
べ
り
つ
る
と
う
ち
に
い
へ
ば
、
少
将

か
ね
の
お
と
に
も
の
は
い
は
じ
洲
。
織
椰
刈
側
郭
剛
き
み
に
ま
け
ぬ
る
し
じ
ま
な
り
け
り
（
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
三
一
九
）

ＩＩ

ゆ
め
に
だ
に
う
ち
と
け
な
ば
や
測
献
倒
剣
到
賦
そ
れ
も
う
つ
つ
の
習
ひ
な
り
け
り

（
『
林
葉
和
歌
集
』
右
大
臣
家
百
首
、
忍
恋
五
首
六
七
八
）
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赤
染
衛
門
詠
は
、
旅
に
出
る
人
へ
贈
っ
た
扇
に
付
け
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
一
方
、
俊
恵
詠
は
家
集
の
夏
歌
の
部
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

詠
出
時
期
の
近
さ
か
ら
み
て
良
経
は
俊
恵
歌
か
ら
句
を
取
り
、
初
二
句
に
「
夏
の
」
と
い
う
語
を
加
え
る
こ
と
で
俊
恵
詠
全
体
を
想
起
さ

せ
る
よ
う
な
表
現
を
仕
掛
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
下
句
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
論
理
で
も
う
一
首

先
行
歌
摂
取
の
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。

煩
瓊
と
な
る
の
で
先
行
歌
の
ご
く
一
部
を
あ
げ
た
が
、
「
～
と
お
も
へ
ど
も
～
な
り
け
り
」
と
い
う
句
の
「
型
」
は
非
常
に
用
例
が
多
く
、

汎
用
性
の
高
い
形
式
で
あ
っ
た
。
「
～
と
お
も
へ
ど
も
」
と
表
現
す
る
上
句
の
内
容
に
よ
っ
て
様
々
な
題
に
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
、
こ
こ
で
も
四
季
歌
や
恋
歌
の
ほ
か
活
用
の
範
囲
は
広
い
。

と
こ
ろ
で
、
方
人
の
良
経
歌
に
対
す
る
難
陳
に
「
夏
の
扇
古
風
棲
新
」
と
の
言
が
あ
る
。
た
し
か
に
夏
歌
で
扇
が
詠
わ
れ
る
こ
と
は
多

く
、
「
扇
の
風
を
忘
れ
る
」
と
い
っ
た
表
現
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
良
経
歌
の
よ
う
に
「
手
に
な
ら
」
し
た
こ
扇
」

と
い
う
表
現
を
用
い
て
詠
ん
だ
先
行
例
は
意
外
に
少
な
い
。

と
ほ
く
行
く
人
に
、
あ
ふ
ぎ
を
と
ら
す
と
て

手
に
な
ら
す
あ
ふ
ぎ
の
風
を
そ
へ
た
ら
ぱ
あ
ゆ
く
く
さ
葉
に
つ
け
て
わ
す
る
な
（
『
赤
染
衛
門
集
』
六
○
六
）

手
に
な
ら
す
あ
ふ
ぎ
の
風
に
あ
や
な
く
も
露
ぞ
こ
ぽ
る
る
床
夏
の
花

（
『
林
葉
和
歌
集
」
夏
歌
近
見
塵
麦
重
家
卿
会
三
二
四
）

ふ
る
さ
と
は
汎
戦
胤
那
珂
馴
洲
別
別
例
叫
に
け
り
人
や
は
は
ら
ふ
に
は
の
を
ぎ
は
ら
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こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
か
ぜ
の
す
み
か
」
と
い
う
句
は
方
人
が
「
風
棲
新
」
と
述
べ
る
よ
う
に
新
し
い
表
現
で
あ
る
。
同
時
代
以

前
に
類
例
の
な
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
良
経
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
新
し
い
句
を
気
に
入
っ
て
再
び
自
詠
に
取

り
込
も
う
と
し
た
と
き
に
、
お
も
に
秋
の
景
で
詠
ま
れ
る
「
を
ぎ
は
ら
」
を
詠
み
こ
ん
だ
自
詠
を
強
調
す
る
た
め
に
「
秋
風
」
と
し
た
。
俊

恵
と
の
親
交
が
あ
り
、
九
条
家
の
和
歌
師
範
で
も
あ
っ
た
俊
成
で
あ
れ
ば
、
良
経
が
ど
の
よ
う
な
歌
の
取
り
込
み
を
画
策
し
て
な
し
た
表

現
で
あ
る
か
は
難
陳
を
し
て
い
た
方
人
た
ち
よ
り
も
よ
く
理
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
斬
新
な
手
法
は
、
方
人
の
「
夏
の

扇
古
」
と
い
う
評
価
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
俊
恵
の
類
例
の
少
な
い
新
鮮
な
詞
続
き
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
ず
、
良
経

が
思
う
と
お
り
に
は
機
能
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
俊
成
は
右
の
方
人
の
難
陳
を
残
し
た
上
で
負
け
と
し
て
遠
ざ
け
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。一

首
全
体
の
発
想
と
構
成
は
、
あ
る
い
は
こ
の
歌
あ
た
り
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
既
詠
か
ら
得
た
発
想
と
構
成
を
再
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
、
句
の
「
型
」
を
用
い
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
当
時
の
良
経
の
好
尚
が
現
れ

て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
も
良
か
ろ
う
。

ま
た
、
前
節
で
良
経
が
参
観
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
『
玄
玉
和
歌
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

早
秋
忽
涼
と
い
ふ
心
を
よ
み
侍
り
け
る
左
中
将
公
経
朝
臣

う
ち
お
か
ぬ
心
は
夏
に
か
は
ら
ね
ど
扇
の
す
ゑ
に
秋
は
き
に
け
り
（
『
玄
玉
和
歌
集
』
時
節
歌
四
一
一
）

（
『
秋
篠
月
清
集
』
十
題
百
首
草
部
十
首
二
三
七
）
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「
聞
恋
」
六
三
三
は
「
た
に
ふ
か
み
～
ら
ん
」
と
い
う
句
の
「
型
」
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
良
経
歌
に
つ
い
て
は
、
俊
成
の
判
詞
に
「
谷

の
菊
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
『
初
学
記
』
巻
二
七
花
草
・
菊
あ
る
い
は
『
藝
文
類
聚
』
巻
八
一
薬
香
草
部
・
菊
に
引
か
れ
て
い
る
南
陽
鄙
県

（
略
）

の
伝
承
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
菊
花
を
題
材
と
し
た
恋
歌
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
、
良
経
が
わ
ざ
わ
ざ
「
谷
」
の
入
っ

た
句
の
「
型
」
を
選
び
取
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
こ
の
指
摘
に
異
論
は
な
い
が
、
漢
詩
文
か
ら
の
影
響
に
加
え
て
、
句
の
「
型
」
の
中

に
封
じ
込
め
ら
れ
た
も
う
一
つ
の
先
行
歌
摂
取
の
可
能
性
を
考
え
た
い
。

菊
の
露
を
詠
ん
だ
人
事
詠
で
は
、
菊
が
重
陽
の
節
句
に
か
か
わ
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
多
く
は
長
寿
に
関
す
る
賀
歌
あ
る
い
は
寿
命
を

た
に
ふ
か
み
は
る
か
に
人
を
き
く
の
つ
ゆ
ふ
れ
ぬ
た
も
と
よ
な
に
し
ぼ
る
ら
ん
（
間
恋
六
三
三
）

〆
伺
Ｈ
郁
湫
秋
水
か
げ
草
の
し
た
つ
ゆ
や
し
ら
れ
ぬ
恋
の
な
み
だ
な
る
ら
ん

（
『
続
後
撰
和
歌
集
』
恋
歌
一
題
し
ら
ず
俊
頼
朝
臣
六
八
一
／
「
散
木
奇
歌
集
』
寄
草
恋
一
二
一
六
）

１

１

谷
ふ
か
み
木
の
葉
が
く
れ
を
ゆ
く
水
の
下
に
な
が
れ
て
い
く
世
へ
ぬ
ら
ん

（
『
堀
河
百
首
』
恋
十
首
不
被
知
人
恋
肥
後
二
五
○
）

賀
茂
社
に
て
、
う
ぐ
ひ
す
を
よ
め
る

淵
例
Ｈ
御
触
凝
ゆ
き
ふ
る
す
な
る
う
ぐ
ひ
す
は
か
す
み
と
と
も
に
た
ち
や
い
づ
ら
ん
（
『
成
仲
集
』
三
）

Ｉ

榔
剖
減
澱
人
も
か
よ
は
ぬ
山
ざ
と
は
う
ぐ
ひ
す
の
み
や
春
を
つ
ぐ
ら
ん
（
『
月
詣
和
歌
集
』
正
月
平
資
盛
朝
臣
三
三

Ｉ

糊
凹
烈
伽
叔
雪
に
こ
も
れ
る
鶯
も
と
く
る
春
を
や
し
た
に
ま
つ
ら
ん
（
『
寂
蓮
法
師
集
』
四
九
）

北
野
社
百
首
御
歌
後
烏
羽
院
御
製

Ｉ

制
動
例
湫
秋
日
影
の
露
も
と
け
に
け
り
み
や
ま
が
く
れ
も
春
や
た
つ
ら
ん
（
『
夫
木
和
歌
抄
』
春
部
一
二
一
四
）
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和
泉
式
部
詠
は
、
ぐ
っ
し
ょ
り
と
ぬ
れ
た
菊
の
着
せ
綿
に
自
ら
の
袖
を
連
想
す
る
も
、
そ
の
よ
う
な
嘆
き
を
遠
く
余
所
事
に
聞
く
思
い

人
へ
の
恨
み
を
歌
う
と
い
う
点
で
良
経
歌
に
通
じ
る
。
使
用
語
彙
も
よ
く
似
て
お
り
、
「
い
ま
実
際
に
濡
れ
て
い
る
の
は
菊
の
着
せ
綿
で
、

私
の
袖
で
は
な
い
け
れ
ど
」
と
い
う
和
泉
式
部
詠
の
含
意
を
「
き
く
の
つ
ゆ
ふ
れ
ぬ
た
も
と
」
と
い
う
表
現
に
取
り
な
し
た
可
能
性
が
指

（
Ⅳ
）

摘
で
き
よ
う
。
俊
成
判
が
こ
の
表
現
を
「
い
ま
す
こ
し
優
に
侍
る
」
と
の
み
評
し
、
具
体
的
な
先
行
表
現
を
指
摘
し
な
い
こ
と
は
気
に
掛

か
る
も
の
の
、
そ
も
そ
も
俊
成
は
「
谷
の
菊
」
か
ら
一
首
の
発
想
を
漢
詩
文
か
ら
得
て
い
る
と
解
し
て
い
た
蓋
然
性
が
高
く
、
詞
を
あ
ら

わ
に
取
ら
ず
本
歌
を
明
確
に
指
摘
し
が
た
い
先
行
歌
摂
取
に
つ
い
て
は
考
え
の
他
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

全
う
で
き
な
か
っ
た
者
へ
の
哀
傷
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
菊
が
恋
歌
の
題
材
と
な
る
の
は
珍
し
い
。
試
み
に
、
良
経
歌
と
同
じ

く
「
菊
」
に
「
聞
く
」
を
か
け
て
詠
ま
れ
た
恋
歌
を
掲
出
す
る
と
、
先
行
作
は
次
に
あ
げ
る
二
例
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
良
経
歌
に
見
ら
れ
た
句
の
「
型
」
を
取
る
と
い
う
短
連
歌
的
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
方
法
は
、
別
稿
で
論
じ
た
院
政
期

（
昭
）

和
歌
の
よ
う
に
単
に
主
題
の
転
換
を
容
易
に
図
る
た
め
だ
け
に
用
い
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
さ
ら
に
制
限
さ
れ
た
文
字
数
の
中
に
先
行
歌
の

表
現
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
句
の
「
型
」
に
よ
っ
て
で
き
た
隙
間
に
単
純
に
主
題
に
合
う
詞
を
は
め
込
む
よ
り
も
ず
っ
と
濃
密
で
情
感
に
溢

お
と
に
の
み
き
く
の
白
露
よ
る
は
お
き
て
ひ
る
は
思
ひ
に
あ
へ
ず
け
ぬ
く
し

（
『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
一
題
し
ら
ず
素
性
法
師
四
七
○
）

九
日
、
わ
た
お
ほ
は
せ
し
き
ぐ
を
お
こ
せ
て
、
み
る
に
、
露
し
げ
け
れ
ぱ

を
り
か
ら
は
お
と
ら
ぬ
袖
の
つ
ゆ
け
さ
を
き
く
の
う
へ
と
や
人
の
み
る
ら
ん
（
『
和
泉
式
部
続
集
』
五
八
一
）
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前
節
で
は
当
代
に
流
行
し
和
歌
の
隣
接
領
域
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
短
連
歌
を
取
り
あ
げ
た
が
、
本
節
で
は
和
歌
の
隣
接
領
域
に
位

置
す
る
も
う
一
つ
と
し
て
今
様
を
取
り
あ
げ
、
良
経
歌
と
の
間
に
見
ら
れ
る
影
響
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。

れ
た
詠
歌
世
界
を
形
成
す
る
こ
と
を
指
向
し
て
い
た
。
か
つ
て
稿
者
は
『
正
治
初
度
百
首
』
に
お
け
る
良
経
の
本
歌
取
り
に
つ
い
て
、
「
根

（
旧
）

を
同
じ
く
す
る
本
歌
二
首
に
よ
っ
て
、
重
層
的
な
構
造
を
も
つ
情
致
に
富
ん
だ
詠
歌
世
界
を
構
築
」
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
指
摘
し
た
が
、

本
節
に
お
い
て
述
べ
た
先
行
歌
摂
取
の
手
法
は
、
そ
の
萌
芽
的
段
階
を
示
す
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
す
な
ら
ば
、

句
の
「
型
」
を
取
る
と
い
う
短
連
歌
的
な
手
法
は
、
初
期
に
あ
っ
て
は
初
学
者
が
よ
り
簡
便
に
新
歌
を
詠
み
州
す
助
け
と
な
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
さ
ら
に
学
習
の
進
ん
だ
段
階
で
は
、
制
限
の
加
え
ら
れ
た
形
式
の
中
に
い
か
に
多
く
の
情
報
を
取
り
込
み
、
い
か
に
詠
歌
世
界
の

密
度
を
上
げ
る
か
と
言
う
こ
と
を
模
索
す
る
方
向
へ
と
和
歌
を
向
か
わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

後
の
後
鳥
羽
院
歌
壇
で
行
わ
れ
た
『
院
句
題
五
十
首
』
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
歌
が
、
成
通
の
活
躍
期
ご
ろ
に
流
通
し
て
い
た
今
様
に
学

わ
す
ら
れ
て
わ
が
身
し
ぐ
れ
の
ふ
る
さ
と
に
い
は
ぱ
や
も
の
を
の
き
の
た
ま
み
づ

（
『
秋
篠
月
清
集
』
院
句
題
五
十
首
寄
雨
恋
九
九
二
）

雨
ふ
れ
ば
軒
の
玉
水
つ
ぶ
つ
ぶ
と
い
は
ぱ
や
物
を
心
ゆ
く
ま
で

（
『
古
今
著
聞
集
』
巻
六
管
絃
歌
舞
第
七
「
侍
従
大
納
言
成
通
今
様
を
以
て
霊
病
を
治
す
る
事
」
一
三
三
）

三
、
今
様
か
ら
の
影
響
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ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ほ
か
の
良
経
の
詠
歌
に
今
様
の
影
響
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
言
及
が
な
い
。
『
六
百
番
歌
合
』
に
見
ら
れ
る
歌
謡
的
な
要
素
と
し
て
、
新
名
主
祥
子
氏
が
恋
題
の
末
尾
に
位
置
す
る
人
倫
五
題
Ｉ

遊
女
・
偲
侭
・
海
人
・
樵
夫
・
商
人
ｌ
の
選
定
に
『
散
木
奇
歌
集
』
と
と
も
に
「
梁
塵
秘
抄
』
か
ら
の
影
響
が
み
ら
れ
る
と
指
摘
す
る

（
釦
）

も
の
の
、
そ
れ
は
給
題
者
と
し
て
の
良
経
の
意
識
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
歌
謡
的
な
要
素
が
良
経
の
実
作
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
一
因
と
し
て
、
『
六
百
番
歌
合
』
の
良
経
詠
に
今
様
の
詞
章
が
は

っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
こ
で
俊
成
は
「
よ
せ
て
は
か
へ
る
浪
枕
」
と
い
う
句
を
取
り
あ
げ
て
、
こ
の
句
ゆ
え
に
遊
女
を
歌
っ
た
と
指
摘
で
き
る
と
す
る
。
こ

の
句
は
、
直
接
に
は
「
わ
た
つ
海
に
邸
綿
刊
翔
働
儲
副
し
き
潤
の
初
討
ぱ
‐
で
画
じ
み
刈
谷
鞠
き
」
（
『
拾
遺
愚
草
』
十
題
百
首
地
部
十
七

六
番
左
勝
女
房

た
れ
と
な
く
よ
せ
て
は
か
へ
る
な
み
ま
く
ら
う
き
た
る
ふ
れ
の
あ
と
も
と
ど
め
ず
（
寄
遊
女
恋
二
五
一
）

い
づ
か
た
を
み
て
も
し
の
ば
ん
な
に
は
め
の
う
き
れ
の
あ
と
に
き
ゆ
る
し
ら
な
み
（
二
五
二
）

左
右
と
も
に
あ
し
か
ら
ぬ
よ
し
申
す

判
云
、
両
方
共
に
す
が
た
詞
優
に
み
え
侍
る
を
、
右
の
な
に
は
め
こ
そ
、
あ
ま
の
こ
ほ
ど
の
事
に
侍
る
を
、
こ
れ
は
朗
詠
に

い
れ
り
と
い
ふ
証
だ
に
な
き
に
や
、
い
か
が
、
左
の
よ
せ
て
は
か
へ
る
浪
枕
は
、
な
か
な
か
遊
女
と
み
え
て
、
ま
さ
る
と
申

す
べ
く
や

右
寂
蓮
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と
、
繰
り
返
し
「
行
き
来
」
に
類
す
る
語
彙
・
内
容
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
句
に
「
寄
遊
女
恋
」
題
の
歌
ら
し
さ
を
感
じ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
当
該
句
は
『
十
題
十
首
』
で
雄
大
な
海
を
歌
っ
た
定
家
詠
の
句
を
学
ん
で
卑
近
な
例
に

転
じ
た
の
で
あ
り
、
良
経
に
と
っ
て
の
「
遊
女
」
題
の
勘
所
は
別
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
二
）
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
俊
成
は
、
若
き
日
の
俊
成
自
身
も
参
加
し
た
『
為
忠
家
初
度
百
首
』
に
お
け
る
「
遊
女
」

題
の
歌
々
に
、

ひ
と
り
ね
て
こ
よ
ひ
も
あ
け
ぬ
た
れ
と
し
も
た
の
ま
ぱ
こ
そ
は
こ
ぬ
も
う
ら
み
め

あ
け
く
れ
は
ゆ
き
か
ふ
ふ
ね
に
う
つ
る
ひ
て
な
み
の
う
へ
こ
そ
す
み
か
な
り
け
れ

う
き
た
ち
て
や
ど
も
さ
だ
め
ぬ
あ
ま
の
子
は
な
か
な
か
よ
に
や
す
み
よ
か
る
ら
ん

か
は
の
せ
に
な
み
の
う
き
草
う
か
れ
あ
り
く
そ
の
た
は
れ
め
を
い
か
が
た
の
ま
む

た
れ
と
し
も
つ
ま
も
さ
だ
め
ぬ
あ
ま
の
子
は
ゆ
き
き
の
ふ
れ
を
ま
つ
に
ぞ
有
り
け
る

な
み
の
う
へ
に
う
き
ね
の
み
す
る
あ
ま
の
子
は
さ
せ
る
と
ま
り
を
さ
だ
め
ぬ
ぞ
う
き

や
ど
ご
と
の
そ
と
も
に
ふ
れ
を
つ
な
ぎ
つ
つ
ゆ
き
き
の
人
を
ま
た
ぬ
ひ
ぞ
な
き
（
『
為
忠
家
初
度
百
首
』
遊
女
七
五
二
～
七
五
八
）

を
と
こ
の
け
し
き
や
う
や
う
つ
ら
げ
に
見
え
け
れ
ば
小
町

心
か
ら
う
き
た
る
舟
に
の
り
そ
め
て
ひ
と
日
も
樹
に
ぬ
れ
ぬ
日
ぞ
な
き
（
『
後
撰
和
歌
集
』
恋
三
七
七
九
／
『
新
撰
朗
詠
集
」
雑

遊
女
遊
女
欲
乗
商
船
船
人
以
梶
打
懸
水
以
袖
掩
面
泣
詠
此
歌
作
者
小
町
六
七
四
／
『
住
吉
物
語
』
（
藤
井
本
）
遊
び
者
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良
経
歌
と
同
じ
く
「
う
き
た
る
ふ
れ
」
と
い
う
句
を
持
つ
歌
は
、
先
行
例
と
し
て
右
の
二
作
品
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
こ

の
う
ち
『
後
撰
和
歌
集
』
七
七
九
は
、
後
に
遊
女
た
ち
に
よ
っ
て
盛
ん
に
歌
わ
れ
た
こ
と
が
『
新
撰
朗
詠
集
』
で
示
さ
れ
る
他
、
『
住
吉

物
語
』
に
お
い
て
も
「
君
ど
も
」
（
遊
女
）
に
よ
っ
て
「
な
が
め
」
ら
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
遊
女
不
定
宿
」
と
い
う
題
で
詠

ま
れ
た
『
教
長
集
』
九
四
六
は
『
後
撰
和
歌
集
』
七
七
九
の
影
響
下
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
遊
女
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
歌

の
な
か
で
「
う
き
た
る
ふ
れ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
良
経
は
こ
の
あ
た
り
の
歌
々
を
意
識
し
て
「
寄
遊
女
恋
」
題
を
詠
じ
た
の
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、
こ
の
句
を
用
い
た
歌
に
は

と
い
う
作
品
も
あ
り
、
「
う
き
た
る
ふ
れ
」
の
す
べ
て
が
遊
女
と
結
び
つ
い
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
良
経
歌
は
、
今
様
の

歌
い
手
で
あ
る
遊
女
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
か
な
り
朧
化
し
た
表
現
を
用
い
て
お
り
、
た
と
え
ば
同
じ
「
寄
遊
女
恋
」
題
で
「
な
み
の
う
へ
に

う
か
れ
て
す
ぐ
る
た
は
れ
め
も
た
の
む
人
に
は
た
の
ま
れ
ぬ
か
は
」
（
『
六
百
番
歌
合
』
兼
宗
二
四
三
）
と
「
う
か
ら
め
」
の
語
を
は

っ
き
り
と
織
り
込
ん
だ
例
や
、
「
仏
名
」
題
を
詠
ん
だ
「
冬
ふ
か
き
有
明
の
つ
き
の
あ
け
が
た
に
名
の
り
て
い
づ
る
雲
の
う
へ
人
」
（
『
六

（
副
）

百
番
歌
合
』
五
九
八
隆
信
）
の
な
か
に
郵
曲
の
詞
章
が
明
瞭
な
形
で
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
と
は
一
線
を
画
す
。
同
様
の
こ
と
は
、
遊

み
づ
う
み
の
舟
に
て
、
ゆ
ふ
だ
ち
の
し
ぬ
べ
き
よ
し
を
申
し
け
る
を
き
き
て
、
よ
み
侍
り
け
る
紫
式
部

か
き
く
も
り
夕
だ
つ
浪
の
あ
ら
け
れ
ば
引
劃
域
側
例
職
ぞ
し
づ
心
な
き
（
『
新
古
今
和
歌
集
』
驫
旅
歌
九
一
八
）

か
り
の
よ
を
お
も
ひ
知
り
て
や
白
浪
の
う
き
た
る
ふ
れ
に
よ
る
べ
さ
だ
め
ぬ
（
「
教
長
集
』
遊
女
不
定
宿
句
題
百
首
九
四
六
）

ど
も
二
六
）
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左
右
の
方
人
が
「
共
に
塊
侭
の
心
か
す
か
な
り
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
良
経
詠
は
す
ぐ
に
題
が
分
か
る
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
に
な
っ
て
い

（
犯
）

な
い
。
俊
成
は
「
九
番
の
左
に
や
侍
り
つ
る
歌
の
様
に
は
い
か
が
侍
る
べ
き
」
と
方
人
の
難
陳
に
対
す
る
弁
護
を
試
み
て
い
る
も
の
の
、

羅
旅
歌
と
の
差
異
を
明
確
に
し
難
い
作
品
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
良
経
は
、
今
様
の
担
い
手
を
歌
っ
た
歌
に
す
ら
歌
謡
の
詞
章
や
そ
れ
に
類
す
る
語
を
は
っ
き
り
と
用
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
本
百
首
を
丹
念
に
辿
っ
て
い
く
と
、
今
様
の
影
響
を
受
け
た
と
お
ぽ
し
き
歌
が
本
百
首
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

女
同
様
に
今
様
の
担
い
手
で
あ
っ
た
槐
侭
子
を
詠
ん
だ
「
寄
侃
侃
恋
」
の
良
経
詠
に
も
言
え
る
。

む
す
び
け
ん
ち
ぎ
り
も
つ
ら
し
く
さ
ま
く
ら
ま
つ
ゆ
ふ
ぐ
れ
も
や
ど
を
た
の
み
て
（
二
六
四
）

左
右
申
云
、
共
に
槐
侃
の
心
か
す
か
な
り

判
云
、
左
右
の
草
枕
、
塊
偲
の
心
、
共
に
か
す
か
な
る
よ
し
方
人
各
申
云
云
、
九
番
の
左
に
や
侍
り
つ
る
歌
の
様
に
は
い
か

が
侍
る
べ
き
、
左
の
露
む
す
び
お
く
と
い
ひ
、
右
の
契
も
つ
ら
し
な
ど
い
へ
る
、
共
に
優
な
る
べ
し
、
持
と
す

十
二
番
左
持
女
房

ひ
と
よ
の
み
や
ど
か
る
ひ
と
の
ち
ぎ
り
と
て
露
む
す
び
お
く
く
さ
ま
く
ら
か
な
（
寄
槐
偲
恋
二
六
三
）

十
九
番
寄
樵
夫
恋
左
勝
女
房

こ
ひ
ぢ
を
ば
か
ぜ
や
は
さ
そ
ふ
あ
さ
夕
に
た
に
の
し
ぱ
ぶ
ね
ゆ
き
か
へ
る
と
も
（
二
七
七
）

右
家
隆
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こ
こ
で
俊
成
は
卯
の
花
を
主
題
と
す
る
も
の
の
、
上
句
は
良
経
歌
二
七
七
と
同
じ
く
鄭
太
尉
の
故
事
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

同
じ
故
事
を
詠
み
入
れ
た
先
行
歌
と
し
て
「
み
や
ぎ
こ
る
ひ
と
の
た
め
に
は
あ
さ
ゆ
ふ
に
ふ
く
た
に
風
ぞ
う
れ
し
か
り
け
る
」
（
『
為
忠
家

初
度
百
首
』
雑
谷
風
為
盛
六
三
六
）
が
あ
り
、
同
説
話
を
摂
取
す
る
に
あ
た
っ
て
良
経
と
共
通
す
る
視
線
を
感
じ
る
詠
み
ぶ
り
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
俊
成
は
、
判
詞
に
お
い
て
鄭
太
尉
を
指
摘
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
良
経
・
俊
成
の
詠
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
し
ぱ
ふ
ね
」
自
体
、
あ
ま
り
和
歌
に
は
用
例
の
見
ら
れ
な
い
珍
し
い
語
で
あ
っ

二
七
七
の
良
経
歌
は
、
判
詞
に
「
鄭
太
尉
が
渓
の
み
ち
思
ひ
や
ら
れ
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
後
漢
書
』
三
三
列
伝
二
三
に
語
ら

（
”
）
（
型
）

れ
る
鄭
太
尉
の
説
話
の
影
響
を
受
け
て
詠
ま
れ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。
「
た
に
の
し
ば
ふ
ね
」
と
い
う
句
が
良
経
以
前
に
用
い
ら
れ
る
こ

と
は
な
く
、
類
似
す
る
先
行
例
は
管
見
に
よ
れ
ば
次
の
俊
成
詠
の
み
で
あ
る
。

コ
ク
日
、
夕
〃
巳
、
ロ
ク
ロ
巳
、
ロ
ク
ロ
Ｌ
■
〃
ロ
ｕ
、
タ
ク
ロ
込
司
、
ク
ロ
区
、
ク
ロ
巳
、
ク
ロ
巳
、
タ
グ
■
、
ロ
夕
日
、
■
〃
ロ
巳
、
、
〃
Ｉ
、
ロ
グ
■
廷
・
■
■
・
■
■
・
■
■
０
呂
凸
■
■
］
■
■
●

し
ば
舟
の
か
へ
る
み
谷
の
追
風
に
波
よ
せ
ま
さ
る
岸
の
う
の
花
（
『
長
秋
詠
草
」
暮
見
卯
花
と
い
ふ
心
を
二
二
五
）

右
中
宮
権
大
夫

ま
し
ば
こ
る
し
づ
に
も
あ
ら
ぬ
身
な
れ
ど
も
こ
ひ
ゆ
ゑ
わ
れ
も
な
げ
き
を
ぞ
つ
む
（
二
七
八
）

左
右
共
に
無
難
之
由
申
す

判
云
、
左
歌
、
風
の
さ
そ
ふ
や
、
お
く
る
な
ど
ぞ
あ
る
べ
か
ら
ん
と
き
こ
え
侍
れ
ど
、
鄭
太
尉
が
渓
の
み
ち
思
ひ
や
ら
れ
て
、
優
に
侍

る
べ
し
、
右
歌
は
、
ま
し
ぱ
こ
る
と
お
き
、
又
、
な
げ
き
を
ぞ
つ
む
な
ど
、
す
こ
し
お
な
じ
き
こ
と
に
あ
る
様
に
聞
え
侍
る
に
や
、
左
の

勝
と
す
べ
く
や
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た
0

俊
成
詠
以
外
で
良
経
歌
に
先
行
す
る
「
し
ぱ
ふ
ね
」
の
歌
は
、
右
に
あ
げ
た
も
の
が
お
お
よ
そ
す
べ
て
で
あ
る
。

ざ
■
■
．

も
と
め
塚
お
ま
へ
に
か
か
る
柴
舟
の
き
た
げ
に
な
る
や
よ
る
方
を
な
み
（
『
堀
河
百
首
』
雑
二
十
首
海
路
俊
頼
一
四
四
八
）

か
げ
さ
か
り
ゆ
ら
の
と
わ
た
る
柴
舟
の
こ
ぎ
お
く
れ
た
る
な
げ
き
を
ぞ
す
る（

『
堀
河
百
首
』
雑
二
十
首
海
路
顕
仲
一
四
五
○
）

川
副
郷
舛
独
は
ほ
ぶ
ね
の
あ
と
を
お
ふ
も
の
を
ま
よ
ひ
や
す
ら
ん
か
す
み
へ
だ
て
て

（
『
為
忠
家
初
度
百
首
』
春
海
路
霞
頼
政
一
六
）

お
も
ふ
事
侍
り
け
る
こ
ろ
よ
め
る

風
を
い
た
み
ゆ
ら
の
と
わ
た
る
し
ば
舟
の
し
ぱ
し
こ
が
れ
て
よ
を
す
ご
さ
ば
や
（
『
散
木
奇
歌
集
』
雑
部
上
一
二
九
五
）

Ｉ

わ
た
せ
に
は
う
ぢ
の
か
は
ぎ
り
た
ち
ぬ
め
り
ゐ
せ
き
に
か
く
る
ま
き
の
し
ば
ぶ
れ
（
『
有
房
集
』
き
り
一
七
三
）

風
は
や
み
い
た
て
に
は
し
る
し
ば
ぶ
れ
の
お
く
れ
ぬ
も
の
は
こ
ひ
に
ぞ
あ
り
け
る
（
『
林
下
集
』
ふ
れ
の
う
ち
の
こ
ひ
二
四
七
）

し
ば
か
り
を
、
い
で
ふ
れ
弁

さ
し
て
行
く
し
ば
か
り
を
ぶ
れ
さ
を
を
い
た
み

と
い
へ
ぱ
し
も
つ
く
、
左
衛
門

ま
づ
こ
が
る
る
は
こ
こ
ろ
な
り
け
り
（
『
公
任
集
」
四
三
四
）
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「
し
ば
ふ
ね
」
に
類
似
す
る
「
柴
車
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
植
木
朝
子
氏
は
和
歌
に
お
け
る
「
柴
車
」
の
最
も
早
い
用
例
が
『
堀
河
百

首
』
の
匡
房
・
顕
季
詠
で
あ
り
「
今
様
の
流
行
と
時
期
が
重
な
る
」
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
「
柴
車
」
を
早
期
に
用
い
た
歌
人
が
み
な
今

様
と
関
わ
り
が
深
い
こ
と
に
注
目
し
、
「
こ
の
「
柴
車
」
の
語
は
、
素
材
に
対
し
新
し
い
語
彙
を
求
め
よ
う
と
し
た
『
堀
河
百
首
』
に
お
い

て
、
匡
房
や
顕
季
に
よ
っ
て
和
歌
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
小
大
進
・
有
房
・
親
宗
と
い
っ
た
後
白
河
院
の
身
近
に
あ
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
、

（
妬
）

歌
語
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
し
ぱ
ふ
ね
」
と
い
う
語
の
始
発
点
と
そ
の
後
の
広
が
り
に

重
な
る
部
分
が
多
く
、
賤
の
男
に
よ
っ
て
樵
り
集
め
ら
れ
た
薪
を
積
む
「
し
ぱ
ふ
ね
」
と
い
う
語
も
ま
た
今
様
に
関
連
す
る
土
壌
か
ら
汲

み
上
げ
ら
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

「
し
ば
ふ
ね
」
の
場
合
に
は
「
柴
車
」
と
は
異
な
っ
て
語
を
そ
の
ま
ま
詠
み
こ
ん
だ
今
様
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
で
些
か
今
様

と
の
間
に
距
離
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

芝
を
積
ん
だ
船
を
詠
じ
た
例
は
、
数
は
少
な
い
な
が
ら
古
く
は
『
公
任
集
』
や
『
経
信
集
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
「
し
ぱ
ふ
ね
」

と
い
う
語
と
し
て
は
和
歌
に
定
着
し
て
お
ら
ず
、
内
容
の
面
か
ら
見
て
も
こ
れ
ら
二
首
は
実
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
芝
を
積
ん
だ
船
が
「
恋
」

と
か
か
わ
る
歌
を
見
い
だ
す
に
は
、
や
は
り
『
堀
河
百
首
』
の
俊
頼
・
顕
仲
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

早
期
に
「
し
ぱ
ふ
ね
」
を
詠
ん
だ
歌
人
ら
に
は
一
つ
の
共
通
点
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
れ
は
俊
頼
・
顕
仲
・
頼
政
・
実
定
と
い
う
よ
う
に
、

（
泌
）

ほ
と
ん
ど
の
歌
人
に
今
様
と
の
関
わ
り
を
指
摘
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
し
ぱ
ふ
ね
」
が
今
様
由
来
の
語
で
あ

る
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
び
ね
す
る
あ
し
の
ま
ろ
や
の
さ
む
け
れ
ば
つ
ま
ぎ
こ
り
つ
む
ふ
れ
い
そ
ぐ
め
り
（
『
経
信
集
」
一
五
五
）

田
上
の
路
に
て
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と
い
う
よ
う
に
、
良
経
詠
の
歌
題
「
寄
樵
夫
恋
」
の
「
樵
夫
」
を
題
材
と
し
た
今
様
が
複
数
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
は
樵
夫
の
水
辺

に
お
け
る
動
向
を
活
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
存
す
る
今
様
が
『
梁
塵
秘
抄
』
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
良
経
歌
が
題

材
と
し
た
よ
う
な
「
し
ば
ふ
ね
」
と
「
恋
」
と
が
合
わ
せ
ら
れ
た
内
容
の
今
様
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
は
な
か

ろ
う
。つ

づ
い
て
「
鵜
河
」
題
で
詠
ま
れ
た
良
経
詠
に
も
、
「
し
ば
ふ
ね
」
と
同
様
に
今
様
の
影
響
を
み
て
お
き
た
い
。

西
山
通
り
に
来
る
樵
夫
を
背
を
並
べ
て
さ
ぞ
渡
る
桂
川
後
な
る
樵
夫
は
薪
樵
夫
な
波
に
折
ら
れ
て
尻
杖
捨
て
て
か
い
も
と

る
め
り
（
『
梁
塵
秘
抄
』
三
八
五
）

樵
夫
は
恐
ろ
し
や
荒
け
き
姿
に
鎌
を
持
ち
斧
を
提
げ
う
し
ろ
に
柴
木
巻
い
上
る
と
か
や
な
前
に
は
山
守
寄
せ
じ
と
て
杖
を

提
げ
（
『
梁
塵
秘
抄
』
三
九
九
）

廿
三
番
左
持
女
房

お
ほ
井
が
は
な
ほ
山
か
げ
に
う
か
ひ
ぶ
ね
い
と
ひ
か
ね
た
る
よ
は
の
月
か
げ
（
鵜
河
一
三
五
）

右
中
宮
権
大
夫

か
つ
ら
が
は
な
な
せ
の
よ
ど
を
う
か
ひ
ぶ
ね
く
だ
し
も
は
て
ず
あ
け
ぬ
こ
の
よ
は
（
一
三
六
）

右
申
云
、
月
夜
に
鵜
を
つ
か
ふ
こ
と
の
あ
る
に
や
、
陳
云
、
月
よ
と
は
い
へ
ど
も
、
山
の
か
げ
な
ど
に
て
は
つ
か
ふ
こ
と
の

あ
る
な
り
、
左
申
云
、
な
な
せ
の
よ
ど
を
う
か
ひ
ぶ
ね
と
つ
づ
け
る
、
い
か
が
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詠
ま
れ
て
い
る
景
の
近
し
さ
か
ら
見
て
、
良
経
歌
は
こ
の
寂
蓮
歌
の
影
響
下
に
成
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
い
と
ひ
か
ね
た
る
よ
は
の

月
か
げ
」
が
、
信
仰
の
輝
き
に
罪
深
い
身
を
さ
ら
す
こ
と
を
厭
っ
て
も
逃
れ
ら
れ
な
い
状
況
を
、
月
夜
に
も
山
陰
で
鵜
飼
を
す
る
こ
と
が

あ
る
と
い
う
実
景
の
状
況
に
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
一
首
の
解
釈
は
よ
り
自
然
な
も
の
と
な
る
。

当
該
歌
を
純
然
た
る
叙
景
歌
で
は
な
く
、
先
行
詠
に
流
れ
る
仏
教
的
な
罪
業
感
を
内
包
す
る
歌
と
し
て
再
度
見
直
す
な
ら
ば
、
「
鵜
飼

二
重
写
し
に
な
ろ
う
。

寂
蓮
は
鵜
飼
が
漁
を
す
る
に
あ
た
っ
て
「
月
の
い
る
を
ま
」
っ
て
い
る
と
歌
う
。
こ
の
寂
蓮
歌
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
今
様
を
背
景

に
、
鵜
飼
が
殺
生
戒
を
犯
す
罪
深
さ
を
詠
ん
だ
崇
徳
院
歌
「
は
や
瀬
川
み
を
さ
か
の
ぼ
る
う
か
ひ
舟
ま
づ
こ
の
よ
に
も
い
か
が
く
る
し
き
」

（
”
）

（
『
久
安
百
首
』
夏
十
首
二
八
）
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。
す
る
と
、
寂
蓮
の
歌
う
月
は
実
景
だ
け
で
な
く
信
仰

の
証
で
あ
る
「
真
如
の
月
」
を
意
味
す
る
も
の
と
な
り
、
自
ら
の
罪
を
自
覚
す
る
ゆ
え
に
そ
の
光
を
避
け
つ
つ
漁
を
す
る
と
い
う
こ
と
と

右
方
人
の
「
月
夜
に
鵜
を
つ
か
ふ
こ
と
の
あ
る
に
や
」
と
い
う
難
に
対
し
て
「
月
よ
と
は
い
へ
ど
も
、
山
の
か
げ
な
ど
に
て
は
つ
か
ふ

こ
と
の
あ
る
な
り
」
と
陳
じ
ら
れ
、
俊
成
が
そ
れ
で
了
解
で
き
る
と
し
た
た
め
に
鵜
飼
の
場
を
詠
ん
だ
叙
景
歌
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る

の
だ
が
、
「
い
と
ひ
か
ね
た
る
よ
は
の
月
か
げ
」
と
詠
ま
れ
た
良
経
歌
に
は
や
は
り
仏
教
的
な
罪
業
感
が
揺
曳
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

ま
よ
ふ
べ
き
ち
ぎ
り
ぞ
ふ
か
き
う
か
ひ
ぶ
ね
こ
の
よ
も
月
の
い
る
を
ま
ち
け
る
（
『
寂
蓮
結
題
百
首
』
ふ
か
き
よ
の
う
か
は
三
○
）

判
云
、
左
、
方
人
の
難
陳
に
す
で
に
き
こ
え
て
侍
る
め
り
、
右
、
な
な
せ
の
よ
ど
を
う
か
ひ
舟
と
つ
づ
け
る
は
あ
し
く
や
は

侍
る
べ
き
、
但
、
あ
け
ぬ
こ
の
よ
は
な
ど
こ
と
ご
と
し
げ
に
侍
る
に
や
、
不
被
庶
幾
侍
ら
ん
、
持
と
す
べ
く
や
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舟
」
と
い
う
言
葉
を
選
択
し
た
良
経
は
、
流
行
歌
謡
か
ら
発
想
を
得
た
先
行
歌
に
拠
っ
て
詠
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
無
論
、
御
子
左

（
詔
）

家
一
門
に
見
ら
れ
た
流
行
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
側
面
は
あ
ろ
う
が
、
崇
徳
院
の
発
想
を
是
と
し
な
い
な
ら
ば
、
貫
之
以
来
の
伝
統
的
な

（
羽
）

篝
火
の
美
を
前
面
に
押
し
出
し
た
作
を
詠
じ
て
も
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
良
経
は
「
鵜
飼
舟
」
と
と
も
に
、
あ
え
て
「
い
と
ひ
か
ね

た
る
」
と
釈
教
的
あ
る
い
は
述
懐
的
な
気
分
を
醸
し
出
す
よ
う
な
言
葉
を
取
り
入
れ
て
一
首
を
構
成
し
た
。
そ
こ
に
は
僅
か
か
も
知
れ
な

い
が
、
時
代
に
横
溢
す
る
流
行
歌
謡
の
詞
を
掬
い
あ
げ
よ
う
と
し
た
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
六
百
番
歌
合
』
以
前
に
も
良
経
歌
に
今
様
の
影
響
を
感
じ
る
例
は
見
ら
れ
る
。

わ
が
お
も
ふ
人
だ
に
す
ま
ば
み
ち
の
く
の
が
制
郡
説
の
城
も
う
と
き
も
の
か
は
（
『
秋
篠
月
清
集
』
十
題
十
首
居
処
一
三
三
）

二
番
左
前
大
納
言
実
定
卿

さ
り
と
も
と
ま
つ
を
た
の
み
て
月
日
の
み
す
ぎ
の
は
や
く
も
お
い
ぬ
く
き
か
な

右
勝
頼
政

お
も
へ
た
だ
神
に
も
あ
ら
ぬ
え
び
す
だ
に
し
る
な
る
も
の
を
も
の
の
あ
は
れ
は

左
歌
、
ま
つ
を
た
の
み
て
な
ど
い
へ
る
す
が
た
い
と
を
か
し
ぐ
侍
り
、
ま
つ
す
ぎ
な
ど
侍
る
や
こ
れ
か
れ
に
か
か
り
た

Ｊ
日
功
吟

右
歌
は
こ
と
か
は
り
あ
ら
ぬ
す
が
た
の
う
た
の
こ
と
ば
づ
か
ひ
な
ど
い
と
を
か
し
く
こ
そ
き
こ
え
侍
れ
、
こ
れ
は
間
巷

左
歌
、
ま
つ
を
た

る
や
う
に
侍
ら
ん

の
郭
曲
の
な
か
に
、
え
び
す
だ
に
も
の
の
あ
は
れ
し
る
な
り
と
う
た
ふ
歌
の
侍
る
な
る
べ
し
、
か
れ
を
ひ
き
て
、
神

に
も
あ
ら
ぬ
え
び
す
だ
に
、
と
い
へ
る
う
た
の
す
が
た
い
と
を
か
し
ぐ
き
こ
え
侍
る
な
り
、
た
だ
し
こ
と
す
こ
し
俗
に

ち
か
く
や
侍
ら
ん
、
さ
れ
ど
神
の
御
な
も
か
か
り
て
侍
れ
ば
以
右
か
つ
と
申
し
侍
る
く
し
閑
な
る
世
に
す
む
ぞ
嬉
し
き

０
０
江
呼
，
め
ぷ
牛
皓
貝
防
ゲ
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「
え
び
す
」
と
い
う
語
は
、
「
長
月
の
有
明
の
空
の
け
し
き
を
ば
お
く
の
夷
も
あ
は
れ
と
や
み
む
」
（
『
久
安
百
首
」
秋
上
西
門
院
兵

衛
二
四
九
）
と
い
う
歌
が
現
存
す
る
も
っ
と
も
古
い
例
と
し
て
あ
る
も
の
の
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
郵
曲

（
”
）

の
詞
章
を
引
い
て
俊
成
が
判
じ
た
こ
の
『
広
田
社
歌
合
』
以
降
、
新
古
今
歌
人
ら
に
よ
っ
て
広
く
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
あ

げ
た
「
十
題
十
首
」
の
良
経
歌
は
郭
曲
の
詞
章
と
同
じ
く
東
人
・
蛮
夷
を
詠
ん
で
お
り
、
時
期
的
な
こ
と
を
考
え
て
も
今
様
を
指
摘
し
た
俊

成
判
の
影
響
下
に
詠
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
同
じ
「
十
題
十
首
」
に
は
「
い
な
り
や
ま
み
れ
の
す
ぎ
む
ら
か
ぜ
ふ
り
て
か
み
さ
び
わ
た
る
し
で
の
お
と
か
な
」
（
『
秋
篠
月
清

集
』
神
祇
十
首
二
八
四
）
と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
の
本
歌
と
し
て
は
、
「
い
な
り
山
し
る
し
の
す
ぎ
の
年
ふ
り
て
み
つ
の
み
や
し
る
神

さ
び
に
け
り
」
（
『
千
載
和
歌
集
』
雑
下
物
名
み
づ
の
み
僧
都
有
慶
二
七
八
）
を
指
摘
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
が
、
『
梁
塵

秘
抄
」
の
中
に
、

と
い
う
類
似
の
詞
章
を
持
つ
今
様
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
稲
荷
と
い
う
題
材
は
今
様
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
、
『
梁
塵
秘
抄
』

に
は
稲
荷
を
題
材
と
し
た
神
歌
が
十
首
収
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
勅
撰
集
を
は
じ
め
と
す
る
歌
集
に
見
ら
れ
る
古
歌

（
釦
）

を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
稲
荷
自
体
が
古
く
か
ら
和
歌
に
詠
ま
れ
る
題
材
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
今
様
の
隆
盛
期
に
歌
の
題
材
と
し
て
稲

稲
荷
に
は
禰
宜
も
祝
も
神
主
も
な
き
や
ら
ん
社
殴
れ
て
神
さ
び
に
け
り

稲
荷
を
ば
三
つ
の
社
と
聞
き
し
か
ど
今
は
五
つ
の
社
な
り
け
り
（
『
梁
塵
秘
抄
』
五
一
二
・
五
一
三
）

（
『
広
田
社
歌
合
』
述
懐
二
九
・
一
二
○
俊
成
判
）
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以
上
、
良
経
に
お
け
る
今
様
か
ら
の
影
響
を
見
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
明
確
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら

考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
題
材
や
手
法
に
は
積
極
的
に
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
つ
つ
も
、
「
和
歌
ら
し
さ
」
を
も
っ
と
も
表
出
し
や
す
い

詞
に
つ
い
て
は
伝
統
的
な
も
の
を
極
力
用
い
る
こ
と
で
、
表
現
の
新
奇
さ
へ
抑
制
を
か
よ
う
と
し
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
。
後
代
、
『
近

代
秀
歌
』
な
ど
で
「
詞
は
古
き
を
慕
ひ
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
の
兆
し
が
、
こ
の
時
期
の
良
経
か
ら
も
読
み
と
れ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

た
だ
し
、
本
節
で
幾
つ
か
の
例
を
取
り
あ
げ
た
よ
う
に
今
様
的
な
も
の
を
取
り
込
も
う
と
し
て
い
る
様
子
も
あ
り
、
新
し
い
要
素
に
対
す

る
関
心
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。

（
蛇
）

本
稿
は
良
経
歌
を
対
象
と
し
て
論
じ
て
き
た
が
、
別
稿
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
は
新
風
歌
人
ら
の
多
く
に
見
ら

れ
た
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
当
代
的
な
流
行
歌
謡
等
の
手
法
・
語
彙
と
い
っ
た
も
の
が
新
古
今
時
代
へ
向
か

本
稿
で
は
、
良
経
が
本
百
首
で
内
包
し
て
い
た
当
代
性
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
良
経
は
、
先
行
歌
摂
取
に
関
連
す
る
手
法
の
面
で

は
短
連
歌
に
多
様
さ
れ
る
方
法
を
取
り
入
れ
て
い
た
ほ
か
、
物
語
を
取
っ
た
り
同
時
代
歌
人
か
ら
新
し
い
表
現
を
取
り
込
む
な
ど
冒
険
的

で
あ
っ
た
一
方
で
、
詞
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
慎
重
な
一
面
も
あ
っ
た
。
し
か
し
全
体
的
に
は
や
は
り
、
短
連
歌
や
今
様
と
い
っ
た
和
歌

よ
り
も
低
く
見
ら
れ
て
い
た
文
芸
の
要
素
を
も
嫌
わ
ず
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
自
詠
の
表
現
の
自
由
度
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
あ

荷
を
選
ぶ
こ
と
自
体
の
な
か
に
、
今
様
的
な
意
識
が
内
在
し
て
い
た
可
能
性
を
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
た
と
み
て
よ
い
。 四

、
結
び
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藤原良経「六百番歌合」について

う
過
渡
期
の
歌
に
と
り
こ
ま
れ
る
こ
と
で
、
先
行
歌
摂
取
の
方
法
な
ど
表
現
の
自
由
度
が
拡
大
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
や
が

て
新
古
今
時
代
の
詠
風
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
、
別
稿
お
よ
び
本
稿
で
確
認
し
て
き
た
一
連
の
流
れ
か
ら
推
測
さ
れ
る
。

（
調
）

た
だ
し
、
論
じ
残
し
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
拙
稿
で
は
建
久
期
和
歌
に
見
ら
れ
る
当
代
か
ら
の
影
響
に
絞
っ
て
論
じ
て
き
た
た
め
、

本
歌
取
り
と
も
関
わ
り
の
深
い
「
古
歌
」
を
ど
う
取
り
扱
う
か
と
い
う
こ
と
に
は
触
れ
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
流
行
歌

謡
で
あ
る
今
様
に
は
数
多
く
の
「
古
歌
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
当
代
的
な
要
素
が
和
歌
に
積
極
的
に
取
り
込
ま

れ
て
い
る
と
き
に
、
流
行
歌
謡
に
歌
わ
れ
て
い
た
「
古
歌
」
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
は
、
新
古
今
時
代
の
歌
論
を
考
え
る
上

で
も
重
要
な
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

〔
注
〕

（
１
）
「
六
百
番
歌
合
」
に
関
す
る
論
は
ま

い
る
主
な
単
行
書
を
次
に
あ
げ
る
。

安
井
重
雄
『
藤
原
俊
成
判
詞
と
歌
語
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
平
成
十
八
年
一
月
）
、
谷
知
子
『
中
世
和
歌
と
そ
の
時
代
』
（
笠

間
書
院
平
成
十
六
年
一
月
）
、
渡
部
泰
明
『
中
世
和
歌
の
生
成
』
（
若
草
書
房
平
成
十
一
年
一
月
）
、
山
本
一
『
慈
円
の
和
歌

と
思
想
』
（
和
泉
書
院
平
成
十
一
年
一
月
）
、
石
川
一
『
慈
円
和
歌
論
考
』
（
笠
間
書
院
平
成
十
年
二
月
Ｊ
松
井
律
子
『
藤
原

家
隆
の
研
究
」
（
和
泉
書
院
平
成
九
年
三
月
）
、
半
田
公
平
『
寂
蓮
の
研
究
』
（
勉
誠
社
平
成
八
年
三
月
）
、
松
野
陽
一
『
烏
帯

千
載
集
時
代
和
歌
の
研
究
』
（
風
間
書
房
平
成
七
年
十
一
月
）
、
上
條
彰
次
『
藤
原
俊
成
論
考
』
（
新
典
社
平
成
五
年
十
一

月
）
、
久
保
田
淳
『
中
世
和
歌
史
の
研
究
』
（
明
治
書
院
平
成
五
年
六
月
）
、
久
保
田
淳
『
藤
原
定
家
』
（
集
英
社
昭
和
五
十
九

年
十
月
）
、
谷
山
茂
『
新
古
今
時
代
の
歌
合
と
歌
壇
』
（
角
川
書
店
昭
和
五
十
八
年
九
月
）
、
藤
平
春
男
『
新
古
今
と
そ
の
前
後
』

に
関
す
る
論
は
多
数
あ
り
、
そ
れ
ら
を
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
歌
合
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て

-147－



（
笠
間
書
院
昭
和
五
十
八
年
一
月
）
、
谷
山
茂
『
藤
原
俊
成
人
と
作
品
』
（
角
川
書
店
昭
和
五
十
七
年
七
月
）
、
青
木
賢
豪
『
藤

原
良
経
全
歌
集
と
そ
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
昭
和
五
十
一
年
八
月
）
、
片
山
享
『
校
本
秋
篠
月
清
集
と
そ
の
研
究
』
（
笠
間
書
院

昭
和
五
十
一
年
六
月
）
、
松
野
陽
一
『
藤
原
俊
成
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
昭
和
四
十
八
年
三
月
）
、
久
保
田
淳
『
新
古
今
歌
人

の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
昭
和
四
十
八
年
三
月
）
、
藤
平
春
男
『
新
古
今
歌
風
の
形
成
』
（
明
治
書
院
昭
和
四
十
四
年
一

月
）
、
有
吉
保
『
新
古
今
和
歌
集
の
研
究
基
盤
と
構
成
』
（
三
省
堂
昭
和
四
十
三
年
四
月
）
、
久
曾
神
昇
『
顕
昭
・
寂
蓮
』
（
三

省
堂
昭
和
十
七
年
九
月
）
、
岩
津
資
雄
『
歌
合
せ
の
歌
論
史
研
究
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
）
、
峯
岸

義
秋
『
歌
合
の
研
究
』
（
三
省
堂
昭
和
二
十
九
年
十
月
）
ほ
か
。

（
２
）
谷
知
子
「
『
六
百
番
歌
合
』
「
賭
射
」
の
歌
」
（
久
保
木
哲
夫
編
『
古
筆
と
和
歌
』
笠
間
書
院
平
成
二
十
年
一
月
）
、
谷
知
子
「
『
六

百
番
歌
合
』
の
「
残
春
」
「
暮
秋
」
の
歌
ｌ
御
子
左
家
と
六
条
藤
家
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
七
十
二
一
五
平
成
十
九
年
五
月
）
、
内

藤
ま
り
こ
「
記
憶
に
な
い
ほ
ど
古
い
歌
ｌ
本
歌
取
り
の
問
題
機
制
」
（
『
言
語
態
』
七
平
成
十
九
年
七
月
）
、
藤
田
雅
子
「
「
六
百

番
歌
合
」
秋
下
「
柞
」
十
二
番
判
詞
「
ら
し
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
赤
羽
淑
先
生
退
職
記
念
論
文
集
』
平
成
十
七
年
三
月
）
、
小
田

剛
「
式
子
内
親
王
と
六
百
番
歌
合
の
詞
ｌ
「
鶉
」
「
夕
立
」
「
閨
」
」
（
『
滋
賀
大
国
文
』
四
十
平
成
十
四
年
九
月
）
、
久
保
田
淳
「
歌

こ
と
ば
ｌ
藤
原
俊
成
の
場
合
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
七
十
八
‐
八
平
成
十
三
年
八
月
）
、
松
尾
漢
「
藤
原
有
家
の
六
百
番
歌
合

詠
に
つ
い
て
」
（
『
岡
大
国
文
論
稿
』
二
八
平
成
十
二
年
三
月
）
、
磯
村
清
隆
「
歌
と
物
語
の
詩
学
ｌ
『
六
百
番
歌
合
』
の
「
物

語
取
り
」
」
（
『
城
南
国
文
』
二
十
平
成
十
二
年
二
月
）
、
木
船
重
昭
「
『
六
百
番
歌
合
」
俊
成
判
詞
一
面
ｌ
そ
の
譜
諺
性
」
（
『
中

京
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
十
二
特
平
成
十
年
三
月
）
、
茅
原
雅
之
「
六
百
番
歌
合
に
お
け
る
歌
人
の
内
部
連
関
ｌ
家
隆
歌
と
の

関
連
を
中
心
に
」
（
『
語
文
』
百
平
成
十
年
三
月
）
、
茅
原
雅
之
「
藤
原
家
隆
の
和
歌
’
六
百
番
歌
合
詠
に
つ
い
て
」
（
『
和
歌
文

学
研
究
』
七
十
五
平
成
九
年
十
二
月
）
、
茅
原
雅
之
「
藤
原
家
隆
の
六
百
番
歌
合
詠
に
つ
い
て
ｌ
副
助
詞
「
だ
に
」
の
用
法
を
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藤原良経『六百番歌合』について

め
ぐ
っ
て
」
（
『
語
文
』
九
十
九
平
成
九
年
十
二
月
）
海
老
原
昌
宏
「
袖
の
時
空
ｌ
『
六
百
番
歌
合
』
の
定
家
詠
を
中
心
に
」
（
『
日

本
文
学
論
究
』
五
十
六
平
成
九
年
三
月
）
、
藤
田
百
合
子
「
『
新
勅
撰
集
』
と
定
家
歌
学
ｌ
『
六
百
番
歌
合
』
の
｛
か
ひ
や
」
と

「
あ
ま
の
ま
て
か
た
」
を
中
心
に
」
（
『
日
本
古
典
文
学
の
諸
相
」
勉
誠
社
平
成
九
年
一
月
）
ほ
か
。

（
３
）
小
山
順
子
「
藤
原
良
経
「
六
百
番
歌
合
』
恋
歌
に
お
け
る
漢
詩
文
摂
取
」
（
『
和
歌
文
学
研
究
』
八
十
九
平
成
十
六
年
十
二
月
）
、

小
山
順
子
「
藤
原
良
経
の
本
歌
取
り
凝
縮
表
現
に
つ
い
て
ｌ
『
後
京
極
殿
御
自
歌
合
」
を
中
心
に
」
（
『
国
語
国
文
』
七
十
‘
五

平
成
十
三
年
五
月
）
、
加
藤
睦
「
藤
原
良
経
「
六
百
番
歌
合
百
首
」
覚
書
」
（
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
八
三
平
成
十
二
年
一
月
）
、

内
野
静
香
「
藤
原
良
経
『
歌
合
百
首
』
の
考
察
ｌ
古
歌
摂
取
の
方
法
に
つ
い
て
」
（
『
広
島
女
子
大
国
文
』
十
三
平
成
三
年
九
月
）
、

新
名
主
祥
子
「
『
六
百
番
歌
合
』
の
恋
題
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
国
語
国
文
学
研
究
』
十
八
昭
和
五
十
八
年
二
月
）
、
新
名
主
祥
子
「
藤

原
良
経
研
究
’
六
百
番
歌
合
の
企
画
意
識
に
つ
い
て
，
」
（
『
国
語
国
文
学
研
究
』
十
七
昭
和
五
十
七
年
三
月
）
、
篠
崎
祐
紀
江

「
「
六
百
番
歌
合
」
歌
題
考
ｌ
四
季
の
部
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
国
文
学
研
究
』
七
十
昭
和
五
十
五
年
三
月
）
。

（
４
）
伊
東
成
師
「
藤
原
良
経
の
本
歌
取
り
に
つ
い
て
」
（
『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
二
十
三
昭
和
五
十
五
年
三
月
）

（
５
）
ゆ
き
き
ゆ
る
す
だ
ち
の
を
の
に
う
ぐ
ひ
す
の
け
さ
な
き
そ
む
る
こ
ひ
も
す
る
か
な
（
『
寂
蓮
無
題
百
首
』
六
八
）

（
６
）
今
日
く
れ
ぬ
あ
す
も
か
り
こ
ん
う
だ
の
は
ら
か
れ
の
の
し
た
に
き
ぎ
す
な
く
な
り（

『
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌
』
鷹
狩
二
六
○
）

こ
の
歌
は
「
か
り
に
こ
ぱ
ゆ
き
て
も
み
ま
し
か
た
を
か
の
あ
し
た
の
は
ら
に
き
ぎ
す
な
く
な
り
」
（
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
春
上

屏
風
絵
に
と
り
お
ほ
く
む
れ
ゐ
て
た
び
び
と
の
眺
望
す
る
と
こ
ろ
を
よ
め
る
四
七
藤
原
長
能
）
と
い
う
屏
風
歌
を
本
歌
と
し
、

そ
れ
を
春
か
ら
冬
へ
と
転
じ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
か
れ
の
の
し
た
」
と
い
う
句
は
、
『
六
百
番
歌
合
』
の
春
歌
が
詠
ま
れ
る
以
前

に
、
春
と
結
び
つ
き
や
す
い
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
か
。
ま
た
、
「
か
れ
の
の
し
た
」
と
い
う
句
は
、
の
ち
に
為
家
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（
Ⅱ
）
良
経
詠
は
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
散
逸
物
語
と
の
影
響
関
係
も
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ち
る
は
な
を
け
ふ
の
ま
と
ゐ
の
ひ
か
り
に
て
浪
ま
に
め
ぐ
る
春
の
さ
か
づ
き
（
三
月
三
日
一
五
三
）

大
僧
都
い
ま
だ
わ
ら
は
に
侍
り
け
る
と
き
、
八
月
十
五
夜
に
ゆ
る
し
給
は
せ
た
り
け
る
を
、
も
て
な
し
あ
そ
び
侍
り

け
る
さ
か
づ
き
の
つ
い
で
に
あ
ま
の
も
し
ほ
火
の
仁
和
寺
の
親
王

い
つ
も
み
る
秋
の
半
の
空
に
猶
ひ
か
り
そ
へ
た
る
よ
は
の
さ
か
づ
き
（
『
風
葉
和
歌
集
』
秋
上
二
八
四
）

『
風
葉
和
歌
集
』
に
名
が
見
え
る
「
あ
ま
の
も
し
ほ
火
」
と
い
う
物
語
は
、
す
で
に
散
逸
し
て
お
り
成
立
年
代
が
は
っ
き
り
し
な

へ へ へ

1098
… ー …

へ

7
…

成
十
二
年
三
月
）

拙
稿
「
良
経
『
正
治
初
度
百
首
』
に
お
け
る
本
歌
取
り
の
機
能
と
方
法
」
（
『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
四
十
七
冊
平

松
野
陽
一
『
烏

注
４
伊
東
論
文

が
詠
ん
だ
「
か
た
を
か
の
か
れ
野
の
し
た
の
若
な
づ
な
雪
さ
へ
つ
み
て
み
ら
く
す
く
な
し
」
（
『
夫
木
和
歌
抄
』
春
部
一
寛
元
三

年
結
縁
経
百
首
一
三
六
）
の
ほ
か
に
は
現
存
す
る
作
例
は
な
く
、
良
経
創
出
の
句
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
う
る
。

経
家
詠
と
同
じ
下
の
句
を
持
つ
歌
と
し
て
は
、
次
に
あ
げ
る
慈
円
詠
が
存
在
す
る
。

わ
が
袖
の
た
ぐ
ひ
は
よ
る
と
思
ふ
ま
に
鹿
な
く
野
べ
の
秋
の
ゆ
ふ
暮
（
「
拾
玉
集
」
野
露
五
○
五
五
）

こ
の
歌
の
詠
作
年
次
に
つ
い
て
は
、
詞
書
が
「
大
納
言
し
の
び
て
会
せ
ら
る
と
き
き
て
、
人
に
か
は
り
て
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

山
本
一
氏
が
著
書
（
注
１
山
本
単
行
書
）
の
中
で
「
大
納
言
Ⅱ
左
大
将
兼
任
以
前
の
良
経
の
場
合
」
と
い
う
限
定
を
加
え
た
上
で
、

文
治
五
年
七
月
十
日
～
同
秋
の
う
ち
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
大
納
言
が
良
経
を
指
す
の
か
明
徴
が
な
い
た
め
、
今
回
は

本
文
中
で
先
行
例
の
一
つ
に
加
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

松
野
陽
一
『
烏
帯
千
載
集
時
代
和
歌
の
研
究
』
（
風
間
書
房
平
成
七
年
十
一
月
）
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藤原良経『六百番歌合』について

（
Ｍ
）
注
３
小
山
論
文
「
藤
原
良
経
の
本
歌
取
り
凝
縮
表
現
に
つ
い
て
ｌ
『
後
京
極
殿
御
自
歌
合
』
を
中
心
に
」

（
咽
）
蛇
足
的
で
は
あ
る
が
、
こ
の
歌
に
限
っ
て
言
え
ば
、
「
さ
く
ら
に
く
ら
す
」
と
い
う
凝
縮
し
た
表
現
に
行
き
つ
い
た
直
接
の
契
機

と
し
て
次
の
定
家
歌
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
定
家
歌
自
体
が
赤
人
詠
の
世
界
と
通
底
す
る
内
容
で
あ
る
上
、
「
～
に
く
ら
す
」
と

い
う
表
現
自
体
が
珍
し
い
も
の
で
定
家
以
前
に
作
例
が
な
く
、
良
経
自
身
が
初
め
て
主
催
し
た
百
首
歌
で
詠
ま
れ
た
歌
の
表
現
を

こ
こ
で
自
詠
に
取
り
入
れ
た
と
考
え
て
も
不
自
然
は
な
か
ろ
う
。

さ
も
あ
ら
ぱ
あ
れ
花
よ
り
ほ
か
の
な
が
め
か
は
霞
に
く
ら
す
御
吉
の
の
は
る

い
。
そ
の
た
め
良
経
歌
と
の
影
響
関
係
を
云
々
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
も
し
も
こ
の
物
語
が
建
久
以
前
の
段
階
で
成
立
し
て
い

た
な
ら
ば
、
良
経
の
物
語
へ
の
関
心
が
強
か
っ
た
こ
と
を
補
強
す
る
材
料
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
良
経
に
は
こ
れ
以
外
に
も
、
成
立

年
代
の
分
か
ら
な
い
物
語
歌
と
大
き
く
句
の
重
な
る
歌
が
幾
つ
か
見
ら
れ
、
今
後
の
散
逸
物
語
に
関
す
る
研
究
の
進
行
は
良
経
歌

に
お
け
る
物
語
摂
取
の
様
相
を
考
え
る
上
で
も
重
要
と
な
ろ
う
。

（
岨
）
本
稿
で
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
良
経
は
「
み
れ
の
あ
さ
け
」
（
冬
朝
五
五
二
や
「
し
ぐ
れ
を
い
そ
ぐ
」
（
暮

秋
四
七
九
）
と
い
う
よ
う
に
詞
の
続
け
が
ら
の
新
し
さ
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
新
傾
向
の
摂
取
に

積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
よ
う
。

（
旧
）
「
源
俊
頼
の
和
歌
と
連
歌
ｌ
後
代
の
和
歌
へ
の
影
響
」
（
『
総
研
大
文
化
科
学
研
究
』
七
号
平
成
二
十
三
年
二
月
）
、
「
源
俊
頼
の

和
歌
と
短
連
歌
」
（
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
文
学
研
究
篇
』
三
十
七
号
平
成
二
十
三
年
三
月
）
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
す
る

発
表
を
平
成
二
十
二
年
十
月
に
「
建
久
前
期
に
お
け
る
十
首
和
歌
贈
答
歌
群
に
つ
い
て
」
（
和
歌
文
学
会
第
五
十
六
回
大
会
於

学
習
院
大
学
）
と
題
し
て
行
い
、
本
稿
で
テ
ー
マ
と
す
る
『
六
百
番
歌
合
』
以
前
の
良
経
と
周
辺
の
新
風
歌
人
の
先
行
歌
摂
取
の

方
法
に
つ
い
て
論
じ
た
。
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（
旧
）
注
岨
拙
論

（
別
）
注
３
新
名
主
論
文
。
注
３
小
山
「
藤
原
良
経
『
六
百
番
歌
合
』
恋
歌
に
お
け
る
漢
詩
文
摂
取
」
も
新
名
主
氏
の
論
を
受
け
て
、
「
単

に
和
歌
表
現
の
摂
取
と
い
う
位
相
の
問
題
で
は
な
く
、
俗
的
題
材
へ
の
関
心
が
基
底
に
あ
る
こ
と
を
重
視
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
」
と
述
べ
る
。
ま
た
小
峯
和
明
氏
の
「
き
こ
り
の
歌
ｌ
今
様
と
説
話
ｌ
」
（
『
中
世
文
学
研
究
』
十
九
平
成
五
年
八
月
）
に

は
、
樵
夫
の
今
様
（
『
梁
塵
秘
抄
』
三
八
五
・
三
九
九
）
と
院
政
期
に
な
っ
て
現
れ
る
よ
う
に
な
る
「
樵
夫
」
題
の
題
詠
歌
と
は

交
差
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
別
）
隆
信
詠
に
対
す
る
俊
成
の
判
は
「
在
明
の
月
の
あ
け
が
た
に
名
の
り
し
て
ゆ
く
郭
公
と
い
ふ
郵
曲
の
も
じ
つ
づ
き
に
て
こ
そ
お
ぼ

え
侍
れ
」
と
い
う
も
の
で
、
隆
信
は
当
時
流
行
し
て
い
た
今
様
の
歌
詞
を
か
な
り
あ
か
ら
さ
ま
に
取
り
入
れ
て
い
た
。

（
躯
）
俊
成
が
言
う
「
九
番
の
左
」
の
歌
と
は
「
う
か
れ
め
」
と
い
う
語
を
は
っ
き
り
と
詠
み
こ
ん
だ
季
経
詠
「
う
か
れ
め
の
う
か
れ
て

や
ど
る
た
び
や
か
た
す
み
つ
き
が
た
き
恋
も
す
る
か
な
」
（
『
六
百
番
歌
合
』
寄
偲
侃
恋
二
五
七
）
で
あ
る
。
当
該
歌
の
俊
成

判
は
「
左
歌
、
恋
も
う
か
れ
め
も
、
た
し
か
に
こ
れ
こ
そ
侍
る
め
れ
」
と
し
つ
つ
も
、
「
恋
の
心
た
し
か
な
ら
ず
」
と
方
人
に
難

ぜ
ら
れ
た
右
の
兼
宗
詠
を
「
上
句
は
優
に
侍
る
べ
し
」
と
評
価
し
て
季
経
詠
を
退
け
て
お
り
、
題
意
を
示
す
直
接
的
な
語
彙
の
使

注
３
小
山

定
家
は
「
一

浦
百
首
産

通
性
か
ら
、

注
過
拙
論

（
『
拾
遺
愚
草
』
花
月
百
首
花
五
十
首
六
○
七
）

門
「
藤
原
良
経
『
六
百
番
歌
合
』
恋
歌
に
お
け
る
漢
詩
文
摂
取
」
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
六
百
番
歌
合
』
脚
注
。

「
二
見
浦
百
首
」
に
お
い
て
「
な
れ
き
に
し
空
の
光
の
恋
し
さ
に
ひ
と
り
し
を
る
る
菊
の
う
は
露
」
（
『
拾
遺
愚
草
』
二
見

陵
園
妾
二
○
○
）
と
詠
ん
で
お
り
、
結
句
の
「
な
に
し
ぼ
る
ら
ん
」
は
菊
を
素
材
と
し
て
構
成
し
た
恋
歌
と
い
う
共

）
、
定
家
歌
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
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藤原良経『六百番歌合』について

用
の
有
無
は
評
価
に
お
い
て
大
き
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
そ
う
。

は
る
す
ぎ
な
っ
た
け
い
ゑ
ん
し
と
が
い
へ
の
ゆ
き
み
ち
た
っ
し
ぬ
べ
し
あ
し
た
に
は
み
な
み
ゆ
ふ
く
に
は
き
た
て
い
た
い
ゐ
が
た
に
の
か
ぜ
ひ
と
に
し
ら
れ
た
り

（
羽
）
鄭
太
尉
の
説
話
は
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
春
過
夏
閾
哀
司
徒
之
家
雪
応
路
達
朝
南
暮
北
鄭
大
尉
之
渓
風
被
人
知
」

（
雑
丞
相
付
執
政
六
八
○
菅
三
品
）
や
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
一
五
三
の
「
鄭
太
尉
事
」
な
ど
に
よ
っ
て
当
時
広
く
知
ら

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
本
文
で
は
「
朝
夕
に
木
を
こ
り
て
親
を
養
ふ
。
孝
養
の
心
、
空
に
知

ら
れ
ぬ
。
梶
も
な
き
舟
に
乗
て
、
向
ひ
の
島
に
行
に
、
朝
に
は
南
の
風
吹
き
て
、
北
の
島
に
吹
つ
け
つ
。
夕
に
は
又
、
舟
に
木
を

こ
り
入
れ
て
ゐ
た
れ
ば
、
北
の
風
吹
て
、
家
に
吹
き
つ
け
つ
・
」
と
谷
で
は
な
く
島
の
行
き
来
で
あ
っ
た
と
い
う
変
形
が
起
き
て

い
る
。
一
方
、
良
経
歌
の
下
句
と
『
和
漢
朗
詠
集
』
六
八
○
は
詞
章
の
重
な
り
が
強
い
の
で
、
良
経
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
か
ら
発

（
別
）
注
３
小
山
「
藤
原
良
経
『
六
百
番
歌
合
』
恋
歌
に
お
け
る
漢
詩
文
摂
取
」
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
六
百
番
歌
合
』
脚
注
。

（
妬
）
俊
頼
・
頼
政
と
今
様
の
関
係
に
つ
い
て
は
小
川
寿
子
「
俊
頼
と
今
様
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
五
十
九
‐
六
昭
和
五
十
七
年
六
月
）

・
植
木
朝
子
「
源
三
位
頼
政
と
今
様
」
（
『
国
語
国
文
』
七
十
三
‐
一
平
成
十
六
年
一
月
）
と
い
う
先
行
研
究
が
あ
る
。
ま
た
、

顕
仲
と
今
様
の
関
連
に
つ
い
て
は
尊
経
閣
文
庫
蔵
『
今
様
の
濫
膓
』
（
馬
塲
光
子
「
尊
経
閣
文
庫
蔵
『
今
様
の
濫
膓
』
（
『
梁
塵
』

一
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
）
に
掲
載
の
影
印
）
の
系
図
の
な
か
に
郵
曲
の
相
承
者
と
し
て
名
前
が
見
え
、
実
定
は
『
吉
記
』
の

承
安
四
年
九
月
一
日
条
に
記
さ
れ
た
今
様
合
で
左
方
の
筆
頭
に
名
前
が
あ
が
っ
て
い
る
ほ
か
『
平
家
物
語
』
の
「
月
見
」
に
「
ふ
る

き
み
や
こ
の
あ
れ
ゆ
く
を
、
今
様
に
こ
そ
う
た
は
れ
け
れ
。
」
と
記
さ
れ
、
「
ふ
る
き
都
を
き
て
み
れ
ば
あ
さ
ぢ
が
原
と
ぞ
あ
れ

に
け
る
月
の
光
は
く
ま
な
く
て
秋
風
の
み
ぞ
身
に
は
し
む
」
と
い
う
今
様
を
歌
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
恥
）
植
木
朝
子
「
梁
塵
秘
抄
と
そ
の
周
縁
今
様
と
和
歌
・
説
話
・
物
語
の
交
流
』
（
三
省
堂
平
成
十
三
年
五
月
）

（
〃
）
崇
徳
院
歌
の
背
後
に
今
様
が
あ
る
こ
と
は
、
安
井
重
雄
『
藤
原
俊
成
判
詞
と
歌
語
の
研
究
」
（
笠
間
書
院
平
成
十
八
年
一
月
）
、

想
を
得
た
と
言
え
よ
う
か
。

注
３
小
山
「
藤
原
良
経
司
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本
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を
ち
こ
ち
に
な
が
め
や
か
は
す
う
か
ひ
ぷ
ね
や
み
を
ひ
か
り
の
か
が
り
び
の
か
げ
（
『
六
百
番
歌
合
』
鵜
河
定
家
一
三
二

拙
稿
「
藤
原
俊
成
の
和
歌
と
今
様
」
（
『
中
世
文
学
』
五
十
五
平
成
二
十
二
年
五
月
）

『
梁
塵
秘
抄
』
の
「
稲
荷
十
首
」
の
う
ち
和
歌
の
詞
章
を
取
り
入
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
次
の
六
首
で
あ
る
。
五
一
五
↓
『
拾

遺
和
歌
集
』
雑
恋
一
二
二
平
貞
文
、
五
一
六
↓
『
貫
之
集
』
三
三
五
、
五
一
七
↓
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
神
祇
三
六
六

恵
慶
法
師
、
五
一
八
↓
『
古
今
和
歌
六
帖
』
や
し
る
一
○
八
○
、
五
一
九
↓
『
拾
遺
和
歌
集
』
雑
恋
一
二
六
八
よ
み
人

し
ら
ず
／
『
拾
遺
抄
』
四
七
三
読
人
不
知
、
五
二
○
↓
『
拾
遺
和
歌
集
」
雑
恋
一
二
六
七
藤
原
長
能
。

遺
和
歌
集
』
雑
恋
三

恵
慶
法
師
、
五
一
八
‐

し
ら
ず
／
『
拾
遺
抄
』
両

注
過
の
研
究
発
表
参
照
。

注
岨
の
研
究
発
表
参
照
。

注
朋
植
木
単
行
書
、

注
〃
安
井
単
行
書

特
別
の
断
り
が
な
い
限
り
、
歌
と
歌
番
号
は
す
べ
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
『
日
本
文
学
葛
ｇ
図
書
館
』
株
式
会
社
古
典
ラ

馬
塲
光
子
『
走
る
女
ｌ
歌
謡
の
中
世
か
ら
ｌ
』
（
筑
摩
書
房
平
成
四
年
二
月
）
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
。
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