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詞林　第59号　2016年4月

は
じ
め
に

　

大
中
臣
家
の
頼
基
に
は
じ
ま
る
能
宣
・
輔
親
・
伊
勢
大
輔
・
康
資
王

母
（
四
条
宮
筑
前
・
伯
母
）・
郁
芳
門
院
安
芸
は
、
親
子
関
係
で
六
代
に

わ
た
り
繋
が
り）

（
（

、
そ
の
各
々
が
著
名
な
歌
人
と
し
て
活
躍
し
た
稀
有
な

血
統
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。『
袋
草
子
』
は
、

秀
逸
に
非
ず
と
い
へ
ど
も
、
然
る
べ
き
の
公
達
な
ら
び
に
重
代
の

者
の
歌
は
、
必
ず
こ
れ
を
入
る
べ
し
。（
略
）
故
伯
母
女
の
歌
一

首
は
必
ず
こ
れ
を
入
る
べ
し
。
こ
れ
、
頼
基
・
能
宣
・
輔
親
・
伊

勢
大
輔
・
伯
母
・
安
芸
君
と
、
六
代
相
伝
の
歌
人
な
り）

（
（

。

と
、
彼
ら
を
「
重
代
の
者
」「
六
代
相
伝
の
歌
人
」
と
尊
重
し
た
。
作
者
・

清
輔
が
、
六
条
家
を
歌
の
家
と
し
て
確
立
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の

大
中
臣
家
に
倣
お
う
と
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る）

（
（

。

　

平
安
時
代
中
期
、
公
任
と
定
頼
、
和
泉
式
部
と
小
式
部
内
侍
な
ど
親

子
で
活
躍
し
た
歌
人
は
他
に
も
複
数
存
在
し
て
お
り
、
子
は
親
譲
り
の

歌
才
を
期
待
さ
れ
る
場
面
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
森
瑞
枝
氏
は
、
当
時

の
歌
は
個
人
的
営
為
で
あ
り
、
家
単
位
で
の
和
歌
に
関
す
る
体
系
的
な

教
育
は
い
ま
だ
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る）

（
（

。

　

一
方
、
大
中
臣
家
重
代
歌
人
た
ち
は
子
を
次
代
の
歌
人
と
し
て
育
成

す
る
た
め
、
何
ら
か
の
教
育
あ
る
い
は
心
得
の
よ
う
な
も
の
を
伝
え
て

い
た
ら
し
く
、
森
氏
は
彼
ら
に
「
歌
の
家
」
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
明

確
な
意
識
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る）

（
（

。
若
き
日
の
能
宣
は
、
敦
実
親
王
の

子
の
日
に
秀
逸
な
歌
を
詠
み
、
衆
人
の
称
賛
を
受
け
た
と
父
・
頼
基
に

報
告
す
る
。
す
る
と
、
頼
基
は
「
親
王
に
そ
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
し

ま
っ
て
は
、
帝
の
子
の
日
に
そ
れ
以
上
の
ど
ん
な
優
れ
た
歌
を
詠
む
つ

も
り
か
」
と
、
激
し
く
叱
責
し
た
と
い
う
。
宇
多
法
皇
の
も
と
で
や
が

て
竹
杖
和
歌
を
も
詠
む
歌
人
と
し
て
活
躍
し
た
頼
基
は
、
家
に
伝
わ
る

神
職
に
加
え
、
和
歌
を
も
っ
て
奉
仕
す
る
こ
と
を
能
宣
に
も
望
ん
だ
。

そ
の
能
宣
は
後
に
自
ら
の
家
集
を
編
む
に
あ
た
っ
て
、
和
歌
を
大
中
臣

家
の
「
家
風
」
で
あ
る
と
し
、
頼
基
の
後
継
と
し
て
自
身
を
位
置
づ
け

た
。

　

ま
た
、
康
資
王
母
は
、
嘉
保
元
年
八
月
十
九
日
前
関
白
師
実
歌
合
に

大
中
臣
家
重
代
歌
人
の
表
現
踏
襲

―
家
集
を
用
い
た
歌
の
学
習
と
詠
歌
―

　
　
　
　
　
　
　

瓦
井　

裕
子
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出
詠
し
た
歌
が
不
当
な
判
を
受
け
た
と
し
て
、
判
者
・
経
信
に
陳
情
書

を
送
る
。

輔
親
が
母
（
注
・
伊
勢
大
輔
）
に
申
し
さ
ぶ
ら
ひ
し
を
、
幼
耳
に

聞
き
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
ば
、
同
じ
文
字
三
文
字
は
あ
り
な
ん
、
四
文

字
は
公
歌
に
は
、
え
詠
ま
じ
と
こ
そ
申
し
し
か
、
…
…）

（
（

公
的
和
歌
で
詠
む
べ
き
歌
に
つ
い
て
家
に
伝
わ
る
決
ま
り
事
が
あ
り
、

そ
れ
を
破
る
歌
に
負
け
る
の
は
納
得
が
い
か
な
い
と
主
張
す
る
。
康
資

王
母
は
重
代
歌
人
と
し
て
の
自
負
を
有
し
て
お
り
、
彼
女
の
活
躍
し
た

後
期
摂
関
時
代
に
は
、
家
に
伝
わ
る
詠
歌
作
法
に
基
づ
い
て
経
信
の
判

を
批
判
し
う
る
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
康
資
王
母
は
、
自

ら
の
歌
才
に
加
え
、
歌
の
家
に
生
ま
れ
た
歌
人
と
し
て
の
高
い
自
尊
心

を
抱
い
て
い
た
。

　

康
資
王
母
ほ
ど
明
ら
か
な
形
で
は
な
い
が
、
伊
勢
大
輔
も
歌
の
家
の

継
承
者
と
し
て
の
立
場
を
自
覚
し
て
い
た
。
父
・
輔
親
の
死
去
に
際
し

た
次
の
贈
答
か
ら
は
、
家
に
伝
わ
り
、
父
が
継
い
で
い
た
「
し
き
し
ま

の
道
」
へ
の
意
識
が
表
出
し
て
い
る
。

三
位
（
稿
者
注
・
輔
親
）
う
せ
て
、
か
や
う
の
事
も
た
づ
ね

ま
ほ
し
う
て
、
赤
染
が
り
言
ひ
や
り
し

あ
と
く
れ
て
昔
恋
し
き
し
き
し
ま
の
道
を
と
ふ
〳
〵
た
づ
ね
つ
る

哉

返
し

八
重
む
ぐ
ら
絶
え
ぬ
る
道
と
見
つ
れ
と
て
忘
れ
ぬ
人
は
な
を
た
づ

ね
け
り

こ
れ
を
き
ゝ
て
、
相
模

文
か
よ
ふ
人
だ
に
な
き
は
し
き
し
ま
の
道
知
ら
ぬ
ま
の
う
き
に
ぞ

あ
り
け
る

又

い
そ
の
か
み
ふ
る
の
野
路
の
し
る
べ
に
は
今
日
行
末
も
君
こ
そ
は

せ
め）

（
（

�

（『
伊
勢
大
輔
集
』・
Ⅰ
・
92
～
95
）

後
藤
祥
子
氏
は
、
伊
勢
大
輔
が
大
中
臣
家
の
家
政
と
歌
道
を
表
裏
一
体

と
し
て
担
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る）

（
（

。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
大
中
臣
家
重
代
歌
人
た
ち
が
自
ら
の
家
を
歌

の
家
と
し
て
認
識
し
、
そ
れ
を
継
承
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
を
有
し

て
い
た
こ
と
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら

は
頼
基
以
来
途
絶
え
る
こ
と
な
く
歌
人
と
し
て
名
を
残
し
た
累
代
の
先

人
た
ち
を
尊
重
し
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
敬
意
の
一
端
は
、
歌
に
も
表
出
し
て
い
る
。
私
に
調

査
し
た
と
こ
ろ
、
大
中
臣
家
重
代
歌
人
た
ち
の
歌
が
明
ら
か
に
累
代
の

歌
を
強
く
意
識
し
、
表
現
を
踏
襲
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
こ

れ
は
大
中
臣
家
重
代
歌
人
に
特
徴
的
な
事
象
で
、
同
時
代
の
他
の
親
子

歌
人
に
は
見
出
し
が
た
い
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
詠
歌
や
和
歌
学
習
に
関

す
る
在
り
様
を
浮
き
彫
り
に
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
重
代
歌
人
た
ち
の
累
代
に
対
す
る
意
識
を
歌
の
表
現
か
ら
検
討
し
、

家
集
の
問
題
を
中
心
に
、
歌
の
学
習
と
表
現
踏
襲
の
在
り
様
を
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。
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一
、
和
歌
に
お
け
る
表
現
の
踏
襲
状
況

　

ま
ず
、
和
歌
に
お
け
る
表
現
の
踏
襲
の
在
り
様
に
つ
い
て
確
認
し
て

お
く
。
累
代
の
表
現
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
、
二
代
目
の
能
宣
か
ら
既
に

見
え
、
郁
芳
門
院
安
芸
や
そ
の
後
に
ま
で
脈
々
と
続
い
て
い
く
。

　

例
え
ば
、
能
宣
に
次
の
歌
が
あ
る
。

文
な
ど
つ
か
は
す
人
の
つ
れ
な
く
侍
に
、
つ
の
ぐ
み
た
る
蘆

に
つ
け
て

な
ほ
や
ま
た
む
す
ぼ
を
る
ら
ん
　

葦
も
ゆ
る
沼
の
氷
　

の
　

と
く
る
　

春

さ
へ�

（『
能
宣
集
』・
Ⅰ
・
199
）

能
宣
は
東
風
解
凍
に
基
づ
き
、「
葦
も
ゆ
る
沼
の
氷
」
が
と
け
た
こ
と

で
春
の
到
来
を
表
し
た
。
伊
勢
大
輔
は
こ
れ
を
踏
ま
え
、
元
日
の
歌
を

代
詠
す
る
。し

の
ぶ
る
な
か
に
物
言
ひ
は
じ
め
た
る
男
、
つ
と
め
て
や
ら

む
歌
こ
ひ
し
に

正
月
一
日

　

葦
も
ゆ
る
沼
の
氷
　

は
　

と
け
た
れ
ど
　

行
方
も
な
き
谷
の
下
水

（『
伊
勢
大
輔
集
』・
Ⅰ
・
1
）

伊
勢
大
輔
は
、「
葦
も
ゆ
る
沼
の
氷
」
が
と
け
て
谷
の
下
水
と
な
っ
て

も
行
く
方
も
な
い
と
し
て
、
停
滞
す
る
心
情
を
詠
む
。
冬
の
厳
し
さ
を

沼
の
水
が
凍
る
こ
と
に
見
出
し
た
の
は
、
能
宣
ら
後
撰
集
時
代
の
歌
人

た
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
表
現
は
後
世
に
ほ
と
ん
ど
受
け
継
が

れ
て
い
な
い
。
凍
っ
た
沼
を
「
葦
も
ゆ
る
」
と
い
う
珍
し
い
詞
つ
づ
き

で
形
容
す
る
伊
勢
大
輔
の
歌
は
、
明
ら
か
に
祖
父
・
能
宣
の
歌
を
踏
ま

え
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
表
現
踏
襲
に
つ
い
て
、
大
中
臣
家
重
代
歌
人
た
ち
が
累

代
の
歌
人
の
歌
を
ど
の
程
度
踏
ま
え
て
い
る
か
を
私
に
調
査
し
、
そ
の

歌
数
を
以
下
に
一
覧
し
た
。

踏
襲
さ
れ
る
歌
人

計

頼基

能宣

輔親

伊勢大輔

康資王母

踏襲する歌人

能
宣

1

―

―

―

―

1

輔
親

1

12

―

―

―

13

伊
勢
大
輔

0

6

2

―

―

8

康
資
王
母

1

1

2

4

―

8

安
芸

0

0

1

3

1

5

計

3

19

5

7

1

35

　

歌
が
踏
襲
さ
れ
る
機
会
は
、
当
然
上
の
代
で
あ
る
ほ
ど
多
く
、
今
回

の
調
査
で
も
お
お
む
ね
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
初
代
・
頼

基
の
歌
が
踏
襲
さ
れ
る
例
が
わ
ず
か
三
首
に
留
ま
る
の
は
、
現
存
『
頼

基
集
』
に
歌
数
三
〇
首
し
か
伝
わ
ら
ず
、
調
査
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る

た
め
で
あ
る
。
頼
基
の
歌
を
踏
襲
す
る
こ
と
が
実
際
か
な
り
少
な
か
っ

た
の
か
、
今
に
伝
わ
ら
な
い
頼
基
の
歌
が
多
く
踏
襲
さ
れ
て
い
た
の
か
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は
定
か
で
な
い
。
そ
の
点
、
家
集
や
撰
集
に
五
五
〇
首
近
く
が
残
る
能

宣
を
は
じ
め
、
一
、
二
〇
〇
首
単
位
で
歌
が
残
る
他
の
歌
人
と
同
列
に

語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

輔
親
の
能
宣
歌
踏
襲
が
群
を
抜
い
て
多
い
反
面
、
他
の
歌
人
が
累
代

の
歌
を
踏
襲
す
る
例
は
一
桁
に
留
ま
り
、
一
見
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
他
の
親
子
で
活
躍
す
る
歌
人
た
ち
が
親
の
表
現
を
踏
襲
す
る

こ
と
を
ほ
ぼ
行
わ
な
い
の
に
対
し
、
大
中
臣
家
重
代
歌
人
の
場
合
は
一

定
の
数
を
家
集
に
残
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
表
現
踏
襲
が
し
ば
し
ば

一
首
の
う
ち
で
も
甚
だ
し
い
分
量
を
占
め
て
い
る
と
い
う
特
徴
か
ら
も
、

彼
ら
が
表
現
を
踏
襲
す
る
と
い
う
詠
歌
方
法
を
家
単
位
で
有
し
て
い
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

二
、
和
歌
学
習
と
累
代
の
家
集

　

大
中
臣
家
重
代
歌
人
た
ち
は
、
累
代
の
表
現
に
学
び
、
そ
れ
を
自
歌

に
お
い
て
踏
襲
し
よ
う
と
し
た
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
そ
の
際
、
大

き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
家
集
で
あ
る
。

　

伊
勢
大
輔
の
娘
・
康
資
王
母
は
、
藤
原
基
房
と
結
婚
し）

（
（

、
康
平
四

（
1061
）
～
七
（
1064
）
年
の
間
常
陸
に
下
向
し
た
。
こ
の
時
、
都
の
伊
勢
大

輔
か
ら
文
が
届
け
ら
れ
て
い
る
。

待
ち
か
ね
て
、
母
の
も
と
よ
り

息
の
緒
の
絶
え
な
ん
の
ち
は
君
き
て
も
　

あ
は
れ
い
づ
く
と
我
を

尋
ね
ん
　

返
し

息
て
緒

の（
朱
）

の
い
き
て
見
る
べ
き
君
な
れ
ば
　

限
る
別
　

は
あ
ら
じ
と
ぞ

お
も
ふ�

（『
康
資
王
母
集
』・
104
・
105
）

私
が
死
ん
だ
後
に
あ
な
た
が
帰
京
し
た
と
し
て
も
、
ど
こ
を
私
が
い
る

場
所
と
た
ず
ね
る
の
で
し
ょ
う
か
、
と
詠
む
こ
の
伊
勢
大
輔
の
歌
は
、

下
の
句
を
『
能
宣
集
』
に
所
収
さ
れ
る
次
の
贈
答
の
第
三
首
目
か
ら
そ

の
ま
ま
引
い
て
い
る
。

馬
こ
そ
、
東
宮
の
母
女
御
に
奉
り
て
侍
り
け
る

い
か
に
せ
ん
行
か
ず
は
会
は
ず
来
ず
は
見
じ
い
く
よ
を
　

限
る
命
　

と
は
な
し

こ
の
御
返
し
せ
よ
と
侍
し
か
ば

行
か
ず
と
も
来
ず
と
も
会
は
で
や
ま
め
や
は
こ
の
よ
と
の
み
は
契

ら
ざ
り
し
を

又
返
し
、
馬
こ
そ

わ
れ
ゆ
へ
は
蓮
の
上
を
き
て
も
と
へ
　

あ
は
れ
い
づ
こ
に
君
を
た

づ
ね
む
　

ま
た
、
返
し
ゝ
は
べ
る

あ
な
う
ら
の
蓮
に
君
が
宿
り
せ
ば
な
に
ゝ
か
さ
ら
に
た
づ
ね
ま
ど

は
む�

（『
能
宣
集
』・
Ⅰ
・
289
～
292
／
Ⅲ
・
264
～
267
）

こ
れ
は
、
能
宣
で
は
な
く
そ
の
贈
答
相
手
の
歌
で
あ
る）

10
（

。
最
晩
年
の

伊
勢
大
輔
は
、
は
る
か
東
国
に
い
る
娘
に
対
し
て
生
き
て
再
び
会
え
な

い
か
も
し
れ
な
い
と
訴
え
る
と
き
、
能
宣
ゆ
か
り
の
歌
を
引
く
。「
息

の
緒
の
絶
え
な
ん
の
ち
」
が
単
な
る
修
辞
や
恨
み
言
で
な
い
こ
と
は
、

都
か
ら
常
陸
へ
わ
ざ
わ
ざ
送
っ
た
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
実
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際
に
康
資
王
母
が
帰
京
し
た
と
き
、
伊
勢
大
輔
が
既
に
故
人
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
遠
く
離
れ
た
娘
へ
の
切

実
な
心
情
を
能
宣
ゆ
か
り
の
歌
に
託
そ
う
と
す
る
伊
勢
大
輔
の
姿
は
、

累
代
お
よ
び
そ
の
ゆ
か
り
の
歌
に
対
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
を
示
す
も
の

で
あ
っ
た
。

　

康
資
王
母
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
伊
勢
大
輔
の
歌
に
対
し
、
同
じ
一

連
の
贈
答
の
中
か
ら
異
な
る
歌
を
踏
ま
え
て
返
歌
す
る
。
生
き
て
再
会

で
き
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
が
「
限
る
別
」
で
は
な
い
と
詠
む
康
資
王
母

の
歌
は
、『
能
宣
集
』
の
贈
答
の
第
一
首
目
「
限
る
命
」
を
歌
意
に
合

わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
康
資
王
母
は
、
伊
勢
大
輔
が
引
く
歌
を
能
宣
ゆ

か
り
の
も
の
と
的
確
に
理
解
し
、
さ
ら
に
一
連
の
贈
答
か
ら
歌
こ
と
ば

を
用
い
て
返
歌
と
す
る
。

　

も
う
一
例
見
て
お
き
た
い
。『
輔
親
集
』
に
は
、
彼
の
友
人
で
義
理

の
兄
弟
で
も
あ
っ
た
兼
澄
が
親
と
死
別
し
た
際
の
贈
答
が
載
る
。

四
月
に
、
左
馬
允
兼
澄
親
に
を
く
れ
て

な
く
声
は
お
と
ら
じ
も
の
を
ほ
と
ゝ
ぎ
す
　

死
出
の
山
路
の
道
し

る
べ
せ
よ
　

返
し

死
出
の
山
み
ち
し
るら

べま

せ
ば
た
ら
ち
め
の
先
に
ぞ
我
は
た
ち
て
ゆ

か
ま
し�

（『
輔
親
集
』・
Ⅰ
・
98
・
99
／
Ⅱ
・
101
・
102
）

こ
の
贈
答
の
表
現
を
踏
襲
し
て
、
康
資
王
母
は
、
自
ら
が
信
仰
を
寄
せ

た
雲
居
寺
の
聖
・
瞻
西
に
歌
を
送
る
。

雲
居
寺
の
聖
の
も
と
に
、
初
て
ま
か
り
て

暗
か
ら
ん
　

死
出
の
山
路
の
し
る
べ
せ
よ
　

見
し
夜
の
月
の
照
ら
す

と
お
も
は
ん�

（『
康
資
王
母
集
』・
135
）

徳
の
高
い
僧
侶
に
対
し
て
指
標
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
は
よ
く
あ

る
が
、
そ
の
彼
女
の
歌
の
第
二
、
三
句
目
に
は
『
輔
親
集
』
所
収
の
先

の
贈
答
か
ら
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
踏
ま
え
ら
れ

た
の
も
、
輔
親
の
歌
で
は
な
く
贈
答
相
手
で
あ
る
兼
澄
の
歌
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
は
、
伊
勢
大
輔
や
康
資
王
母
が
累
代
の
家
集
を
深
く

読
み
込
ん
で
い
た
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
能

宣
や
輔
親
自
身
の
歌
な
ら
ば
、
伊
勢
大
輔
や
康
資
王
母
は
口
伝
え
に
も

そ
の
歌
を
知
る
機
会
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
贈
答

相
手
の
歌
を
引
き
な
が
ら
新
た
に
詠
歌
す
る
行
為
の
基
盤
に
は
、
家
集

の
深
い
読
み
込
み
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
康
資
王
母
が
詠
歌
作
法
に
関

す
る
輔
親
の
訓
戒
を
幼
い
頃
に
側
聞
し
て
そ
れ
を
守
っ
て
い
た
こ
と
は

先
に
も
述
べ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
作
法
面
だ
け
で
な
く
、
和
歌
表
現
に

関
し
て
も
、
累
代
の
家
集
を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
に
関
す
る

知
識
を
蓄
積
し
、
そ
こ
か
ら
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
自
在
に
引
き

出
そ
う
と
し
た
。
大
中
臣
家
重
代
歌
人
た
ち
に
と
っ
て
、
累
代
の
家
集

は
和
歌
の
表
現
を
学
習
す
る
た
め
の
重
要
な
具
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
第
一
節
に
示
し
た
表
に
戻
る
と
、
伊
勢
大
輔
は
能
宣
の
歌
を

六
首
踏
ま
え
る
一
方
、
輔
親
の
歌
は
二
首
し
か
踏
ま
え
て
い
な
い
。
こ

れ
は
、
能
宣
の
歌
が
今
に
五
五
〇
首
近
く
伝
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

現
存
す
る
輔
親
の
歌
が
そ
の
半
数
程
度
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
と
も
関

わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
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し
か
し
、
よ
り
直
接
的
な
要
因
は
、
家
集
の
有
無
で
は
な
か
っ
た
か
。

『
能
宣
集
』
は
、
円
融
・
花
山
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
自
撰
・
献
上
さ
れ

た
家
集
で）

11
（

、
伊
勢
大
輔
が
生
ま
れ
た
と
き
に
は
既
に
大
中
臣
家
に
存
在

し
て
い
る
。
伊
勢
大
輔
は
幼
少
時
よ
り
『
能
宣
集
』
を
読
み
、
そ
こ
に

あ
る
歌
を
学
べ
る
環
境
に
あ
っ
た
。
一
方
、
輔
親
の
歌
が
『
輔
親
集
』

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
き
、
伊
勢
大
輔
は
既
に
老
年
に
達
し
て
い
た
。

輔
親
の
歌
に
つ
い
て
は
、
娘
と
し
て
あ
る
程
度
耳
に
し
、
目
に
触
れ
る

機
会
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
ま
と
ま
っ
て
手
に
で
き
、
簡
便
に
繰
り
返

し
読
む
こ
と
の
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
伊
勢
大

輔
の
歌
に
お
け
る
能
宣
と
輔
親
の
歌
か
ら
の
影
響
の
度
合
い
に
、
直
接

影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
累
代
の
家
集
へ
の
意
識

　

大
中
臣
家
重
代
歌
人
た
ち
が
累
代
の
歌
を
学
習
す
る
と
き
、
大
き
な

役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
家
集
で
あ
る
こ
と
は
前
節
で

述
べ
た
。
そ
の
家
集
に
対
す
る
意
識
が
顕
著
な
形
で
表
れ
る
の
が
、『
輔

親
集
』
で
あ
る
。
本
節
で
は
、『
輔
親
集
』
編
纂
に
あ
た
っ
て
『
能
宣
集
』

が
強
い
影
響
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
歌
同
士
で
は
な
く
家
集
の
レ
ベ
ル

に
お
い
て
も
累
代
の
先
人
た
ち
に
近
付
け
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
が

あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　
『
能
宣
集
』
に
次
の
歌
が
残
る
。

人
々
あ
ま
た
物
言
ひ
侍
人
に
つ
か
は
す

　

う
し
ろ
め
た
風
の
さ
き
な
る
　

白
波
の
　

い
づ
れ
の
か
た
に
寄
ら
ん

と
す
ら
ん
　�

（『
能
宣
集
』・
Ⅰ
・
59
／
Ⅲ
・
168
）

　

言
い
寄
る
男
が
多
い
女
に
、
能
宣
が
送
っ
た
歌
で
あ
る
。
輔
親
も
ま

た
、
そ
の
よ
う
な
女
に
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。

お
ほ
や
け
所
な
る
人
を
あ
ま
た
言
ふ
こ
ろ

　

う
し
ろ
め
た
風
の
さ
き
な
る
　

も
か
り
舟
　

い
づ
れ
の
か
た
に
寄
ら

む
と
す
ら
ん
　�

（『
輔
親
集
』・
Ⅰ
・
76
／
Ⅱ
・
79
）

輔
親
は
、
能
宣
の
歌
の
第
三
句
を
少
し
変
え
た
だ
け
で
自
歌
と
し
て
お

り
、
あ
か
ら
さ
ま
な
表
現
踏
襲
を
行
っ
て
い
る
。
輔
親
は
、
多
く
の
男

に
言
い
寄
ら
れ
て
い
る
女
に
歌
を
詠
む
際
、
同
様
の
状
況
で
詠
ま
れ
た

能
宣
の
歌
を
脳
裏
に
思
い
起
こ
し
、
表
現
を
借
り
た
。

　

問
題
は
歌
の
一
致
に
留
ま
ら
な
い
。『
能
宣
集
』『
輔
親
集
』
に
傍
線

を
附
し
た
よ
う
に
、
詞
書
も
ま
た
非
常
に
よ
く
似
る
も
の
で
あ
っ
た
。

多
く
の
人
に
求
愛
さ
れ
る
こ
と
を
「
あ
ま
た
言
ふ
」
と
表
現
す
る
の
は

非
常
に
稀
で
あ
り
、
管
見
の
限
り
『
輔
親
集
』
以
前
に
は
『
能
宣
集
』

に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
詞
書
に
も
ま
た
、『
能
宣
集
』
か
ら
の
強
い
影

響
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
輔
親
の
歌
が
能
宣
の
歌
の
表

現
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
詠
ま
れ
、
さ
ら
に
後
年
『
能
宣
集
』
の
詞
書
を

も
意
識
し
て
『
輔
親
集
』
の
詞
書
が
附
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

同
様
の
こ
と
が
、
次
の
歌
に
も
起
こ
っ
て
い
る
。

人
の
命
、
露
よ
り
も
は
か
な
き
こ
と
な
ど
言
ひ
て
、
返
り
ご

と
に

　

世
の
人
は
な
に
か
は
た
め
し
　 

　

露
　

に
だ
に
た
と
ふ
る
さ
へ
ぞ
は
か
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な
か
り
け
る�

（『
能
宣
集
』・
Ⅲ
・
167
）

人
の
命
の
は
か
な
さ
に
つ
い
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
っ
た
が
、
輔
親
も
ま
た
、

人
々
と
世
の
は
か
な
さ
を
語
り
合
う
と
い
う
同
じ
よ
う
な
状
況
に
置
か

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
は
そ
の
時
、
次
の
歌
を
詠
ん
だ
。

同
じ
（
注
・
七
夕
）
こ
ろ
、
世
中
の
は
か
な
き
事
を
言
ひ
て

歌
詠
む
に

　

人
の
世
は
な
に
か
は
た
め
し
　

朝
顔
の
　

露
　

け
き
ほ
ど
の
命
と
お
も

へ
ば�

（『
輔
親
集
』・
Ⅱ
・
30
／
Ⅰ
・
22
）

人
の
世
の
は
か
な
さ
を
「
な
に
か
は
た
め
し
」
と
し
て
、
朝
顔
や
そ
れ

に
置
く
露
の
消
え
や
す
さ
を
人
の
命
に
た
と
え
る
。
両
者
は
初
句
・
第

二
句
が
ほ
と
ん
ど
一
致
し
、
人
の
命
を
露
に
よ
そ
え
て
そ
の
は
か
な
さ

を
嘆
く
。
特
に
、「
な
に
か
は
た
め
し
」
と
い
う
後
に
も
先
に
も
例
を

見
な
い
歌
こ
と
ば
が
両
者
に
の
み
一
致
す
る
の
は
見
逃
せ
な
い
。
輔
親

が
能
宣
の
歌
を
自
歌
に
取
り
入
れ
、
新
た
に
詠
歌
し
た
こ
と
は
自
明
で

あ
る
。
場
の
話
題
が
「
は
か
な
き
事
」
に
な
り
、
誰
か
ら
と
も
な
く
歌

を
詠
ん
だ
。
そ
の
時
、
輔
親
は
父
が
似
た
よ
う
な
状
況
で
詠
ん
だ
歌
を

思
い
出
し
、
表
現
や
発
想
を
踏
ま
え
、「
露
」
を
季
に
合
っ
た
朝
顔
に

置
く
も
の
と
し
て
は
か
な
さ
を
強
調
し
、
詠
歌
す
る
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
が
『
輔
親
集
』
に
入
る
と
き
、
傍
線
で
示
し
た
よ
う

に
、『
能
宣
集
』
と
似
た
詞
書
が
附
さ
れ
る
。「
は
か
な
き
こ
と
を
言
ふ
」

と
い
う
の
は
一
般
的
な
言
い
回
し
で
は
あ
る
が
、
重
代
歌
人
た
ち
が
表

現
踏
襲
を
行
っ
た
こ
と
や
当
該
歌
自
体
の
表
現
踏
襲
を
前
提
に
す
る
と
、

詞
書
の
レ
ベ
ル
で
も
『
能
宣
集
』
に
近
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
が

看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
輔
親
集
』
の
詞
書
を
書
い
た
の
が
誰
で
あ
る
か
は
詳
ら
か
で
な
い
。

『
輔
親
集
』
は
自
撰
で
は
な
い
。
詞
書
は
編
纂
者
の
手
に
成
る
も
の
か

も
し
れ
な
い
し
、
輔
親
自
身
が
手
控
え
の
詠
草
に
書
き
つ
け
て
い
た
も

の
が
詞
書
の
か
な
り
の
部
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
後

者
で
あ
っ
た
場
合
、
能
宣
の
歌
を
一
六
首
も
踏
襲
し
た
輔
親
の
、
能
宣

に
対
す
る
敬
意
や
、
自
身
の
歌
や
詠
歌
状
況
を
能
宣
の
も
の
に
引
き
つ

け
よ
う
と
す
る
意
図
が
垣
間
見
え
よ
う
。
前
者
で
あ
っ
た
場
合
、
輔
親

歌
の
詞
書
を
能
宣
の
も
の
へ
引
き
つ
け
よ
う
と
す
る
行
為
は
編
纂
者
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。『
輔
親
集
』
編
纂
者
は
、
輔
親
の
子

女
ら
で
あ
っ
た）

12
（

。

　
『
輔
親
集
』
詞
書
が
輔
親
自
身
の
も
の
に
せ
よ
、
編
纂
者
で
あ
る
子

女
ら
の
手
に
成
る
も
の
に
せ
よ
、「
歌
の
家
」
と
し
て
の
大
中
臣
家
の

系
譜
に
お
い
て
、
当
時
『
能
宣
集
』
が
重
ん
じ
ら
れ
、
輔
親
の
詠
草
や

家
集
を
そ
こ
へ
近
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
ろ
う
。
輔
親
は
能
宣
の
歌
表
現
を
踏
襲
し
て
歌
を
詠
み
、
輔
親
あ

る
い
は
そ
の
子
女
た
ち
は
、
そ
れ
を
詠
草
や
家
集
と
し
て
文
字
化
す
る

と
き
『
能
宣
集
』
の
詞
書
を
も
踏
ま
え
よ
う
と
す
る
。

　
『
輔
親
集
』
を
、
際
立
っ
て
著
名
な
歌
人
で
あ
っ
た
能
宣
の
家
集
に

引
き
つ
け
て
編
も
う
す
る
態
度
と
、
輔
親
や
子
女
の
「
歌
の
家
」
継
承

者
と
し
て
の
意
識
は
決
し
て
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
大
中
臣
家
重
代

歌
人
た
ち
に
と
っ
て
の
累
代
の
家
集
は
、
繰
り
返
し
学
習
さ
れ
、
実
際

の
詠
歌
に
あ
た
り
歌
こ
と
ば
を
引
き
出
す
源
に
も
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
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が
代
を
重
ね
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
家
集
の
学
習
自
体
が
大
中

臣
家
の
「
歌
の
家
」
と
し
て
の
和
歌
教
育
の
重
要
な
部
分
を
担
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
家
集
を
新
た
に
つ
く
る
と
き
、
大
嘗
会
歌
人

で
あ
り
梨
壺
の
五
人
で
あ
っ
た
能
宣
の
家
集
に
引
き
つ
け
て
編
も
う
と

す
る
営
為
は
、
家
の
先
人
を
重
ん
じ
、「
歌
の
家
」
と
し
て
の
家
風
を

後
裔
に
伝
え
て
い
こ
う
と
す
る
重
代
歌
人
た
ち
の
意
識
を
如
実
に
示
し

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
一
族
間
に
お
け
る
表
現
踏
襲

　

累
代
の
歌
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
、
そ
の
血
統
を
継
ぐ
者
た
ち
に
と
っ

て
特
別
な
行
為
で
あ
っ
た
ら
し
い
。『
輔
親
集
』
に
次
の
歌
が
あ
る
。

同
じ
所
（
注
・
田
舎
）
に
て
、
二
月
十
日
の
こ
ろ
、
京
の
花

い
か
に
を
も
し
ろ
か
ら
ん
と
恋
し
う
な
り
ぬ
な
ど
、
は
ら
か

ら
な
る
人
に
言
ひ
合
せ
て

お
ほ
か
た
の
　

み
や
こ
の
花
　

は
咲
き
ぬ
ら
ん
な
か
に
も
　

宿
の
梅
　

ぞ

恋
し
き�

（『
輔
親
集
』・
Ⅰ
・
209
）

こ
の
歌
は
、
田
舎
で
姉
妹
と
「
み
や
こ
の
花
」
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら

詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
源
兼
俊
母
は
こ
れ
を
踏
ま
え
、
常
陸
に
下

向
し
て
い
た
姉
妹
・
康
資
王
母
の
も
と
に
歌
を
送
る
。

東
に
侍
け
る
は
ら
か
ら
の
も
と
に
便
り
に
つ
け
て
つ
か
は
し

け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
兼
俊
母

匂
ひ
き
や
　

み
や
こ
の
花
　

は
あ
づ
ま
路
に
東
風
の
か
へ
し
の
風
に

つ
け
し
は

　
　
　
　

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

康
資
王
母

吹
き
か
へ
す
東
風
の
か
へ
し
は
身
に
し
み
き
　

み
や
こ
の
花
　

の
し

る
べ
と
思
ふ
に�

（『
後
拾
遺
和
歌
集
』・
雑
五
・
1133
・
1134
）

「
み
や
こ
の
花
」
は
、
洛
外
か
ら
春
の
都
を
思
う
と
き
一
般
的
に
用
い

ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
み
や
こ
の
花
」
が
普
通
桜
を
指
す
の
に
対
し
、

こ
の
贈
答
歌
で
は
「
東
風
の
か
へ
し
の
風
（
西
風
）」
に
の
っ
て
「
み

や
こ
の
花
」
が
匂
う
―
―
都
か
ら
の
風
が
東
国
に
花
の
香
を
伝
え
る
と

言
っ
て
い
る
た
め
、
梅
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。「
み
や

こ
の
花
」
と
し
て
梅
を
指
す
こ
の
発
想
は
、
輔
親
の
歌
を
直
接
引
い
て

い
よ
う
。
兼
俊
母
は
、
祖
父
が
姉
妹
と
「
み
や
こ
の
花
」
に
寄
せ
て
都

を
恋
う
た
状
況
を
、
東
国
に
い
る
姉
妹
の
心
情
に
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
、

こ
れ
を
踏
ま
え
た
。

　

常
陸
の
康
資
王
母
の
も
と
に
は
、
母
・
伊
勢
大
輔
、
姉
妹
・
兼
俊
母

か
ら
、
累
代
の
歌
を
踏
ま
え
て
歌
が
届
け
ら
れ
て
い
る
。
東
国
へ
の
文

と
い
う
決
し
て
気
軽
に
は
行
え
な
い
場
面
に
お
け
る
表
現
踏
襲
は
、
こ

れ
が
伊
勢
大
輔
や
娘
た
ち
に
と
っ
て
表
現
を
借
り
る
と
い
う
レ
ベ
ル
を

超
え
た
、
重
い
意
味
を
持
つ
営
為
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る）

13
（

。
も

ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
に
も
見
て
き
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
一
族
以
外
の
人
物

に
対
し
て
も
累
代
の
歌
を
踏
襲
し
て
歌
を
詠
む
し
、
そ
の
数
は
一
族
内

で
詠
ん
だ
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
。
し
か
し
、
一
族
同
士
の
贈
答

に
お
い
て
は
、
累
代
の
歌
を
重
ん
じ
て
そ
の
表
現
を
踏
襲
す
る
こ
と
が

重
代
歌
人
と
し
て
の
自
意
識
を
表
し
、
そ
れ
に
連
な
る
者
同
士
の
連
帯
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感
を
喚
起
す
る
と
い
う
側
面
も
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

伊
勢
大
輔
の
晩
年
、
彼
女
が
隠
居
し
た
山
里
に
娘
た
ち
が
集
ま
っ
て

小
規
模
な
歌
合
が
催
さ
れ
た
。
そ
こ
で
次
の
歌
が
詠
ま
れ
る
。

　
　
　
　

一
番　

梅　

左

　

あ
さ
み
ど
り
春
の
空
よ
り
散
る
雪
に
　

梢
の
梅
の
ま
が
ひ
ぬ
る
か

な

右

梅
が
枝
は
雪
な
が
ら
こ
そ
香
り
け
れ
い
づ
れ
も
花
の
色
に
み
ゆ
れ

ば�

（〔
康
平
三
年
以
前
〕
春　

伊
勢
大
輔
女
達
山
家
三
番
歌
合
）

一
番
左
の
も
っ
と
も
重
要
な
歌
は
、
伊
勢
大
輔
が
か
つ
て
詠
ん
だ
歌
の

上
の
句
を
そ
の
ま
ま
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

春
雪
花
に
似
た
り
と
い
ふ
題
を

　

あ
さ
み
ど
り
春
の
空
よ
り
降
る
雪
は
　

花
散
る
里
の
心
地
こ
そ
す

れ�

（『
伊
勢
大
輔
集
』・
Ⅱ
・
10
／
Ⅲ
・
2
）

伊
勢
大
輔
は
判
者
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
ら
し
い
か
ら
、
一
番
左

歌
の
詠
者
は
娘
た
ち
の
う
ち
の
誰
か
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
大
輔
の
娘
に
は
、

康
資
王
母
の
他
に
も
、『
後
拾
遺
集
』
撰
者
を
生
ん
だ
藤
原
通
宗
・
通

俊
母
、
源
兼
俊
母
、
筑
前
乳
母
ら
勅
撰
歌
人
が
揃
っ
て
い
る
。
彼
女
ら

は
歌
合
の
開
始
に
あ
た
り
現
役
時
代
の
伊
勢
大
輔
の
歌
を
引
く
こ
と
で
、

ま
ず
老
母
に
敬
意
を
表
す
る
。
累
代
の
家
集
を
学
習
し
、
そ
の
歌
こ
と

ば
を
踏
ま
え
た
彼
女
た
ち
は
、
伊
勢
大
輔
の
歌
を
引
く
こ
と
で
、
伊
勢

大
輔
も
ま
た
家
の
者
に
と
っ
て
尊
敬
さ
れ
、
そ
の
歌
こ
と
ば
が
踏
ま
え

ら
れ
る
対
象
と
な
っ
た
こ
と
を
母
に
示
し
た
。

五
、
子
孫
た
ち
に
広
が
る
表
現
踏
襲
と
和
歌
学
習

　

大
中
臣
家
重
代
歌
人
た
ち
に
と
っ
て
、
累
代
の
家
集
を
重
ん
じ
て
こ

れ
を
学
習
し
、
表
現
を
踏
ま
え
て
臨
機
応
変
に
詠
歌
す
る
こ
と
が
、
家

に
伝
わ
る
重
要
な
和
歌
教
育
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
こ
の
よ

う
な
和
歌
学
習
と
表
現
踏
襲
の
在
り
方
は
、
重
代
歌
人
に
連
な
る
歌
人

た
ち
に
も
ま
た
継
承
さ
れ
て
い
く
。

　

平
安
時
代
後
期
、
重
代
歌
人
の
血
統
か
ら
多
く
の
歌
人
が
輩
出
さ
れ
、

彼
ら
も
ま
た
重
代
歌
人
に
連
な
る
者
と
し
て
累
代
の
歌
に
対
す
る
意
識

を
強
め
て
い
っ
た
。
伊
勢
大
輔
の
娘
の
う
ち
康
資
王
母
は
当
時
歌
人
と

し
て
活
躍
し
、
や
が
て
歌
壇
に
重
き
を
な
し
た
が
、
先
述
の
通
り
そ
の

他
の
娘
た
ち
も
各
々
が
勅
撰
歌
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
は
勅

撰
歌
人
・
藤
原
通
宗
と
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
撰
者
・
藤
原
通
俊
を
出
し

た
。

　

そ
の
通
宗
も
ま
た
、
伊
勢
大
輔
の
孫
、
康
資
王
母
の
甥
と
し
て
重
代

歌
人
に
連
な
る
者
と
し
て
の
自
負
を
持
っ
て
い
た）

14
（

。

か
ら
き
の
兵
衛
佐
通
宗
の
も
と
よ
り
、
い
と
お
ぼ
つ
か
な
き

ま
で
は
、
な
ど
か
そ
の
こ
と
ゝ
な
く
て
、
こ
れ
よ
り
も
ま
さ

ぬ
を
、
今
日
は
秋
の
節
に
入
れ
ば
、
風
に
を
ど
ろ
き
て
と
て

く
ず
の
葉
の
う
ら
吹
き
か
へ
す
秋
　

風
　

に
　

今
日
は
涼
し
な
　

蝉
の
羽

衣

返
し

秋
風
の
た
よ
り
に
し
も
は
音
す
ら
む
う
ら
む
る
く
ず
の
葉
と
は
し
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ら
ず
や�

（『
経
衡
集
』・
116
・
117
）

立
秋
の
日
、
通
宗
は
経
衡
に
歌
を
贈
る
。
全
体
の
発
想
と
し
て
は
『
古

今
和
歌
集
』
秋
上
の
「
わ
が
背
子
が
衣
の
す
そ
を
吹
返
し
う
ら
め
づ
ら

し
き
秋
の
初
風
」（
171
）
な
ど
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
歌
こ

と
ば
は
次
の
能
宣
の
歌
を
借
り
る
も
の
で
あ
る）

15
（

。

七
月
一
日
あ
る
所
に
て

う
ち
つ
け
に
　

今
日
は
涼
し
な
　

秋
と
い
へ
ば
　

風
　

の
心
も
ひ
き
か

へ
て
け
り�

（『
能
宣
集
』・
Ⅰ
・
168
／
Ⅲ
・
112
）

「
今
日
は
涼
し
な
」
と
い
う
表
現
は
他
に
例
を
見
ず
、
能
宣
の
歌
を
踏

ま
え
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
能
宣
の
歌
も
ま
た
、
立
秋
で
こ
そ
な

い
も
の
の
秋
七
月
に
入
っ
た
感
懐
を
、
初
秋
と
涼
風
と
を
結
び
つ
け
る

発
想
で
詠
む
。
通
宗
は
高
祖
父
・
能
宣
の
歌
か
ら
折
に
あ
っ
た
表
現
を

引
き
出
し
、
伝
統
的
な
季
節
観
を
独
特
の
表
現
で
詠
も
う
と
す
る
。

　

通
宗
は
大
中
臣
家
重
代
歌
人
に
は
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
彼
は
累
代
の
歌
を
踏
ま
え
る
。
そ
の
基
盤
に
は
や
は
り
累

代
の
歌
の
学
習
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
通
宗
の
母
の
姉
妹
た
ち
、
康
資
王

母
や
源
兼
俊
母
は
、
先
述
の
通
り
父
祖
の
歌
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。
通
宗
の
母
も
お
そ
ら
く
は
同
様
で
あ
り
、
そ
の
学
習
が

子
の
通
宗
へ
と
さ
ら
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
し
い
。

　

こ
の
通
宗
の
娘
に
あ
た
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
人
物
に
、
二
条
大
皇

大
后
宮
大
弐
が
い
る
。
大
弐
は
、
人
に
請
わ
れ
て
次
の
歌
を
詠
ん
だ
。

一
日
ご
ろ
、
春
宮
わ
た
り
の
人
こ
ひ
し
に

　

峰
つ
ゞ
き
お
い
そ
ふ
松
の
　

枝
ご
と
に
千
歳
と
ち
ぎ
る
君
が
御
代

か
な�

（『
二
条
大
皇
大
后
宮
大
弐
集
』・
84
）

大
弐
の
歌
は
、
初
句
・
第
二
句
の
詞
つ
づ
き
を
輔
親
の
歌
に
学
ん
だ
も

の
で
あ
る
。又

、
遠
山
の
夏
の
山
寺
を
た本

い
す
る
に

　

峰
つ
ゞ
き
お
ひ
た
る
松
の
　

色
の
う
ち
に
木
深
く
み
ゆ
る
夏
の
山

寺�

（『
輔
親
集
』・
Ⅰ
・
20
／
Ⅱ
・
28
）

大
弐
の
歌
は
初
春
、
輔
親
の
歌
は
夏
で
あ
り
、
時
節
は
合
わ
な
い
か
の

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
大
弐
の
歌
は
さ
ら
に
次
の
伊
勢
大
輔
の
歌

を
も
踏
ま
え
て
い
る
。

祝

住
之
江
に
お
ひ
そ
ふ
松
の
枝
ご
と
に
君
が
千
歳
の
数
ぞ
こ
も
れ
る

�

（『
伊
勢
大
輔
集
』・
Ⅰ
・
75
）

大
弐
は
祝
歌
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
、
伊
勢
大
輔
の
祝
歌
か
ら
発
想
・
表

現
を
借
り
よ
う
と
し
た
。
伊
勢
大
輔
の
歌
に
倣
い
、
祝
歌
で
詠
ま
れ
る

べ
き
「
千
歳
」
を
さ
ら
に
「
お
ひ
そ
ふ
松
の
枝
ご
と
に
」
と
す
る
こ
と

で
、
よ
り
め
で
た
さ
を
強
調
す
る
。
そ
の
と
き
さ
ら
に
「
お
ひ
そ
ふ
松

の
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
輔
親
の
歌
も
ま
た
連
想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
大
弐
は
初
句
「
峰
つ
ゞ
き
」
を
輔
親
の
歌
か
ら
取
る
こ
と
で
、「
お

ひ
そ
ふ
松
の
枝
」
に
さ
ら
な
る
広
が
り
を
与
え
た
。
累
代
の
歌
は
大
弐

の
代
に
至
っ
て
も
変
わ
ら
ず
学
習
さ
れ
、
実
際
の
詠
歌
に
用
い
ら
れ
た

ば
か
り
か
、
寄
木
細
工
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
一
首
を
成
立
さ
せ
る

と
い
う
よ
り
複
雑
な
方
法
を
獲
得
し
て
い
る
。

　

大
弐
は
、
大
中
臣
家
重
代
歌
人
に
連
な
る
者
と
し
て
の
意
識
を
如
実
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に
有
し
て
い
た
。『
二
条
大
皇
大
后
宮
大
弐
集
』
に
は
、
康
資
王
母
と

親
交
を
結
び
、
自
ら
を
康
資
王
母
の
「
お
と
む
す
め
」
と
称
し
て
こ
れ

を
敬
慕
す
る
大
弐
の
姿
も
垣
間
見
え
る
。

　

さ
て
、
彼
女
は
父
方
か
ら
大
中
臣
家
の
流
れ
を
く
む
一
方
、
母
方
を

通
し
て
は
大
弐
三
位
の
孫
、
紫
式
部
の
曾
孫
に
あ
た
る
。
母
方
に
も
ま

た
、『
源
氏
物
語
』
作
者
ま
た
後
冷
泉
帝
乳
母
と
し
て
高
い
地
位
に
の

ぼ
っ
た
歌
人
・
大
弐
三
位
が
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
弐
は
大
中

臣
家
重
代
歌
人
の
歌
を
積
極
的
に
踏
ま
え
よ
う
と
す
る
一
方
、
紫
式
部

や
大
弐
三
位
の
歌
を
踏
ま
え
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い）

16
（

。
歌
人
と
し
て
の

系
譜
を
意
識
す
る
と
き
、
純
粋
な
歌
人
の
系
譜
で
、
六
代
と
い
う
稀
有

な
連
続
性
を
持
つ
大
中
臣
家
重
代
歌
人
の
系
譜
を
よ
り
重
く
見
る
の
は

当
然
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
大
弐
の
歌
を
検
討
す
る
と
、
累
代
の
家
集

を
学
び
表
現
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
彼
女
の
代
に
な
っ
て
も
和
歌
学
習
の

在
り
方
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
大
弐
も
ま
た
大
中

臣
家
重
代
歌
人
に
連
な
る
者
と
し
て
、
父
・
通
宗
の
薫
陶
に
よ
り
累
代

の
歌
に
習
熟
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
弐
の
よ
う
な
い
わ
ば
傍
流

の
人
物
で
あ
っ
て
も
、
大
中
臣
家
重
代
歌
人
に
連
な
る
者
と
し
て
自
ら

負
う
と
こ
ろ
は
大
き
く
、
そ
の
自
意
識
を
支
え
た
の
が
、
累
代
の
家
集

学
習
と
表
現
踏
襲
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
大
中
臣
家
重
代
歌
人
た
ち
や
そ
の
系
譜
に
連
な
る
人
物
の
歌

を
通
し
て
、
彼
ら
が
累
代
の
家
集
を
非
常
に
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
指

摘
し
た
。
家
集
を
深
く
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
和
歌
の
学
習
を
行
っ

て
お
り
、
詠
歌
状
況
や
贈
答
相
手
の
歌
ま
で
も
自
ら
の
中
に
知
識
と
し

て
蓄
積
し
て
い
た
こ
と
、
自
歌
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
歌
こ
と
ば
を
そ
こ

か
ら
自
在
に
引
き
出
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
在
り
様
は
、
大
中
臣
家
重
代
歌
人
た
ち
に
特
有
の
も
の

で
あ
り
、「
歌
の
家
」
と
し
て
の
和
歌
教
育
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な
和
歌
教
育
を
代
々
行
う
こ

と
に
よ
り
、
六
人
の
重
代
歌
人
、
ま
た
そ
の
系
譜
に
連
な
る
歌
人
た
ち

を
輩
出
し
て
、
歌
人
の
系
譜
を
次
代
へ
伝
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

注（1
）　

た
だ
し
、
郁
芳
門
院
安
芸
は
康
資
王
母
の
実
子
で
は
な
く
、
養
女
で
あ

る
。
森
本
元
子
氏
に
よ
る
と
、
康
資
王
母
が
結
婚
し
た
藤
原
基
房
の
連
れ
子

が
産
ん
だ
子
で
、
義
理
の
孫
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
。（
森

本
元
子
「
常
陸
介
藤
原
基
俊
と
伯
の
母
」（『
和
歌
史
研
究
会
会
報
』
第
16
号

　

昭
和
40
年
2
月
））

（
2
）　

藤
岡
忠
美
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

袋
草
子
』（
新
潮
社　

平

成
7
年
）

（
3
）　

森
瑞
枝
「
大
中
臣
重
代
和
歌
の
特
色
に
つ
い
て
」（『
国
学
院
大
学
日
本

文
化
研
究
所
紀
要
』
71
号　

平
成
5
年
3
月
）

（
4
）　

森
氏
前
掲
論
文
（
3
）

（
5
）　

森
瑞
枝
「
大
中
臣
相
伝
和
歌
説
話
の
形
成
」（『
国
学
院
大
学
日
本
文
化

研
究
所
紀
要
』
73
号　

平
成
6
年
3
月
）
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（
6
）　

以
下
、
歌
合
・
勅
撰
集
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
な
お
、

私
に
漢
字
を
あ
て
、
濁
点
な
ど
を
附
し
た
。

（
7
）　

以
下
、
私
家
集
の
引
用
は
『
新
編
私
家
集
大
成
』
に
よ
る
。
な
お
、
私

に
漢
字
を
あ
て
、
濁
点
な
ど
を
附
し
た
。

（
8
）　

後
藤
祥
子
「
伊
勢
大
輔
集
覚
書
」（『
和
歌
文
学
新
論
』
明
治
書
院　

昭

和
57
年
）

（
9
）　

森
本
氏
前
掲
論
文
（
1
）

（
10
）　

た
だ
し
、『
小
馬
命
婦
集
』
に
よ
る
と
能
宣
自
身
の
歌
。『
小
馬
命
婦
集
』

は
こ
れ
ら
の
贈
答
を
め
ぐ
る
も
う
少
し
詳
し
い
事
情
を
伝
え
て
い
る
が
、
そ

れ
だ
け
に
贈
答
の
経
緯
も
複
雑
で
、
ど
こ
か
に
齟
齬
が
生
じ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
一
方
、
こ
の
贈
答
を
載
せ
る
『
能
宣
集
』
Ⅰ
類
本
は
能
宣
自
撰
本
の

系
統
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
『
能
宣
集
』
に
従
っ
て
「
馬
こ
そ
」

の
歌
と
す
る
。

（
11
）　
『
能
宣
集
』（
Ⅰ
類
本
）
序
文
に
「
し
か
る
を
あ
る
い
は
口
に
詠
じ
て
そ

の
草
を
留
め
ず
、
あ
る
い
は
筆
に
お
ほ
せ
て
こ
の
心
記
さ
ず
、
む
な
し
く
数

年
を
送
り
て
よ
り
こ
の
方
、
円
融
太
上
法
皇
の
在
位
の
末
に
勅
あ
り
て
家
集

を
召
す
、
今
上
花
山
聖
代
ま
た
勅
あ
り
て
同
じ
き
集
を
召
す
、
こ
の
と
き
に

あ
た
り
て
、
重
ね
て
乾
葉
の
草
拾
ひ
て
…
…
」
と
あ
る
。

（
12
）　
『
輔
親
集
』（
Ⅰ
類
本
）
序
文
に
「
こ
れ
に
よ
て
書
き
も
留
め
ざ
る
に
、

両
三
の
児
女
祖
師
の
ふ
に
う
け
て
、
家
々
の
旧
草
を
拾
ふ
」
と
あ
る
。

（
13
）　

康
資
王
母
の
側
か
ら
都
の
元
同
僚
・
四
条
宮
下
野
へ
送
っ
た
次
の
歌
も

あ
る
。

　
　
　
　
　

宮
の
下
野
、
か
き
た
え
て
文
も
お
こ
せ
ね
ば

　
　
　
　

東
路
の
み
ち
の
冬夏
歟
（
朱
）

草
し
げ
り
あ
ひ
て
跡
だ
に
み
え
ぬ
忘
水
か
な
　

　
　
　
　
　

返
し

　
　
　

よ
そ
な
が
ら
心
を
人
に
つ
く
ま
川
深
き
跡
に（
朱
）
に
は
見
ゆ
る
も
の
か
は

�

（『
康
資
王
母
集
』・
102
・
103
）

康
資
王
母
と
下
野
の
贈
答
は
『
四
条
宮
下
野
集
』
に
も
入
っ
て
お
り
、
康
資

王
母
が
常
陸
に
い
る
と
き
二
人
が
こ
の
や
り
取
り
を
し
た
こ
と
は
確
か
な
よ

う
で
あ
る
。
な
お
、
康
資
王
母
の
贈
歌
は
底
本
以
外
の
ほ
と
ん
ど
の
諸
本
で

「
霜
枯
れ
の
後
の
冬
草
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
『
四
条
宮
下

野
集
』
に
も
近
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
伊
勢
大
輔
の
歌
を
そ
の
ま
ま
用
い
た

も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

言
ひ
か
よ
は
し
ゝ
人
の
、
久
し
く
音
せ
ぬ
こ
ろ

　
　
　
　

霜
枯
れ
の
野
辺
の
冬
草
し
ほ
れ
こ
し
跡
だ
に
見
え
ぬ
忘
れ
水
哉
　

�

（『
伊
勢
大
輔
集
』・
Ⅲ
・
82
）

　

伊
勢
大
輔
の
こ
の
歌
は
一
本
し
か
伝
わ
ら
な
い
『
伊
勢
大
輔
集
』
Ⅲ
類
本
に

し
か
見
え
ず
、
資
料
性
の
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
伊
勢
大
輔
の
歌
を
そ
の
ま

ま
用
い
て
下
野
に
贈
歌
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

（
14
）　

通
宗
の
歌
道
相
伝
意
識
に
つ
い
て
は
、
森
氏
前
掲
論
文
（
6
）
に
も
言

及
が
あ
る
。

（
15
）　

増
田
繁
夫
『
私
家
集
注
釈
叢
刊
７　

能
宣
集
』（
貴
重
本
刊
行
会　

平

成
７
年
）
に
指
摘
あ
り
。

（
16
）　

応
徳
三
（
一
〇
八
六
）
年
三
月
十
九
日
、
故
若
狭
守
通
宗
女
子
達
歌
合

と
称
さ
れ
る
歌
合
が
行
わ
れ
た
。
参
加
者
は
通
宗
の
子
女
や
縁
者
と
想
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
歌
合
に
お
い
て
、『
源
氏
物
語
』・
紫
式
部
・
大
弐
三
位
の

歌
を
引
い
て
歌
が
詠
ま
れ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
（
中
周
子
「
応
徳
三
年
若
狭

守
通
宗
朝
臣
女
子
達
歌
合
を
め
ぐ
っ
て
―
―
平
安
後
期
歌
合
に
お
け
る
『
源

氏
物
語
』
享
受
―
―
」（『
樟
蔭
女
子
短
期
大
学
紀
要　

文
化
研
究
』
14
号　

平
成
12
年
6
月
））。
こ
れ
は
先
述
の
〔
康
平
三
年
以
前
〕
春
伊
勢
大
輔
女
達

山
家
三
番
歌
合
に
お
い
て
、
伊
勢
大
輔
の
歌
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
こ
れ
を
称
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揚
し
よ
う
と
し
た
事
象
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
興
味
深
い
。
し
か
し
、
こ
の

歌
合
に
大
弐
が
出
詠
し
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
し
、
そ
の
他
の
大
弐
の
歌

で
紫
式
部
や
大
弐
三
位
の
歌
を
引
い
た
と
確
証
を
得
ら
れ
る
も
の
は
見
出
せ

な
い
。
一
族
間
の
歌
合
と
い
う
特
殊
な
場
に
お
い
て
は
紫
式
部
・
大
弐
三
位

の
歌
を
引
く
が
、
そ
れ
以
外
の
場
で
の
詠
歌
に
お
い
て
は
彼
女
た
ち
の
歌
の

表
現
を
積
極
的
に
は
踏
ま
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
。

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
／
課
題

番
号15J00615

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
か
わ
ら
い
・
ゆ
う
こ

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）


