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『
一
条
摂
政
御
集
』
論

‐Ｉ
Ｌ
と
よ
か
げ
」
の
部
の
特
質
―

①
お
ほ
く
ら
の
し
さ
う
く
ら
は
し
の
と
よ
か
げ
、
く
ち
を
し
き
げ

す
な
れ
ど
、
わ
か
か
り
け
る
と
き
、
女
の
も
と
に
い
ひ
や
り
け

る
こ
と
ど
も
を
か
き
あ
つ
め
た
る
な
り
。

②
お
は
や
け
ご
と
き
わ
が
し
う
て
、
を
か
し
と
お
も
ひ
け
る
こ
と

ど
も
あ
り
け
れ
ど
、
わ
す
れ
な
ど
し
て
の
ち
に
み
れ
ば
、
こ
と

に
も
あ
ら
ず
ぞ
あ
り
け
る
。

③
い
ひ
か
は
し
け
る
ほ
ど
の
人
は
、
と
よ
か
げ
に
こ
と
な
ら
ぬ
女

な
り
け
れ
ど
、
と
し
つ
き
を

へ
て
、
か

へ
り
ご
と
を
せ
ざ
り
け

れ
ば
、
ま
け
じ
と
お
も
ひ
て
い
ひ
け
る

あ
は
れ
と
も
い
ふ
べ
き
人
は
お
も
ほ
え
で
み
の
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ

べ
き
か
な

〈
注
１
〉

謙
徳
公
藤
原
伊
ヂ
の
私
家
集

『
一
条
摂
政
御
集
』
は
、
伊
ヂ
自
作
が
通

説
の
、
世
に
物
語
的
と
い
わ
れ
る
冒
頭
か
ら
四
十

一
首
目
迄
の
部
分

（
以

下

「
と
よ
か
げ
」
の
部
と
呼
ぶ
）
と
そ
の
後
の
補
人
部
分

（
以
下
後
人
補

人
部
と
呼
ぶ
）
、
そ
れ
と

『
拾
遺
集
』
か
ら
の
補
人
部
分
か
ら
な
る
。
そ

の
う
ち

「
と
よ
か
げ
」
の
部
は
、
い
ま
引
用
し
た
冒
頭
部
分
を
見
る
だ
け

堤

和
　
博

で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
確
か
に
物
語
的
要
素
が
極
め
て
強
い
．
し
か
し

そ
の
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
は

一
見
し
て

物
語
的
で
あ
る
と
い
え
る
が
た
め
に
、
そ
の
物
語
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

の
吟
味
に
、
か
え
っ
て
精
繊
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
本
稿

は

「
と
よ
か
げ
」
の
部
を
詳
し
く
分
析
し
、
従
来
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
構
成
上
の
問
題

◆
特
質
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
　

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
構
成

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
従
来
そ
れ
ほ
ど
問
題
視
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
実
は

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
四
十

一
首
は
、

八

つ
の
歌
群
に
分
か
れ
て
い
る
。
　
二

條
摂
政
御
集

（
第

一
部
）
注
釈
」

〈
注
２
〉
や
、
片
桐
洋

一
〈
注
３
〉
な
ど
が
こ
れ
と
同
様
の
考
え
を
示
し

て
い
る
が
、
そ
の
意
義
等
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
私
は

「
と
よ
か
げ
」
の
部
を
読
む
際
、
そ
れ
が
八
歌
群
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と

は
、
そ
の
根
拠
も
含
め
て
非
常
に
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
る
。

片
桐
洋

一
〈
注
４
〉
は

『
後
撰
集
』
が
歌
物
語
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
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の
理
由
を
再
吟
味
し
、
歌
物
語
に
つ
い
て
、
結
局

「
歌
物
語
の
文
章
は
、

人
物
の
事
績
を
語
る
物
で
あ
り
、
従

つ
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
歌
を
よ
む

「

人
物
」
を
提
示
す
る
こ
と
が

（
歌
物
語
の
）
最
大
の
要
件
で
あ
つ
た
」

（

括
弧
内
引
用
者
）
と
結
論
し
た
．

今
こ
の
卓
見
に
つ
い
て
詳
し
く
触
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
歌
物
語
的
と

い
わ
れ
る

「
と
よ
か
げ
」
の
部
に
も
、
片
桐
説
を
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

つ
ま
り
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
に
は
男
主
人
公
と
よ
か
げ
と
幾
人

か
の
女
主
人
公
が
登
場
し
、
と
よ
か
げ
は
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
冒
頭

で
提
示
さ
れ
る
。
問
題
は
女
主
人
公
の
方
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

「
と
よ
か

げ
」
の
部
を
よ
く
み
て
み
る
と
、
女
主
人
公
が
交
代
す
る
ご
と
に
、
詞
書

の
冒
頭
部
分
に
、

「
↑
」
れ
か
ら
と
よ
か
げ
が
歌
を
と
り
か
は
す
の
は
）

‥
‥
な
り
け
る
人
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

換
言
す
る
と
、
新
た
な
女
性
が
提
示
さ
れ
る
ま
で
は
同

一
の
女
性
と
の
贈

答
が
並
ん
で
い
て
、
そ
れ
が
提
示
さ
れ
た
時
点
で
贈
答
相
手
の
女
性
が
変

わ
っ
て
い
る
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る

と

「
と
よ
か
げ
」
の
部
は
相
手
の
女
性
が
誰
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
い
く

つ
か
の
歌
群
に
分
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
次
頁
の
表
に
示
し
た
よ
う

に
八
歌
群
か
ら
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

〈
注
５
〉

歌
を
取
り
交
わ
す
男
女
の
う
ち
、
男
が
誰
か
と
い
う
こ
と
は
序
文
で
提

示
さ
れ
て
、
以
下
自
明
の
こ
と
と
な
り
、
女
の
方
は
各
々
の
歌
群
の
冒
頭

で
提
示
さ
れ
る
。

つ
ま
り

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の

一
つ
一
つ
の
歌
群
は
、

片
桐
の

「
歌
を
よ
む
人
物
を
提
示
す
る
」
と
い
う
歌
物
語
の

「
最
大
の
要

件
」
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従

っ
て
従
来
の
よ
う
に
、

「
と
よ
か

げ
」
の
部
の
全
体
の
特
徴
ば
か
り
を
云
々
す
る
の
で
は
な
く
、　
一
つ
一
つ

の
歌
群
を
、　
一
つ
の
物
語
と
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
節
以
下
で
詳
し
く
述
べ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
序
文
に
目
を
移
そ
う
。

本
稿
冒
頭
に
引
用
し
て
お
い
た
よ
う
に
、　
一
番
歌
の
前
に
は
、
私
に
①

ｏ

②

ｏ
③
と
番
号
を
振

っ
た
二

つ
の
文
が
あ
る
。
①

ｏ
②
が
序
文
に
相
当
し
、

と
よ
か
げ
と

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
紹
介
を
し
て
い
る
こ
と
に
異
論
は
無

か
ろ
う
。
問
題
は

「
い
ひ
か
は
し
け
る
ほ
ど
の
人
は
、
と
よ
か
げ
に
こ
と

な
ら
ぬ
女
な
り
け
れ
ど
」
と
い
う
③
の

一
節
で
あ
る
。
こ
の

一
節
に
つ
い

て
は
、
　
Ｅ

条
摂
政
御
集
注
釈
』

（
〈
注
１
〉
参
照
。
以
下
、
こ
の
本
を

『
注
釈
』
と
略
称
す
る
）
で
、
第

一
歌
群
に
は
い
る
、
ま
た
は
以
下
の
女

性
達
全
員
の

「
総
合
的
な
説
明
」
に
な

っ
て
い
る
と
の
ふ
た
通
り
解
釈
の

可
能
性
を
示
し
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
意
見
が

一
定
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
今
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
は
歌
を
取
り
交
わ

し
た
女
性
の
提
示
で
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、　
一
見
両

様
の
解
釈
が
成
り
立
ち
そ
う
な
こ
の

一
節
も
、
第

一
歌
群
の
女
性
の
提
示

部
分
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
も
し
こ
の

一
節
が

「
総
合
的

な
説
明
」
と
す
る
と
、
他
の
七
歌
群
に
反
し
、
第

一
歌
群
に
だ
け
女
性
の

提
示
が
な
い
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
従

っ
て

「
と
よ
か
げ
」
の

部
の
序
文
は
、
①

ｏ
②
だ
け
で
、

「
い
ひ
か
は
し
け
る
」
以
下
の
③
は
第

一
歌
群
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

以
上
の
よ
ぅ
な
わ
け
で
序
文
は
①

◆
②
の
二
文
か
ら
な
る
と
は
っ
き
り

し
た
。
と
こ
ろ
で
二
二
番
歌
の
後
書
部
分
に
あ
る

「
そ
の
を
り
は
い
と
を
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「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
構
成

部B 部A

第
八
歌
群

第
七
歌
群

第
六
歌
群

第
五
歌
群

第
四
歌
群

第
二
歌
群

第

二
歌
群

第

一
歌
群

歌

群

名

の

お

き

な

、

た

え

て

U

さ

し

う

カ

り

け

る

ス

の

も

と

ここ

と

よ

か

げ

、

力

が

Ｃ

力

か

と

れ

た

リ

カ

リ

け

る

を

ス

カ

を

お

き

な

、

に

し

Ｃ

京

わ

た

り

な

り

け

る

女

に

も

の

な

ど

tヽ

ひ

て

も

の

の

え

あ

り

て

、

こ

の

お

き

な

、

報
選

羅

邊

現

療

り
…

頑

週

ズ

に

、

も

の

い

ひ

け

り

と

よ

か

げ

ま
　
た
　
嵌
■
瀬
当
■
崎
―
で
…
嚢
「
要
預
菫
■

ヽ
―
種
―
曖
―
療
「
豪
■

・
―
パ
　
に

と

よ

か

げ

、

お

ほ

ゐ

Ｃ

み

か

と

わ

た

り

な

り

け

る

ひ

と

に

か

よ

ひ

け

る

減
可
薇
“
づ
―
が
１
ベ
ー
す

・
―
る
薇
人

に

や

あ

り

け

ん

、

と

よ

か

げ

も

の

い

こま

む

と

で

い

ひ

か

は

し

け

る

ほ

ど

の

人

は

、

電

べ

鷲

甕

嗅

４

霞

灌

残

通

費

な

り

け

れ

ど

歌

群

の

目

頭

部

分

波

線

部

分

が

女

性

の

提

不

３ ‐

２

４０

２
２
３０

２‐

２

２３

理
―
四

８
１
＝

３

２

７

１

◆

２

歌
番
号

（
注
‥
Ａ
部

ｏ
Ｂ
部
に
つ
い
て
は
、
次
頁
参
照
）
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か
し
と
お
も
ひ
け
る
こ
と
ど
も
も
あ
り
け
れ
ど
、
こ
と
な
る
こ
と
な
き
ひ

と
の
う

へ
は
み
な
わ
す
れ
に
け
り
」
と
い
う

一
文
は
、
序
文
に
照
応
し
、

忘
却
を
装
っ
て

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
撰
集
範
囲
を
示
し
て
い
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
二
二
番
歌
の
後
書
部
分
は

「
一
條
摂
政
御
集

（
第

一
部
）
注
釈
」

〈
注
２
〉
の
訳
す
よ
う
に

「
そ
の
頃
は
た
い
そ
う
お
も
し
ろ
い
と
思

っ
た

こ
と
な
ど
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
格
別
の
こ
と
の
な
か
っ
た
人
の
身
の
上
は

み
な
忘
れ
て
し
ま

っ
た
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

一
文

が
、
直
前
の
第
五
歌
群
に
属
す
る
の
か
、
第

一
―
五
歌
群
全
体
に
つ
い
て

言

っ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
．

第
五
歌
群
に
含
ま
れ
る
と
す
る
と
、
他
の
歌
群
に
も
、
同

一
の
女
性
と

の
贈
答
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
採
録
さ
れ
な
か

っ
た
歌
は
多
い
で
あ
ろ
う
に
、

な
ぜ
こ
こ
で
だ
け
こ
ん
な
こ
と
を
こ
と
わ
る
の
か
疑
間
で
あ
る
．
木
船
重

昭

〈
注
６
〉
は
、
第
五
歌
群
に
お
い
て
、
歌
の
贈
答
相
手
で
な
い

「
の
べ
」

が
女
主
人
公
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、

「
の
べ
」
を
除
外
し
た

「
う
ち
わ

た
り
な
り
け
る
人
」
と
の
恋
の
や
り
取
り
が
採
録
さ
れ
な
い

「
言
い
わ
け
」

に
、
撰
者
は
序
文
②
を
想
起
し
つ
つ
、
彼
女
の
こ
と
を

「
こ
と
な
る
こ
と

な
き
ひ
と
」
と
言
い
、
そ
の

「
ひ
と
の
う
へ
は
み
な
わ
す
れ
に
け
り
」
と

「
忘
却
を
よ
そ
お

っ
た
省
筆
を
施
し
た
」
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
第
五
歌

群
の
眼
目
は
、
第
二
節
で
詳
し
く
述
べ
る
通
り
、
と
よ
か
げ

◆
の
べ
ｏ
う

ち
わ
た
り
な
り
け
る
人
の
二
人
の
関
係
の
絡
み
に
あ
る
の
で
あ
る
。
伊
ヂ

に
は
、
の
べ
を
除
外
し
て
、
う
ち
わ
た
り
な
り
け
る
人
と
だ
け
の
関
係
を

こ
の
歌
群
に
組
み
入
れ
る
意
図
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
当
時
の
読
者

も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
期
待
せ
ず
に
、
二
人
の
物
語
と
し
て
こ
の
歌
群
を

読
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
こ
の
女
性
に
限

っ
て

「
こ
と
な
る
こ
と
な
き

ひ
と
の
う
へ
は
み
な
わ
す
れ
に
け
り
」
と

「
言
い
わ
け
」
す
る
理
由
は
ま

っ
た
く
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
の

一
文
が
第
五
歌
群
に
だ
け
か
か
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
第

一
ど
五
歌
群
全
体
に
関
わ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
こ
の

一
文
は
、
そ
の
内
容
か
ら
考
え
て
、
序
文
と
照
応
し

て
い
て
、
跛
文
と
で
も
い
う
べ
き

一
節
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
序
文
①
で

は

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
撰
集
範
囲
が
示
さ
れ
、
序
文
②
で
は
忘
却
が
装

わ
れ
て
い
る
。
こ
の

一
文
も
そ
れ
を
う
け
、

「
も

っ
と
外
に
話
は
あ
る
の

だ
が
、
あ
と
は
皆
忘
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
忘
却
を
装

っ
て

「
と
よ
か
げ
」

の
部
の
撰
集
範
囲
を
示
し
て
い
る
と
み
る
の
が

一
番
自
然
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
こ
こ
に
城
文
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
私
は
そ
れ
は

「
と
よ
か
げ
」

の
部
が
こ
こ
で

一
旦
閉
じ
ら
れ
た
た
め
だ
と
考
え
る
。

つ
ま
り

「
と
よ
か

げ
」
の
部
は
、
内
田
強

〈
注
７
〉
の
い
う
よ
う
に
、
二
二
番
歌
を
も
っ
て
、

前
半
部
と
後
半
部
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
以
下
、

「
と
よ
か
げ
」

の
部
の
前
半
部
を
Ａ
部
、
後
半
部
を
Ｂ
部
と
呼
ぶ
。
前
頁
の
表
参
照
）

私
が
こ
の
よ
う
に

「
と
よ
か
げ
」
の
部
が
、

二
二
番
歌
を
も
っ
て
Ａ

・

Ｂ
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
根
拠
は
、
不
確
実
な
が
ら
も

う

一
つ
あ
る
。
そ
れ
は

『
一
条
摂
政
御
集
』
の
孤
本
益
田
家
旧
蔵
本

〈
注

８
〉
の
行
移
り
で
あ
る
。
こ
の
本
を
見
る
と
、
二
二
番
歌
の
後
書
部
分
と

そ
れ
に
続
く
二
四
番
歌
の
詞
書
部
分
で
改
行
が
な
さ
れ
て
い
る

〈
注
９
〉
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
本
で
は
何
ら
か
の
切
れ
目
や
脱
落
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

所
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
改
行
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
後
の
文
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と
文
脈
上

つ
な
が
ら
な
い
の
で
、
何
か
脱
落
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

一
〇

一

番
歌
の
詞
書
部
分
内

〈
注
１０
〉
と
、
後
人
補
入
部
の
切
れ
目

〈
注
＝
〉
が

あ
る
と
思
わ
れ
る

一
一
九
番
歌
の
後
書
部
分
と

一
二
〇
番
歌
の
詞
書
部
分

の
問

〈
注
檀
〉
で
あ
る
。

益
田
家
旧
蔵
本
は
孤
本
で
あ
り
、
書
式

ｏ
形
態
と
も
に
か
な
り
特
異
な

本
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
も
っ
て

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
原
書
形
態
を

類
推
す
る
に
は
慎
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
が
、
こ
の
よ
う
に
こ
と
さ

ら
改
行
が
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
切
れ
目

ｏ
脱
落
が
認
め
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
も
た
ん
な
る
偶
然
と
も
思
え
な
い

〈
注
１３
〉
０

「
と
よ
か
げ
」

の
部
の
こ
こ
の
部
分
に
も
と
も
と
切
れ
目
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
益
田
家
旧

蔵
本
が
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
大
い
に
可
能
性
が
あ
る
こ
と
だ
と

思
う
。

一
一

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
前
半
部
と
後
半
部
の
異
質
性

（
１
）

前
節
で
は

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
構
成
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
中
で
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
は
Ａ
部
と
Ｂ
部
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

と
こ
ろ
で
今
ま
で
の
研
究
史
を
振
り
返
る
と
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
全

体
と
し
て
の
特
徴
ば
か
り
が
言
及
さ
れ
、
Ａ
部
と
Ｂ
部
に
分
け
て
考
察
さ

れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
Ａ
部
と
Ｂ
部
の
各
々
の
特
徴
を
、
本
節
と

次
節
で
考
察
す
る
。

私
同
様

「
と
よ
か
げ
」
の
部
を
二
部
に
分
け
て
考
え
て
い
る
内
田
勉

〈

注
７
〉
も
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
後
書
が
Ａ
部
に
は
十

一
箇

所
あ
る
が
、
Ｂ
部
で
は
最
末
尾
に

一
つ
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
相

違
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、

「
と
よ
か
げ
」

の
部
の
全
体
の
特
徴
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の

一
部
に
、
訂
正
を

加
え
る
必
要
が
で
で
く
る
。

阿
部
俊
子

〈
注
１４
〉
は
後
人
補
人
部
と

「
と
よ
か
げ
」
の
部
を
比
較
し
、

後
者
の
特
徴
の

一
つ
と
し
て

「
何
か
女
性
と
か
か
は
り
を
持
ち
歌
の
贈
答

な
ど
し
た
後
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
感
想
め
い
た
こ
と
を
記
し
て
ゐ
る
」
こ

と
を
あ
げ
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、

二

◆
五

◆
七

・
二
十

ｏ
二
二
番
歌
の

後
書
部
分
を
引
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
具
体
例
が
二
二
番
歌
ま
で
に
限

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
特
徴
は
Ａ
部
だ

け
の
特
徴
で
あ
り
、
Ｂ
部
に
は
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
片
桐
洋

一
〈
注
１５
〉
ら
に
よ

っ
て
詳
説
さ
れ
て
い
る

「
と
よ
か

げ
」
の
部
が

『
伊
勢
物
語
』
か
ら
う
け
た
影
響
に
つ
い
て
も
、
登
場
す
る

女
性
の
名
を
あ
か
さ
な
い
と
か
、
男
主
人
公
を
老
人
に
仮
託
し
、
そ
の
若

い
時
の
恋
を
回
想
的
に
語

っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
点
は

「
と
よ
か
げ
」
の

部
の
全
体
を
貫
く
特
徴
と
言
え
る
が
、

『
伊
勢
物
語
』
の
中
に
有
る
詞
章

を
意
識
し
て
い
る
文
辞
や
、
下
敷
に
し
て
い
る
語
句
が
有
る
と
い
う
観
点

か
ら
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
ま
た
、
Ａ
部
だ
け
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

例
え
ば
片
桐
洋

一
〈
注
１５
〉
や
山
本
利
達

〈
注
１６
〉
は
ヽ

二
◆
五

・
七

番
歌
の
後
書
や
二
二
番
歌
の
後
の
私
の
い
う
城
文
を
、
伊
勢
物
語
の
文
章

の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持

つ
文

は
Ｂ
部
に
は

一
切
見
ら
れ
な
い
。

以
上
の
こ
と
は
、
Ａ
部
と
Ｂ
部
に
あ
る
後
書
の
多
寡
か
ら
導
き
出
さ
れ
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る
こ
と
で
あ
る
が
、
次
に
問
題
を
詞
書
部
分
に
ま
で
拡
げ
て
み
よ
う
。

『
伊
勢
物
語
』
の
影
響
を
受
け
た
文
辞
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
言

え
ば
、
詞
書
部
分
を
見
て
も
、
Ａ
部
に
は
あ
る
が
Ｂ
部
に
は
な
い
。
例
え

ば

一
番
歌
の
詞
書
に

「
い
ひ
か
は
し
け
る
ほ
ど
の
人
は
、
と
よ
か
げ
に
こ

と
な
ら
ぬ
女
な
り
け
れ
ど
」
と
い
う
の
は
、
山
本
利
達

〈
注
１６
〉
が

「
伊

勢
物
語
の
中
で
は
、
身
分
ち
が
い
の
恋
が
多
い
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
の

言
葉
で
あ
る
」
と
い
う
通
り
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
七
番
歌
の
詞
書

「
は
は
、

女
に
は
ら
へ
を
さ

へ
な
む
せ
さ
せ
け
る
」
が
、

『
伊
勢
物
語
』
六
十
五
段

を
受
け
て
い
る
こ
と
は
論
を
要
し
な
い
。
し
か
し
こ
の
様
な
例
も
Ｂ
部
の

詞
書
に
は
み
う
け
ら
れ
な
い
。

で
は
Ａ
部
に
比

べ
て
Ｂ
部
の
詞
書
の
特
徴
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
．

Ｂ
部
の
詞
書
を
み
て
、
今
述
べ
て
き
た
こ
と
以
外
に
気
付
く
こ
と
と
し

て
、
登
場
人
物
の
心
境
に
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

Ａ
部
を
見
て
み
る
と
、
所
謂
草
子
地
的
な
部
分
で
、
作
者
の
感
想
を
述

べ

て
い
る
部
分
を
別
に
し
て
も
、
登
場
人
物
の
心
境
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
、
詞
書
部
分

・
後
書
部
分
を
含
め
て
か
な
り
あ
る
。
こ
こ
に

そ
れ
ら
を
列
挙
し
て
お
く
。

「
ま
け
じ
と
お
も
ひ
て
」

（
一
番
歌
詞
書
、
男
の
心
境
）

「
も
の
い
は
む
と
て
」

（
二
番
歌
詞
書
、
男
の
心
境
）

「
な
さ
け
な
し
と
や
お
も
ひ
け
ん
」

（
二
番
歌
後
書
、
男
の
心
境
〉

「
い
か
ば
か
り
あ
は
れ
と
お
も
ひ
け
ん
」

（
五
番
歌
後
書
、
男
の
心

境
）

「
か
た
は
ら
い
た
か
り
け
ん
か
し
」

（
七
番
歌
後
書
、
女
の
心
境
）

「
ま
だ
し
か
り
け
り
と
て
」

（
一
六
番
歌
詞
書
、
男
の
心
境
）

「
心
や
す
く
も
え
も
の
い
は
ぬ
こ
と
を
お
も
ひ
た
げ
く
に
」

（
一
八

番
歌
詞
書
、
男
の
心
境
）

「
あ
し
た
に
な
ほ
か
な
し
か
り
け
れ
ば
」

（
二
〇
香
歌
詞
書
、
男
の

心
境
）

「
さ
ら
に
い
ふ
べ
き
心
ち
も
せ
ず
、
あ
は
れ
に
い
み
じ
と
お
も
ひ
て
」

（
二
〇
番
歌
後
書
、
男
の
心
境
）

と
こ
ろ
が
、
Ｂ
部
の
詞
書
部
分
に
は
こ
う
い
う
も
の
は

一
切
な
い
。
例

え
ば
、
三

一
番
歌
は
、
伊
ヂ
が
本
院
侍
従
を
盗
み
出
す
と
い
う
印
象
的
な

事
件
を
も
と
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
と
よ
か
げ
や
相
手
の
女
性
の
心
境

に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
な
の
だ
が
、
実
際
は

「
と
よ
か

げ
、
な
か
の
み
か
ど
わ
た
り
な
り
け
る
を
ん
な
を
、
い
と
し
の
び
て
は
か

な
き
と
こ
ろ
に
ゐ
て
ま
か
り
て
、
か
へ
り
て
あ
し
た
に
」
と
あ
る
だ
け
で

二
人
の
心
境
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
語
ら
れ
て
い
な
い
。
Ｂ
部
の
詞
書
に

つ
い
て
は
す
べ
て
こ
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。

つ
ま
り
Ｂ
部
の
詞
書
と
い

う
の
は
、
歌
が
詠
ま
れ
る
に
至

っ
た
事
情
を
、
時
に
は
詳
し
く
、
時
に
は

あ

っ
さ
り
と
記
す
の
み
で
、
Ａ
部
の
詞
書
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
特
徴
は
み

い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

〓
一

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
前
半
部
と
後
半
部
の
異
質
性

（
２
）

以
上
、
表
面
的
に
も
表
れ
て
い
る
Ａ
部
と
Ｂ
部
の
異
質
性
に
つ
い
て
考

察
し
、
Ｂ
部
よ
り
Ａ
部
に
よ
り
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
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に
し
た
。
し
か
し
Ａ
部
に
凝
ら
さ
れ
た
工
夫
は
、
実
は
こ
れ
ら
だ
け
で
は

な
い
．
以
下
、
Ａ
部
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
を
詳
し
く
み
て
ゆ
き
、
伊
ヂ
の

意
図
し
た
も
の
を
探
っ
て
み
た
い
。

第

一
歌
群
は
序
章
的
な
も
の
で
あ
る
。
話
自
体
は
長
ら
く
返
事
を
く
れ

な
か
っ
た
女
か
ら
や
っ
と
返
歌
を
か
ち
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
注

目
す
べ
き
点
は
二
つ
あ
る
。
そ
の
第

一
は
、

「
と
し
つ
き
を

へ
て
、
か

へ

り
ご
と
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
ま
け
じ
と
お
も
ひ
て
い
ひ
け
る
」
と
い
う

一

番
歌
の
詞
書
と
、
そ
れ
に
対
応
し
、
明
ら
か
に

『
伊
勢
物
語
』
初
段
を
意

識
し
て
い
る

「
は
や
う
の
人
は
か
う
や
う
に
ぞ
あ
る
べ
き
」
云
々
と
い
う
二
番
歌
の
詞

書
で
あ
る
０
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
と
よ
か
げ
の
恋
に
対

す
る
情
熱
は
相
当
に
あ
つ
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
の
若
者
の
比
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
歌
群
で
は
強
調
せ
ん
と
し
て
い
る
の
だ
と
思

わ
れ
る
。

注
目
す
べ
き
点
の
第
二
は
、　
一
番
に

「
あ
は
れ
と
も
」
の
歌
を
も
っ
て

き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
後
に

『
拾
遺
抄
』

『
時
代
不
同
歌
合
』

『
百
人

一
首
』

『
八
代
集
秀
逸
』
等
に
も
採
ら
れ
た
ほ
ど
の
歌
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
伊
ヂ
も
相
当
の
自
信
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
に

よ
っ
て
や
っ
と
返
事
を
得
ら
れ
た
と
い
う
、
こ
の
秀
歌
の
手
柄
を
こ
こ
で

強
調
せ
ん
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

即
ち
こ
の
序
章
的
歌
群
の
意
図
は
、
と
よ
か
げ
の
こ
と
を
、
業
平
の
様

に
歌
も
上
手
で
、
女
に
対
す
る
情
熱
も
も
っ
て
い
る
男
だ
と
紹
介
す
る
こ

と
に
あ
る
の
だ
と
み
て
と
れ
る
。

第
二
歌
群
は

一
応
三
ど
五
番
歌
迄
の
前
段
と
、
六

・
七
番
歌
の
後
段
に

分
け
て
考
え
ら
れ
る
。
前
段
は
長
い
時
間
を
か
け
て
や

っ
と
女
と
逢
え
た

と
い
う
話
で
あ
る
。
二
番
歌
は
こ
の
女
と
契
る
機
会
が
あ
り
な
が
ら
雨
に

崇
ら
れ
て
果
た
せ
な
か

っ
た
と
い
う
事
件
．

『
注
釈
』
で
は
女
が
雨
に
濡

れ
る
の
を
嫌

っ
て
か
、
雨
の
中
を
男
は
や
っ
て
来
る
ま
い
と
思

っ
て
か
、

自
室
に
下
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
四

ｏ
五
番
歌
は

新
枕
の
後
朝
の
贈
答
と
み
て
間
違
い
無
か
る
う
。
歌
の
内
容
や

「
と
し
を

へ
て
、
上
ず
め
き
け
る
人
の
」
云
々
と
い
う
五
番
歌
の
後
書
が
そ
う
思
わ

せ
る
し
、

「
い
か
な
る
を
り
に
か
あ
り
け
む
」
と
い
う
四
番
歌
の
詞
書
は

『
蜻
蛉
日
記
』
で
兼
家
と
道
綱
母
が
初
め
て
枕
を
か
わ
し
た
翌
朝
が

「
ま

め
ぶ
み
か
よ
ひ
′
や
、
て
い
か
な
る
あ
し
た
に
か
あ
り
け
む
」

（
岩
波
大

系
本

一
一
二
頁
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
も
、　
一
層
こ
の

や
り
取
り
が
新
枕
の
後
朝
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

「
と
し
を
へ
て
、
上
ず
め
き
け
る
人

の
か
う
い
へ
り
け
る
に
、
い
か
ば
か
り
あ
は
れ
と
お
も
ひ
け
ん
」
と
い
う

五
番
歌
の
後
書
に
あ
る

一
文
で
あ
る
。
と
よ
か
げ
と
こ
の
女
は
初
め
て
契

り
を
結
ぶ
ま
で
、
ど
ん
な
仲
で
あ
っ
た
か
は
、
二
番
歌
よ
り
想
像
す
る
し

か
無
か

っ
た
の
が
、
こ
の

一
文
に
よ
っ
て
、
女
は

「
上
ず
め
」
い
て
い
て

と
よ
か
げ
を
拒
み
続
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
す
る
と
、
二
番
歌

で
描
か
れ
た
事
件
で
は
、
と
よ
か
げ
は
ま
れ
ま
れ
に
お
と
ず
れ
た
こ
の
女

と
の
逢
瀬
の
機
会
を
逸
し
た
こ
と
に
な
り
、
と
よ
か
げ
の
悲
し
み
は

一
層

深
ま
ろ
う
。
ま
た
、
こ
ん
な
悲
し
い
事
件
を
経
た
上
で
女
と
逢
え
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
四

・
五
番
歌
で
の
喜
び
も
深
ま
る
こ
と
に
な
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る
。
こ
の
よ
う
に
前
段
は
、
と
よ
か
げ
の
悲
し
み
と
喜
び
が
相
乗
的
に
高

ま
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

後
段
は
、

二
人
で
回
裏
を
合
わ
せ
て
女
の
親
を
編
し
て
ま
で
関
係
を
続

け
よ
う
と
す
る
話
で
あ
る
．
話
自
体
の
お
も
し
ろ
み
に
加
え
て
、

『
伊
勢

物
語
』
六
十
五
段
を
ふ
ま
え
た

「
は
ら

へ
」
が
で
で
き
た
り

（
七
番
歌
詞

書
）
、

「
心
や
ま
し
な
に
と
し
も
へ
た
ま
へ
」

（
七
番
歌
後
書
）
と
歌
以

外
の
所
に
ま
で
掛
詞
が
で
て
き
た
り
す
る
お
も
し
ろ
み
も
あ
る
。
し
か
し

こ
の
話
の
お
も
し
ろ
み
は
、
前
段
を
も
合
わ
せ
て
読
め
ば
こ
れ
ら
だ
け
に

は
と
ど
ま
ら
な
い
。

ま
ず
男
の
側
に
焦
点
を
当
て
て
み
る
。
と
よ
か
げ
は
長
年
拒
ま
れ
続
け
、

雨
に
ま
で
崇
ら
れ
て
逢
瀬
を
逸
し
た
女
の
心
を
や
っ
と

つ
か
ん
だ
も
の
の
、

今
度
は
女
の
親
の
邪
魔
が
は
い
る
。
勿
論
と
よ
か
げ
は
こ
れ
で
諦
め
た
り

し
な
い
で
、
女
の
親
を
顧
し
て
ま
で
二
人
の
仲
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。

そ
ん
な
と
よ
か
げ
の

一
途
さ
は
、
前
段
後
段
相
倹

っ
て

一
層
強
く
感
じ
ら

れ
る
。
次
に
女
の
側
に
焦
点
を
当
て
て
み
る
。
前
段
で
は
あ
ん
な
に
男
を

拒
ん
で
い
た
の
に
、　
一
旦
逢

っ
て
し
ま
う
と
、
後
段
で
は
、

「
か
た
は
ら

い
た
」
く
思
い
な
が
ら

（
七
番
歌
後
書
）
も
、
男
の
嘘
に
口
裏
を
合
わ
せ

て
親
を
覇
し
て
し
ま
う
。
い
み
じ
く
も
五
番
歌
の
後
書
で
言
及
さ
れ
た
女

の

「
ら
う
た
」
さ
は
前
段
後
段
相
侯

っ
て

一
層
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。結

局
第
二
歌
群
全
体
を
通
じ
て
は
、
男
の

一
途
さ
や
女
の

「
ら
う
た
」

き
、
は
た
ま
た

「
人
の
お
や
の
あ
は
れ
」
さ

（
七
番
歌
後
書
）
な
ど
を
ち

り
ば
め
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
乗
り
越
え
て
愛
を
獲
得

◆
維
持
し

て
い
く
こ
と
を
テ
‥
マ
に
し
た
、
緊
密
な
構
成
を
と
っ
た
歌
物
語
に
な

っ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
群
は
、
七
番
歌
が

『
後
撰
集
』
巻
二

・
恋
三

・
七

三
二

〈
注
１７
〉
に

「
小
野
好
古
朝
臣
女
」
の
歌
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
の

で
、
好
古
女
と
の
贈
答
歌
を
も
と
に
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
み
て
間
違

い
な
か
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
後
人
補
人
部
に
は
、
伊
ヂ
と
好
古
女
の
関

係
は
そ
の
後
も
長
く
続
き
、
伊
ヂ
は
好
古
女
と
も
、
ま
た
好
古
と
も
か
な

り
親
し
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
数
首
の
歌
が
あ
る

〈
注
１８
〉
の
に
、
な

ぜ
こ
れ
ら
後
人
補
入
部
の
歌
が

「
と
よ
か
げ
」
の
部
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。

守
屋
省
吾

〈
注
１９
〉
は

「
と
よ
か
げ
」
の
部
に
採
録
さ
れ
た
の
は
、
伊

ヂ
が
二
十
四

・
五
歳
頃
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、
後
人
補
人
部
に
あ
る
好
古

関
係
の
歌
は
そ
れ
よ
り
も
後
の
も
の
だ
と
考
え
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の

執
筆
期
を
、
彼
の
二
十
四

・
五
歳
の
頃
と
し
て
い
る
。

し
か
し
私
は
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
執
筆
期
は
、
伊
ヂ
晩
年
と
み
る

通
説

〈
注
２０
〉
で
ょ
ぃ
と
思
う
。

で
は
ど
う
し
て
好
古
女
関
係
の
歌
の
う

ち
五
首
だ
け
が

「
と
よ
か
げ
」
の
部
に
採
ら
れ
、
他
は
入
れ
ら
れ
な
か

っ

た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
第
二
歌
群
の
テ
ー
マ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の

歌
群
の
テ
ー
マ
は
先
ほ
ど
述
べ
た
通
り
、
二
人
が
色
々
な
障
害
を
乗
り
越

え
な
が
ら
恋
を
続
け
る
こ
と
に
あ
り
、
障
害
の
中
に
は
女
の
親
も
含
ま
れ

る
。
そ
れ
な
の
に
男
が
女
の
所
で
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
場
面
や
、
女
の
親

と
親
し
く
し
て
い
る
場
面
を
も
ち
こ
め
ば
、
こ
の
テ
ー
マ
は
台
な
し
に
な

っ
て
し
ま
う
。
た
と
え
同

一
の
女
性
と
の
や
り
取
り
で
あ
っ
て
も
、
あ
る

-21-



一
定
の
テ
ー
マ
か
ら
外
れ
る
歌
は
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
に
は
入
れ
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。

次
に
第
二
歌
群
に
論
を
進
め
る
。
こ
の
歌
群
に
は
後
書
が
な
く
、
詞
書

の
性
格
も
Ｂ
部
の
そ
れ
と
同
じ
く
す
る
が
、
そ
れ
な
り
の
テ
ー
マ
は
は

っ

き
り
と
み
て
と
れ
る
。
そ
れ
は
今
ま
で
と
は

一
転
、
女
に
対
し
て
冷
た
い

態
度
を
取
る
と
よ
か
げ
で
あ
る
。
こ
の
歌
群
は
四
首
の
歌
か
ら
な
る
が
、

そ
の
う
ち
三
首
ま
で
が
女
の
歌
で
あ
る
。
そ
の
話
の
展
開
を
追
う
と
、

「

を
と
こ
の
、
い
へ
の
ま

へ
を

つ
ね
に
わ
た
り
て
、
も
の
も
い
は
ざ
り
け
れ

ば
」
と
い
う

『
蜻
蛉
日
記
』
の

一
節

〈
注
２‐
〉
が
髪
髭
と
す
る
よ
う
な
状

況
で
詠
ま
れ
た
女
の
歌

（
八
番
歌
）
。
そ
れ
に
続
く
の
は
、
そ
れ
で
は
訪

れ
ょ
う
と
い
う
男
の
歌

（
九
番
歌
）
と
、
そ
れ
に
対
す
る
女
の
喜
び
の
歌

（
十
番
歌
）
で
あ
る
。
十
番
歌
の
詞
書
の

「
た
ち
か
へ
り
」
に
女
の
喜
び

が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に

一
日
菱

を
喜
ば
し
て
お

き
な
が
ら
、
結
局
と
よ
か
げ
は
来
な
か

っ
た
。
最
後
は
女
の
わ
が
身
の
老

い
を
託

つ
歌
で
終

っ
て
い
て
、
男
の
返
歌
も
な
い
。

こ
の
歌
群
は
先
述
の
と
お
り
、
詞
書
の
性
格
を
Ｂ
部
と
同
じ
く
し
、
ま

た
量
も
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
よ
か
げ
と
あ
る
女
と
の
愛
の
終
末
部
を
、

と
よ
か
げ
の
冷
た
さ
と
女
の
惨
め
さ
に
焦
点
を
当
て
て
、
見
事
に
描
き
出

し
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
こ
と
に
こ
う
い
う
歌
群
を
も
っ
て
き
た
意
図
は
、
こ
の
前
後
で
女

に
情
熱
を
燃
や
す
と
よ
か
げ
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
物
語
の
内
容

に
幅
を
も
た
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
で
も
あ
ろ
う
か
。

次
の
第
四
歌
群
は
全
体
的
に
み
れ
ば
、
冒
頭
の

「
し
の
び
て
す
み
わ
た

り
け
る
」
と
い
う
詞
書
が
い
み
じ
く
も
示
し
て
い
る
通
り
、
忍
び
の
恋
と

そ
の
破
局
の
物
語
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
群
は
構
成
上
は

っ
き
り
と
二
段
に

分
か
れ
る
。

前
段
は
十
二
か
ら
十
七
番
歌
。
忍
び
な
が
ら
も
愛
し
続
け
る
二
人
が
、

ど
ん
な
心
境
に
あ
る
か
が
そ
れ
ぞ
れ
よ
く
で
て
い
る
。
男
の
心
を
疑

っ
て

み
る
女

（
一
二
番
歌
）
や
、
女
の
態
度
が
つ
れ
な
い
と
訴
え
て
み
る
男

（

一
四
番
歌
）
。
し
か
し
結
局
二
人
は
互
い
の
愛
を
確
か
め
合

っ
て
い
る

（

一
六

・
七
番
歌
）
。
ま
た
私
は

一
六
番
歌
の
詞
書
に

「
ま
だ
よ
ふ
か
き
に

い
で
て
、
ま
だ
し
か
り
け
り
と
て
、
か

へ
り
い
り
て
」
と
あ
る
の
は
、
こ

の
恋
を
秘
め
て
お
く
た
め
に
、
暗
い
う
ち
に
帰
ら
な
く
て
は
と
い
う
と
よ

か
げ
の
焦
り
と
、
そ
れ
で
も
少
し
で
も
長
い
問
女
と
い
っ
し
ょ
に
い
た
い

と
い
う
と
よ
か
げ
の
女
に
対
す
る
愛
着
と
を
如
実
に
表
し
て
い
る
と
思
う
．

一
八
番
歌
以
下
は
、　
一
八
番
歌
の
詞
書
の
冒
頭
に

「
こ
の
お
き
な
、
か

く
い
ひ

つ
つ
、
心
や
す
く
も
え
も
の
い
は
ぬ
こ
と
を
お
も
ひ
な
げ
く
に
」

と
あ
っ
て
、
今
ま
で
の
部
分
が
ま
と
め
ら
れ
、
次
の
場
面
へ
の
転
換
が
は

か
ら
れ
て
い
る
の
で
、　
一
七
番
歌
以
前
と
区
別
し
て
後
段
を
構
成
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
ｃ

こ
の
、
後
段
の
話
は
、
二
人
の
愛
の
破
局
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
部
分

は
、
ほ
と
ん
ど
贅
言
を
要
し
な
い
と
思
う
ほ
ど
緊
密
な
構
成
を
取

っ
て
い

る
。
そ
れ
ま
で
な
ぜ
か
忍
び
な
が
ら
愛
し
合

っ
て
い
た
二
人
に
、
女
の
夫

と
い
う
障
害
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る

（
一
八
番
歌
詞
書

「
ま
た
あ
ら
は

れ
た
る
人
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
も

つ
つ
む
な
る
べ
し
」
）
。

二
人
は
そ
れ

で
も
女
の
夫
に
遠
慮
し

つ
つ
贈
答
を
続
け
る
が
、

つ
い
に
第
二
者
の
忠
告
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（
二
〇
番
歌
詞
書

「
き
く
人
の
い
み
じ
う
い
ひ
け
れ
ば
」
）
に
よ
っ
て
そ

の
愛
は
終
局
を
向
か
え
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
急
速
に
愛
の
破
局
を

向
か
え
た
二
人
の
う
ち
、
女
は

「
こ
の
こ
と
や
み
な
む
な
ど
ち
ぎ
り
て
、

あ
し
た
に
な
ほ
か
な
し
か
り
け
れ
ば
」
と
、
と
よ
か
げ
に
歌
を
贈
る
。
ま

た
と
よ
か
げ
は
そ
の
歌
に
返
歌
も
で
き
ず
に

「
あ
は
れ
に
い
み
じ
と
お
も

ひ
て
、　
一
日
二
日
き
し
こ
も
り
で
な
」
く
。
二
人
の
悲
し
み
が
頂
点
を
極

め
た
と
こ
ろ
で
こ
の
物
語
は
終
わ

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
後
段
は
二
人
の
悲
し
み
が
頂
点
に
上
り

つ
め
た
所
で
終
わ

る
の
で
あ
る
が
、
前
段
か
ら
続
け
て
読
む
な
ら
ば
、

二
人
の
悲
し
み
の
度

合
は
増
す
。
前
段
で
は
先
述
の
通
り
、
忍
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
二
人
の

心
境
の
機
微
を
写
し
、
最
後
に
は
二
人
愛
の
確
認
の
歌
が
置
か
れ
る
。
こ

う
し
て
二
人
が
愛
し
合

っ
て
い
る
こ
と
を
は

っ
き
り
と
示
し
て
お
い
て
、

後
段
で
は

一
転
、

二
人
の
仲
は
第
二
者
達
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
引
き
裂
か

れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
前
段
と
後
段
を
相
通
じ
て
、

二
人
の
よ
り
悲
し

い
愛
の
破
局
の
物
語
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

Ａ
部
最
後
の
第
五
歌
群
に
は
、
と
よ
か
げ

・
う
ち
わ
た
り
な
り
け
る
人

（
以
下

「
女
」
と
い
う
）

◆
の
べ
の
二
人
が
登
場
す
る
。

二

一
ｏ
二
番
歌

は
、

の
べ
の
手
違
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
女
と
逢
え
な
か
っ
た
時
に
の
べ

と
契

っ
て
し
ま
っ
た
と
よ
か
げ
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、

『
注
釈
』
の

指
摘
す
る
よ
う
に
、
権
円
の
伊
ヂ
が
女
童
と
契
る
と
い
う
衝
撃
的
な
事
件

を
も
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
二
首
を
見
る
と
、
と
よ
か
げ

の
の
べ
と
契

っ
た
感
激
よ
り
も
、
女
と
逢
え
な
か

っ
た
悲
し
み
が
歌
わ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
．
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
女
童
と
契

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
理
由

で
女
と
逢
え

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
物
語
を
成
し
得
る
と
こ
ろ
を
、
こ
の
段

で
は
こ
れ
ら
の
単
独
の
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
両
方
の
話
を
旨
く
絡

め
て
、　
一
層
面
白
い
物
語
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
歌
群
の

眼
目
は
、
と
よ
か
げ
が
の
べ
と
契

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
も

な
け
れ
ば
、
と
よ
か
げ
が
女
と
逢
え
な
か
っ
た
悲
し
み
だ
け
に
あ
る
の
で

も
な
い
。
こ
の
両
要
素
の
絡
み
合
い
の
う
ち
に
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
問
題
は

「
自
露
は
ん
す
び
や
す
る
と
は
な
す
す
き
と
ふ
べ
き
の

べ
も
見
え
ぬ
あ
き
か
な
」
と
い
う
二
二
番
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
後
書
に

「
こ
れ
に
て
ぞ
な
く
な
り
に
け
り
と
は
し
り
け
る
」
と
あ
る
の
で
、
女
の

歌
と
し
か
と
り
よ
う
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
歌
は

『
新
勅
撰
集
』
巻

一

八

。
雑
三

ｏ
一
三
二
九
に

「
謙
徳
公
」
の
歌
と
し
て
取
ら
れ
て
い
る
。

『

新
勅
撰
集
』
は
益
国
家
旧
蔵
本
以
外
の
伊
ヂ
集
を
撰
歌
材
料
に
し
た
と
思

わ
れ

〈
注
２
〉
、
こ
の
歌
を
伊
ヂ
の
歌
と
す
る
の
は
、

『
新
勅
撰
集
』
の

間
違
い
だ
と
は
断
じ
得
な
い
。
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
女
が
の
べ
の
死
を

知
ら
せ
て
き
た
歌
と
み
る
よ
り
も
、
男
の
独
詠
と
見
る
方
が
ふ
さ
わ
し
く

思
わ
れ
る
。
む
し
ろ

「
と
よ
か
げ
」
の
部
が
虚
構
を
施
し
た
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

で
は
こ
の
虚
構
の
意
図
は
何
な
の
か
。
こ
の
歌
群
の
眼
日
は
と
よ
か
げ

ｏ
の
べ
ｏ
女
の
二
人
の
絡
み
に
あ
る
。
な
の
に
こ
こ
に
と
よ
か
げ
の
独
詠

歌
を
も

っ
て
き
て
し
ま
う
と
、
こ
こ
で
の
女
の
役
割
が
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
し
か
し
女
が
の
べ
の
死
を
知
ら
せ
て
き
た
歌
と
す
る
な
ら
ば
別
で
あ

る
。

つ
ま
り
こ
の
歌
の
意
味
は

「
去
年
の
秋
、
貴
方
は
私
を
差
し
置
い
て
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の
べ
と
契
り
を
結
び
ま
し
た
が
、
花
薄
の
上
に
自
露
が
結
ぶ
よ
う
に
、
ま

た
契
り
を
結
ん
で
く
れ
る
か
と
貴
方
が
尋
ね
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
の
べ
も
、

も
う
い
な
く
な
っ
た
今
年
の
秋
で
す
よ
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の

歌
は
、
の
べ
を
失

っ
た
悲
し
み
と
、
こ
れ
か
ら
と
よ
か
げ
は
自
分
だ
け
に

愛
情
を
注
い
で
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
感
が
、
微
妙
に
絡
み
合

っ

た
女
の
心
境
を
詠
ん
だ
歌
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
二
人
の
関
係
の
絡
み
が

で
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
第
五
歌
群
は
、
と
よ
か
げ

ｏ
の
べ

◆
女
と
い
う
二
人
の
関

係
の
絡
み
を
眼
目
に
し
た
歌
群
で
あ
り
、
中
で

一
首
、
伊
ヂ
の
歌
を
女
の

歌
に
す
る
と
い
う
虚
構
が
施
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
Ａ
部
の
各
歌
群
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
Ａ
部

の
各
歌
群
は
色
々
な
工
夫
の
も
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
テ
ー
マ
に
貫
か
れ

た
緊
密
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

で
は
Ｂ
部
の
歌
群
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
次
に
述
べ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、　
一
首
し
か

な
い
第
八
歌
群
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
論
じ
る
機
会
が
あ
る
の
で
、
こ
こ

で
は
第
六

・
七
歌
群
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

ま
ず
第
六
歌
群
で
あ
る
が
三
つ
の
場
面
か
ら
で
き
て
い
る
。
第

一
の
場

面

（
二
四
―
六
番
歌
）
は
女
か
ら
初
め
て
返
歌
を
得
る
話
、
第
二
の
場
面

（
二
七

◆
八
番
歌
）
は

「
を
と
こ
ま
か
り
そ
め
て
ま
た
え
ま
か
ら
で
」
と

い
う
状
況
で
の
贈
答
、
第
二
の
場
面

（
二
九

◆
三
ｏ
番
歌
）
は
男
が

「
た

ち
な
が
ら
ま
か
り
か
へ
」
っ
た
と
い
う
状
況
の
も
と
で
の
贈
答
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
三

つ
の
場
面
に
ど
の
よ
う
な
有
機
的
な

つ
な
が
り
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

二
人
の
仲
は
進
歩
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
し
退
歩
し

て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
Ａ
部
の
第
二

ｏ
四
歌
群
の
よ
う
に
、
と
よ
か
げ

に
と
っ
て
相
手
の
女
性
が
ど
ん
な
女
性

（
例
え
ば
忍
び
に
忍
ん
で
愛
さ
な

く
て
は
な
ら
な
い
女
性
だ
と
か
）
な
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
か
と
い
っ
て
第
二

ｏ
五
歌
群
の
よ
う
に
、
何
ら
か
の

一
定
の
視

点

（
例
え
ば
男
が
女
に
冷
た
く
す
る
愛
の
終
局
部
）
を
も
っ
て
三

つ
の
場

面
が
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

つ
ま
り
こ
の
第
六
歌
群
は
詞
書

に
こ
れ
と
い
っ
た
工
夫
も
な
く
、
あ
る
女
性
と
の
そ
の
時
時
の
贈
答
歌
を

並

べ
て
い
る
だ
け
で
、
緊
密
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

次
に
第
六
歌
群
で
あ
る
。
こ
れ
は

『
注
釈
』
の
い
う
通
り
、
本
院
侍
従

と
の
贈
答
歌
を
も
と
に
し
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
歌
群

は
伊
ヂ
が
本
院
侍
従
を
盗
み
だ
す
と
い
う
衝
撃
的
な
事
件
を
種
に
し
た
話

を
冒
頭
に
お
く
が
、
以
下
、
と
よ
か
げ
が

「
こ
の
女
の
も
と
に
き
ぬ
を
わ

す
れ
て
」
か
わ
さ
れ
た
贈
答
歌

（
二
五

・
六
番
歌
）
や
、
と
よ
か
げ
が

「

山
と

（
大
和
）
よ
り
か

へ
り
て
」
か
わ
さ
れ
た
贈
答
歌

（
三
八

・
九
番
歌
）

が
並
ぶ
だ
け
で
、　
一
貫
し
た
テ
ー
マ
は
見
え
に
く
い
。
こ
の
な
か
で
女
の

歌
を
見
る
と
、
三
二
番
歌
に

「
う
ち
と
け
ぬ
べ
き
こ
こ
ち
こ
そ
す
れ
」
と

い
う
句
が
あ
り
、
以
下
と
よ
か
げ
に

一
応
逆
ら
っ
て
い
る
よ
う
に
み
せ
は

す
る
も
の
の
、
彼
に
愛
着
を
示
し
て
い
る
歌
が
多
い
の
で
、
と
よ
か
げ
が

女
を
盗
み
出
し
た
こ
と
と
、
女
が
と
よ
か
げ
に
愛
着
を
示
し
だ
し
た
こ
と

に
何
か
関
連
性
を
も
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
予
想
で
き
る
。
し
か

し
こ
れ
と
言

っ
て
断
言
す
べ
き
テ
ー
マ
は
見
い
だ
せ
ず
、
こ
の
歌
群
も
、

衝
撃
的
な
事
件
で
始
ま

っ
て
は
い
る
が
、
以
下
は
そ
の
時
時
の
贈
答
を
並
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べ
る
だ
け
で
、
緊
密
な
構
成
を
と

っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

こ
の
よ
う
に
Ｂ
部
の
各
歌
群
に
は
、
Ａ
部
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
工
夫
も

テ
ー
マ
も
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
Ａ
部
と
Ｂ
部
の
異
質
性
に
つ

い
て
、
第
二

・
四
節
で
、
述

べ
き
た
っ
た
と
こ
ろ
を
こ
こ
で
ま
と
め
る
な

ら
ば
、

Ｉ
　
Ａ
部
に
は
詞
書
部
分
の
他
に
後
書
部
分
が
数
多
く
あ
る
が
、
Ｂ
部
に

は
後
書
は

一
つ
し
か
な
い
。

Π
　
Ａ
部
の
後
書
部
分
は
、
時
に
は

『
伊
勢
物
語
』
を
意
識
し
つ
つ
、
作

者
の
感
想
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
．

Ⅲ
　
Ａ
部
で
は
詞
書
で
も
後
書
で
も
登
場
人
物
の
心
境
に
つ
い
て
触
れ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

Ⅳ
　
Ⅱ

ｏ
Ⅲ
で
述

べ
た
よ
う
な
特
徴
は
Ｂ
部
に
は
み
ら
れ
ず
、
Ｂ
部
の
詞

書
は
歌
が
詠
ま
れ
る
に
至
っ
た
事
情
を
淡
々
と
述

べ
る
だ
け
で
あ
る
。

と
い
う
四
つ
に
加
え
、

Ｖ
　
Ａ
部
の
各
歌
群
は
あ
る
デ
ー
マ
に
貫
か
れ
た
緊
密
な
構
成
を
と
っ
て

い
る
が
、
Ｂ
部
の
歌
群
に
は

一
定
の
テ
ー
マ
も
見
い
だ
せ
ず
、
緊
密

な
構
成
も
と

っ
て
い
な
い
。

と
い
う
重
大
な
相
連
が
あ
る
の
で
あ
っ
た
。

四
　
後
半
部
未
定
稿
説

先
の
二
節
に
お
い
て
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
各
歌
群
は
Ａ
部
と
Ｂ
部

で
性
質
を
異
に
す
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
原
因
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

Ａ
部
の
各
歌
群
が
あ
る
テ
ー
マ
に
貫
か
れ
て
緊
密
な
構
成
を
と

っ
て
い

る
の
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
あ
の
よ
う
な
も
の
が
自
然
に
で
き
る
と
は

到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
伊
ヂ
の
作
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
み
て
異

論
は
無
か
ろ
う
。
問
題
は
、
Ｂ
部
の
各
歌
群
で
は
工
夫
も
凝
ら
さ
れ
ず
、

テ
ー
マ
も
は

っ
き
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
伊
ヂ
の
意
図
し
た
こ
と
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
は
、
そ
れ
は
伊
ヂ
の
意
図
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
。
今
ま
で

は
Ａ
部
と
Ｂ
部
の
異
質
性
を
主
に
強
調
し
て
き
た
が
、
勿
論
両
者
を
貫
く

特
徴
も
あ
る
。
主
人
公
を
と
よ
か
げ
に
仮
託
し
て
い
る
こ
と
や
、
贈
答
相

手
の
女
性
の
名
を
明
か
さ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
本
稿
第

一
節
で
指
摘
し
た
、

歌
群
の
最
初
に
女
性
を
紹
介
し
、
そ
の
女
性
と
の
贈
答
歌
を
も
と
に
し
て

一
つ
の
歌
群
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
．
そ
う
す
る
と

伊
ヂ
は
Ｂ
部
で
も
Ａ
部
と
同
様
な
物
語
歌
群
を
な
そ
う
と
し
た
と
考
え
る

の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
Ａ
部
で
あ
れ
ほ
ど
ェ
夫
を
凝
ら
し
た
緊
密
な
物
語

歌
群
を
な
し
た
伊
ヂ
が
、
果
し
て
Ｂ
部
で
男
女
の
主
人
公
の
書
き
方
や
、

歌
群
の
形
成
法
は
継
承
し
な
が
ら
、
改
め
て
詞
書
に
も
工
夫
を
凝
ら
さ
ず
、

緊
密
な
構
成
も
と

っ
て
い
な
い
物
語
歌
群
を
な
そ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
伊
ヂ
は
Ｂ
部
で
も
Ａ
部
と
同
様
な
物
語
歌
群
を
な
そ
う
と
し
た
が
、

何
ら
か
の
理
由
で
そ
こ
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
、

つ
ま
り
Ｂ
部
は
未
定

稿
で
あ
る
と
考
え
る
。

次
に
本
院
侍
従
と
の
贈
答
歌
を
も
と
に
し
た
第
七
歌
群
を
見
直
す
こ
と

に
よ
り
、
Ｂ
部
未
定
稿
説
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
こ
に
こ
の
歌
群
を
取

り
上
げ
る
の
は
、
後
人
補
人
部
や

『
拾
遺
集
』
に
伊
ア
と
本
院
侍
従
と
の
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贈
答
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
に
そ
れ
ら
を
合
わ
せ

て
考
え
れ
ば
、
こ
の
歌
群
で
も
と
も
と
意
図
さ
れ
て
い
た
テ
ー
マ
が
み
え

て
く
る
と
思
え
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
後
人
補
人
部
の
本
院
侍
従
関
係
の
歌

〈
注
２３
〉
に
は
、
そ
の
詠
歌

時
期
が
特
定
で
き
な
い
な
ど
の
問
題
点
は
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
事
実
は

そ
こ
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
第

一
に
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
で
と
よ
か
げ
が
女
を
盗
み
出
し
た

こ
と
か
ら
も
窺
え
る
が
、
二
人
の
仲
は
あ
ま
り
お
お
っ
ぴ
ら
に
で
き
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
四
二
番
歌
か
ら
も
知
れ
る
し
、
後
人
補
人
部
の

第

一
次
成
立
段
階
で
は
女
性
の
こ
と
を

「
た
れ
と
し
ら
ず
」

（
九
八
番
歌

詞
書
）
と
言

っ
た
り
、
単
に

「
じ
じ
う
の
き
み
へ
」

（
一
一
二
番
歌
詞
書
）

と
言

っ
た
り
し
て
い
て
、
第
二
次
成
立
段
階
で
初
め
て

「
本
院
に
こ
そ
」

（
一
〇
〇
番
歌
詞
書
）

。

「
本
院
の
に
や
」

（
一
一
二
番
歌
詞
書
）
と
名

が
明
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
測
ら
れ
る

〈
注
２４
〉
０
ま
た

　ヽ
一
〓
二

番
歌
に

「
す
こ
し
だ
に
い
ふ
は
い
ふ
に
も
あ
ら
ね
ば
や
」
と
あ
る
の
は
伊

ヂ
が
本
院
侍
従
に
十
分
に
愛
の
言
葉
も
吐
露
で
き
な
い
立
場
に
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
よ
う
。

第

一
の
点
と
関
わ
る
こ
と
だ
が
第
二
に
、
本
院
侍
従
は
伊
ヂ
に
対
し
て

消
極
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
目
だ

つ
。
九
八
番
歌
か
ら

一
〇
〇

番
歌
に
は
如
実
に
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
し
、　
一
一
七

ｏ
八
番
歌
か
ら
は
、

伊
ヂ
と
本
院
侍
従
が
逢
い
そ
め
る
ま
で
に
か
な
り
の
問
本
院
侍
従
は
伊
ヂ

の
言
い
寄
り
を
拒
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
と
、
か
な
り
後
の
こ

と
に
な
る
が
、

『
拾
遺
集
』
巻

一
九

◆
雑
恋

。
一
二
六
二
番
に
、

一
条
摂
政
下
ら
ふ
に
侍
り
け
る
時
、
承
香
殿
女
御

〈
注
２５
〉
に
侍

り
け
る
女
に
し
の
び
て
物
い
ひ
侍
り
け
る
に
、
さ
ら
に
な
と
ひ
そ

と
い
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
、
ち
ぎ
り
し
事
あ
り
し
か
ば
な
ど
い
ひ

つ

か
は
し
た
り
け
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
院
侍
従

そ
れ
な
ら
ぬ
事
も
あ
り
し
を
わ
す
れ
ね
と
い
ひ
し
ば
か
り
を
み
み
に

と
め
け
ん

と
あ
る
の
を
み
で
も
、
本
院
侍
従
は
伊
ヂ
と
の
仲
を
な
い
も
の
に
し
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
は
当
然
、

『
本
院
侍
従
集
』
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
本
院
侍
従
が
伊
ヂ
の
弟
兼
通
と
も
恋
愛
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
が

関
係
し
て
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
事
を
ふ
ま
え
て
第
七
歌
群
を
見
直
し
て
み
る
と
、
そ
の
テ

ー
マ
が
予
測
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
七
歌
群
は
第
二
節
で
も
触
れ
た
よ

う
に
、
最
初
に
と
よ
か
げ
が
女
を
盗
み
出
す
話
が
あ
り
、
以
下
に
女
が
と

よ
か
げ
に
靡
い
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。
伊
ヂ
に
す
れ
ば
、
お
の
が
生
涯

を
振
り
返
っ
て
み
て
、
忘
れ
え
ぬ
女
性
の

一
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
本
院

侍
従
に
つ
い
て
、
彼
女
が
珍
し
く
自
分
に
心
を
寄
せ
て
い
て
く
れ
た
時
期

の
事
と
、
そ
の
き

っ
か
け
と
な
っ
た
事
件
を
テ
ー
マ
に
し
て
、　
一
つ
の
歌

群
を
な
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
事
が
あ
ま
り
に

も
印
象
的
で
あ
っ
た
の
で
、
長
い
時
間
を
経
て
初
め
て
本
院
侍
従
と
逢
え

た
時
の
こ
と
な
ど
は
、
こ
の
歌
群
か
ら
捨
象
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
考
え
る
と
第
七
歌
群
の
テ
ー
マ
も
み
え
て
く
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
以
外
に
あ
る
本
院
侍
従
関
係
の
歌
や
、

『
本
院
侍
従
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集
』
を
も
考
慮
に
い
れ
て
導
き
出
さ
れ
る

一
つ
の
推
論
結
果
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
こ
の
歌
群
だ
け
を
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
は
テ
ー
マ
な
ど
読
み

取
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
は
散
漫
な
印
象
を
受
け
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
果
し
て
こ
れ
で
伊
ヂ
は
満
足
し
た
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
は
す
で
に
あ
る
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
歌
が
絞
り
込
ま
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
Ａ
部
の
よ
う
に
詞
書
等
に
何
ら
か
の
工
夫
を
凝
ら
し
た
な
ら

ば
、
相
当
緊
密
な
感
じ
を
与
え
る
歌
群
に
な

っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ

う
し
て
Ａ
部
で
す
で
に
、
そ
う
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
証
明
さ
れ
て
い
る

伊
ア
が
、
緊
密
な
構
成
を
と
ろ
う
と
せ
ず
、
現
存
の
よ
う
な
第
七
歌
群
で

満
足
し
て
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
私
が
Ｂ
部
未
定
稿
説
を
採
る

所
以
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
も
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
守
屋
省
吾
の

「
と
よ
か

げ
」
の
部
成
立
期
に
関
す
る
意
見
に
対
し
て
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
成

立
期
は
伊
ヂ
晩
年
で
あ
り
、
第
七
歌
群
以
外
の
本
院
侍
従
の
歌
が

「
と
よ

か
げ
」
の
部
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
第
七
歌
群
の
テ
！
マ
か

ら
は
ず
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
私
は
Ｂ
部
は
未
定
稿
だ
と
考
え
る
の

だ
が
、
こ
こ
に

一
つ
今
ま
で
触
れ
て
こ
な
か

っ
た
歌
群
が
あ
る
。
そ
れ
は

第
八
歌
群

（
四

一
番
歌
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
色
々
な
点
で
注
目
す
べ
き
こ
と
を
も
つ
。
ま
ず
、
こ
の
歌
群
は

便
宜
上
歌
群
と
呼
ん
で
き
た
が
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
に
あ

っ
て
唯

一
一

首
の
歌
だ
け
で
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
。
そ
れ
と
、
Ｂ
部
に
あ
っ
て
こ
の

歌
だ
け
が
後
書
を
持

つ
こ
と
。
ま
た
、
四

一
番
歌
だ
け
の
問
題
で
は
な
い

が
、
益
田
家
旧
蔵
本

〈
注
８
〉
で
は
、
こ
の
歌
の
後
の
半
帖
分
ほ
ど
が
無

造
作
に
破
り
取
ら
れ
て
お
り
、
益
田
勝
実

〈
注
節
〉
は
こ
の
部
分
に
更
に

「
と
よ
か
げ
」
の
部
が
続
い
て
い
た
と
想
定
し
て
い
る
。
果
し
て
そ
れ
が

妥
当
か
ど
う
か
も
問
題
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
も
、
私
は
Ｂ
部
未
定
稿

説
で
解
決
で
き
る
と
考
え
る
。

四

一
番
歌
は

こ
の
お
き
な
、
た
え
て
ひ
さ
し
う
な
り
に
け
る
人
の
も
と
に

な
が
き
よ
に
つ
き
ぬ
な
げ
ぎ
の
た
え
ざ
ら
ば
な
に
に
い
の
ち
を
か
け

て
わ
す
れ
ん

お
は
や
け
ご
と
い
そ
が
し
き
こ
ろ
に
て
、
こ
れ
が
か

へ
し
を
え
せ

ず
こ
そ
な
り
に
け
れ

と
あ
る
が
、
後
書
の
解
釈
の
仕
方
が
二
通
り
に
分
か
れ
て
い
る
．　
一
つ
は
、

四

一
番
歌
は
詞
書
か
ら
男
の
歌
だ
と
わ
か
る
か
ら
、
後
書
を
素
直
に
読
み
、

忙
し
い
の
は
女
と
と
る
立
場
。
　
二

條
摂
政
御
集

（
第

一
部
）
注
釈
」

〈

注
２
〉
は
こ
の
解
釈
を
と
る
。
い
ま

一
つ
は
、
阿
部
俊
子

〈
注
１４
〉
や

『

注
釈
』
の
よ
う
に
、
四

一
番
歌
の
後
に
欠
文
を
想
定
し
て
ま
で
も
、
忙
し

い
の
は
男
で
あ
る
と
考
え
る
立
場
。
そ
れ
は
阿
部
自
身
が

「
又
最
後
の

（

中
略
）
後
書
は
、
こ
の
文
の
表
現
か
ら
み
る
と
冒
頭
の
文
と
呼
応
し
て
」

と
い
う
よ
う
に
、
冒
頭
序
文
の

「
お
ほ
や
け
ど
と
き
わ
が
し
う
て
」
と
い

う
言
葉
と
の
照
応
を
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
序
文
の

一
節

（
本
稿
冒

頭
の
引
用
文
参
照
）
は
男
が
忙
し
い
と
言

っ
て
い
る

〈
注
２７
〉
わ
け
だ
が
ヽ

序
文
に
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
最
末
尾
に
又

同
じ
よ
う
な
言
葉
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
序
文
に
対
応
し
て
い
て
、
男
が
忙
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し
い
と
言

っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
く
な
る
の
も
よ
く
わ
か
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
れ
ら
に
対
し
私
は
、
こ
の
二
通
り
の
解
釈
を
折
哀
し
、
こ
の
後
書

は
序
文
を
意
識
し
て
い
る
が
、
脱
落
な
ど
想
定
す
る
必
要
は
な
く
、
忙
し

い
の
は
女
と
解

っ
て
よ
い
と
す
る
立
場
に
立

つ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
Ｂ

部
未
定
稿
説
を
根
拠
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

Ｂ
部
は
幾
度
も
述
べ
た
と
お
り
、
未
定
稿
で
あ
る
。
何
ら
か
の
理
由
に

よ
り
、
伊
ア
は
こ
こ
で
筆
を
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
．
そ
れ
で

「
と
よ
か
げ
」
の
部
に
結
末
を

つ
け
る
必
要
が
生
じ
、
伊
ヂ

は
女
か
ら
返
歌
を
も
ら
え
な
か
っ
た
四

一
番
歌
を
最
後
に
も
っ
て
き
て
、

序
文
の

「
お
ほ
や
け
ご
と
き
は
が
し
う
て
」
を
意
識
し
た
城
文
の
よ
う
な

後
書
を

つ
け
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
を
閉
じ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

後
半
部
の
中
で
こ
の
歌
だ
け
が
後
書
を
持

つ
こ
と
に
な
っ
た
の
は
こ
れ
で

分
か
る
．
し
か
し
後
半
部
は
所
詮
未
定
稿
で
あ
る
。
詞
書
に
工
夫
を
凝
ら

し
た
り
、
後
書
を

つ
け
た
り
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も

序
文
と
き
っ
ち
り
と
照
応
し
た
跛
文
を
作
る
余
裕
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

だ
か
ら
こ
の
後
書
は
、
跛
文
と
す
る
な
ら
ば
、
四

一
番
歌
に
し
か
関
わ
ら

な
い
、
序
文
で
忙
し
い
と
さ
れ
て
い
た
の
は
男
で
あ
る
の
に
今
度
は
女
が

忙
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
中
途
半
端
な
も
の
に
な
っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
な
ら
ば
、
こ
の
歌
群
だ
け
が

一
首
の
歌
で
で
き
て

い
る
こ
と
も
Ｂ
部
で
唯

一
後
書
を
持

つ
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
そ
れ
は
い

わ
ば
、

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
結
末
を
無
理
に
つ
け
る
た
め
で
あ

っ
た
の

だ
。

そ
う
す
る
と
益
田
家
旧
蔵
本
の

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
後
に
あ
る
、
半

帖
分
の
欠
損
部
分
に
猶

「
と
よ
か
げ
」
の
部
が
続
い
て
い
た
と
考
え
る
余

地
は
な
く
な
る
。
こ
れ
は
鈴
木
棠
三

〈
注
田
〉
の
言
う
よ
う
に
、
元
自
紙

で
汚
れ
か
な
に
か
の
た
め
に
切
り
取
ら
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

ま
た
、
私
同
様

「
と
よ
か
げ
」
の
部
を
二
部
に
分
け
て
考
え
て
い
る
内

田
強

〈
注
７
〉
は
、

二
二
番
歌
の
後
書
部
分
と
四

一
番
歌
の
後
書
部
分
を

比
較
し
、

二
二
番
歌
の
そ
れ
を

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
終
末
部
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
も
の
と
認
め
、
四

一
番
歌
の
そ
れ
は
、
伊
ヂ
の
な
し
た
終
末
部

と
し
て
は
稚
拙
過
ぎ
る
と
言
う
。
こ
の
考
え
に
は
私
も
賛
成
で
あ
る
が
、

四

一
番
歌
の
後
書
が
稚
拙
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
の
原
因
を
内
田
は
説
明
し

て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
事
に
つ
い
て
も
、
私
の
Ｂ
部
未
定
稿
説
で
説
明

が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

注

〈
１
〉
　

『
一
条
摂
政
御
集
』
の
引
用
は
、
平
安
文
学
輪
読
会
編

『
一
条

摂
政
御
集
注
釈
』

（
昭
和
４２
年
、
塙
書
房
）
の
本
文
に
よ
る
。

以
下
、
同
じ
。

〈
２
〉
　

王
朝
文
学
研
究
部
会

（
桑
原
博
史
指
導
）
編

（
『
王
朝
文
学
』

‐３
号
、
昭
和
４‐
年
■
月
）
。
な
お
、

「
第

一
部
」
と
は
私
の
言

う

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
こ
と
。

〈
３
〉
　

「
一
條
摂
政
御
集
に
つ
い
て
」

（
『
国
語

ｏ
国
文
』
餌
巻
捏
号
、

昭
和
４０
年
１２
月
）
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〈
４
〉
　

「
後
撰
集
の
物
語
性
１
付
歌
物
語
の
本
質
」

（
『
国
語
と
国
文

学
』
“
巻
１０
号
、
昭
和
４２
年
１０
月
）
。
後
、

『
伊
勢
物
語
の
研

究

【
研
究
篇
】
』

（
昭
和
４３
年
、
明
治
書
院
）
で
再
論
。

〈
５
〉
　

「
と
よ
か
げ
」
の
部
は
、
五
人
の
女
性
と
の
贈
答
歌
で
構
成
さ

れ
て
い
る
と
い
う
難
波
喜
造

（
「
豊
蔭
の
主
題
」

『
日
本
文
学
』

１０
巻
Ｈ
号
、
昭
和
∞
年
■
月
）
に
は
従
え
な
い
。

〈
６
〉
　

「
『
一
条
摂
政
御
集
』
解
釈
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」

（
『
中
京
大
学

文
学
部
紀
要
』
１６
巻
２
号
、
昭
和
”
年
■
月
）

〈
７
〉
　

「
「
一
条
摂
政
御
集
」
前
半
部
の
物
語
性
」

（
二
松
学
舎
大
学

雨
海
ゼ
ミ

『
平
安
文
学
探
究
』
、
昭
和
馴
年
度
）
。
な
お
、

「

前
半
部
」
と
は
私
の
言
う

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
全
体
を
指
す
。

〈
８
〉
　

昭
和
檀
年
松
か
け
会
発
行
の
複
製
本
の
昭
和
”
年
再
販
本
に
よ

る

。

〈
９
〉
　

益
田
家
旧
蔵
本

の
当
該
部
分
を
、
そ
の
字
配
り
に
従

っ
て
翻
字

す
る
。

（
印
刷
の
都
合
上
厳
密
で
は
な
い
。

以
下
、
同
じ
）

い
と
を
か
し
と
お
も
ひ
け
る
こ
と

ゝ

も

ゝ
あ
り
け
れ
と
こ
と
な
る
こ
と
な

き
ひ
と
の
う

へ
は
み
な
　
　
わ
す
れ

に
け
り

お
き
な
に
し
　
　
の
京
わ
た
り
な
り

〈
１０
〉
　

益
田
家
旧
蔵
本
の
当
該
部
分
を
、
そ
の
字
配
り
に
従

っ
て
翻
字

す
る
．た

れ
に
か
ひ
と
に

は
や
う
の
こ
と
な
る

へ
し
　
き
た
の
か
た
と

ゑ
し
　
た
ま
て
　
き
ら
に
こ
し
と
ち
　
か

こ
と
し
　
て
も
の
と
も
は
ら
ひ
な
　
と

し
て
ふ

つ
か
は
か
り
あ
り

て

「
た
れ
に
か
ひ
と
に
」
は
文
脈
上
後
に
は
続
か
な
い
の
で
、

こ

の
直
後
に
何
か
脱
落
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
＝
〉
　

片
桐
洋

一

（
〈
注
３
〉
論
文
と

『
注
釈
』
解
題
）
と
阿
部
俊
子

（
『
歌
物
語
と
そ
の
周
辺
』
昭
和
４４
年
、
風
問
書
房
）
は
、
後

人
補
人
部
の
重
出
歌
の
位
置
関
係
等
か
ら
、
後
人
補
人
部
は

一

一
九
番
歌
以
前
と

一
二
〇
歌
以
後

の
二
段
階
に
分
か
れ
て
成
立

し
た
と
考
え
て
い
る
。

〈
‐２
〉
　

益
田
家
旧
蔵
本
の
当
該
部
分
を
、
そ
の
字
配
り
に
従

っ
て
翻
字

す
る
。こ

の
お
と
ゝ
は
い
み
し
き
い
る
こ

の
み
に
て
よ
る

つ
の
人

の
こ
さ

し
ｏ
と
た
は
れ
あ
り
き
た
ま

へ

と
の
き
て
　
あ
く
ひ
と
な
く
あ

は
れ
に
の
み
お
も
ひ
き
こ
ゆ
る
か

た
れ
そ

ひ
さ
し
く
え
お
は
せ
て
む
か

へ
ひこ

〈
‐３
〉

七
番
歌
の
後
書
部
分
に
も
改
行
が
な
さ
れ
て
い
る
。
益
田
家
旧

蔵
本
の
当
該
部
分
を
、
そ
の
字
配
り
に
従
っ
て
翻
字
す
る
。
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心
や
ま
し
・
な
に
と
し
ｏも
へ
た
ま

へ
と

か
ゝ
す女

か
た
は
ら
い
た
か
り
け
ん
か
し

人
の
お
や
の
あ
は
れ
な
る
こ
と
よ

と
よ
か
け
お
ほ
ゐ
の
み
か
と
わ
た
り
な

こ
の
部
分
は
文
脈
上
の
破
綻
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

字
配
り
に
な

っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

〈
‐４
〉

一剛
掲
書

〈
注
Ｈ
〉

〈
‐５
〉
　

〈
注
３
〉
論
文
と

『
注
釈
』
解
題

〈
‐６
〉
　

「
大
蔵
史
生
倉
橋
豊
蔭
に
つ
い
て
」

（
『
国
語
国
文
』
釧
巻
１２

号
、
昭
和
４０
年
理
月
）

〈
‐７
ｖ
　
勅
撰
集
の
引
用
と
歌
番
号
は
、

『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

以
下
、
同
じ
。

〈
‐８
〉
　

四
六
―
四
八
番

ｏ
六
六
番

ｏ
一
〇
七
番

。
一
七
ｏ
番
歌
。

〈
‐９
〉
　

「
『
一
条
摂
政
御
集
』
考
‥
主
と
し
て
第

一
部
と
よ
か
げ
の
成

立
期
に
つ
い
て
―
」

（
立
教
大
学

『
日
本
文
学
』
”
号
、
昭
和

″
年
十
二
月
）
。
後
、

『
蜻
蛉
日
記
形
成
論
』

（
昭
和
”
年
、

笠
問
書
院
）
に

「
『
一
条
摂
政
御
集
』

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の

形
成
要
因
」
と
し
て
所
収
。

〈
”
〉
　

丸
岡
誠

一

「
一
条
摂
政
御
集
成
立
私
見
」

（
『
文
学
論
藻
』
＝

号
、
昭
和
”
年
５
月
に
詳
し
い
。

〈
２‐
〉
　

『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻

◆
天
暦
十
年

（
岩
波
大
系
本

一
二
二
頁
）

か
く
て
た
え
た
る
ほ
ど
、
わ
が
家
は
、
内
裏
よ
り
ま
い
り
ま
か

づ
る
み
ち
に
し
も
あ
れ
ば
、
夜
中
あ
か
月
と
う
ち
し
は
ぶ
き
て
、

う
ち
わ
た
る
も
、
き
か
じ
と
お
も

へ
ど
も
、
う
ち
と
け
た
る
い

も
ね
ら
れ
ず
、
夜
長
う
し
て
ね
ぶ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
さ
な
な

り
と
み
き
く
心
ち
は
、
な
に
に
か
は
似
た
る
。

〈
２
〉
　

益
田
家
旧
蔵
本
と

『
新
勅
撰
集
』
に
あ
る
歌
の
語
句
の
異
同
か

ら
、
片
桐
洋

一
（
〈
注
３
〉
論
文
と

『
注
釈
』
解
題
）
は
定
家

が
益
田
家
旧
蔵
本
以
外
の
伊
ヂ
集
を
保
持
し
て
い
た
と
予
想
し
、

阿
部
俊
子

（
〈
注
Ｈ
〉
参
照
）
は
益
田
家
旧
蔵
本
と

「
同
類
で

あ
り
な
が
ら
多
少
の
字
面
の
異
同
と
共
に
ち
が
つ
た
形
を
も

つ

て
ゐ
た
伝
本
が
あ

つ
た
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
言

っ
て
い
る
。

又
片
桐
は
為
家
に
始
ま
る
二
条
家
流
の
歌
集
に
の
み
、
益
田
家

旧
蔵
本
に
な
い
歌
が
伊
ヂ
の
歌
と
し
て
と
ら
れ
て
い
る
の
で
、

益
田
家
旧
蔵
本
以
外
の
伊
ヂ
集
が
二
条
家
に
伝
わ

っ
て
い
た
と

も
予
想
す
る
。

〈
郎
〉
　

ほ
ぼ
確
実
に
伊
ヂ
と
本
院
侍
従
の
や
り
と
り
と
認
定
で
き
る
の

は
、
四
二
―
四
四
番
、
九
八
―

一
ｏ
ｏ
番
、　
一
〓
二
と

一
一
八

番
歌
で
あ
る
。

〈
２
〉
　

片
桐
洋

一

（
〈
注
３
〉
論
文
と

『
注
釈
』
解
題
）
は

「
や
ま
と

の
め
の
と
と
世
に
い
ひ
け
る
」

（
五
七
番
歌
詞
書
）
や

「
を
ん

な
、

の
ち
の
よ
の
た
か
ま
つ
の
な
い
し
と
ぞ
」

（
一
二

一
番
歌

詞
書
）
等
の
記
述
か
ら
、
後
人
補
人
部
に
第

一
次
編
纂
者
と
第

二
次
編
纂
者
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。

「
た
れ
と
し
ら
ず
」

◆

「
じ
じ
う
の
き
み
へ
」
と
い
う
よ
う
に
相
手
の
名
を
あ
か
さ
な
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い
の
は
第

一
次
編
纂
者
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て

「
本

院
」
と
い
う
呼
び
名
を
あ
か
す
の
は
第
二
次
編
纂
者
に
よ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
郎
〉
　

承
香
殿
女
御
と
は
微
子
。

「
と
よ
か
げ
」
の
部
や

『
本
院
侍
従

集
』
に
描
か
れ
た
事
件
が
お
こ
っ
た
の
は
本
院
侍
従
が
安
子
の

も
と
に
仕
え
て
い
た
頃
で
、
彼
女
が
徴
子
に
仕
え
る
の
は
か
な

り
後
の
こ
と
で
あ
る
。

〈
２６
〉
　

「
豊
蔭
の
作
者
」

（
『
日
本
文
学
史
研
究
』
２０
号
、
昭
和
２７
年

１０
月
）

〈
２７
〉
　

「
一
條
摂
政
御
集

（
第

一
部
）
注
釈
」

（
〈
注
２
〉
参
照
）
は
、

「
編
集
者
で
あ
る
私
は
、
な
に
ぶ
ん
公
務
多
忙
の
た
め
」
と
訳

す
。

〈
２８
〉
　

「
一
條
摂
政
御
集
の
研
究
」

（
『
文
学
』
３
巻
６
号
、
昭
和
１０

年
９
月
）

（
大
阪
大
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
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