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『御
裳
濯
河
歌
合
』
俊
成
判
序
文
の
検
討

は
じ
め
に

文
治
三
年
、
陸
奥
か
ら
帰
京
し
た
西
行
は
自
ら
の
詠
作
を
二
篇
各
二
十

六
番
の
歌
合
に
編
み
、
当
時
出
家
し
て
い
て
釈
阿
と
い
っ
た
俊
成
と
そ
の

息
定
家
と
に
加
判
を
依
頼
し
た
。
こ
の
う
ち
、
前
者
は

『御
裳
濯
河
歌
合
』

後
者
は

『宮
河
歌
合
』
と

一
般
に
は
呼
ば
れ
て
い
る
。
俊
成
の
判
は
間
も

な
く
成

っ
た
が
、
定
家
の
判
は
遅
滞
し
、
西
行
の
催
促
も
あ
っ
て
、
二
年

余
り
の
ち
の
文
治
五
年
十
月
頃
よ
う
や
く
完
成
し
た
（１
）。
従
来
、
両
歌

合
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
主
に
西
行
の
側
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
（２
）。
こ

れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
た

一
方
、
両
宮
歌
合
判
は
俊
成
、
定
家

の
批
評
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
、

諸
先
学
の
論
考
に
導
か
れ
つ
つ
、
俊
成
の
批
評
意
識
を
探
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、

『御
裳
濯
河
歌
合
』
俊
成
判
に
考
察
を
加
え
る
。

『御
裳
濯
河
歌
合
』

一
番
判
詞
に
は
、　
一
番
の
具
体
的
な
判
の
前
に
、

和
歌

・
歌
合
の
歴
史
を
述
べ
、
こ
の
歌
合
の
判
を
す
る
に
至

っ
た
経
緯
を

記
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
内
容
的
に
は
判
詞
と
い
う
よ
り
も
序
文
と

卜
に
華
原
　
　
ｍ
明
止
旧

い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
以
下
こ
れ
を
序
文
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

『宮
河
歌
〈
星

に
は
定
家
に
よ
る
跛
文
が
あ
り
、
両

宮
歌
合
を
二
篇

一
具
の
も
の
と
見
た
場
合
、
少
な
く
と
も
結
果
的
に
は
、

い
ま
序
文
と
呼
ん
だ
部
分
が

『宮
河
歌
合
』
跛
文
と
形
の
上
で
対
応
し
て

い
る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
こ
れ
を
序
文
と
し
て
扱

っ
て
差
し
支
え
な
い
で

あ
ろ
う
。

い
ま
、
序
文
を
便
宜
上
次
の
六
つ
の
部
分
に
分
け
る
。

（
一
）
綸製
歌
の
構
搬
秘

（二
）
撲
集
に
お
け
る
選
歌

（三
）
公
任
の
秀
歌
選

（四
）
歌
合
の
歴
史

（五
）
自
ら
の
歌
合
判

（六
）
本
歌
合
判
に
至
る
経
緯

（七
）
述
懐

以
下
、
右
の
区
分
を
目
安
と
し
て
、
考
察
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
区
分
は

あ
く
ま
で
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
俊
成
の
意
識
し
て
い
た
構
成
を
再
現
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し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

一

第

一
の
部
分
、

「
２

）
和
歌
の
機
能
」
は
、

豊
葦
原
の
な
ら
ひ
と
し
て
、
難
波
津
の
歌
は
、
人
の
心
を
や
は
ら
ぐ

る
な
か
だ
ち
と
な
り
に
け
れ
ば
、
是
を
詠
ま
ざ
る
人
は
な
か
る
べ
し
。

（３
）

俊
成
が
序
文
を

「豊
直
原
」
の
語
を
も
っ
て
始
め
て
い
る
の
は
、
伊
勢

神
宮
へ
の
奉
納
と
い
う
本
歌
合
の
目
的
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「豊
萱
原
」
の
語
は
岩
戸
伝
説
を
伝
え
る

『
日
本
書
紀
』
神
代
上
の
記
事

に
も
見
え
る
。

天
照
大
神
聞
じ
め
し
て
日
さ
く
、　
ヨ
ロ、
比
石
窟
に
開
り
居
り
。
謂

ふ
に
、
営
に
劃
ョ
園
引
国
は
、
必
ず
為
長
夜
く
ら
む
。
云
何
ぞ
天
釦

女
命
如
此
唯
楽
く
や
」

（日
本
古
典
文
学
大
系

。
上
　
一
一
一
一頁
）

ま
た
、

『万
葉
集
』
二

「
日
並
皇
子
尊
の
歿
宮
の
時
に
柿
本
朝
臣
人
麻
呂

が
作
る
歌
」

（
一
六
七
）
に
、

天
照
ら
す
　
日
女

（
ひ
る
め
）
の
命
　
天
を
ば
　
知
ら
し
め
す
と

ヨ
厠
倒
　
珊
悧
ｑ
国
を
　
天
地
の
　
寄
り
合
ひ
の
極
み
　
知
ら
し
め

す
　
神
の
命
と
　
天
雲
の
　
八
重
か
き
別
け
て
　
神
下
し
…
…

と
あ
る
。
平
安
朝
以
降
の
和
歌
で
は
賀
歌
や
神
祗
歌
に
し
ば
し
ば

「豊
慮

原
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
後
代
の
例
は
で
あ
る
が
、　
　
　
　
　
．

三
種
の
宝
物
の
心
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従

一
位
教
良

神
代
よ
り
み
く
さ
の
た
か
ら
つ
た
は
り
て
と
よ
あ
し
原
の
じ
る
し
と

ぞ
な
る

（玉
葉
集

。
二
十

・
神
祗
　
一
一七
九
六
）

な
ど
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

「豊
慮
原
」
は
天
照
大
神
や
皇
統
に
縁
の
深
い

語
で
あ
っ
た
と
言
え
、
伊
勢
神
宮
に
奉
納
の
本
歌
合
の
序
文
を
始
め
る
に

ふ
さ
わ
し
い
言
葉
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
（４
）。

西
行
は
本
歌
合
の
一
番
、
二
番
に
次
の
歌
を
配
し
て
い
る
。

山亘
戸
あ
け
し
あ
ま
つ
み
こ
と
の
そ
の
か
み
に
桜
を
誰
か
植
ゑ
は
じ
め

け
ん

（
一
番
左
）

神
路
山
月
さ
や
か
な
る
ち
か
ひ
あ
り
て
天
の
下
を
ば
照
ら
す
な
り
け

り

（
一
番
右
）

神
風
に
こ
こ
ろ
や
す
く
ぞ
ま
か
せ
つ
る
桜
の
宮
の
花
の
さ
か
り
を

（二
番
左
）

さ
や
か
な
る
わ
し
の
た
か
ね
の
雲
ゐ
よ
り
か
げ
や
は
ら
ぐ
る
月
よ
み

の
も
り

（二
番
右
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
伊
勢
神
宮
へ
の
畏
敬
の
念
を
表
出
し
た
す
ぐ
れ
た
神

祗
歌
で
あ
り
、
こ
の
度
の
奉
納
の
た
め
に
新
た
に
詠
み
出
さ
れ
た
も
の
と

考
，４
ら
れ
る
。
序
文
冒
頭
の

「豊
直
原
」
の
語
に
は
、
そ
う
し
た
西
行
の

意
図
を
充
分
理
解
し
た
上
で
そ
れ
に
応
え
る
と
い
う
意
味
も
籠
め
ら
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
続
く

「難
波
津
の
歌
は
人
の
心
を
や
は
ら
ぐ
る
な
か
だ
ち
と
な

り
に
け
れ
ば
」
の

「や
は
ら
ぐ
る
」
は
底
本
等
に

「
や
る
」
と
あ
り
、
検

討
が
必
要
で
あ
る
（５
）。
伝
本
の
数
か
ら
言
う
と
、

「や
は
ら
ぐ
る
」
の

方
が
優
勢
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
数
の
上
か
ら
だ
け
で
判
断
す
べ
き
問
題
で
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は
な
い
が
、
し
か
し
、
い
ま
決
め
手
を
欠
く
以
上
、　
一
応

「
や
は
ら
ぐ
る
」

の
本
文
に
つ
く
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、

「や
る
」
と
し
て
も
充
分
意
味

は
通
じ
る
の
で
、
ま
ず
こ
の
場
合
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
。

「や
る
」
で
あ
れ
ば
、　
フ
騒
Ｅ
理
未
』
序
文
に

「お
ほ
よ
そ
こ
の
む
く

さ
の
し
ふ
は
、
か
し
こ
き
も
い
や
し
き
も
、
し
れ
る
も
し
ら
ざ
る
も
、
た

ま
く
し
げ
あ
け
く
れ
の
日
日
劇
ぶ
刑
刑
測
Ы
一と
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」

と
あ
る
の
と
、
同
趣
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
、

『後
拾
遺
集
』
序
文
は
公

任
に
よ
る
六
種
の
秀
歌
選
に
つ
き
、
こ
れ
を
誰
も
が
握
翫
す
る
さ
ま
を
取

り
上
げ
、
そ
の
鑑
賞
態
度
に
つ
い
て
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
歌
合

の
場
合
は
後
に

「是
を
詠
ま
ざ
る
人
は
な
か
る
べ
し
」
と
続
い
て
い
る
の

で
、
歌
の
創
作
に
つ
い
て
の
言
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
を
詠
む
こ
と
に
人
の

心
を
な
ぐ
さ
め
、
満
足
さ
せ
る
効
用
が
あ
る
こ
と
の
指
摘
と
な
ろ
う
。

一
方
、

「
や
は
ら
ぐ
る
」
の
本
文
に
つ
い
た
場
合
、
私
見
で
は
二
通
り

の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
解
釈
を
採
る
に
し
て
も
、

『古
今
集
』

仮
名
序
の
冒
頭
部
分
と
関
連
が
あ
る
と
考

，４
り
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
掲
げ

て
お
く
。

や
ま
と
う
た
は
人
の
こ
こ
ろ
を
た
ね
と
し
て
よ
ろ
づ
の
こ
と
の
は
と

ぞ
な
れ
り
け
る
。
世
中
に
あ
る
人
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、

心
に
お
も
ふ
こ
と
を
見
る
も
の
き
く
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
い
だ
せ
る

な
り
。
花
に
な
く
う
ぐ
ひ
す
水
に
す
む
か
は
づ
の
こ
ゑ
を
き
け
ば
、

い
き
と
し
い
け
る
も
の
い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。
ち
か
ら

を
も
い
れ
ず
し
て
あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し
、
め
に
見
え
ぬ
お
に
神
を

も
あ
は
れ
と
お
も
は
せ
、
を
と
こ
を
む
な
の
な
か
を
も
劇
国
引
引
、

た
け
き
も
の
の
ふ
の
心
を
も
な
ぐ
さ
む
る
は
う
た
な
り
。
（６
）

「人
の
心
」

「や
は
ら
ぐ
」
の
語
が
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

も
あ
り
、
俊
成
の
念
頭
に
仮
名
序
の
こ
の
部
分
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
第

一
に
仮
名
序
冒
頭
の
二
文

「や
ま
と
う
た
は
…
…
い
ひ
い
だ

せ
る
な
り
。
」
と
の
密
接
な
関
係
を
想
定
し
て
み
る
。
そ
の
上
で
、
本
歌

合
序
文
当
該
箇
所
を
、
人
の
心
と
い
う
、
そ
の
ま
ま
で
は
他
人
に
は
認
識

不
可
能
な
次
元
に
あ
る
も
の
を
、
言
語
を
も
っ
て
形
象
化
す
る
こ
と
に
よ

り
、
他
人
に
認
識
可
能
な
次
元
の
も
の
へ
と
展
開
す
る
機
能
を

「や
は
ら

ぐ
」
と
言
い
、
和
歌
を
わ
が
国
に
お
け
る
言
呈
表

現
の
代
表
的
な
も
の
と

位
置
行
け
た
文
言
と
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合

「や
は
ら
ぐ
」
は
抽
象

か
ら
具
象

へ
の
転
換
機
能
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「和
光
」
を

「や
は
ら
ぐ
る
光
」
と
訓
ず
る
例
な
ど
か
ら
、

「
や
は
ら
ぐ
」
を
こ
の
よ

う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

第
二
の
解
釈
は
仮
名
序
の

「を
と
こ
を
む
な
の
な
か
を
も
や
は
ら
げ
」

と
の
直
接
的
関
係
に
重
点
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
男
女
の
恋

愛
関
係
を
中
心
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
に
お
い
て
、
相
手
に
自
分

の
感
情
を
伝
え
る
媒
介
と
し
て
の
和
歌
の
機
能
を

「人
の
心
を
や
は
ら
ぐ

る
な
か
だ
ち
」
と
言
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

恋
愛
感
情
だ
け
で
な
く
、
沈
治
の
嘆
き
を
歌
に
託
し
て
訴
え
る
場
合
や
、

君
主
が
人
民
の
心
を
提
え
る
の
に
歌
を
用
い
る
場
合
な
ど
も
含
め
て
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
人
の
心
に
働
き
か
け
き
ま
ざ
ま
な
作
用

を
及
ぼ
す
と
こ
ろ
の
和
歌
の
機
能
を

「や
わ
ら
ぐ
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
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に
な
る
。
そ
し
て
、
和
歌
が
日
常
生
活
に
浸
透
し
そ
の
機
能
が
重
要
な
役

割
を
果
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「是
を
詠
ま
ざ
る
人
は
な
か
る
べ
し
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
二
つ
の
解
釈
の
う
ち
、
第

一
の
解
釈
の
方
が
和
歌
へ
の
よ
り
深

い
観
照
を
表
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
点
で
魅
力
的
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

次
に
掲
げ
る
諸
例
の

「や
は
ら
ぐ
」
は
い
ず
れ
も
第
二
の
解
釈
の
意
味
に

相
当
す
る
。

た
の
し
び
さ
か
え
の
所
、
な
げ
き
か
な
し
び
の
時
に
も
必
ず
出
て
、

い
は
ん
や
男
女
の
心
を
劇
劇
淵
川
渕
劇
倒
列
劇
到
、
こ
れ
よ
り
よ
ろ
し

き
は
な
し
。

（奥
義
抄

・
序
）
（７
）

こ
の
物
語
の
世
々
の
ふ
る
事
に
て
、
か
の
葛
城
の
王
の
果
女
が
古
き

事
を
一言
ひ
て
、
お
ほ
き
み
の
心
を
劇
劇
引
明
け
る
に
や
と
も
、
少
し

は
あ
や
し
き
事
ど
も
に
な
ん
。

（古
来
風
外
抄
上

。
初
撰
本
）
（８
）

し
か
あ
り
し
よ
り
か
の
か
た
、
そ
の
み
ち
さ
か
り
に
お
こ
り
、
そ
の

な
が
れ
い
ま
に
た
ゆ
る
こ
と
な
く
し
て
、
い
ろ
に
ふ
け
り
、
こ
こ
ろ

を
の
ぶ
る
測
力、‐
測
倒
と
し
、
よ
を
お
さ
め
、
た
み
を
劇
国
引
劇
劉
み

ち
と
せ
り
。

（新
古
今
集

・
仮
名
序
）

（や
ま
と
歌
の
道
は
）
世
を
治
め
物
を
劇
劇
引
劉
ぶ
剰
劇
刻
硼
「と
な

り
け
る
と
ぞ
、
こ
の
道
の
ひ
じ
り
た
ち
は
じ
る
し
お
か
れ
た
る
。

（十
六
夜
日
記
）
（９
）

一
方
、
和
歌
の
機
能
に
触
れ
た
同
じ
よ
う
な
文
脈
で
第

一
の
解
釈
に
該
当

す
る
よ
う
な

「
や
は
ら
ぐ
」
の
用
い
ら
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
例
は
管
見
に

入
っ
て
い
な
い
。
断
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
し
ば
ら
く
第

二
の
解
釈
の
蓋
然
性
が
高
い
と
し
て
お
く
。

し
か
し
、
い
ず
れ
の
解
釈
を
採
る
に
し
て
も
、
次
の

『古
来
風
林
抄
』

冒
頭
部
と
の
関
連
性
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（１０
）

や
ま
と
う
た
の
起
り
、
そ
の
来
れ
る
こ
と
遠
い
か
な
。
ち
は
や
ぶ
る

神
代
よ
り
始
ま
り
て
、
敷
島
の
国
の
こ
と
わ
ざ
と
な
り
に
け
る
よ
り

こ
の
か
た
、
そ
の
心
お
の
づ
か
ら
六
義
に
わ
た
り
、
そ
の
詞
一カ
代
に

朽
ち
ず
。
か
の
古
今
集
の
序
に
い
へ
る
が
ご
と
く
、
人
の
心
を
種
と

し
て
、
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
な
り
に
け
れ
ば
、
春
の
花
を
た
づ
ね
、

秋
の
紅
葉
を
見
て
も
、
歌
と
い
ふ
も
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
色
を
も

香
を
も
知
る
人
も
な
く
、
何
を
か
は
も
と
の
心
と
も
す
べ
き
。
こ
の

故
に
、
世
々
の
帝
も
こ
れ
を
捨
て
給
は
ず
、
氏
々
の
諸
人
も
争
ひ
て

あ
そ
ば
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。

こ
れ
に
比
べ
れ
ば
本
歌
合
序
文
は
簡
略
で
は
あ
る
も
の
の
、
ま
ず
和
歌
の

伝
統
が
連
綿
と
続
い
て
き
た
こ
と
に
思
い
を
は
せ
、
次
に
和
歌
の
本
質
的

機
能
に
及
び
、
そ
れ
ゆ
え
誰
も
が
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
と
い
う
実
態
の
確

認
に
至
っ
て
い
る
、
そ
の
叙
述
の
流
れ
は
同
じ
で
あ
り
、
相
似
性
が
認
め

ら
れ
る
。
こ
の
点
に
は
充
分
留
意
し
て
お
き
た
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
歌
合
冒
頭
部
は

『古
今
集
』
仮
名
序
冒
頭

部
の
影
響
下
に
あ
り
、
さ
ら
に
次
の

『俊
頼
髄
脳
』
冒
頭
部
の
影
響
も
認

め
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

や
ま
と
み
こ
と
の
歌
は
、
わ
が
秋
つ
し
ま
の
く
に
の
た
は
ぶ
れ
あ
そ

び
な
れ
ば
、
神
代
よ
り
は
じ
ま
り
て
け
ふ
今
に
絶
ゆ
る
事
な
し
。
お

ほ
や
ま
と
の
国
に
う
ま
れ
な
む
人
は
、
男
に
て
も
女
に
て
も
、
一昌
き
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も
卑
し
き
も
、
好
み
な
ら
ふ
べ
け
れ
ど
も
、
な
さ
け
あ
る
人
は
す
す

み
、
な
さ
け
な
き
者
は
す
す
ま
ざ
る
事
か
。

ま
た
、
前
述
の
よ
う
に

『古
来
風
林
抄
』
序
文
と
も
相
似
性
が
認
め
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
諸
書
の
文
言
が
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
各
々
相
違
も
あ

ろ
う
が
、
い
ず
れ
も
、
和
歌
の
本
質
を
洞
察
す
る
方
向
へ
筆
者
の
関
心
が

向
い
て
い
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

序
文
の

「豊
面
原
」
と
い
う
書
き
出
し
は
伊
勢
神
宮
へ
の
奉
納
と
い
う

本
歌
合
の
企
画
に
即
応
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に

続
く
文
言
は
本
歌
合
の
場
と
い
う
特
殊
性
を
超
え
た
、
普
遍
的
な
も
の
を

既
に
志
向
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

二

「
全
一）
撲
集
に
お
け
る
選
歌
」
と
し
た
の
は
次
の
部
分
で
あ
る
。

（イ
）
し
か
あ
れ
ど
、
よ
じ
と
は
い
か
な
る
を
い
ひ
、
あ
じ
と
は
い
づ

れ
を
さ
だ
む
べ
き
と
、
我
も
人
も
知
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ぎ
る
も
の
な

（
口
）
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
の
と
き
、
え
ら
び
お
か

れ
た
る
万
葉
集
は
、
世
も
あ
が
り
、
人
の
心
も
お
よ
び
が
た
け
れ
ば
、

し
ば
ら
く
お
く
。

（
ハ
）
そ
れ
よ
り
こ
の
か
た
、
紀
貫
之

・
凡
河
内
窮
恒
ら
が
え
ら
び
つ

る
と
こ
ろ
の
古
今
集
こ
そ
は
、
歌
の
も
と
と
は
あ
ふ
ぐ
べ
き
こ
と
な

る
を
、
お
な
じ
集
の
歌
を
も
、
あ
る
は
絵
に
か
け
る
女
に
た
と
へ
、

し
ば
め
る
花
の
匂
ひ
残
る
に
よ
そ
へ
、
あ
る
は
商
人
の
よ
き
衣
を
き

た
る
に
た
と
へ
、
田
夫
の
花
の
か
げ
に
や
す
め
る
が
ご
と
し
と
い
へ

り
。
こ
れ
ら
の
心
を
思
ふ
に
、
撰
集
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
歌
の
姿
を
ば

わ
か
ず
、
そ
の
す
ぢ
に
と
り
て
よ
ろ
し
き
を
ば
、
と
り
え
ら
べ
る
な

る
べ
し
。

（
一
）
で
は
和
歌
の
本
質
的
機
能
を
述
べ
、
そ
れ
は
誰
も
が
歌
を
作
る

こ
と
の
必
然
性
の
説
明
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を

「し
か
は
あ
れ
ど
」
と

逆
接
的
に
受
け
、

「
よ
じ
と
は
い
か
な
る
を
い
ひ
、
あ
じ
と
は
い
づ
れ
を

さ
だ
む
べ
き
」
と
問
題
を
歌
の
批
評
の
方
法
に
転
じ
、

「我
も
人
も
知
る

と
こ
ろ
に
あ
ら
ぎ
る
も
の
な
り
」
と
そ
の
不
可
知
性
を
述
べ
て
い
る
。

（
一
）
で
は
歌
の
創
作
が
万
人
に
共
通
の
営
為
で
あ
る
と
す
る
認
識
を
示

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、　
公
し

―
イ
で
は
こ
れ
に
対
照
さ
せ
る
形
で
批

評
の
難
し
さ
に
触
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
困
難
さ
が
よ
り
深
く
印
象

づ
け
ら
れ
る
結
果
と
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
批
評
方
法
の
問
題
は

以
下
の
叙
述
の
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
俊
成
の
問
題
意
識
の
在

り
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
を
受
け
て

（二
）
―
口
「
そ
の
ゆ
ゑ
は
」
か
ら
歌
の
よ
し
あ
し
の

判
断
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
理
由
の
説
明
に
は
い
る
。
こ
の
理

由
の
説
明
が
ど
こ
ま
で
続
い
て
い
る
の
か
は
、
叙
述
が

「
そ
の
ゆ
ゑ
は
…

…
な
れ
ば
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
整
合
し
た
形
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と

も
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。　
舎
し

（三
）
の
部
分
が
こ

れ
に
含
ま
れ
る
の
は
確
実
で
あ
る
が
、
な
お

（四
）

（五
）
の
歌
合
に
つ

い
て
の
叙
述
も
こ
れ
と
密
接
に
関
わ

っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
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と
こ
ろ
で
、

『古
来
風
鉢
抄
』
に
も
前
節
に
引
用
し
た
冒
頭
部
分
の
少

し
後
に
、

た
だ
、
こ
の
歌
の
姿
詞
に
お
き
て
、
吉
野
川
よ
じ
と
は
い
か
な
る
を

い
ひ
、
難
波
江
の
葦
の
あ
じ
と
は
い
づ
れ
を
わ
く
べ
き
ぞ
と
い
ふ
こ

と
の
、
な
か
な
か
い
み
じ
く
説
き
述
べ
が
た
く
、
知
れ
る
人
も
す
く

な
か
る
べ
き
な
り
。

と
あ
る
。
前
述
し
た
本
歌
合
序
文
と

『古
来
風
外
抄
』
と
の
相
似
性
は
こ

こ
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
文
言
は
歌
を
い
か
に
批

評
す
べ
き
か
と
い
う

『古
来
風
外
抄
』
の
主
題
へ
の
端
的
な
問
題
提
起
な

の
で
あ
り
、
本
歌
合
序
文
と

『古
来
風
鉢
抄
』
が
と
も
に
歌
の
批
評
に
関

す
る
ほ
ぼ
同
様
の
課
題
を
扱

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（Ｈ
）。

さ
て
、
歌
の
批
評
が
困
難
な
理
由
と
し
て
、
ま
ず
撰
集
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。
　
公
）
―
口
で
は
、

『万
葉
集
』
が
歌
を
評
価
す
る
よ
り
ど
こ

ろ
と
な
り
う
る
か
否
か
の
判
断
を

「し
ば
ら
く
お
く
」
と
保
留
す
る
。
そ

の
理
由
を

「世
も
あ
が
り
人
の
心
も
お
よ
び
が
た
け
れ
ば
」
と
説
明
し
て

い
る
。

『古
来
風
妹
抄
』
序
文
に
は

「上
、
万
葉
集
よ
り
は
じ
め
て
、
中

古
、
古
今

。
後
撰

・
拾
遺
、
下
、
後
拾
遺
よ
り
こ
な
た
ざ
ま
の
歌
」
と
、

和
歌
の
歴
史
に
対
す
る
俊
成
の
認
識
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、　
コ
カ
葉
集
』
は

「上
」
の
時
代
の
も
の
と
し
て

「中
古
」
の
三
代
集

と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
万
葉
集
時
代
の
歌

に
つ
い
て
（１２
）ヽ

上
古
の
歌
は
、
わ
ざ
と
姿
を
か
ざ
り
、
詞
を
み
が
か
む
と
せ
ざ
れ
ど

も
、
出
硼
劇
馴
割
刊
ＡＩ剣
判
Ч
劇
引
ｕ
倒
倒
ｕ
「
、
た
だ
、
こ
と
ば
に

ま
か
せ
て
言
ひ
い
だ
せ
れ
ど
も
、
心
も
深
く
、
姿
も
高
く
き
こ
ゆ
る

な
る
べ
し
。

と
言
っ
て
も
い
る
。
特
に
、
傍
線
部
と
本
歌
合
序
文
の
文
言
と
の
類
似
に

は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
遡

っ
て
証
本
が
残

っ
て
い
る
俊
成

判
の
歌
合
の
な
か
で
一
番
古
い
仁
安
元
年

（
一
一
六
六
）

『中
宮
亮
重
家

夕金
焚
塁

に
本
歌
取
に
関
し
て

「白
氏
文
集

・
古
万
葉
集
な
ど
は
、
い
さ

さ
か
取
り
す
ぐ
せ
る
に
と
が
な
き
に
や
あ
ら
む
」

（花

・
五
番
）
と
の
意

見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
万
葉
集
時
代
の
歌
と
平
安
朝
の
歌
と
に
あ
る
種

の
隔
た
り
を
見
出
し
か
れ
こ
れ
を
別
枠
に
位
置
付
け
る

一
貫
し
た
態
度
が

窺
わ
れ
る
。

次
に

（
一
）
―
ハ
で
は

『古
今
集
』
に
つ
い
て
、
ま
ず

「古
今
集
こ
そ

は
、
歌
の
も
と
と
は
あ
ふ
ぐ
べ
き
こ
と
な
る
を
」
と
位
置
付
け
て
い
る
。

『古
来
風
鉢
抄
』
の
古
今
集
評
に
み
え
る

「歌
の
本
体
に
は
、
た
だ
古
今

集
を
あ
ふ
ぎ
信
ず
べ
き
事
な
り
」
と
同
様
の

『古
今
集
』
を
理
想
と
す
る

認
識
が
既
に
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『万
葉
集
』

『古
今
集
』
を

通
し
て
言
え
ば
、

『古
来
風
黙
抄
』
下
に
い
う

「万
葉
集
は
、
と
き
よ
久

し
く
隔
た
り
移
り
て
、
歌
の
姿

・
詞
う
ち
ま
か
せ
て
学
び
が
た
か
る
べ
し
。

古
今
の
う
た
こ
そ
は
、
う
た
の
本
体
と
あ
ふ
ぎ
信
ず
べ
き
も
の
な
れ
ば
、

い
づ
れ
も
お
ろ
か
な
ら
ね
ど
」
と
同
様
の
見
解
を
本
歌
合
の
時
点
で
持

っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は

『古
今
集
』
が
優
れ
た
撰
集
で
あ
る

が
ゆ
え
に
撰
集
全
体
を
代
表
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
前
提
の
上
に
以

下
の
論
述
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
に
俊
成
は

『古
今
集
』
を
理
想
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か



し
、
そ
れ
を
絶
対
的
な
位
置
に
置
い
て
い
た
の
で
は
な
い
。
本
歌
合
の
序

文
で
は
こ
れ
に
続
き
、

『古
今
集
』
仮
名
序
の
六
歌
仙
評
の
う
ち
遍
昭

。

業
平

・
康
秀

・
黒
主
の
評
を
引
き
な
が
ら
、
同
じ

『古
今
集
』
の
歌
と
は

言

っ
て
も
そ
の
風
体
の
様
々
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
こ
れ
ら
の
心
を
思
ふ
に
、
撰
集
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
歌
の
姿
を
ば
わ
か
ず
、

そ
の
す
ぢ
に
と
り
て
よ
ろ
し
き
を
ば
、
と
り
え
ら
べ
る
な
る
べ
し
」
と
、

（二
）
冒
頭

「
そ
の
ゆ
ゑ
」
の
ひ
と
つ
を
結
論
づ
け
て
い
る
。
撰
集
は
上

述
の
よ
う
に
様
々
な
風
体
の
歌
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
か
ら
、
各

風
体
相
互
の
優
劣
を
判
断
し
て
得
ら
れ
た
価
値
基
準
に
基
づ
い
て
い
る
と

は
い
え
な
い
（１３
）０
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
風
体
の
う
ち
で
比

較
的
優
れ
て
い
る
歌
を
採

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
劣

っ
た

風
体
の
歌
で
も
入
集
す
る
こ
と
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
撲
集
に
採
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
で
は
普
遍
的
な
意
味
で
の
秀
歌
で
あ
る
と
無
条

件
に
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
撰
集
に
お
け
る
評
価
を
そ
の
ま
ま
普
遍
的

な
価
値
判
断
の
基
準
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
は

『古
今
集
』
は
あ
ら
ゆ
る
撰
集
の
代
表
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
撲
集
全
般
に
つ
い
て
通
用
す
る

見
方
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
連
な
る
認
識
が
や
は
り

『古
来
風
蘇
秒
』
の
な
か
に
み
え
る
。

山
本

一
氏
（１４
）は

『古
来
風
外
抄
』
下
の
古
今
集
歌
の
左
注
に

「
こ
の
歌
、

又
古
今
に
と
り
て
は
、
心
も
詞
も
め
で
た
く
聞
ゆ
る
歌
な
り
。

「
ひ
ち
て
」

と
い
ふ
詞
や
、
今
の
世
と
な
り
て
は
少
し
古
り
て
侍
ら
ん
。
」

（古
今
集

二
番
歌
）
（１５
）、

「古
今
の
歌
に
は
、
心

・
詞
い
み
じ
く
を
か
し
」

（古

今
集
七
番
歌
）
と
あ
る
の
を

「
『古
今
集
』
固
有
の
価
値
意
識
を
限
定
づ

け
る
表
現
」
と
み
ら
れ
、

「
『古
今
集
』
を
支
え
る
価
値
意
識
が
俊
成
の

時
代
に
無
条
件
に
妥
当
し
う
る
と
考
え
て
い
な
っ
か
こ
と
」
を
示
す
も
の

と
さ
れ
た
。
本
歌
合
序
文
で
も

『古
来
風
鉢
抄
』
で
も

『古
今
集
』
に
お

け
る
価
値
基
準
を
相
対
化
し
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

『古
来
風
鉢
抄
』
は
山
本
氏
の
言
わ
れ
る

「和
歌
に
つ
い
て
の
価
値
基
準

が
時
代
的
に
変
動
す
る
面
」
へ
の
洞
察
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
本
歌
合
序
文
に
時
代
的
な
変
遷

へ
の
ま
な
ざ
し
が
読
み
取
れ
る
か
否

か
は
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。
た
し
か
に
前
述
の
よ
う
に
一方
葉
集
時
代
と
平

安
朝
と
は
峻
別
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

『古
今
集
』
以
後
の
勅
撰
集
の

変
遷
に
つ
い
て

『古
来
風
鉢
抄
』
に
お
け
る
ほ
ど
明
確
で
深
い
認
識
に
達

し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
本
歌
合
序
文
か
ら
直
接
的
に
窺
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
時
期
の
俊
成
の
歴
史
的
認
識
に
つ
い
て
は
別
途
の
考
察
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
本
歌
合
序
文
か
ら
直
接
的
に
読
み
取
れ
る
の
は
、
前
述
の

ご
と
く
、
た
と
え

『古
今
集
』
と
い
え
ど
も
そ
の
価
値
意
識
は
歌
の
普
遍

的
絶
対
的
評
価
の
基
準
と
し
て
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
（‐６
）ヽ

撰
集
の
評
価
基
準
そ
の
も
の
の
相
対
化
で
あ
り
、
方
法
上
の

限
界
の
指
摘
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
撰
集
に
お
け
る
批
評
態
度
へ
の
深
い
洞
察
に
、

完
成
を
間
近
に
控
え
た

『千
載
集
』
撰
集
（１７
）
の
経
験
が
大
き
く
関
わ
っ

て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
。
憶
測
に
な
る
け
れ
ど
も
、
具
体
的

に
言
え
ば
誹
諸
歌
の
扱
い
な
ど
が
撰
集
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
る
契
機
の

ひ
と
つ
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

『古
今
集
』
十
九

・
雑
体
に
誹
諧
歌
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の
部
立
が
あ
る
の
に
倣

っ
て

『千
載
集
』
十
八

・
雑
下
に
も
誹
諸
歌
の
部

立
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
過
程
で
相
対
的
に
は
劣
っ
た
風
体
で
あ
る

誹
譜
歌
が
な
ぜ

『古
今
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
あ

つ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
撰
集
と
い
う
も
の
の
多
様
性

に
思
い
あ
た
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
（１８
）０
こ
の
こ
と
な
ど
を
通
し
て
、
撰

集
が
単
な
る
秀
歌
選
で
は
な
く
、
和
歌
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
を
反
映
し
て
し

か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
に
至

っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

撰
集
に
つ
い
て
の
叙
述
に
続
き
、
公
任
の
秀
歌
選
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。　
含
）
と
し
た
部
分
で
あ
る
。
ま
ず
、

か
の
と
き
よ
り
後
、
四
条
大
納
〓冨
公
任
卿
、
さ
ま
ざ
ま
の
歌
の
み
ち

を
み
が
き
て
、
あ
る
は
十
あ
ま
り
五
つ
が
ひ
の
歌
を
合
せ
、
あ
る
は

三
十
あ
ま
り
六
の
歌
人
を
た
た
か
は
じ
め
、
九
品
の
歌
を
さ
だ
め
た

り
ｏ
こ
れ
す
な
は
ち
、
多
く
は
古
今
集
の
う
ち
の
歌
を
、
有
を
ば
上

が
上
品
に
あ
げ
、
あ
る
を
ば
下
が
下
品
に
お
け
り
。

と
公
任
の
秀
歌
選
で
あ
る

『前
十
五
番
歌
合
』

『
三
十
六
人
撲
』

『和
歌

九
品
』
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
公
任
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

『
古
今
集
』
が
撰
集
の
代
表
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
と
同
様
で
、

『古
今
集
』
に
次
ぐ
時
代
に
お
け
る
最
も
優
れ
た
批
評
家
で
あ
る
こ
と
を

一削
提
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
公
任
は
三
船
の
才
の
逸
話
を
も
っ
て
知
ら
れ
、
当

時
に
あ
っ
て
ほ
と
ん
ど
最
高
の
名
声
を
博
し
て
い
た
こ
と
は
、
第

一
節
に

挙
げ
た

『後
拾
遺
集
』
仮
名
序
の
公
任
撰
の
秀
歌
選
を
誰
も
が
握
翫
し
て

い
た
と
い
う
記
述

（二
頁
）
を
は
じ
め
、

『俊
頼
髄
脳
』

『奥
義
抄
』

『袋
草
紙
』

『八
雲
御
抄
』
等
の
記
事
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
（１９
）０

こ
の
う
ち

『奥
義
抄
』
上

「十
九
　
秀
歌
体
」
の
記
述
は
大
部
分

『新
撰

髄
脳
』
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
清
輔
の
企
歌
観
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
公
任
の

そ
れ
に
依

っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（２０
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
俊
成
は
本
歌
合
序
文
に
お
い
て
前
引
部
分
に
続
き
、

こ
れ
ら
の
た
ぐ
ひ
は
、
疑
の
心
も
む
す
ぼ
ほ
れ
ぬ
べ
け
れ
ど
、
先
達

の
こ
と
は
、
及
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。

と
、
控
え
目
に
で
は
あ
る
が
、
批
判
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
公
任

の

コ
一十
六
人
撰
』
の
歌
人
は
そ
の
ま
ま
お
き
な
が
ら
歌
を
大
き
く
入
れ

替
え
た

『古
三
十
六
人
歌
合
』
を
俊
成
が
選
ん
で
い
る
（２‐
）
こ
と
と
軌
を

一
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
ろ
、
後
に
建
久
六
年

（
一
一
九
五
）

『民
部
卿
経
房
家
歌
合
』
跛
文
、

『慈
鎮
和
尚
自
歌
合
』
十
禅
師
跛
で
賞

揚
し
て
い
る
業
平
の

「月
ゃ
ぁ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ

と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
」
、
貫
之
の

「む
す
ぶ
手
の
し
づ
く
に
に
ご
る

山
の
井
の
あ
か
で
も
人
に
別
れ
ぬ
る
か
な
」
の
歌
が
公
任
の
秀
歌
選
で
は

ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
満
を
既
に
感
じ
て
い
た

可
能
性
も
あ
る
（２２
）０

い
ず
れ
に
せ
よ
、
撰
集
に
つ
い
て
の
場
合
は
そ
の
批
評
の
方
法
そ
の
も

の
を
相
対
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
公
任
の
批
評
眼
そ
の
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も
の
へ
の
批
判
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
。
あ
る
い
は
、

俊
成
は
批
評
家
と
し
て
公
任
を
凌
駕
し
う
る
と
い
う
自
負
が
あ
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
俊
成
も
公
任
の
相
対
的
位
置
を
低
く
見
て
い
る

の
で
は
な
い
（２３
）０
前
述
し
た
よ
う
に
公
任
を
そ
の
時
代
に
お
け
る
優
れ

た
批
評
家
と
捉
え
た
上
で
、
そ
の
公
任
を
も
っ
て
し
て
も
十
全
な
価
値
判

断
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
思
う
に
つ
け
改
め
て
歌
を
批
評
す
る
こ
と

の
難
し
さ
が
強
調
さ
れ
る
文
脈
を
こ
そ
、
第

一
に
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ

”（′。こ
こ
ま
で
が
明
ら
か
に
、
歌
の
よ
し
あ
し
を
定
め
る
の
が
困
難
な

「
そ

の
ゆ
ゑ
」
の
説
明
で
あ
っ
た
。

四

序
文
は
続
い
て
歌
合
の
歴
史
の
叙
述

へ
と
す
す
む
。

（四
）
と
し
た
部

分
で
あ
る
。

（イ
）
抑
、
歌
合
と
い
ふ
も
の
は
、
上
古
に
も
あ
り
け
ん
を
、
じ
る
し

伝
へ
ざ
り
け
る
に
や
ｏ
亭
子
の
み
か
ど
の
御
と
き
よ
り
ぞ
、
じ
る
し

お
か
れ
た
れ
ど
、
渕
刻
引
コ
副
翻
囲
副
劉
劇
剛
＝
刊
■
■
硼
到
判
列
国

囲
倒
Ｕ
翻
∃
劇
測
州
引
「
釧
洲
「
ョ
剤
剛
倒
劉
釧
劇
釧
響

村
上
の
御

と
き
、
天
徳
の
歌
あ
は
せ
よ
り
ぞ
、
判
ｄ
Ｊ
日
測
測
硼
烈
剤
刑
＝
劇
『

列
の
一コ
ヽ
永
承
・
承
暦
の
歌
合
、
な
ら
び
に
わ
た
く
し
の
家
に
い
た

る
ま
で
、
勝
負
を
つ
け
じ
る
す
こ
と
に
な
り
に
け
る
。

（
口
）
あ
る
は
仏
寺
に
よ
せ
て
結
縁
を
称
し
、
あ
る
は
霊
社
に
よ
せ
て

神
威
を
か
り
て
、
つ
が
ひ
を
む
す
び
、
判
を
う
け
し
む
る
あ
ひ
だ
、

か
つ
は
、
い
ま
の
愚
老
に
い
た
る
ま
で
、
か
た
の
ご
と
く
ふ
る
き
あ

と
を
ま
な
び
つ
つ
、
及
ば
ぬ
心
に
ま
か
せ
て
、
勝
負
を
さ
だ
む
る
こ

と
、
す
で
に
か
ず
な
く
な
り
に
け
ん
。

歌
合
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
、
歌
合
の
序
文
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
当

然
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
単
に
形
式
的
な
言
及
に
と
ど

ま
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
で
は
、
こ
の
叙
述
は

（二
）

（
三
）
の
部

分
と
は

一
体
い
か
な
る
脈
絡
で
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（イ
）
は
歌
合
の
歴
史
の
略
述
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
傍
線
部
の

よ
う
に
勝
負
や
判
詞
の
有
無
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ

よ
う
。
俊
成
の
関
心
が
専
ら
歌
合
に
お
け
る
批
評
態
度
に
あ

っ
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。

（
口
）
で
は
俊
成
自
ら
の
判
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

「か
た
の
ご
と

く
ふ
る
き
あ
と
を
ま
な
び
つ
つ
、
及
ば
ぬ
心
に
ま
か
せ
て
、
勝
負
を
さ
だ

む
る
」
は
も
と
よ
り
謙
辞
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は

「
か
た
の
ご

と
く
」
前
例
に
倣
う
だ
け
で
は
十
全
な
批
評
は
な
し
え
な
い
と
い
う
、
歌

合
判
の
内
包
す
る
問
題
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（四
）
の
部
分
に
は
歌
合
判
に
お
け
る
批
評
の
困
難
さ
、
も

っ
と
い
え

ば
、
歌
合
判
と
い
う
批
評
方
法
そ
の
も
の
の
限
界
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
、　
会
）

（三
）
で
歌
の
批
評
の
困
難
さ
が
示

さ
れ
た
の
は
、

（四
）
の
叙
述
へ
の
前
提
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
こ
と
が

で
き
、
有
機
的
な
繋
が
り
を
見
出
せ
る
。

（五
）
の
部
分
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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つ
ら
つ
ら
此
事
を
お
も
ふ
に
、
か
つ
は
、
此
道
の
先
賢
の
な
き
か
げ

に
も
見
お
よ
ば
れ
ん
こ
と
、
そ
の
恥
か
ぎ
り
な
し
。
い
か
に
い
は
ん

や
、
住
吉
の
明
神
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
照
し
み
そ
な
は
す

ら
ん
こ
と
、
そ
の
思
ひ
い
く
ば
く
ぞ
や
。
し
か
る
の
み
に
あ
ら
で
、

よ
は
ひ
か
た
ぶ
き
、
老
に
の
ぞ
み
て
の
ち
は
、
朝
に
み
る
こ
と
夕
べ

に
わ
す
れ
、
よ
ひ
の
む
し
ろ
に
思
ふ
事
暁
の
枕
に
と
ど
ま
る
こ
と
な

け
れ
ば
、
ふ
る
き
と
き
の
証
歌
、
い
ま
の
世
の
諸
作
、
見
る
こ
と
聞

く
こ
と
、
ひ
と
つ
も
心
に
の
こ
す
こ
と
な
し
。

こ
の
部
分
は
、
謙
辞
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

い
ま
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
、
歌
を
批
評
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
痛

感
し
て
い
る
、
切
実
な
心
情
を
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
も
、
歌
の
批
評
に
関
す
る
問
題
意
識
が
通
底
し
て
い
る
、
と
い
う

よ
り
も
、
む
し
ろ
、
い
ま
歌
合
の
判
を
前
に
し
て
、
そ
の
問
題
意
識
が
い

よ
い
よ
鮮
明
に
浮
び
上
が

っ
て
き
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

具
体
的
に
は
、
歌
合
は
所
与
の
二
首
に
つ
い
て
優
劣
を
判
定
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
勝
と
さ
れ
た
歌
が
必
ず
し
も
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
秀
歌

で
あ
る
と
は
保
証
さ
れ
な
い
と
い
う
、
歌
合
の
形
態
そ
の
も
の
が
含
み
持

つ
問
題
、
ま
た
、
従
前
の
歌
合
判
で
は
歌
病
や
表
面
的
な
詞
の
使
用
の
問

題
点
が
根
拠
に
さ
れ
て
い
て
、
歌
の
本
質
的
な
面
に
対
す
る
評
価
が
下
さ

れ
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
と
い
う
判
の
方
法
上
の
問
題
な
ど
が
、
俊
成
の

念
頭
に
有

っ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（六
）
以
下
も
俊
成
の
心
情
や
西
行
と
の
親
交
に
つ
い
て
多
く
語
っ
て

お
り
、
興
味
深
い
部
分
で
は
あ
る
が
、
当
一幽
問
題
と
し
た
い
こ
と
は
以
上

で
概
ね
出
尽
く
し
た
の
で
、
以
下
の
部
分
の
検
討
は
省
略
す
る
。

む
す
び

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
本
歌
合
の
序
文
に
は
、
俊
成
が
歌
の
批
評
の
困

難
さ
に
つ
い
て
い
か
に
強
い
問
題
意
識
を
抱
い
て
い
た
か
を
み
て
と
る
こ

と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
歌
の
普
遍
的
絶
対
的
評
価

は
い
か
に
し
た
ら
可
能
か
と
い
う
こ
と
が
、
当
時
の
俊
成
に
と

っ
て
大
き

な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
こ
の
時
点

で
俊
成
が
ど
れ
ほ
ど
の
成
案
を
持

っ
て
い
た
の
か
は
具
体
的
に
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
意
識
が

『民
部
卿
経
房
家
歌

〈
塁

『古
来
風
体
抄
』

『慈
鎮
和
尚
歌
合
』
に
み
え
る
歌
の
評
価
に
関
す

る
立
言
へ
直
接
的
に
結
び
付
い
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
な
か
で
も
、

前
述
の
よ
う
に
本
歌
合
序
文
が

『古
来
風
鉢
抄
』
と
か
な
り
の
部
分
ま
で

相
似
の
構
造
を
有
す
る
点
、
興
味
深
い
。
批
評
主
体
と
し
て
の
自
己
の
確

立
は
俊
成
が

一
貫
し
て
追
い
続
け
た
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
目
指
し
た

歌
論
形
成
の
上
で
、
本
歌
合
が
か
な
り
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な

っ
た
と
思
う
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
こ
の
種
の
問
題
意
識
が
西
行
の
自
歌
合
と
い
う
機

会
に
あ
ら
わ
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
は
、
時
期
的
に

『千
載

集
』
撰
進
の
事
業
と
重
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

第
二
節
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
、
西
行
の

自
歌
合
と
い
う
場
自
体
と
の
関
係
も
無
視
で
き
な
い
と
思
う
。
序
文
冒
頭
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の

「豊
蔵
原
」
の
語
や

（六
）

（七
）
の
部
分
が
こ
の
歌
合
の
場
と
密
接

に
関
わ
る
の
に
対
し
、　
全
）
～

（四
）
で
は
そ
の
よ
う
な
特
殊
性
を
超

え
た
よ
り
置
遍
的
な
問
題
を
扱
ち
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
が
な
ぜ

こ
の
場
で
表
面
化
し
た
の
か
は
、
当
然
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
判
詞
に
徴
し
て
詳
し
く
述
べ
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ

る
が
、
す
で
に
か
な
り
の
紙
幅
を
費
や
し
た
の
で
、
別
稿
を
期
す
こ
と
に

し
て
、
い
ま
は
ご
く
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
た
い
。
た
と
え
ば
大
歌
バ
ロ

七
番
左
の

「
ね
が
は
く
は
花
の
も
と
に
て
春
死
な
ん
そ
の
二
月
の
も
ち
月

の
こ
ろ
」
と
い
っ
た
極
め
て
個
性
的
な
西
行
詠
に
改
め
て
触
れ
る
こ
と
で
、

俊
成
は
そ
れ
を
破
格
の
表
現
と
認
識
し
な
が
ら
も
抗
し
難
い
魅
力
を
感
じ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
西
行
の
歌
を
批
評
し

て
い
く
と
き
に
通
り

一
遍
の
加
判
方
法
で
は
と
て
も
対
処
し
き
れ
な
い
こ

と
を
如
実
に
悟

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
批
評
に
関
す
る
問
題
意
識
を

顕
在
化
さ
せ
る
契
機
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
十
九
番

判
詞
で
西
行
歌
の
詞
の
使
用
を

「思
ふ
ま
に
と
い
へ
る
こ
と
ば
ぞ
…
…
な

ほ
思
ふ
べ
く
や
と
お
ぼ
え
侍
る
」
と

一
応
問
題
に
し
な
が
ら
も
、

「か
や

う
の
こ
と
は
、
人
か
へ
り
て
わ
ら
ふ
べ
き
こ
と
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、　
一

身
思
ふ
と
こ
ろ
を
つ
ゐ
で
に
申
出
る
也
」
と
西
行
歌
の
本
質
的
評
価
と
は

異
な
る
次
元
の
一言
で
あ
る
こ
と
を
断

っ
て
い
る
（２４
）と
い
う
よ
う
な
二
元

性
が
判
詞
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
照
射
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

い
ま
は
、
本
歌
合
序
文
に
現
れ
た
問
題
意
識
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
意

義
を
考
え
た
と
こ
ろ
で
ひ
と
ま
ず
筆
を
掴
く
こ
と
に
す
る
。

注（１
）萩
谷
朴

『一半
安
朝
歌
合
大
成
』
八
参
照
。

（２
）窪
田
章

一
郎

『西
行
の
研
究
』

（東
京
堂
出
版
　
一
九
六

一
年

一

月
）
、
注
１

『歌
合
大
成
』
、
山
田
昭
全

『西
行
の
和
歌
と
仏
塾

（明
治
書
院
　
一
九
八
七
年
五
月
）
、
高
城
功
夫

「
「御
裳
濯
河
歌

〈
こ

私
注

（
一
）
～

（
一
〇
）
」

（
『東
洋
』

一
九
七
九
年
四
月
～

一
九
八
〇
年

一
二
月
）
、
北
山
正
迪

「西
行
の
両
宮
歌
合
に
つ
い
て

―
覚
書
―
」

（光
華
女
子
大
学

『研
究
紀
要
』
二
〇
　
一
九
八
二
年

一
二
月
）
、
奥
野
陽
子

「君
お
も
ひ
で
ば
―
西
行
両
宮
歌
合
に
つ
い

て
―
」
、
佐
藤
恒
雄

コ
由
行
両
宮
歌
合
を
め
ぐ
っ
て
１
加
判
依
頼
に

こ
め
ら
れ
た
意
図
を
中
心
に
―
」

（
『中
世
文
学
研
究
』

一
一
　

一

九
八
五
年
八
月
）
な
ど
。
そ
の
な
か
で
、
佐
藤
恒
雄

「
「御
裳
濯
河

歌
合
」
と

「宮
河
歌
合
」
―
俊
成

。
定
家
の
判
詞
か
ら
―
」

（
『国

文
学
』
三
〇
―
四
　
一
九
八
五
年
四
月
）
は
判
を
中
心
に
扱
わ
れ
た

も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。

（３
）
『御
裳
濯
河
歌
〈
塁

の
本
文
は
久
保
田
淳
編

『西
行
全
集
』

（日

本
古
典
文
学
会
　
一
九
八
二
年
五
月
）
所
収
の
内
閣
文
庫
本
を
も
と

と
し
、
注
１

『歌
合
大
成
』
と
国
文
学
研
究
資
料
館
で
披
見
し
た
若

干
の
紙
焼
写
真
本
を
も
っ
て
私
に
校
訂
し
た
も
の
を
用
い
る
。
な
お
、

表
記
は
私
意
に
よ
る

（以
下
同
様
）
。

（４
）
『聞
書
集
』
巻
末
の
一
首
、

い
ま
も
さ
れ
な
む
か
し
の
こ
と
を
ひ
て
ま
し
と
よ
あ
し
は
ら
の
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い
は
ね
こ
の
た
ち

（二
六
三
）

も
参
考
に
さ
れ
て
よ
い
。
こ
れ
は

「公
卿
勅
使
に
み
ち
ち
か
の
さ
い

し
や
う
の
た
た
れ
け
る
を
、
い
す
ず
の
ほ
と
り
に
て
よ
み
け
る
」
の

詞
書
の
も
と
二
首
を
掲
げ
、
さ
ら
に

「お
な
じ
を
り
ふ
し
の
歌
に
」

と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
五
首
の
末
尾
に
あ
た
る
歌
で
あ
る
。

（５
）
『平
安
朝
歌
合
大
成
』
八
に
よ
れ
ば
、

「や
る
」
―
萩
谷
朴
氏
蔵
加
持
井
文
庫
本
、
内
閣
文
庫
蔵
昌
平
坂
学

問
所
本
、
北̈
岡
文
庫
蔵
幽
斎
書
写
本
、
内
閣
文
庫
蔵
浅
草
文
庫
本

「や
は
ら
く
る
」
―
彰
考
館
蔵
桝
形
本
、
萩
谷
朴
氏
蔵
桝
形
本
、
群

書
類
従
本
、
内
閣
文
庫
和
学
講
談
所
本
、
神
宮
文
庫
蔵
宮
崎
文
庫
本
、

大
阪
市
大
森
小
竹
園
本
、
寛
文
七
年
板
本
、
同
阿
波
国
文
庫
旧
蔵
二

条
持
道
筆
本
校
合
本
文

と
な
る
。
さ
ら
に
、
管
見
に
よ
れ
ば
、

「や
る
」
―
東
京
大
学
文
学
部
国
文
研
究
室
本

「や
は
ら
く
る
」
―
名
古
屋
大
学
図
書
館
神
宮
皇
学
館
文
庫
本
、
射

和
文
庫
本
、
北
海
学
園
大
学
図
書
館
北
駕
文
庫
本

ま
た
、
九
州
大
学
細
川
文
庫
本
は
本
文

「や
る
」
二
字
の
間
に

「は

ら
く
」
補
入
の
傍
書
あ
り
。

（６
）歌
集
類
か
ら
の
引
用
は
特
に
断
ら
な
い
限
り

『新
編
国
歌
大
観
』

（角
川
書
店
）
に
よ
る
。

（７
）
『
日
太
斗
険
〓
〈系
』

一
、
三
二
四
頁
。

（８
）日
本
思
想
大
系

『古
代
中
世
芸
術
論
』

（島
津
忠
夫
校
注
、
岩
波

書
店
　
一
九
七
三
年

一
〇
月
）
三
〇
四
頁
“

『古
来
風
林
抄
』
か
ら

の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。

（９
）講
談
社
学
術
文
庫

『十
六
夜
日
記

・
夜
の
鶴
　
全
訳
注
』

（森
本

元
子
、　
一
九
七
九
年
二
月
）

一
八
一員
。

（１０
）
『古
来
風
鉢
抄
』
の
こ
の
部
分
を
和
歌
の
本
質
に
対
す
る
俊
成
の

卓
越
し
た
洞
察
を
表
出
し
た
も
の
と
み
る
な
ら
ば
、
第

一
の
解
釈
を

採
っ
た
方
が
よ
り
深
い
関
連
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
山
本

一
氏
の
よ
う
に

「
こ
こ
で
俊
成
が
注
目
し
た
歌

の
機
能
と
は
、

「人
の
心
」
と

「人
の
心
」
と
を
通
い
合
せ
る
心
情

交
流
の
働
き
」
で
あ
っ
た

（
「
「人
の
心
」
と
歌
―

『古
来
風
林
抄
』

序
の

一
文
―
」
　

『国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
』

一
二
　
一
九
八
〇
年
七

月
）
と
み
る
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
第
二
の
解
釈
の
方
が

こ
れ
に
な
じ
む
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（Ｈ
）な
お
、
建
久
六
年

（
一
一
九
五
）

『民
部
卿
経
房
家
歌
合
』
跛
文

に

「敷
し
ま
や
や
ま
と
歌
の
道
に
お
き
て
、
津
の
国
の
よ
し
あ
し
を

さ
だ
む
る
事
は
、
あ
ま
つ
乙
女
の
な
づ
ら
む
石
よ
り
も
か
た
く
、
わ

た
の
原
波
の
そ
こ
よ
り
も
は
か
り
が
た
し
」
と
あ
り
、

『慈
鎮
和
尚

歌
合
』
序
文
に

「今
の
世
に
は
我
も
人
も
い
か
な
る
を
よ
ろ
し
と
い

ふ
べ
き
ぞ
と
も
し
れ
る
人
は
か
た
か
る
べ
し
」
と
あ
る
の
も
同
様
の

認
識
の
表
明
で
あ
る
。

（‐２
）中
世
の
文
学

『歌
論
集
』

一
（松
野
陽

一
校
注
、
三
弥
井
書
店

一
九
七

一
年
二
月
）
、
日
本
思
想
大
系

（注
８
）
、
日
本
古
典
文
学

全
集

『歌
論
集
』

（有
吉
保
校
注
、
小
学
館
　
一
九
七
五
年
四
月
）

は
い
ず
れ
も
引
用
の
部
分
の
前
で
段
落
を
区
切
り
、

「万
葉
集
」
と
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項
目
を
立
て
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
こ
に
い
う

「上
古
の
歌
」
は
、
文
脈
上
、
万
葉
集
歌
そ
の
も
の
を
指
す
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
引
用
の
文
言
は
、
素
菱
鳴
尊

・
仁
徳
天
皇

・
聖
徳
太

子

・
伝
教
大
師
等
の
詠
歌
活
動
を
叙
述
し
た
部
分
に
続
く
も
の
で
、

「上
古
の
歌
」
は
、
直
接
的
に
は
素
曳
鳴
尊
以
下
の
歌
を
受
け
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
す
ぐ
後
に
は

『万
葉
集
』
に
つ
い
て
述
べ
て
お

り
、
そ
こ
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
も
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「上

古
の
歌
」
に
万
葉
集
時
代
の
歌
が
含
ま
れ
る
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。

（‐３
）序
文

「姿
を
わ
か
ず
」
の

「わ
く
」
は
、

『新
古
今
集
』
仮
名
序

の

「
こ
れ

（
＝
後
鳥
羽
院
の
歌
）
、
み
な
人
の
め
に
た
つ
べ
き
い
ろ

も
な
く
、
こ
こ
ろ
と
ど
む
べ
き
ふ
し
も
あ
り
が
た
き
ゆ
ゑ
に
、
か
へ

り
て
、
い
づ
れ
と
わ
き
が
た
け
れ
ば
」
の

「わ
く
」
と
同
様
で
、
単

に
区
別
す
る
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
区
別
し
た
上
で
優
劣
を

判
断
し
て
採
る
べ
き
は
採
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（‐４
）
「和
歌
史
か
ら
批
評
主
体
へ
―

『古
来
風
鉢
抄
』
読
解
―
」
（
『国

文
学
研
究
ノ
ー
ト
』

一
九
　
一
九
八
六
年
七
月
）
。

（‐５
）
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
既
に
谷
山
茂
氏
が

「歌
の
姿
と
そ
の
歴
史

的
意
義
と
を
見
き
わ
め
た
う
え
で
の
、
あ
ざ
や
か
な
批
評
」
の
例
と

し
て
示
さ
れ
て
い
た

（谷
山
茂
著
作
集
三
　
角
川
書
店
　
一
九
八
二

年
五
月
、　
一
四
二
頁
）
。

（‐６
）た
と
え
ば
、
拙
稿

「
『後
葉
和
歌
集
』

の
構
成
お
よ
び
性
格
」

（
『待
兼
山
論
叢
』
三
二
　
一
九
八
八
年

一
二
月
）
に
触
れ
た
よ
う

に

『後
葉
集
』
撰
者
寂
超

（為
経
）
は

『古
今
集
』
を
絶
対
化
し
そ

れ
に
依
拠
し
て
い
る
。
お
な
じ
く
、

『古
今
集
』
を
宗
と
す
る
と
い

っ
て
も
、
俊
成
の
認
識
は
こ
の
よ
う
な
絶
対
化
と
は
明
ら
か
に
一
線

を
画
す
る
で
あ
ろ
う
。

（‐７
）久
保
田
淳

・
松
野
陽

一
校
注

『千
載
和
歌
集
』

（笠
間
書
院
　
一

九
六
九
年
九
月
）
の
解
題

（松
野
氏
担
当
部
分
）
に
よ
れ
ば
文
治
三

年
九
月
二
十
日
に
形
式
的
奏
覧
、
翌
四
年
四
月
二
十
二
日
に
実
質
的

な
奏
覧
が
あ
り
、
手
直
し
を
経
て
同
年
八
月
二
十
七
日
ま
で
に
は
最

終
的
奏
覧
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

（‐８
）俊
成
の
誹
諧
歌
観
に
つ
い
て
は
上
條
彰
次

「誹
諧
歌
と
俊
成
」

（
『国
語
国
文
』
四
四
―
八
　
一
九
七
五
年
八
月
）
に
詳
し
い
。
結

論
と
し
て
は
こ
れ
に
従
い
た
い
が
、

『千
載
集
』
に
誹
諧
歌
の
部
立

が
設
け
ら
れ
た
事
情
と
し
て
は
、
上
條
論
文
中
に
も
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
谷
山
茂
氏
の
見
解
も
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
つ
に
は
、
撰
集
と
も
な
れ
ば
自
己
の
個
人
的
尚
好
の
み
で
終
始
し

る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
側
剣
ｄ
馴
潤
側
目
日
劇
「
刑
冽
劇
「と
も
考

え
ら
れ
る
。　
２
И線
佐
藤
）

（‐９
）た
と
え
ば

『俊
頼
髄
脳
』
の
誹
諧
歌
の
条

（歌
学
大
系

一
、　
〓

一

三
頁
）
、　
民
な草
紙
』
の
範
永
が
公
任
に
褒
め
ら
れ
て
感
動
し
た
記

事

（同
二
、
四
〇
頁
）
、

『八
雪
石
駅
ヒ

六
の

「彼
輩
の
後
は
、
た

だ
公
任
卿

一
人
天
下
無
双
、
万
人
こ
れ
に
お
も
む
く
」
の
言

（同
別

巻
三
、
四
四
三
頁
）

な
ど
。

（２０
）同
じ
清
輔
の

『袋
草
紙
』
上
に

「件
撰

（
＝
二
十
六
人
撰
）
有
不
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審
。
所
謂
、
深
養
父
、
元
方
、
千
里
、
定
文
等
不
入
之
。
此
人
々
豊

劣
頼
基
、
仲
文
、
元
真
等
之
類
乎
」
と
あ
る
の
は
、　
コ
一十
六
人
撰
』

へ
の
批
判
的
言
辞
と
し
て
、　
一
応
注
意
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は

歌
人
の
世
評
に
関
わ
る
こ
と
で
、
必
ず
し
も
主
体
的
と
は
言
え
ず
、

俊
成
の
、
批
評
眼

へ
の
根
本
的
批
判
と
は
次
元
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

（２‐
）
『古
三
十
六
人
歌
合
』
が
俊
成
の
手
に
成
る
と
い
う
決
定
的
確
証

は
な
く
、
松
野
陽

一
『藤
原
俊
成
の
研
究
』

（笠
間
書
院
　
一
九
七

三
年
二
月
）
で
は

「
一
応
俊
成
作
と
看
微
し
て
お
き
た
い
」
と
さ
れ

な
が
ら
も
、
な
お
慎
重
な
態
度
を
取
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

樋
口
芳
麻
呂
氏
は

「藤
原
俊
蔵
理
＾
『古
二
十
六
人
歌
合
』
考
」
（
『平

安
朝
文
学
研
究
』
六

一
　

一
九
七
九
年
六
月
）
に
お
い
て
俊
成
撰
と

み
る
べ
き
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
。
い
ま
、
樋
口
論
文
に
従
っ
て
、
俊

成
撰
と
み
る
立
場
を
と

っ
て
お
く
。
な
お
、
本
書
の
成
立
時
期
に
つ

き
樋
口
氏
は

「建
久
六
年
を
あ
ま
り
遡
ら
な
い
建
久
年
代
と
考
え
て

お
き
た
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

「月
や
あ
ら
ぬ
」

「む

す
ぶ
手
の
」
の
二
首
を
庶
幾
す
る
こ
と
の
明
言
が
建
久
六
年

（
一
一

九
五
）

『民
部
卿
経
房
家
歌
合
』
跛
文
に
初
め
て
み
え
る
こ
と
を
第

一
の
根
拠
と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
本
歌
合
序
文

の
発
言
な
ど
も
勘
案
さ
れ
て
よ
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、

同
書
の
成
立
は
も
っ
と
遡
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
本
歌
合

序
文
の
公
任
批
判
は

『古
三
十
六
人
歌
合
』
が
俊
成
撰
で
あ
る
こ
と

の
一
つ
の
傍
証
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（２２
）谷
山
茂
著
作
集
二

『藤
原
俊
成
　
人
と
作
品
』
、

「業
平
と
俊
成
」

「貫
之
と
俊
成
」
参
照
。

（２３
）
『
八
雲
御
抄
』
六
に

「公
任
卿
は
寛
和
の
比
よ
り
、
天
下
無
双
の

歌
人
と
て
、
す
で
に
二
百
よ
歳
を
へ
た
り
。
在
世
の
時
い
ふ
に
及
ず
、

経
信
、
俊
頼
己
下
、
ち
か
く
も
俊
成
が
在
世
ま
で
は
、
空
の
月
日
の

ご
と
く
に
あ
ふ
ぐ
。
し
か
る
を
、
近
比
よ
り
、
公
任
無
下
な
り
と
い

ふ
事
出
き
て
、
あ
さ
く
お
も
へ
る
輩
少
々
あ
り
。
こ
れ
こ
の
三
十
余

年
の
事
也
。
」
と
あ
る
の
は
、
参
考
に
な
る
。
俊
成
も
か
な
り
公
任

を
尊
重
し
て
は
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（２４
）佐
藤
恒
雄
氏
の
論

（注
２
、

『国
文
学
』
）
で
は
、
こ
の
判
詞
な

ど
を
取
り
上
げ
、
俊
成
歌
論
の
本
質
に
結
び

つ
く
も
の
と
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
や
や
立
場
を
異
に
す
る
。

（本
学
助
手
）
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