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『御

濯
河
歌
合
』
俊
成
判
の
批
評
態

―
―
動
歌
△
口
Ⅶ
刊
調
Ш
∩
）
■
嗣
佃
肝
ん
■
ハ
ツ
ぐ
ヽ
っ

″
ｔ
ｌ
ｌ

一

西
行
は
そ
の
晩
年
、
自
ら
詠
み
た
め
た
歌
々
を
三
十
六
番
の
歌
合
形
式

に
編
ん
だ
。
そ
の
自
歌
合
を
俊
成
入
道
釈
阿
の
許
へ
送
り
、
加
判
を
依
頼

し
た
時
、
折
り
し
も
俊
成
は

「起
請
」
に
よ
り
歌
合
の
判
者
た
る
こ
と
を

断

っ
て
い
た
。
文
治
三
年

（
一
一
八
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
西
行

の
懇
願
に
よ
り
俊
成
の
加
判
を
得
て
、
歌
合
は
伊
勢
神
宮
の
内
宮
に
奉
納

さ
れ
た
。

こ
の

『御
裳
濯
河
歌
合
』
の
序
文
に
は
加
判
に
至

っ
た
事
情
を
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
（１
）。

選

き
年
よ
り
こ
の
か
た
、
長
く
こ
の
こ
と

（歌
合
の
加
判
）
を
断

ち
を
は
り
た
れ
ど
も
、　
２上
人
円
位
、
壮
年
の
音
よ
り
、
た
が
ひ
に

己
を
知
れ
る
に
よ
り
て
、
二
世
の
契
り
を
結
び
を
は
り
に
き
。
お
の

お
の
老
に
の
ぞ
み
て
の
ち
、
か
の
離
居
は
山
川
を
隔
て
た
り
と
い
へ

ど
も
、
昔
の
芳
契
は
旦
暮
に
忘
る
る
こ
と
な
し
。
　
そ
の
う
へ
に
、

８
こ
れ
は
よ
の
歌
合
の
儀
に
は
あ
ら
ぎ
る
よ
し
、
し
ひ
て
し
め
さ
る

件
肛
華
厭
　
　
ｍ
明
性
旧

＝倒
刊
到
刊
引
∃
日
劉
引
利
日
劃
例
「
、
例
の
物
お
ぼ
へ
ぬ
僻
事
ど
も

を
し
る
し
申
す
べ
き
な
り
。

ま
た
、

『俊
成
家
集
』
に
本
歌
合
の
際
の
西
行
と
の
贈
答
歌
を
載
せ
て
い

る
が
、
そ
の
詞
書
に
同
趣
の
言
が
み
え
る
（２
）。

歌
合
と
い
ふ
こ
と
を
す
る
人
々
勝
ち
負
げ
定
む
る
事
を
こ
な
た

か
な
た
よ
り
ふ
れ
つ
か
は
す
こ
と
の
み
あ
る
を
、
と
か
く
申
し

な
が
ら
い
な
び
が
た
き
時
は
お
ぼ
え
ぬ
事
ど
も
を
書
き
つ
け
侍

る
も
よ
し
な
く
て
、
■
Ｊ
刷
「
引
馴
劃
例
劇
日
到
ｇ
引
酬
劇
引

ヽ

●

申
し
か
は
す
も
の
な
り
し
を
、
６わ
が
よ
み
つ
め
た
る
歌
ど
も

日
司
「
引
釧
副
劇
酬
引
り
∃
例
列
剣
糊
日
副
劉
¶
列
制
¶
コ
到
到
引

日
∃
刊

・）
―
淵
＝
日
馴
馴
到
ヨ
釧
ｕ
馴
日
剰
月
「

‐―州
Ⅵ
劃
刊
Ч
ｕ
洲

ば
、
お
ろ
お
ろ
書
き
つ
け
て
つ
か
は
じ
け
る
歌
合
の
は
し
に
、

上
人
の
書
き
つ
け
た
り
け
る
歌

ふ
ぢ
な
み
を
み
も
す
そ
が
は
に
せ
き
い
れ
て
も
も
え
の
松
に
か
け
よ

と
ぞ
お
も
ふ

（返
歌
略
）
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俊
成
の
起
請
に
つ
い
て
は
、
松
野
陽

一
氏
が
そ
の
事
実
の
確
認
と
意
味
づ

け
を
さ
れ
て
い
る
（３
）。
こ
れ
に
従
い
な
が
ら
、
前
掲
の
記
述
か
ら
読
み

取
れ
る
事
情
を
整
理
し
て
お
く
。

ま
ず
、
傍
線
部
１
、
４
に
起
請
の
事
実
を
確
認
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
起
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『御
裳
濯
河
歌
合
』
に
際
し
て
判
を
加
え

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
釈
明
が
、
傍
線
部
２

・
３
、
５
ｏ
６
に
そ
れ
ぞ
れ

示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
傍
線
部
２
、
５
に
西
行
と
の
長
年
に
わ
た
る
親

交
に
触
れ
、
加
判
に
至

っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
る
。
も
う

一
つ
の

理
由
と
し
て
、
傍
線
部
３

「
こ
れ
は
よ
の
歌
合
の
儀
に
は
あ
ら
ぎ
る
よ
し
、

し
ひ
て
し
め
き
る
る
お
も
む
き
を
伝
へ
承
」
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

西
行
が
加
判
を
依
頼
し
た
際
に
、
は
じ
め
俊
成
は
起
請
を
理
由
と
し
て

そ
れ
を
断

っ
た
ら
し
い
。

『風
雅
集
』
巻
十
九
所
載
の

「
ふ
ぢ
な
み
は
」

の
西
行
歌
の
詞
書
に
は
、

「俊
成
卿
に
か
ち
ま
け
じ
る
し
て
と
申
し
け
る

に
、
た
び
た
び
辞
し
申
し
け
れ
ど
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
西
行
は

「
よ

の
歌
合
」
す
な
わ
ち
通
常
の
歌
合
と
は
異
な
る
の
で
、
起
請
を
破
る
に
は

当
ら
な
い
こ
と
を
示
し
、
俊
成
を
説
得
し
て
し
ま
う
。
で
は
、
俊
成
は

「
よ
の
歌
合
の
儀
に
あ
ら
ぎ
る
よ
し
」
を
ど
の
よ
う
な
意
味
に
受
け
取

っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『俊
成
家
集
』
傍
線
部
６
を
参
煮
に
す
る
と
、

「わ
が
よ
み
つ
め
た
る

歌
ど
も
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
自
歌
合
で
あ
る
点
（４
）、

「伊
勢
神
宮
に
奉
」
っ
た
奉
納
歌
合
で
あ
る
点
で
、
俊
成
が
本
歌
合
を

一

般
の
歌
合
と
は
異
な
る
と
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
松
野
陽

一
氏

は
俊
成
の
起
請
と
千
載
集
撰
進
と
の
因
果
関
係
を
想
定
さ
れ
、
起
請
の
理

由
の
一
つ
に
つ
き
、

勅
撰
集
を
編
纂
し
て
ゆ
く
に
当

っ
て
、
と
か
く
人
間
関
係
に
労
わ
し

い
問
題
の
生
じ
易
い
状
態
を
作
り
出
す
判
者
の
立
場
か
ら
解
放
さ
れ

た
い
と
い
う
願
い
が
、
か
よ
う
な

「ち
か
ひ
を
起
て
る
」
行
為
と
な

っ
て
現
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（５
）

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
通
常
の
歌
合
で
は
加
判
に
際
し
て
参
加
歌
人
そ
れ

ぞ
れ
へ
の
配
慮
が
念
頭
を
離
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
自
歌
合
で
あ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
煩
わ
し
さ
か
ら
は
解
放
さ
れ
る
と
い
う
思
い
が
俊
成
に
は
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
本
歌
合
が
西
行
に
と
っ
て
歌
歴
の
総
決
算
た
る
重
要
な
意
味

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
齢
七
十
に
達

し
た
西
行
が
生
涯
の
自
詠
を
歌
合
に
編
ん
で
伊
勢
神
宮
に
奉
納
し
よ
う
と

そ
の
判
を
求
め
て
き
た
時
、
明
言
さ
れ
ず
と
も
、
歌
人
と
し
て
の
生
涯
の

締
め
く
く
り
と
い
う
重
い
意
味
が
そ
こ
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
俊
成

は
察
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

「
よ
の
歌
合
の
儀
に
は
あ
ら
ぎ
る
」
と
言

っ
た
と
き
、
上
述
の
ご
と
き

①
奉
納
歌
合
で
あ
る
点
、
②
個
人
の
自
歌
合
で
あ
る
点
、
③
西
行
の
歌
業

の
締
め
く
く
り
の
意
味
を
も
つ
点
が
、
俊
成
の
念
頭
に
上

っ
た
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
俊
成
が
通
常
の
歌
合
と
は
異
な
る

こ
と
を
自
覚
し
た
上
で
、
本
歌
合
の
判
に
臨
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
自
覚
が
本
歌
合
十
五
番
判
に
は
次
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
。

十
五
番
　
左

う
ぐ
ひ
す
の
古
巣
よ
り
た
つ
時
鳥
藍
よ
り
も
濃
き
声
の
色
か
な
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右

勝

聞
か
ず
と
も
こ
こ
を
せ
に
せ
ん
時
鳥
山
田
の
原
の
杉
の
む
ら
だ
ち

コ

翻

習

翻

日

Ｊ

劉

月

測

副

引

剤

「

創

剰

引

コ

Ч

日

風

倒

副

コ

剛

到

ヨ

引

副

ヨ

刊

日

■

「

引ゴ
刊
倒
「
Ｊ
囲
到
到
釧
「
刊
劇
劉
劃
刻
引
刊

「藍
よ
り
も
濃
き
」

心
、
を
か
し
く
は
き
こ
え
な
が
ら
、
又
お
り
お
り
人
よ
め
る
こ

と
な
る
べ
し
。

「山
田
の
原
」
と
い
へ
る
、
心
姿
、
凡
俗
及
び

が
た
き
に
似
た
り
。
ま
さ
る
と
申
す
べ
し
。

本
歌
合
の
続
編
で
あ
る

『宮
河
歌
合
』
の
定
家
判
で
も
、
次
の
よ
う
に

西
行
の
自
歌
合
が
通
常
の
歌
合
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明

一不
し
て
い
る
（６
）。

お
ほ
か
た
は
歌
合
の
た
め
に
よ
み
あ
つ
め
ら
れ
た
る
歌
に
は
べ
ら
ね

ど

（七
番
判
）

か
や
う
の
難
は
此
歌
合
に
と
り
て
す
べ
て
あ
る
ま
じ
き
事
に
は
べ
れ

ば

（二
十
六
番
判
）

此
歌
合
は
わ
ざ
と
し
づ
み
思
ひ
て
あ
は
せ
つ
が
は
れ
た
る
に
も
あ
ら

ず
。
た
だ
お
ほ
く
の
と
し
ご
ろ
つ
も
れ
る
こ
と
の
は
を
拾
ひ
て
、
な

ら
び
ぬ
べ
き
ふ
し
ぶ
し
、
か
よ
へ
る
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
を
思
ひ
あ
は
せ

つ
つ
、
左
右
に
た
て
ら
れ
て
侍
れ
ば
、
事
の
心
か
す
か
に
歌
の
姿
高

く
し
て
、
空
よ
り
も
を
よ
び
が
た
く
、
雲
よ
り
も
は
か
り
が
た
し
。

（跛
文
）

も
と
よ
り
、
こ
れ
は
定
家
の
自
覚
的
態
度
で
あ
る
が
、
俊
成
の
加
判
態
度

の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
（７
）。

以
上
の
よ
う
に
本
歌
合
加
判
の
出
発
点
を
確
認
し
た
上
で
、
内
容
の
具

体
的
検
討
に
入
る
（８
）。

二

本
歌
合
の
批
評
態
度
を
考
察
す
る
上
で
次
の
十
九
番
、
二
十
六
番
の
判

詞
は
注
目
さ
れ
る
。

十
九
番

左
　
勝

あ
し
ひ
き
の
山
か
げ
な
れ
ば
と
思
ふ
ま
に
梢
に
つ
ぐ
る
日
暮
の
声

右

山
里
の
月
待
つ
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
は
門
田
の
風
の
音
の
み
ぞ
す
る

左
の
歌
、

「
こ
ず
ゑ
に
つ
ぐ
る
」
心
深
く
故
あ
り
て
き
こ
ゆ
。

ア謝
司
刊
劇
翻
劉
「
劃
劇
劇
副
劉
ｇ
¶
劇
測
馴
創
刻
「
力ゝ―
劇

引
の‐
引
釦
『

Ａ
Ｉ
剣
翅
湖
ｄ
列
司
劉
∃
測
側
「

‐―州
刻
コ
ｄ
＝

‐Ｊ
∃
馴
劇
引
引
劃
「
副
倒
「
劉
到
ｕ
洲
到
到
り
刊
右
歌
は
、
難

と
す
べ
き
と
こ
ろ
な
く
は
み
え
な
が
ら
、
又
人
よ
み
つ
べ
き
こ

と
に
や
。
な
ほ
左
の
末
の
句
の
心
、
ま
さ
る
と
申
す
べ
く
や
。

二
十
六
番

左
　
持

世
を
う
し
と
思
ひ
け
る
に
ぞ
な
り
ぬ
べ
き
吉
野
の
奥
へ
深
く
入
り
な

ば

右
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か
か
る
身
に
お
ほ
し
た
て
け
ん
た
ら
ち
ね
の
親
さ
へ
つ
ら
き
恋
も
す

る
か
な左

の

「吉
野
の
奥
へ
」
入
り
、
右
の

「親
さ
へ
つ
ら
き
恋
」
の

心
、
と
も
に
深
く
き
こ
ゆ
れ
ど
も
、
ィ測
国
洲
測
国
＝
Ｊ
倒

「
―
司

づ
Ｊ
剰
可
川
測
Ⅵ
劇
「
劇
「
「
国
＝
Ｊ
月
Ⅵ
３
列
Ｎ
側
引
Ч
到
バ
訓

む
こ
と
に
は
あ
れ
ど
、
こ
ひ
ね
が
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ぎ
る
な
り
。

Ｊ
Л
期
刊
Ｊ
馴
利
倒
Ｊ
刻
馴
到
劇
ヨ
劃
剣
「
日
劇
＝
飼
引
劇
倒
剛
「
た

だ
し
、
歌
の
ほ
ど
持
と
す
。

二
十
六
番
判
に
は

「
こ
れ
又
古
く
も
近
く
も
人
詠
む
こ
と
に
は
あ
れ
ど
」

「
思
ふ
と
こ
ろ
を
こ
の
つ
ゐ
で
に
申
し
出
る
な
り
」
と
、
十
九
番
判
の

「又
人
常
に
詠
む
こ
と
な
れ
ど
」

「
一
身
思
ふ
と
こ
ろ
を
つ
ゐ
で
に
申
し

出
る
な
り
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
文
言
が
み
え
る
。
二
十
六
番
判
傍
線
部
イ
が

十
九
番
判
傍
線
部
ア
を
受
け
て
言
わ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
と
に
、
二
十
六
番
の

「
こ
れ
又
」

「
こ
れ
も
」
に
は
十
九
番
を
受
け
る

意
識
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
二
箇
所
に
共
通
し
て

い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
批
評
態
度
で
あ
ろ
う
か
。

十
九
番
で
は

「
…
…
ま
に
」
、
二
十
六
番
で
は

「…
…
へ
」
と
い
う
表

現
を
そ
れ
ぞ
れ
問
題
に
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、　
コ

身
思
ふ
と
こ

ろ
を
つ
ゐ
で
に
申
し
出
る
な
り
」

（十
九
番
）
、

「
こ
れ
も
思
ふ
と
こ
ろ

を
こ
の
つ
ゐ
で
に
申
し
出
る
な
り
」

（二
十
六
番
）
と
、
そ
れ
ら
詞
の
間

題
は

「
つ
ゐ
で
」
に
一一一一日及
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
西
行
歌
そ
の
も
の
の
評
価

と
は
別
の
次
元
に
属
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
い

ず
れ
の
場
合
も
、
そ
れ
ら
が
西
行
歌
の
本
質
的
な
評
価
に
は
直
接
関
わ
っ

て
い
な
い
と
考
，４
り
れ
る
。

こ
れ
ら
の
判
詞
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
文
脈
の
曲
折
は
、
他
一の
歌
合
の
俊

成
判
に
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
通
常
、　
一
首
の
長

所

。
短
所
を
複
数
の
側
面
か
ら
指
摘
し
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
評
価
を
下

す
過
程
の
上
に
生
じ
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
摘
は
、
軽
重
は
あ
り
な

が
ら
も
、　
一
首
の
評
価
そ
の
も
の
に
繋
が

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
前
掲
例
の
場
合
は
、
詞
の
問
題
は

一
首
の
評
価
そ
の
も
の
と
は
区
別

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
と
に
、
十
九
番
で
は
左
歌
の

「
…
…
ま
に
」

を
問
題
と
し
な
が
ら
、
歌
そ
の
も
の
の
評
価
と
し
て
は

「難
と
す
べ
き
所
」

の
な
い
右
歌
よ
り
も

「ま
き
る
」
と
し
て
勝
を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
に
、

前
述
の
ご
と
き
、
詞
の
問
題
を
歌
そ
の
も
の
の
評
価
と
は
別
次
元
に
位
置

付
け
る
判
者
の
自
覚
的
な
態
度
が
明
確
に
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
十
九
番
判
の

「か
や
う
の
こ
と
は
、
人
か
へ
り
て
笑
う
べ

き
事
な
り
」
に
は
、
判
者
の
対
読
者
意
識
が
あ
ら
わ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

読
者
と
し
て
当
事
者
の
西
行
の
み
を
想
定
し
て
い
る
と
は
考
え
難
い
。
む

し
ろ
、
傍
線
部
ア
・
イ
は
、
本
歌
合
を
読
む
で
あ
ろ
う
他
の
歌
人
た
ち
に

向
け
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
歌
人
た
ち
を
俊
成

が
相
台
走
し
て
い
た
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
読
者
と
し
て
ま

ず
考
，各
り
れ
る
の
は
本
歌
合
の
奉
納
先
で
あ
る
伊
勢
神
宮
の
神
官
で
あ
る
。

ま
た
、
西
行
の

『贈
定
家
卿
文
』
に
み
え
る

「仁
和
寺
、
加
茂
辺
に
あ
つ

ま
り
候
歌
よ
み
ど
も
」

（そ
の
中
に
は
顕
昭
も
含
ま
れ
て
い
た
か
）
も
意

識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
定
家
ら
の
新
進
歌
人
も
視
野

の
中
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
よ
う
に
、
前
掲
傍
線
部
ア
・
イ
が
西
行
歌
の
評
価
に
は
直
接
関

わ
ら
ず
、
読
者
た
る
歌
人
た
ち
に
向
け
た
発
言
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の

意
味
合
い
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
時
期
俊
成
は
歌
壇
の
長
老
で
あ

り
、
第

一
人
者
た
る
こ
と
を
自
覚
し
て
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
十
九
番

。
二

十
六
番
で
詞
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
の
上

に
立

っ
た
指
導
的
発
言
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

通
常
の
歌
合
に
お
い
て
は

「…
…
ま
に
」

「…
…
へ
」
と
い
っ
た
表
現
を

含
む
歌
が
必
ず
し
も
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
読
者
の
歌
人
た

ち
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
通
常
の
歌
合

歌
を
想
定
し
て
の
言
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
を
借
り
て

「
つ
ゐ
で
に
」
言
及

し
た
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
西
行
歌
の
評
価
に
は
直
浮
綺
一用
し
て
な

い
の
で
あ
る
。
佐
藤
恒
雄
氏
は
、
こ
れ
ら
の
例
を
も
含
め
て
俊
成
が
詞
を

問
題
に
し
て
い
る
箇
所
に
注
目
さ
れ
、

「本
歌
合
に
お
い
て
、
西
行
歌
の
、

詞
を
い
た
わ
ら
ぎ
る
歌
の
数
々
を
改
め
て
精
読
し
、
舌
頭
に
反
転
し
て
み

た
時
、
詠
吟
に
堪
え
ぎ
る
こ
と
ば
へ
の
感
覚
的
拒
否
の
姿
勢
を
、
い
よ
い

よ
強
く
自
覚
し
て
い
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（９
）と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
な
側
面
も
見
逃
せ
な
い
が
、
十

九
番

・
二
十
六
番
に
関
し
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
、
西
行
歌
の
評

価
と
歌
合
の
枠
内
で
の
制
約
と
を
自
覚
的
に
区
別
し
て
い
る
俊
成
の
批
評

態
度
を
こ
そ
重
視
し
た
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
十
九
番
判
は
次
の
十

一
番
判
を
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

十

一
番

左

た
ち
か
は
る
春
を
知
れ
と
も
見
せ
が
ほ
に
年
を

へ
だ
つ
る
霞
な
り
け

り

右

勝

岩
間
と
ぢ
し
氷
も
今
は
う
ち
と
け
て
苔
の
下
水
み
ち
も
と
む
ら
ん

左
の
歌
、
姿
心
あ
ひ
か
な
ひ
て
み
ゆ
。
た
だ
し
、

「見
せ
が
ほ

に
」
と
い
ふ
こ
と
ば
は
、
到
ｄ
月
ｄ
測
洲
「
ョ
ロ
劉
例
「
さ
は
あ

り
な
が
ら
、
猶
歌
〈
早
」
と
き
に
は
ひ
か
ふ
べ
き
に
や
あ
ら
む
。

か
つ
は
歌
の
さ
ま
に
よ
る
べ
し
。
右
の
歌
、
心
詞
を
か
し
。
ま

さ
る
と
申
す
べ
き
に
や
。

十
九
番
判
の

「又
人
常
に
詠
む
こ
と
な
れ
ど
」
は
、
十

一
番
判
の
傍
線
部

「我
も
人
も
よ
む
こ
と
な
り
」
を
念
頭
に
置
い
て
言
わ
れ
て
い
る
。
十

一

番

・
十
九
番

。
二
十
六
番
は

一
連
の
判
詞
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
十

一
番
判
の

「猶
歌
合
に
は
ひ
か
ふ
べ
き
に
や
あ
ら
む
」
も
、

仮
に
通
常
の
歌
合
で
あ

っ
た
な
ら
難
と
す
べ
き
表
現
で
あ
る
こ
と
を
読
者

で
あ
る
歌
人
た
ち
に
示
す
、
そ
の
よ
う
な
次
元
の
発
言
で
あ
る
と
位
置
付

け
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三

一即
節
で
は
十

一
番

。
十
九
番

・
二
十
六
番
の
判
詞
を
と
り
あ
げ
、
あ
る

面
に
お
い
て
、
通
常
の
歌
合
の
判
の
あ
り
方
と
本
歌
合
の
判
の
あ
り
方
と

を
自
覚
的
に
区
別
し
て
い
る
俊
成
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
の

詞
の
問
題
の
指
摘
を
、
前
述
の
ご
と
く
読
者
た
る
歌
人
た
ち
に
向
け
た
言

と
位
置
付
け
た
上
で
、
十

一
番

。
十
九
番
に
つ
い
て
さ
ら
に
問
題
の
在
り
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か
を
探

っ
て
み
る
。

先
に
十
九
番
判
を
検
討
す
る
。
問
題
に
さ
れ
た
の
は

「思
ふ
ま
に
」
と

い
う
表
現
で
あ
る
。
佐
藤
恒
雄
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（１０
）、
俊

成
は

『六
百
番
歌
合
』
野
遊
二
番

・
春
曙
二
十
六
番

。
志
賀
山
越
九
番
、

建
久
六
年

（
一
一
九
五
）

『民
部
卿
家
歌
合
』
暁
月
六
番
で
も

「
…
…
ま

に
」
の
詞
を
問
題
に
し
て
い
る
。
当
該
例
に
お
い
て
も

「
…
…
ま
に
」
の

表
現

一
般
が
土昼
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、

「な

ほ
思
ふ
べ
く
や
と
お
ぼ
え
侍
る
」
と
は

「
…
…
ま
に
」
の
ど
の
よ
う
な
側

面
に
関
す
る
注
意
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
試
み
に
八
代
集
か
ら

「
∧
動
詞
ｖ
十

（
∧
助
動
詞
∨
）
＋
ま
に
」

の
表
現
を
抜
き
出
す
と
、
四
二
例
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、

た
れ
こ
め
て
春
の
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
ま
に
ま
ち
し
桜
も
う
つ
ろ
ひ
に

け
り
　
　
　
　
　
　
（古
今
集

・
春
下
　
八
〇

藤
原
因
香
）
（Ｈ
）

な
げ
く
ま
に
か
が
み
の
影
も
お
と
ろ
へ
ぬ
契
り
し
こ
と
の
か
は
る
の

み
か
は
　
　
　
　
　
　
　
（千
載
集

・
恋
五
　
九
二
八
　
３
奮
趣
じ

の
よ
う
に
、

「
…
し
て
い
る
う
ち
に

（事
態
が
進
行
し
て
）
～
に
な
っ
た
」

と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
約
八
割
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
自
身

の
行
為
や
状
態
を

「ま
に
」
で
受
け
て
時
間
の
経
過
を
思
わ
せ
、
そ
れ
に

続
け
て
そ
の
間
の
変
化
の
相
や
そ
の
結
果
を
提
示
し
、
言
外
に
驚
き
や
失

望
の
念
を
こ
め
る
と
い
う
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、

「ま
に
」

は
そ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
の
表
現
機
能
石
有
効
に
発
揮
す

る
で
あ
ろ
う
。

問
題
あ
十
九
番
差
歌
、

あ
し
ひ
き
の
山
か
げ
な
れ
ば
と
思
ふ
ま
に
梢
に
つ
ぐ
る
日
暮
の
声

は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「薄
暗
く
て
涼
し
い
の
は
山
の
か
げ
に
い
る
か

ら
だ
と
ば
か
り
思

っ
て
い
た
ら
、
じ
つ
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
も
う
夕
暮

に
な
っ
て
い
た
か
ら
な
の
だ
。
梢
高
く
に
、
秋
の
夕
暮
を
知
ら
せ
る
ひ
ぐ

ら
し
の
声
が
聞
え
る
」
―
―
歌
意
は
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

上
旬
と
下
旬
の
関
係
は
逆
接
的
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
認
識
の
転
換
が

一
首

の
表
現
性
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
こ
で

「ま
に
」
を
用
い
る

の
は
不
当
と
い
う
程
で
は
な
い
が
、
先
に
述
べ
た

「ま
に
」
の
有
効
な
表

現
機
能
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
少
な
く
と
も
、
上
句
と
下

旬
の
つ
な
ぎ
め
が

「ま
に
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
表
現
の
適
切
さ
に
関
わ
る
問
題
に
俊
成
の
眼
は
向
け

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『六
百
番
歌
合
』
春
曙

・
二
十
六

番
左
歌
、

こ
の
よ
に
は
心
と
め
じ
と
お
も
ふ
ま
に
な
が
め
ぞ
は
て
ぬ
春
の
あ
け

ぼ
の

（顕
昭

負
）

に
対
し
て
、

「
『ま
に
』
の
詞
ま
こ
と
に
不
足
に
聞
え
侍
り
」
と
批
判
し

て
い
る
の
も
同
様
の
観
点
か
ら
で
あ
ろ
う
。

同
じ
く

「
…
…
ま
に
」
を
用
い
て
い
て
も
、
本
歌
合
八
番
右
歌
、

ふ
け
に
け
る
我
世
の
か
げ
を
思
ふ
ま
に
は
る
か
に
月
の
か
た
ぶ
き
に

け
り

（負
）

に
対
し
て
は
、

「右
の
歌
、
い
と
を
か
し
」
と
賞
賛
す
る
の
み
で
、

「ま

に
」
を
と
り
た
て
て
問
題
に
し
て
い
な
い
。
こ
の
歌
に
お
い
て
は
、
物
思

い
に
耽
け
っ
て
い
る
間
の
時
間
の
経
過
が
重
要
な
要
素
と
な

っ
て
い
る
。

-36-



前
述
し
た
勅
撰
集
に
採
ら
れ
た
例
の
多
く
と
同
様
、

「ま
に
」
が
有
効
に

機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「ま
に
」
を
用
い
て
い
て
も
俊

成
は
何
の
問
題
も
感
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「ま
に
」
は
あ
る
意
味
で
便
利
な
言
葉
で
あ
る
。
歌
を
作
る
に
あ
た
っ

て
、
二
つ
の
要
素
が
念
頭
に
あ
る
と
き
、
そ
れ
ら
を
と
り
あ
え
ず

「ま
に
」

で
結
ん
で
お
け
ば
何
と
か

一
首
の
体
裁
を
保
て
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

に
、
安
易
に

「
ま
に
」
を
多
用
す
る
と
、
歌
意
と
言
葉
が
密
着
し
て
い
な

い
表
現
の
未
熟
な
歌
が
次
々
に
詠
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
を
警
戒

し
、
読
者
で
あ
る
歌
人
た
ち
に
対
し
て
詞
の
用
い
方
に
つ
い
て
の
安
易
な

態
度
を
戒
め
る
の
が
、
十
九
番
判
の
真
意
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（１２
）０

次
に
十

一
番
判
に
検
討
を
加
え
る
。
こ
こ
で
は
、
左
歌
、

た
ち
か
は
る
春
を
知
れ
と
も
見
せ
が
ほ
に
年
を
へ
だ
つ
る
霞
な
り
け

り

（負
）

に
つ
い
て
、

「
『見
せ
が
ほ
に
』
と
い
ふ
こ
と
ば
は
、
我
も
人
も
よ
む
こ

と
な
り
。
さ
は
あ
り
な
が
ら
、
猶
議
バ
ロご
と
き
に
は
ひ
か
ふ
べ
き
に
や
あ

ら
む
」
と

「見
せ
が
ほ
に
」
を
問
題
に
し
て
い
た
。
俊
成
は

『
六
百
番
歌

〈
塁

で
も
、
九
月
九
日

・
十
二
番
右
の
家
一房
歌
、

な
が
月
の
け
ふ
こ
こ
ぬ
か
と
い
ひ
が
ほ
に
を
り
え
て
見
ゆ
る
し
ら
ぎ

く
の
は
な

（持
）

に
対
し
て

「
『
い
ひ
が
ほ
に
』
な
ど
ぞ
不
可
庶
幾
詞
に
侍
る
べ
き
」
と
批

判
し
て
い
る
他
、
残
菊

。
十
二
番
で
は

「
い
ろ
が
ほ
に
」
の
詞
を
批
判
し
、

糸
遊

・
十
九
番
で
は
方
人
が

「と
も
が
ほ
に
」
を
疑
間
視
し
た
の
に
同
意

し
て
い
る
（１３
）０
こ
こ
で
も
、
十
九
番
で

「
…
…
ま
に
」

一
般
が
意
識
さ

れ
て
い
た
の
と
同
様
、

「…
…
が
ほ
」
の
表
現

一
般
が
意
識
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

「…
…
が
ほ
」
の
表
現
に
つ
い
て
は
稲
田
利
徳
氏
の
詳
細
な
論
考
が
あ

る
（１４
）０
稲
田
氏
は
、
従
来
西
行
に
特
徴
的
と
さ
れ
て
き
た
こ
の
表
現
に

つ
い
て
、
他
の
和
歌
作
品
に
み
え
る

「
…
…
が
ほ
」
の
用
例
に
も
広
く
当

た
ら
れ
た
上
で
、
西
行
の
歌
を
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
特
質
を
明
か
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
中
で
、

「
…
…
が
ほ
」
の
表
現
は
西
行
に
限

っ
た
も
の
で

は
な
く
、
和
泉
式
部
や
俊
恵
な
ど
は
数
量
的
に
は
西
行
を
う
わ
ま
わ
る
ほ

ど
用
い
て
い
る
こ
と
、
歌
合
や
勅
撰
集
に
も
か
な
り
現
れ
る
こ
と
を
指
摘

さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
西
行
以
前
お
よ
び
同
時
代
に

「…
…
が
ほ
」
の
表

現
が
か
な
り
み
え
る
こ
と
は
、
い
ま
の
問
題
を
考
察
す
る
上
で
も
注
意
さ

れ
る
。

俊
成
が
参
加
し
、
そ
の
部
類
も
担
当
し
た

『久
安
百
首
』
を
通
覧
す
る

と
、

「…
…
が
ほ
」
の
表
現
は
八
例
み
え
る
。

「を
り
し
り
が
ほ
」

（教
一長
　
一
一四
六
）
、

「
み
な
れ
が
ほ
」

（季

通
　
四
二
五
）
、

「し
ら
ず
が
ほ
」

（実
清

七
五
〇
）
、

「待
つ

事
が
ほ
」

（俊
成
　
長
歌
九
〇

一
）
、

「思
は
ず
が
ほ
」

（清
輔

九
六
八
）
、

「わ
す
れ
が
ほ
」

（堀
河
　
長
歌

一
一
〇

一
）
、

「し

ら
せ
が
ほ
」

（兵
衛

　
一
一
五
二
）
、

「か
ち
が
ほ
」

（小
大
進

一
三
七
三
）

や
は
り
俊
成
の
参
加
し
た
治
承
二
年

（
一
一
七
八
）

『右
大
臣
家
百
首
』

に
は
現
在
知
ら
れ
る
歌
の
う
ち
、
五
首
に

「
…
…
が
ほ
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
（１５
）０
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「我
し
り
が
ほ
」

（俊
恵
　
一
一八

一
）
、

「見
せ
が
ほ
」

（俊
成

一
〇
七
四
）
、

「お
ほ
せ
が
ほ
」

（俊
恵
　
一
一
一八
四
）
、

「
つ
げ

が
ほ
」

（隆
信
　
一
四
三
六
）
、

「し
ら
せ
が
ほ
」

（俊
恵
　
一
四

八
五
）

ま
た
、
稲
田
氏
が
挙
げ
て
お
ら
れ
る
平
安
朝
の
歌
合
に
み
え
る

「
…
…

が
ほ
」
の
用
例
の
う
ち
、
俊
成
判
の
歌
合
と
し
て
は
、
承
安
三
年

（
一
一

七
一こ
　
『
三
井
寺
新
羅
社
歌
合
』
の

一
例
、

『別
声
肇
部
（塁

の
二
例
、

治
承
三
年
十
月

『右
大
臣
家
歌
合
』
の
二
例
の
計
五
例
が
あ
る
。
稲
田
氏

の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
平
安
朝
の
歌
合
を
通
し
て
、

『御
裳
濯
河
歌
合
』

よ
り
前
に
は

「表
立

っ
て
、
こ
の
表
現
を
批
判
し
た
も
の
は
み
え
な
い
」
。

た
だ
し
、
治
承
三
年
十
月

『右
大
臣
家
歌
合
』
花

。
四
番
左
の
兼
実
歌
、

み
な
人
の
わ
が
も
の
が
ほ
に
お
も
ふ
か
な
花
こ
そ
ぬ
し
は
定
め
ざ
り

け
れ

（持
）

に
つ
い
て
、
俊
成
は

「上
五
七
の
句
卿
俗
に
ち
か
く
や
侍
ら
む
」
と
言
っ

て
お
り
、

「…
…
が
ほ
」
の
表
現
が

「俗
に
ち
か
い
」
と
い
う
評
価
に
関

わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

い
ま
み
た
よ
う
に
、
俊
成
が
見
聞
き
し
た
こ
と
の
確
実
な
も
の
だ
け
で

も
、
同
時
代
の
歌
か
ら

「
…
。・が
ほ
」
の
用
例
を
容
易
に
十
数
首
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期
に
は

『千
載
集
』
の
選
歌
を
終
え
つ
つ
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
際
に
改
め
て
目
を
通
し
た
作
品
の
な
か
に

「…
…

が
ほ
」
の
表
現
は
相
当
数
含
ま
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
（１６
）０
前
掲
の
治

承
三
年

『右
大
臣
塞
自
首
』
の
判
詞
に

「
…
…
が
ほ
」
に
対
す
る
問
題
意

識
の
萌
芽
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
歌
の
印
象
が
問
題
の
十

一

番
判
に
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
確
か
に

「
…
…
が
ほ
」

の
表
現
は
西
行
歌
集
に
お
い
て
印
象
的
で
あ

っ
て
、
そ
の
一
首
に
触
れ
て

門
題
意
識
が
顕
在
化
し
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
す
で
に
目
に

し
て
い
た
同
時
代
の
作
品
と
の
関
連
も
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

「…
…
が
ほ
」
は
造
語
力
の
旺
盛
な
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
。
先
に
一

瞥
し
た
だ
け
で
も
、
か
な
り
多
様
な
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
る
意

味
で
十
九
番
で
問
題
に
な
っ
て
い
た

「…
…
ま
に
」
に
一
脈
通
じ
る
も
の

が
あ
る
。
俊
成
は
十

一
番
の
場
合
も
、　
７
…
。が
ほ
」
の
濫
用
を
警
戒
し

て
、
読
者
で
あ
る
歌
人
た
ち
に
釘
を
さ
す
意
図
か
ら
、

「猶
歌
〈
事
」
と
き

に
は
ひ
か
ふ
べ
き
に
や
あ
ら
む
」
と
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
や
は

り
、
表
現
の
安
易
に
流
れ
る
の
を
戒
め
る
た
め
の
言
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

，うノ。な
お
、
二
十
六
番
に
つ
い
て
は
、
他
の
俊
成
判
に
同
様
の
言
及
が
な
く
、

考
察
の
材
料
に
乏
し
い
の
で
、
い
ま
は
措
く
こ
と
に
す
る
。

四

第
二
節
、
第
二
節
に
検
討
し
た
の
は
詞
の
問
題
の
指
摘
が
読
者
た
る
歌

人
た
ち
に
向
け
て
の
も
の
で
、
西
行
歌
の
評
価
と
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い

と
考
え
ら
れ
る
例
で
あ
っ
た
。　
軍
く

詞
の
問
題
の
指
摘
が
西
行
歌
へ
の

批
判
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
例
も
存
す
る
。

十
番
　
左
　
勝

士
三
野
山
や
が
て
出
じ
と
思
ふ
身
を
花
ち
り
な
ば
と
人
や
待
？
り
ん
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右

ふ
り
さ
け
し
人
の
心
ぞ
知
ら
れ
け
る
こ
よ
ひ
三
笠
の
月
を
な
が
め
て

「
こ
よ
ひ
三
笠
の
」
と
お
け
る
こ
と
ば
は
い
と
優
に
き
こ
え
た

り
。

「
ふ
り
さ
け
し
」
と
い
へ
る
は
じ
め
の
句
、
い
か
に
ぞ
き

こ
ゆ
ら
ん
。
左
歌
、
こ
と
も
な
く
よ
ろ
し
。
ま
さ
る
と
や
申
す

べ
か
ら
ん
。

右
歌
に
つ
い
て

「
こ
よ
ひ
三
笠
の
」
の
部
分
を
長
所
と
認
め
、

「ふ
り

さ
け
し
」
の
詞
を
短
所
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
詞
の
問
題

の
指
摘
を
西
行
歌
の
評
価
と
区
別
す
る
一一一日は
何
ら
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、

前
述
の
十
九
番
や
二
十
六
番
と
は
違

っ
て
、
西
行
歌
そ
の
も
の
へ
の
批
判

と
考
え
て
よ
い
。
右
歌
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
安
倍
仲
麿
の
、

あ
ま
の
原
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
か
す
が
な
る
み
か
さ
の
山
に
い
で
し
月

か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（古
今
集

・
暑
旅
　
四
〇
一◇

を
踏
ま
え
て
お
り
、

「
ふ
り
さ
け
し
人
」
と
は
、
か
つ
て
唐
土
で
故
郷
を

思
い
つ
つ
月
を
振
り
仰
い
だ
安
倍
仲
麿
そ
の
人
を
指
じ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
に
意
は
解
せ
る
も
の
の
、

「
ふ
り
さ
け
し
人
」
と
は
い
さ
さ
か
強
引
な

物
言
い
で
あ
ろ
う
。
仲
麿
歌
の

「あ
ま
の
原
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
」
と
い
う

一
連
の
語
句
か
ら

「
ふ
り
き
く
」
の
み
を
切
り
出
し
、
そ
れ
に
過
去
の
助

動
詞

「き
」
を
つ
け
て

「
ふ
り
さ
け
し
人
」
と
し
て
、
仲
麿
の
故
事
を
想

起
さ
せ
る
の
は
、
乱
暴
と
言
え
な
く
も
な
い
。
さ
ら
に
、

「ふ
り
さ
く
」

が
、
多
く

「
ふ
り
さ
け
見
る
」
と
い
う
熟
合
し
た
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
勘
案
す
る
と
（１７
）、
こ
の
よ
う
な

「
ふ
り
さ
く
」
単
独
の
用
法
は
、

当
時
に
あ
っ
て
奇
異
に
映

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
点
に
俊
成

は
問
題
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
近
い
例
に
二
十
五
番
が
あ
る
。
左
歌
、

あ
や
め
つ
つ
人
じ
る
と
て
も
い
か
が
せ
ん
じ
の
び
は
つ
べ
き
快
な
ら

ね
ば

（負
）

に
つ
い
て
、
判
詞
に

「
は
じ
め
の
五
文
字
や
、
い
か
に
ぞ
き
こ
ゆ
ら
ん
」

と
言
っ
て
い
る
。
初
旬

「あ
や
め
つ
つ
」
は

「世
間
の
人
が
私
に
恋
心
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
怪
し
ん
で
」
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
い

き
な
り

「あ
や
む
」
の
語
で
歌
い
始
め
る
の
は
唐
突
の
感
を
否
め
な
い
。

「あ
や
む
」
と

「人
じ
る
」
を

「
つ
つ
」
で
結
ん
で
い
る
の
も
、
や
や
乱

暴
な
句
運
び
で
あ
ろ
う
。

「
ふ
り
さ
け
し
」
同
様
ヽ
俊
成
に
は
強
引
な
表

現
に
思
え
た
の
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
十
二
番
左
歌
、

山
が
つ
の
か
た
お
か
か
け
て
し
む
る
野
の
さ
か
ひ
に
た
て
る
玉
の
を

や
な
ぎ

（負
）

に
つ
い
て
は
、

「左
歌
、
さ
る
こ
と
あ
り
と
み
る
こ
こ
ち
し
て
、
め
づ
ら

し
き
さ
ま
な
り
。
す
ゑ
の
句
の

『を
』
の
字
や
、
す
こ
し
い
か
が
」
と
評

し
て
い
る
。

「玉
の
を
柳
」
の
詞
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
関
し
て
は
、
久
保
田
淳
氏
（１８
）、
稲
田
利
徳
氏
（１９
）
に
す
で
に
論

及
が
あ
る
。
俊
成
の
こ
の
詞
に
対
す
る
拒
絶
反
応
が
か
な
り
強
い
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
両
氏
も
触
れ
て
お
ら
れ
る
、
次
の

『順
徳
院
百
首
』
の

定
家
に
よ
る
裏
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
（２０
）。

玉
緒
柳
／
同
法
師

（西
行
）
、
境
に
た
て
る
と
詠
候
、
此
寄
宜
候
ヽ

可
レ入
・・千
載
集

・
哉
之
由
申
候
時
、
釈
阿
、
事
鉢
雖
レ可
レ然
此
七
字
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始
詠
出
候
欺
、
押
事
欺
之
由
申
候
、
又
事
鉢
非
二普
通
尋
常

・
物
名

井
詞

一
度

一
座
歌
不
レ論
二其
多
少

・
不
レ可
レ詠
宜
之
由
申
候
き

千
載
集
の
選
歌
の
際
、

「山
が
つ
の
」
の
西
行
歌
を
定
家
が
入
集
候
補
に

挙
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
た
ま
の
を
や
な
ぎ
」
の

「七
字
」
が
西
行

が
詠
み
始
め
た
新
奇
な
詞
で
、
強
引
な
表
現
で
あ
る
が
ゆ
え
に
俊
成
は
そ

れ
を
し
り
ぞ
け
た
の
で
あ
る
（２‐
）。
こ
れ
は
本
歌
合
加
判
と
相
前
後
す
る
、

か
な
り
近
接
し
た
時
期
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
。

二
十

一
番
右
歌
、

松
に
は
ふ
ま
さ
の
は
か
づ
ら
散
り
に
け
り
外
山
の
秋
は
風
す
さ
む
ら

ん

（持
）

に
対
し
て
、

「右
の

『ま
さ
の
は
』
や
、
す
こ
し
い
か
に
ぞ
き
こ
ゆ
れ
ど
」

と
疑
間
を
呈
し
て
い
る
の
も
、
十
二
番
と
同
じ
よ
う
に
、

「ま
さ
の
は
」

が
耳
慣
れ
な
い
詞
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
西
行
歌
に
先
行
す
る

「ま

さ
の
は
」
の
用
例
は
、
管
見
に
入

っ
て
い
な
い
（２２
）０
ち
な
み
に
、
こ
の

歌
は

『新
古
今
集
』
に
入
集
し
て
い
る
が
、
第
二
句
を

「ま
さ
き
の
か
づ

ら
」
と
す
る
伝
本
が
あ
る
の
は
、
久
保
田
淳
氏
（２３
）が
、

（ま
さ
の
葉
か
づ
ら
は
）
或
い
は
西
行
の
造
語
か
。
伝
為
氏
本
な
ど

の

「ま
さ
き
の
か
づ
ら
」
と
す
る
異
文
は
わ
か
り
や
す
さ
を
求
め
て
、

流
伝
の
過
程
に
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
四
番
で
は
、
左
右
歌
、

測
べｌ
ｄ
司
引
洲
四
方
の
山
辺
の
花
は
み
な
吉
野
よ
り
こ
そ
種
は
と
り

け
め

（持
）

秋
に
な
れ
ば
雲
ゐ
の
か
げ
の
さ
か
ゆ
る
は
月
の
桂
の
枝
や
さ
す
ら
ん

に
つ
き
、

「左
は
じ
め
の
句
、
右
中
の
五
文
字
、
こ
と
に
歎
美
の
こ
と
ば

に
あ
ら
ず
や
あ
ら
む
」
と

「
な
べ
て
な
ら
ぬ
」

「
さ
か
ゆ
る
」
の
詞
を
問

題
に
し
て
い
る
。

「な
べ
て
な
ら
ぬ
」
は
散
文
的
な
語
句
で
あ
る
と
い
う

認
識
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

「
さ
か
ゆ
る
」
は
主
に
賀
歌

や
神
祇
歌
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
季
の
歌
で
空
の
明
る
さ
を
表
現
す
る
に

は
相
応
し
く
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か

（も
っ
と
も

「雲
ゐ
」
に
宮

中
の
意
を
含
ま
せ
て
い
る
と
み
れ
ば
、
話
は
別
で
あ
る
が
）
。

四
番
は
措
く
と
し
て
、
先
に
触
れ
た
十
番

・
二
十
五
番

。
十
二
番

。
二

十

一
番
で
は
、
西
行
歌
に
お
け
る
特
殊
な
語
句
、
表
現
を

一
首
の
欠
点
と

し
て
指
摘
し
て
お
り
、
そ
れ
が

一
番
の
勝
負
を
決
め
る
重
要
な
要
素
と
な

っ
て
い
る
。
第
二
節
、
第
二
節
で
と
り
あ
げ
た
十

一
番
の

「
…
…
が
ほ
」
、

十
九
番
の

「
…
‥
ま
に
」
、
手
上

ハ
番
の

「
…
。人
」
は
他
の
歌
人
た
ち

に
も

一
般
的
に
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
読
者
た
る
歌

人
た
ち
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
使
用
に
つ
い
て
の
注
意
を
促
す
必
要
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
節
で
と
り
あ
げ
た
各
番
で
の
問
題
点
の

指
摘
は
こ
れ
と
異
な
り
、

「玉
の
を
柳
」

「
ま
さ
の
は
か
づ
ら
」
と
い
う
、

俊
成
が
西
行
の
造
語
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
語
句
や
、

「
ふ
り
さ
け
し
」

「あ
や
め
つ
つ
」
と
い
う
特
殊
な
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
対

す
る
俊
成
の
批
判
は
、
ほ
ぼ
西
行
歌
の
み
を
射
程
に
収
め
て
な
さ
れ
た
も

の
と
み
て
よ
い
。
当
然
、
そ
れ
ら
の
指
摘
は

一
首
の
評
価
に
直
接
関
わ
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
結
果
的
に
は
西
行
と
俊
成
と
の
歌
の
詞
に

対
す
る
認
識
の
ず、
れ、
を
端
的
に
示
し
て
い
る
が
、
俊
成
に
即
し
て
言
え
ば
、
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歌
合
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
た
、
よ
り

一
般
的
な
和
歌
に
お
け
る
詞
の
用

捨
に
関
す
る
基
準
を
窺
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

本
歌
合
の
判
詞
を
通
覧
す
る
と
、
俊
成
が
本
歌
や
類
似
歌
に
つ
い
て
一

言
も
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
（２４
）０
と
こ
ろ
が
、
本
歌
合
の
歌

に
も
先
行
作
品
と
の
関
係
を
問
題
に
し
う
る
歌
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

十
番
右
の

「
ふ
り
さ
け
し
」
の
歌
が
安
倍
仲
麿
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る

こ
と
は
第
四
節
に
す
で
に
触
れ
た
。
先
に
と
り
あ
げ
た
十
九
番
左
の
、

あ
し
ひ
き
の
山
か
げ
な
れ
ば
と
思
ふ
ま
に
梢
に
つ
ぐ
る
日
暮
の
声

は
、

『古
今
集
』
秋
上
の
、

ひ
ぐ
ら
し
の
な
き
つ
る
な

へ
に
日
は
く
れ
ぬ
と
思
ふ
は
山
の
か
げ
に

ぞ
あ
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（二
〇
四
　
よ
み
人
し
ら
ず
）

を
裏
返
し
た
よ
う
な
歌
で
あ
る
。
こ
の
他
、
た
と
え
ば
次
に
掲
げ
る
歌
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
後
に
挙
げ
た
歌
と
の
関
係
が
注
意
さ
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四
番
右

秋
に
な
れ
ば
雲
ゐ
の
か
げ
の
さ
か
ゆ
る
は
月
の
桂
の
枝
や
さ
す
ら
ん

久
方
の
月
の
桂
も
秋
は
猶
も
み
ぢ
す
れ
ば
や
て
る
ま
き
る
ら
む

（古
今
集

・
秋
上
　
一
九
四
　
忠
琴
）

五
番
右

身
に
し
み
て
あ
は
れ
し
ら
す
る
風
よ
り
も
月
に
ぞ
秋
の
色
は
あ
り
け

る

あ
き
ふ
く
は
い
か
な
る
い
ろ
の
か
ぜ
な
れ
ば
身
に
し
む
ば
か
り
あ
は

れ
な
る
ら
ん
　
　
　
　
　
（詞
花
集

・
秋
　
一
〇
九
　
和
泉
式
部
）

二
十

一
番
右

松
に
は
ふ
ま
さ
の
は
か
づ
ら
散
り
に
け
り
外
山
の
秋
は
風
す
さ
む
ら

んみ
山
に
は
あ
ら
れ
ふ
る
ら
し
と
や
ま
な
る
ま
さ
き
の
か
づ
ら
い
ろ
づ

き
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
（古
今
集

・
巻
二
十
　
一
（
￥
］七
）

一
一充

菫

か
り
く
れ
し
天
の
か
は
ら
と
聞
く
か
ら
に
昔
の
波
の
袖
に
か
か
れ
る

か
き
く
ら
し
た
な
ば
た
つ
め
に
宿
か
ら
む
あ
ま
の
か
は
ら
に
我
は
き

に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（伊
勢
物
語

。
八
十
二
段

業
平
）

一
一充

薯

津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
あ
し
の
枯
葉
に
風
わ
た
る
な
り

こ
こ
ろ
あ
ら
む
人
に
み
せ
ば
や
つ
の
く
に
の
な
に
は
あ
た
り
の
は
る

の
け
し
き
を
　
　
（後
拾
遺
集

・
春
上
　
一二
九
　
能
因
法
師
）
（２５
）

三
十
番
左

し
げ
き
野
を
い
く

一
む
ら
に
わ
け
な
し
て
さ
ら
に
音
を
し
の
び
か
へ

さ
ん

き
み
が
う
ゑ
し
ひ
と
む
ら
す
す
き
虫
の
ね
の
し
げ
き
の
べ
と
も
な
り

に
け
る
か
な

（古
今
集

上
星
傷
　
八
五
三
　
み
は
る
の
あ
り
す
け
）

以
上
は
ほ
と
ん
ど
が
す
で
に

『山
家
集
』
や

『新
古
今
集
』
の
諸
注
釈

書
に
何
ら
か
の
形
で
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
俊
成
が
こ
れ
ら
に
一
切

触
れ
て
い
な
い
の
は
意
識
的
な
態
度
で
あ
ろ
う
。
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一
方
、

『宮
河
歌
合
』
の
判
を
担
当
し
た
定
家
は
、
十
五
番
右
歌
、

か
く
れ
な
く
も
に
す
む
虫
は
み
ゆ
れ
ど
も
我
か
ら
く
も
る
秋
の
夜
の

月

に
つ
い
て
、

「右
歌
、

『
み
る
べ
き
月
を
わ
れ
は
た
だ
』
と
い
ふ
ふ
る
き

歌
思
ひ
出
で
ら
れ
て
」
と
、

『拾
遺
集
』
の
、

さ
や
か
に
も
見
る
べ
き
月
を
我
は
た
だ
涙
に
く
も
る
を
り
ぞ
お
ほ
か

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（恋
三
　
七
八
八
　
・中
務
）

Ｌ
一日
及
し
な
が
ら
、
批
評
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
十
二
番
で
は
右
歌
と

『久
安
百
首
』
の
崇
徳
院
歌
と
の
類
似
を
問
題
に
し
、
十
六
番
で
は
左
右

の
歌
を

『拾
遺
集
』
の
大
江
為
基
歌
と
関
係
づ
け
て
評
価
し
、
十
九
番
で

は

『堀
河
百
首
』
の
顕
季
歌
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
判
じ
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
く
俊
成
判
の
自
歌
合
で
あ
っ
て
も
、　
コ
彗
繁
側
尚
自
歌
合
』

『後
京
極
殿
御
自
歌
合
』
で
は
、
先
行
作
品
と
の
関
係
が
問
題
に
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、

『慈
鎮
和
尚
自
歌
合
』
大
比
叡

。
九
番
左
歌
、

な
が
め
わ
び
ぬ
立
田
の
里
の
神
無
月
木
葉
ふ
み
分
け
と
ふ
ひ
と
も
が

な

（勝
）

に
つ
い
て
、

「木
葉
ふ
み
わ
け
と
い
ふ
こ
と
ぞ
古
今
に
も
侍
る
を
円
位
と

申
す
上
人
も
よ
み
て
は
べ
り
し
か
ど
、
是
は
た
つ
た
の
さ
と
珍
し
く
も
侍

れ
ば
猶
ま
さ
り
侍
ら
ん
」
と
、

『古
今
集
』
の
、

あ
き
は
き
ぬ
紅
葉
は
や
ど
に
ふ
り
し
き
ぬ
道
ふ
み
わ
け
て
と
ふ
人
は

な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
五
　
一
一八
七
　
よ
み
人
し
ら
ず
）

お
よ
び

『御
裳
濯
河
歌
合
』
二
十
二
番
に
も
採
ら
れ
た
西
行
の
、

霜
さ
ゆ
る
庭
の
本
の
は
を
ふ
み
わ
け
て
月
は
み
る
や
と
と
ふ
人
も
が

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（山
家
集
　
五
二

一
）

と
の
類
似
を
問
題
に
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。

先
行
作
品
と
の
関
係
に
全
く
触
れ
な
い
本
歌
合
の
批
評
態
度
が
、
特
殊

な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
俊
成

が
主
体
的
に
選
び
取

っ
た
加
判
方
法
で
あ
っ
た
と
考
，４
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
あ
る
い
は
、
批
評
対
象
が
西
行
歌
で
あ
る
こ
と
と
も
関
係

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
西
行
歌
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
本
歌
取
り
の
あ

り
方
は
少
な
く
と
も
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
と
俊
成
は
考
え
て
い
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
態
度
が
す
で
に

述
べ
た
本
歌
合
を
通
常
の
歌
合
と
は
異
な
る
と
す
る
前
提
と
密
接
に
関
わ

っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

一ハ

こ
こ
ま
で
あ
え
て
触
れ
な
か
っ
た
が
、
俊
成
の
批
評
態
度
を
論
じ
る
に

あ
た
っ
て
は
、
次
の
七
番
左
歌
に
つ
い
て
の
判
詞
に
言
及
し
な
い
わ
け
に

は
い
か
な
い
。

左

持

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

右

来
ん
世
に
は
心
の
う
ち
に
あ
ら
は
さ
ん
あ
か
で
や
み
ぬ
る
月
の
光
を

左
の

「花
の
も
と
に
て
」
と
い
ひ
、
右
の

「来
ん
世
に
は
」
と

い
へ
る
、
と
も
に
深
き
に
と
り
て
、
右
は
う
ち
ま
か
せ
て
よ
ろ

-42-



し
き
歌
の
鉢
也
。
左
は
、

「ね
が
は
く
は
」
と
お
き
て

「春
死

な
ん
」
と
い
へ
る
、
う
る
は
し
き
姿
に
は
あ
ら
ず
。
此
て
い
に

と
り
て
上
下
あ
ひ
か
な
ひ
い
み
じ
く
き
こ
ゆ
な
り
。
さ
り
と
て
、

深
く
道
に
入
ら
ざ
ら
ん
と
も
が
ら
は
、
か
く
よ
ま
ん
と
せ
ば
、

か
な
は
ざ
る
こ
と
あ
り
ぬ
べ
し
。
是
は
い
た
れ
る
と
き
の
こ
と

な
り
。
姿
雖
不
相
似
、
な
ず
ら
へ
て
持
と
す
。

「右
は
う
ち
ま
か
せ
て
よ
ろ
し
き
歌
の
鉢
」
と
言
う
の
に
対
し
、
左
に

つ
い
て
は
、
上
旬
の
表
現
を
と
り
あ
げ
て

「う
る
は
し
き
姿
に
は
あ
ら
ず
」

と
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
日
田
昭
吾
氏
（２６
）
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に

「ね
が
は
く
は
」
は
漢
文
訓
読
系
の
表
現
で
あ
り
、
和
歌
に
用
い
た
場
合

違
緬
感
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
（２７
）０
こ
れ
に
続
け
て

「此
て
い
に
と
り

て
上
下
あ
ひ
か
な
ひ
」
と
い
う
の
は
、
日
田
氏
が

「上
旬
と
下
句
と
が
よ

く
調
和
し
て
」
と
意
を
と
ら
れ
た
よ
う
に
一
首
全
体
の
調
和
を
認
め
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「上
下
」
が

「ね
が
は
く
は
」
と

「春
死
な
ん
」
の
呼
応
関
係
を
直
接
指
し
て
い
る
（２８
）と
は
考
え
な
い
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
は
単
に
漢
文
訓
読
系
の
表
現
を
用
い
て
い
る
こ

と
に
か
ら
く
る
違
和
感
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、

「ね
が
は
く
は
」
と

「春

死
な
ん
」
の
呼
応
を
俊
成
は
破
格
な
表
現
と
考
え
て
い
た
と
み
た
い
。

「○
○
と
お
き
て
０
０
と
い
へ
る
」
と
い
う
提
示
の
仕
方
は
呼
応
関
係
を

問
題
に
し
て
い
る
と
と
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
し
、

「う
る
は
し
き
姿
に

あ
ら
ず
」
は

「正
し
く
整

っ
た
美
し
い
姿
で
は
な
い
」
の
意
で
、
呼
応
の

不
整
合
性
を
指
摘
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

築
島
裕
氏
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
漢
文
訓
読
語
で
は
、
話
手
自
身
の
願
望

を
表
す
場
合

「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
…
…
セ
ム

（
セ
ジ
）
」

（稀
に

「
…
…
ム
コ

ト
フ
」
）
、
他
人
に
対
す
る
願
望
を
表
す
場
合

「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
…
…
セ
ヨ
」

「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
…
…
ベ
シ
」
つ
形
に
な
る
と
い
う
（２９
）０
こ
れ
は
漢
文
訓

読
以
外
で

「
ね
が
は
く
は
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
、　
冨
一宝
絵
詞
』

『今

昔
物
語
集
』

『宇
治
拾
遺
物
〓
〓
　
『唐
物
語
』

『発
心
集
』

『海
道
記
』

に
お
け
る
用
例
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
の

限
り
で
は

「
ね
が
は
く
は
…
…
死
な
ん
」
と
い
う
西
行
歌
の
表
現
は
破
格

と
は
言
え
な
い
。
俊
成
が
不
整
合
と
感
じ
た
確
か
な
理
由
は
わ
か
ら
な
い

が
、
俊
成
が
隆
信
に
返
歌
と
し
て
送

っ
た
長
歌
に
、

企
即
略
）
い
ま
は
ひ
と
へ
に
　
ね
が
は
く
は
　
は
ち
す
の
池
に
　
ふ

く
風
に
　
う
ゐ
の
思
ひ
を
　
ひ
る
が
へ
し
　
心
を
ふ
か
く
　
す
ま
し

つ
つ
　
さ
と
り
ひ
ら
か
ん
　
こ
と
を
し
ぞ
お
も
ふ（隆

信
集

九
二
八
）

と
あ
り
、
俊
成
が

「
ね
が
は
く
は
…
…
む
こ
と
を
」
と
い
う
形
を
典
型
と

捉
え
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
七
番
判
詞
に

「さ
り
と
て
、
深
く
道
に
入
ら
ざ
ら
ん
と
も

が
ら
は
、
か
く
よ
ま
ん
と
せ
ば
、
か
な
は
ざ
る
こ
と
あ
り
ぬ
べ
し
」
と
あ

る
の
は
、
久
保
田
淳
氏
が

「後
学
末
生
に
こ
う
い
う
破
格
な
言
い
方
が
は

や
っ
て
は
困
る
と
い
う
老
婆
心
か
ら
、
釘
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」

（３０
）と
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
歌
壇
の
指
導
者
と
し
て
の

一型
啓
百
意
識
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
俊
成
は

「ね
が
は
く
は
」
の
歌
が
破
格
な
表
現
を
含
む
こ

と
を
指
摘
し
、
他
の
歌
人
た
ち
の
安
易
な
追
随
を
戒
め
た
の
で
あ
る
が
、
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「此
て
い
に
と
り
て
…
…
い
み
じ
く
き
こ
ゆ
な
り
」

「是
は
い
た
れ
る
と

き
の
こ
と
な
り
」
と
西
行
歌
そ
の
も
の
は
こ
の
種
の
表
現
に
成
功
し
た
稀

有
の
例
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
西
行
の
歌
と

一
般
の
歌
合
歌
と
の
間
に
異
質
な

一
面
の
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
お
り

（３‐
）、
そ
の
前
提
に
立
っ
て
加
判
さ
れ
て
い
る
。
特
異
な
西
行
歌
を
、
通

例
の
歌
合
の
判
断
基
準
で
裁
き
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。「ね

が
は
く
は
」
の
歌
に
た
が
わ
ず
、
文
治
六
年

（
一
一
九
〇
）
二
月

十
六
日
に
西
行
が
大
往
生
を
と
げ
た
こ
と
に
感
動
し
て
、
慈
円
や
定
家
と

同
じ
く
、
俊
成
も

一
首
を
書
き
付
け
て
い
る
。

『俊
成
家
集
』
に
み
え
る

そ
の
歌
の
詞
書
に
は

「ね
が
は
く
は
」
の
歌
を
引
き
、

「か
く
よ
み
た
り

し
を
を
か
し
く
み
た
ま
へ
し
程
に
、
つ
ゐ
に
き
さ
ら
ぎ
十
六
日
望
月
を
は

り
と
げ
け
る
事
い
と
あ
は
れ
に
あ
り
が
た
く
お
ぼ
え
て
」
と
言
う
。
生
前

か
ら
こ
の
歌
を

「を
か
し
く
」
思

っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
感
動
的

な
死
の
後
だ
け
に
、
西
行
生
前
に
お
け
る
評
価
そ
の
も
の
と
考
え
る
の
は

躊
躇
さ
れ
る
が
、
す
で
に
生
前
か
ら
あ
る
程
度
の
好
意
的
な
関
心
を
寄
せ

て
い
た
こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
俊
成
は
破
格
と

も
い
え
る
表
現
が

一
般
化
す
る
こ
と
に
危
惧
を
抱
き
な
が
ら
も
、　
一
方
で

こ
の
西
行
歌
に
抗
し
難
い
魅
力
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

西
行
歌
の
特
異
な
面
に
対
す
る
前
述
の
よ
う
な
配
慮
の
背
景
に
は
俊
成
の

西
行
歌
に
対
す
る
あ
る
種
の
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第

一
節
に
述
べ
た
ご
と
く
、
本
歌
合
加
判
に
至
る
外
的
条
件
が
、
本
歌

合
と
通
常
の
歌
合
と
の
差
異
を
自
覚
す
る
素
地
を
す
で
に
用
意
し
て
い
た
。

従
来
の
歌
合
判
に
お
け
る
枠
か
ら
あ
る
程
度
解
放
さ
れ
て
い
る
と
い
う
自

由
な
気
分
が
あ
っ
た
と
と
も
に
、
そ
れ
で
は
い
か
な
る
方
法
で
加
判
す
れ

ば
よ
い
の
か
と
い
う
一戸
惑
い
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
な
か
で

「ね
が
は
く
は
」
の
歌
に
代
表
さ
れ
る
特
異
な
西
行
歌
を
改
め
て
読
み
込

む
に
つ
け
、
従
来
の
加
判
方
法
の
限
界
を
さ
ら
に
深
く
認
識
し
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
完
成
間
近
の

『千
載
集
』
編
纂
の
経
験
を
踏

ん
だ
こ
と
と
も
相
ま
っ
て
、
歌
の
批
評
に
関
す
る
年
来
の
問
題
意
識
が
顕

現
し
、
そ
れ
が
序
文
の
叙
述
に
発
露
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
稿
（３２
）
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
序
文
に
お
い
て
は
、
秀
歌
と
は
何
か
と
い
う
課
題
に

向
け
て
、
撰
集
に
お
け
る
、
秀
歌
選
に
お
け
る
、
歌
合
に
お
け
る
批
評
の

方
法
が
相
対
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
認
識
の
上
に
立

っ
て
、

俊
成
は
従
来
の
歌
合
な
ど
よ
り
も
高
次
の
視
点
か
ら
加
判
し
よ
う
と
試
み

た
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
節
に
み
た
西
行
歌
の
本
質
的
評
価
と

一
般
的
な
歌

合
の
次

死
で
の
注
意
と
を
区
別
す
る
態
度
も
そ
の
よ
う
な
定
位
に
基
づ
い

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
本
歌
合
の
判
一詞
が
印
象
批
評
的
色
彩
の
濃
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
認
識
か
ら
、
よ
り
本
質
的
な

点
で
の
評
価
を
試
み
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
綾
々
述
べ
て
き
た
が
、
多
く
の
部
分
、
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
き

た
問
題
を
私
な
り
の
視
点
で
捉
え
直
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
中
で
強
調

し
た
か
っ
た
の
は
、
次
の
一
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
、
三
節
で
論

じ
た
十
九
番
の

「
…
…
ま
に
」
な
ど
の
問
題
と
第
四
節
で
論
じ
た
十
二
番

「玉
の
を
柳
」
な
ど
の
問
題
と
は
、
俊
成
の
批
評
態
度
に
従
う
な
ら
ば
、

一
応
区
別
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は

一
般
の
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歌
合
を
想
定
し
て
の
指
導
者
的
発
言
と
読
む
べ
き
で
あ
り
、
後
者
の
西
行

歌
へ
の
直
接
的
批
評
と
は
次
元
を
異
に
す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
結
果
的
に
は
両
者
と
も
詞
の
問
題
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
俊
成
の
す
ぐ
れ
て
敏
感
な
歌
こ
と
ば
に
対
す
る
感
覚
と
き
塁
雲
現

に
際
し
て
の
厳
格
な
態
度
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
歌
合
判
詞
そ
の
も
の
を
読
み
解
く
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
批
評
が
何
を
射
程
に
収
め
て
、
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
に
向
け
て
言

わ
れ
た
も
の
か
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
作
業
を

通
し
て
こ
そ
、
本
歌
合
に
お
け
る
俊
成
の
す
ぐ
れ
て
自
覚
的
な
批
評
態
度

も
明
ら
か
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

歌
の
評
論
、
と
り
わ
け
歌
合
判
詞
に
あ
っ
て
は
、
個
々
の
批
評
は
そ
れ

ぞ
れ
レ
ベ
ル
が
ま
ち
ま
ち
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
押
え
な
が
ら
読
み
解

く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
批
評
態
度
の
解
明
も
可
能
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
ひ
と
つ
の
試
み
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

注（１
）
『御
裳
濯
河
歌
合
』
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
）
に
拠
り
、
他
本
を
参
考
に
私

に
校
訂
し
て
引
用
す
る
。
表
記
は
私
意

（以
下
の
文
献
に
つ
い
て
も

同
じ
）
。
な
お
、
参
考
に
し
た
諸
本
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
『御
裳

濯
河
歌
合
』
俊
成
判
序
文
の
検
討
」

（
『詞
林
』
七
　
一
九
九
〇
年

四
月
）
の
注
５
参
照
。

（２
）
『俊
成
家
集
』
は
古
典
文
庫

（
一
五
〇
）

『長
秋
詠
藻

（異
本
）
』

所
収

「為
秀
筆
本
」
に
拠
る
。

（３
）
『藤
原
俊
成
の
研
究
』

（笠
間
書
院
　
一
九
七
三
年
二
月
）
第

一

篇
第

一
章
第
二
節
５
五
社
百
首
、
第

一
篇
第
二
節

（
２０
御
裳
濯
河
歌

合
の
項
）
、
第
二
轟
弟
ユハ
章
。

（４
）
『新
編
国
歌
大
観
』
三
は
こ
の
部
分

「わ
が
よ
見
つ
め
た
る
歌
ど

も
」

（底
本
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
）
と
す
る
。
赤
羽
淑
氏
は
こ

の
本
文
に
よ
り
つ
つ
、

俊
成
は
一由
行
の
こ
の
歌
合
の
歌
を

「わ
が
よ
見
つ
め
た
る
歌
」

と
見
て
い
る
。
歌
人
と
し
て
の
総
決
算
の
つ
も
り
で
選
ん
だ
私

的
な
歌
だ
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る

（和
歌
文
学
の
世
界
第
１４
集

コ
翻
集
　
酉
菖

（笠
間
書
院
　
一
九
九
〇
年
九
月
）所
収

「西
行
と
俊
成
」
）
。

「我

が
世
見

つ
め
た
る
歌
」
と
い
う
理
解
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
の

「
つ
め
」

は

「集

（
つ
）
む
」
の
連
用
形
で
、
次
の

「か
き
つ
む
」
の

「
つ
む
」

な
ど
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

お
も
ひ
き
や
し
ぢ
の
は
じ
が
き
か
き
つ
め
て
百
夜
も
お
な
じ
ま

ろ
ね
せ
ん
と
は
　
　
　
　
　
　
（長
秋
詠
藻

。
中
　
一二
ハ
○
）

し
た
が

っ
て
、

「
よ
み
つ
め
た
る
」
は

「
詠
み
集
め
た
る
」
で
、

「詠
み
た
め
た
」
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
述

の
ご
と
く
、
俊
成
も
本
歌
合
に
歌
歴
の
総
決
算
と
し
て
の
意
義
を
認

め
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は

「わ
が
よ
み
つ
め
た
る
歌
」
が
直
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接
指
し
示
す
意
味
で
は
な
い
と
考
え
る
。

（５
）注
３
著
書
、　
一
九
七
～

一
九
八
頁
。

（６
）引
用
は
萩
谷
朴

『平
安
朝
歌
合
大
成
』
八
に
よ
る
。

（７
）た
と
え
ば
、
七
番
の
定
家
判
で
は
詞
の
問
題
を

「お
ほ
か
た
は
歌

合
の
た
め
に
よ
み
あ
つ
め
ら
れ
た
る
歌
に
侍
ら
ね
ば
、
か
や
う
の
事

し
ひ
て
申
す
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ね
ど
」
と
し
な
が
ら
も
、
結
局
は
歌

の
評
価
に
関
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
後
述
す
る
俊
成
の
批
評

態
度
ほ
ど
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
定
家
に
お
い
て
、

西
行
自
歌
合
と
通
常
の
歌
合
を
区
別
す
る
態
度
が
必
ず
し
も
内
発
的

な
も
の
で
は
な
く
、
俊
成
の
示
唆
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
を

示
す
も
の
で
は
な
い
か
。

（８
）本
稿
と
同
様
の
問
題
を
扱

っ
た
論
考
に
、
日
田
昭
吾

「俊
成
に
お

け
る
西
行
批
評
―

『御
裳
濯
河
歌
合
』
判
詞
を
中
心
に
し
て
―
」

（
『北
住
敏
夫
教
授
退
官
記
念
　
日
本
文
芸
論
叢
』
笠
間
書
院
　
一

九
七
六
年

一
一
月
）
が
あ
る
。
第

一
節
に
述
べ
た
こ
と
の
多
く
は
、

す
で
に
臼
田
論
文
に
も
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て

お
く
。
以
下
に
採
り
上
げ
る
問
題
に
も
重
な
る
も
の
が
多
く
、
見
解

を
異
に
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
論
の
煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
て
、
い

ち
い
ち
の
言
及
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

（９
）
「
「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
）

（１０
）注
９
論
文

（Ｈ
）歌
集
類
か
ら
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り

『新
編
国
歌
大

観
』

（角
川
書
店
）
に
よ
る
。

（‐２
）
「
…
…
ま
に
」
に
つ
い
て
は
、
述
べ
た
ご
と
く
に
問
題
の
所
在
を

み
て
と
れ
る
の
で
、
こ
れ
が
た
だ
ち
に
俊
成
の
声
調
に
つ
い
て
の
意

識
と
関
わ
る
と
は
考
え
な
い
。

（‐３
）次
掲
の
注
１４
稲
田
論
文
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（‐４
）
「西
行
の
和
歌
の
表
現

（
一
）
―

「
～
が
ほ
」
を
め
ぐ
っ
て
」

（
『中
世
文
学
研
究
』
七
　
一
九
八

一
年
八
ａ

（‐５
）
『右
大
臣
家
百
首
』
の
歌
の
認
定
お
よ
び
歌
番
号
は
、
小
島
孝
之

「治
承
二
年
右
大
臣
家
百
首
供
文
集
成
」

（
『講
座
　
平
安
文
学
論

究

第
五
輯
』

風
間
書
房
　
一
九
八
八
年

一
〇
月
）
に
よ
る
。

（‐６
）ち
な
み
に
、
前
掲

『久
安
百
首
』
の
季
通
歌

（四
二
五
）
は

『千

載
集
』
巻
三

・
夏

（二
〇

こ

に
、
堀
河
歌

（
一
一
〇

こ

は
巻
十

八

（
一
一
六
三
）
に
入
集
し
て
い
る
。

（‐７
）小
学
館

『古
語
大
辞
典
』
の

「
ふ
り
さ
く
」
の
項
に

「全
用
例
が

「見
る
」
を
修
飾
す
る
用
法
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（‐８
）
『新
古
今
歌
人
の
研
究
』

（東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
七
三
年
二

月
）

〓
ハ
七
～

一
六
八
一員
、

『西
行
山
家
集
入
門
』

（有
斐
閣
新
書

一
九
七
八
年
八
月
）
。

（‐９
）
「西
行
と
隆
信
」

（
『中
世
文
学
研
究
』

一
一
　

一
九
八
五
年
八

月
）

（２０
）引
用
は
唐
沢
正
美

「
『順
徳
院
御
百
首
』
の

「裏
書
」
に
つ
い
て
」

（
『和
歌
文
学
研
究
』
四
九
　
一
九
八
四
年
九
月
）
に
よ
る
。

（２‐
）久
保
田
氏
、
稲
田
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
じ
つ
は
、
西
行
歌
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に
先
立

っ
て
、

」準
甲
轡
百
俊
思
卿
家
歌
合
に
、
か
き
の
柳
と
い
へ
る
こ
と

を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
仲
政

あ
た
ら
し
や
し
づ
の
柴
垣
か
き
つ
く
る
た
よ
り
に
た
て
る
ョ
倒

を
や
な
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（月
詣
集
・
巻
二
　
八
三
）

の
例
が
あ
る
。

（２２
）既
刊
の

記
弧
督
邸
歌
大
観
』
索
引
に
よ
る
限
り
、
当
該
歌
以
外
で

「ま
さ
の
は
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
は
、
次
の
二
例
の
み
で
あ
る
。

く
る
し
く
も
と
も
し
の
鹿
の
は
山
陰
な
か
ぬ
も
鳴
く
に
ま
さ
の

は
か
づ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（松
卜
集
　
一
一七
六
九
）

雲
う
づ
む
ま
さ
の
葉
か
づ
ら
月
は
も
り
ぬ
さ
て
や
こ
の
世
も
す

み
ぬ
べ
き
み
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（握
富
集
　
一
一
一
四
）

（２３
）
『新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
五

（講
談
社
　
一
九
七
六
年

一
二
月
）

（２４
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
萩
谷
朴

『平
安
朝
歌
合
大
成
』
八
に
言

及
が
あ
る
。

（２５
）
こ
の
二
十
九
番
判
に

「
と
も
に
幽
玄
の
外
な
り
」
と
い
う
の
は
、

両
首
の
本
歌
取
り
の
あ
り
方
に
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
た

だ
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
は
い
な
い
点
を
重
視

し
た
い
。

（２６
）
「西
行
の
花
と
月
」

（和
歌
文
学
の
世
界
第
１４
集

『論
集
　
一幽
行
』

笠
間
書
院
　
一
九
九
〇
年
九
月
）

（２７
）西
行
歌
に
先
行
す
る
和
歌
の
用
例
と
し
て
、

極
楽
を
ね
が
ふ
こ
こ
ろ
を
入
人
よ
む
に

ね
が
は
く
は
く
ら
き
こ
の
よ
の
や
み
を
出
で
て
あ
か
き
は
ち
す

の
身
と
も
な
ら
ば
や
　
　
　
　
　
（和
泉
式
部
集
　
四
四
六
）

阿
弥
陀
経
か
き
て
、
お
く
に

ね
が
は
く
は
こ
の
み
づ
く
き
の
あ
と
に
よ
り
お
な
じ
は
ち
す
の

う
へ
に
や
ど
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
（行
宗
集
　
一
五
〇
）

が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
仏
へ
の
願
い
を
願
文
の
文
体
を
借
り

て
表
現
し
た
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。

（２８
）久
保
田
淳
氏
が

「
『
ね
が
は
く
は
…
…
春
死
な
む
』
は
、
確
か
に

照
応
し
な
い
表
現
で
あ
る
」

（注
１８

『西
行
山
家
集
入
門
』
）
と
言

わ
れ
る
の
は

「上
下
」
の
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
こ
れ
を
た
だ
ち
に

「
照
応
し
な
い
表
現
」

「不
整
合
」

（同
書
）
と
言
っ
て
し
ま
う
の
は
た
め
ら
わ
れ
る
。

（２９
）
『平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』

（東
京
大
学
出

臨
Ｘ
〓
　
一
九
六
三
年
二
月
）
七
五
五
～
七
五
七
頁
「

（３０
）注
１８

『西
行
山
家
集
入
門
』

（３‐
）藤
平
春
男

『新
古
今
歌
風
の
形
成
」

（明
治
書
院
　
一
九
六
九
年

一
月
）
二
七
四
～
二
八
五
頁
参
照
。

（３２
）注
１
論
文

（さ
と
う

。
あ
き
ひ
ろ
　
太
平
〓
り
手
）
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