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屏
風
歌
歌
人
と
し
て
の
貫
之

―

‐

「
童

丁

小

Ｌ

弗

Ｉ

の

′
ヽ

つ

夕
ｔ

ｌ

‐

は
じ
め
に

古
今
集
を
撰
進
し
た
貫
之
は
、
歌
人
と
し
て
の
名
声
を
不
動
の
も
の
と

し
、
当
時
流
行
し
つ
つ
あ

っ
た
屏
風
歌
を
大
量
に
依
頼
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
古
今
集
以
後
の
貫
之
は
、
屏
風
歌
歌
人
と
し
て
生
き
た
と
言

っ
て
も
、

過
言
で
は
な
い
。
幸
い
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
現
存
の
貫
之
集
に
年
代

順
に
収
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
古
今
集
以
後
の
貫
之
の
詠
法
は
か
な
り
詳

し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
賛
否
両
論
で

あ
る
。
否
定
的
見
解
を
と
る
立
場
は
そ
の
主
な
根
拠
と
し
て
、
貫
之
が
よ

く
似
た
表
現
を
繰
返
し
用
い
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
確
か
に
、
斬

新
な
表
現
を
追
求
し
て
い
た
若
か
り
し
頃
に
較
べ
る
と
、
屏
風
歌
歌
人
と

し
て
の
貫
之
は
、
類
型
的
な
表
現
に
よ
り
か
か

っ
て
い
る
印
象
を
ぬ
ぐ
い

き
れ
な
い
。

し
か
し
、
論
者
は
古
今
集
以
後
の
貫
之
に
も
、
和
歌
表
現
に
対
す
る
、

変
わ
ら
ぬ
意
欲
と
工
夫
を
看
取
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
以
前
そ
の

一
例

田

島

　

智

子

と
し
て
、

「
も
も
と
せ
」
と
い
う
、
本
来
慶
賀
的
で
な
か

っ
た
言
葉
の
、

慶
賀
的
場
面

へ
の
導
入
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
（注
１
）。
そ
れ
に
続
い

て
、
今
回
は

「
草
木
」
と
い
う
表
現
に
対
す
る
、
貫
之
の
独
自
な
試
み
を

指
摘
し
た
い
と
思
う
。

（
「
草
も
木
も
」
と
分
離
し
て
、
用
い
ら
れ
る
こ

と
も
よ
く
あ
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
併
せ
て

「
草
木
」
と
し
て
お
く
。
な

お

「
木
草
」
と
い
う
形
で
は
、
和
歌
に
は
現
わ
れ
な
い
。
）

一　
衰
え
る

「
草
木
」
の
屏
風
歌

貫
之
は
、

「
草
木
」
に
対
し
て
、
普
通
以
上
の
興
味
を
示
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
言
葉
が
、
和
歌
に
そ
れ
ほ
ど
用
例
が
な
く
、
物
語
中

の
歌
を
含
め
て
も
、
三
代
集
全
体
で
四
十
九
首
し
か
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
貫
之
は
十
四
首
も
詠
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
他
の
歌
人
は
屏
風
歌
に

は
ほ
と
ん
ど
詠
ま
な
い
の
に
、
貫
之
に
か
ぎ

っ
て
屏
風
歌
に
多
く
用
い
て



い
る
。
貫
之
の
十
四
首
の
う
ち
、
十
二
首
ま
で
が
そ
う
で
あ
る
。
貫
之
以

外
の
屏
風
歌
で
は
、
中
務
に
た

っ
た

一
首
見
出
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。

貫
之
が
特
に
屏
風
歌
に

「
草
木
」
を
詠
ん
だ
の
は
、
な
ぜ
だ

っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
貫
之
の
次
の
屏
風
歌
か
ら
、
検
討
し
た
い
。

男
女
の
家
に
い
た
り
て
と
ぶ
ら
ひ
た
る

劇
倒
利
Ы
あ
り
と
は
み
れ
ど
吹
く
風
に
君
が
年
月
い
か
が
と
ぞ
思

ふ

返
し
を
ん
な

さ
く
ら
花
か
つ
ち
り
な
が
ら
と
し
月
は
我
身
に
の
み
ぞ
つ
も
る
べ

ら
な
る
　

　

（
貫
之
集
　
四
三

一　

四
三
二
　
天
慶
三
年
屏
風
）

こ
の
贈
答
歌
は
、　
一
読
し
た
だ
け
で
は
意
味
が
と
り
に
く
い
。
特
に
男

の
歌
の
、
上
旬

「
草
も
木
も
あ
り
」
と
、
下
旬

「
君
が
年
月
い
か
が
」
と

が
、
ど
う
関
連
す
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。
こ
の
謎
掛
け
め
い
た
歌
を
詠

み
解
く
に
は
、
次
の
よ
う
な

「
草
木
」
の
詠
み
方
を
参
考
に
す
る
と
よ
い
。

古
今
集
秋
部
に
、

こ
れ
さ
だ
の
み
こ
の
家
の
歌
合
の
う
た

吹
く
か
ら
に
秋
の
草
木
の
し
を
る
れ
ば
む
べ
山
か
ぜ
を
あ
ら
し
と
い

ぶ
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
集
秋
下
　
一
一四
九
　
文
屋
康
秀
〉

劇
倒
利
Ы
倒
力ゝ―
国
劃
ｄ
Ы
わ
た
つ
う
み
の
浪
の
花
に
ぞ
秋
な
か
り
け

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
二
五
〇
　
同
）

と
、

「
草
木
」
の
詠
み
込
ま
れ
た
歌
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は

「
萎
る
」

「
色
変
わ
る
」
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
貫
之
の
屏
風
歌
の

「
草
木
」

も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
読
み
直
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
男

の
歌
は

「
風
が
吹
く
と
、
草
も
木
も
萎
れ
て
し
ま
う
も
の
で
す
が
、
見
た

と
こ
ろ
草
木
は
ち
ゃ
ん
と
あ
り
ま
す
。
で
は
、
あ
な
た
の
方
は
こ
の
長
い

年
月
い
か
が
で
し
た
か
。
お
元
気
で
い
ら

っ
し

ゃ
い
ま
し
た
か
。
」
と
い

う
、
何
年
か
ぶ
り
に
訪
れ
た
女

へ
の
御
機
嫌
伺
い
の
歌
で
あ
る
。
女
の
歌

は
、

「
桜
が

一
方
で
は
、
散

っ
て
積
も

っ
て
い
ま
す
が
、
歳
月
は
私
に
ば

か
り
積
も
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
」
と
い
う
、
盛
り
を
過
ぎ
よ
う
と
す

る
我
が
身
を
嘆
く
歌
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
貫
之
が

「
草
木
」
を
衰
え
る
も
の
と
し
て
詠
ん
だ
と
考

え
れ
ば
、
あ
り
が
ち
な
贈
答
歌
と
し
て
、
う
ま
く
解
釈
が
で
き
る
。
だ
が

本
当
に
、
当
時
の
人
々
に
と

っ
て
、
こ
の
歌
は
ス
ム
ー
ズ
に
意
味
の
読
み

取
れ
る
、
あ
た
り
前
の
歌
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
に
お
け
る

「
草
木
」

の
詠
み
方
を
、
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
確
か
め
て
み
た
い
。

二
　

「
草
木
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ

当
時
、

「
草
木
」
と
は
秋
冬
に
は
衰
え
、
春
夏
に
は
栄
え
る
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
か
な
り

一
般
的
で
あ

っ
た
。
万
葉
集
に
も
、

如
是
為
乍
　
遊
飲
与

草
木
尚
　
春
者
生
管
　
秋
者
落
去

（
万
葉
集
巻
六

　

一
〇
〇
〇
　
坂
上
郎
女
）
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と
詠
ま
れ
て
い
る
程
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
秋
冬
衰
え
る
と
い
う
詠
み
方

は
、
和
歌
的
好
尚
に

一
致
し
た
ら
し
く
、
三
代
集
時
代
の
和
歌
四
十
九
首

の
う
ち
、
二
〇
首
が
そ
う
で
あ
る
。

秋
冬
衰
え
る
も
の
と
い
う
認
識
は
、
実
は
漢
詩
文
か
ら
き
て
い
る
。

悲
哉
秋
之
為
レ気
也
　
蒲
豚
今
草
木
揺
落
而
愛
衰

（文
選
　
九
辮
五
首
　
宋
玉
）

孟
冬
草
木
枯
　
烈
火
燎
二山
陵
・
　

（
自
楽
天
詩
集
　
寓
意
詩
五
首
）

秋
可
レ哀
分
哀
〓草
木
之
格
落

・
封
二晩
林
於
愛
衰

・
今
聴
二秋
聟
乎
爺

索
・

（経
国
集
　
重
陽
節
神
泉
苑
賦
二秋
可
ワ
哀
　
太
上
天
皇
　
在
詐
〉

葵
壼
莫
レ愁
逢
二燥
気
一
大
陽
有
レ意
煎
レ寒
栽

（
田
氏
家
集
　
賦
「
得
草
木
黄
落

・
）

の
よ
う
に
、
中
国
で
も
日
本
で
も
多
く
の
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
、
第
四
例
目
で
は
、
詩
題
に
ま
で
定
着
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
詩

の
内
容
を
考
え
て
み
る
に
、

「
葵
萱
」
と
は
、
ひ
ま
わ
り
や
豆
の
葉
な
ど

の
下
等
な
植
物
の
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
臣
下
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま

り
島
田
忠
臣
は
、

「
草
木
」
を
卑
小
な
我
が
身
の
喩
と
し
、
太
陽
で
あ
る

帝
の
恩
を
受
け
る
こ
と
だ
、
と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「
草

木
」
は
、
季
節
に
関
わ
ら
ず
、

劇
釧
優
二天
地

・
而
和
二陰
陽
・
、
節
二
四
時
・
而
調
〓五
行
・

〈
中
略
〉

濶
ヨ
劉
刷
利
・
、
浸
二於
金
石
一
、
　
　
　
　
　

（淮
南
子
　
原
道
訓
〉

斯
誠
皇
恩
晨
燕
等
専
木

・
聖
化
責
二及
豚
魚
・

（
経
国
集
　
棗
賦
　
藤
宇
合
〉

の
よ
う
に
、
恩
徳
を
蒙
る
卑
小
な
存
在
と
し
て
も
詠
ま
れ
て
お
り
、
島
田

忠
臣
の
よ
う
な
詠
み
方
は
、
決
し
て
特
殊
で
は
な
い
。

漢
詩
文
の
影
響
を
受
け
た
和
歌
世
界
で
も
、
同
様
の
詠
み
方
が
な
さ
れ

て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
、
古
今
集
の
文
屋
康
秀
歌
の
よ
う
に
、
秋
歌
と
し

て
詠
ま
れ
た
り
、
述
懐
歌
や
恋
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
次

の
よ
う
な
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

同

〈
延
喜
〉
十
六
年
秋
述
懐

く
さ
も
き
も
ふ
け
は
か
れ
ぬ
る
あ
き
か
せ
に
さ
き
の
み
ま
き
る
も
の

お
も
ひ
の
花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（弱
恒
集
Ⅳ
　
一
一七
三
）
（注
２
）

心
な
き
身
は
草
木
に
も
あ
ら
な
く
に
秋
く
る
風
に
う
た
が
は
る
ら
む

（後
撰
集
雑
四
　

一
一
一七
四
　
伊
勢
）
（注
３
）

専
も
本
も
枯
行
く
冬
の
宿
な
れ
ば
雪
な
ら
ず
し
て
と
ふ
人
ぞ
な
き

（寛
平
御
時
后
宮
歌
合
　
一
〓
一五
）

秋
来
者
　
草
木
雖
枯
　
吾
屋
門
者

繁
里
増
留
　
人
芝
不
問
禰
者

（新
撰
万
葉
集
　
一二
九
工○

一
首
目
は
、
不
遇
な
窮
恒
自
身
の
姿
が
、
秋
風
に
枯
れ
ゆ
く

「
草
木
」

に
オ
ー
バ
！
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
。
二
首
目
は
、

「
私
は
草
木
で
も
な
い
は

ず
な
の
に
、
秋

（
飽
き
）
風
を
敏
感
に
察
知
し
て
心
配
し
て
い
ま
す
。
」

と
、
恋
人
に
捨
て
ら
れ
そ
う
な
我
が
身
を
悲
じ
む
歌
で
あ
る
。
三
、
四
首

目
は
、
掛
け
言
葉
が
盛
ん
に
な
り
始
め
た
時
代
を
反
映
し
て
、

「
枯
る
」

と

「
離
る
」
を
掛
け
て
、
世
間
や
恋
人
に
見
離
さ
れ
た
我
が
身
の
境
遇
を

嘆
く
歌
に
仕
立
て
て
い
る
。
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春
夏
栄
え
る
も
の
と
い
う
認
識
も
、
や
は
り
漢
詩
文
に
端
を
発
し
、

是
故
司
刷
ョ
、
則
甘
雨
降
、
生
■
育
萬
物
・
。
羽
者
堰
伏
、
毛
者
早

育
、
判
利
劇
判
、
鳥
獣
卵
胎
。
　
　
　
　
　
　
（
淮
南
子
　
原
道
引

江
亭
乗
レ暁
閲
二衆
芳

・
都
妍
景
麗
劇
劃
州（自

楽
天
詩
集
　
江
亭
翫
レ春
）

干
時
寒
暖
換
レ節
草
樹
迎
レ春
、
蘭
慧
抽
レ心
、
随
′解
レ凍
而
改
レ色
。

（本
朝
文
粋
　
早
春
内
宴
侍
〓清
涼
殿
・
同
賦
二草
樹
暗
迎
フ
春

應
レ製
　
紀
長
谷
雄
）

と
あ
る
。
最
後
の
紀
長
谷
雄
の
例
は
内
宴
の
詩
序
で
あ
り
、

「
草
樹
」
が

帝
の
意
み
を
受
け
る
臣
下
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

和
歌
で
は
、
秋
冬
の

「
草
木
」
ほ
ど
に
は
、
詠
ま
れ
て
い
な
い
が
、

恩
比
春
光
草
木
知

我
が
君
も
春
の
ひ
か
り
に
ひ
と
し
く
は
く
さ
木
な
る
身
も
し
り
ぬ
ベ

ら
な
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（千
里
集

　
一
一
五
）

本

ふ
る
さ
と
の
か
す
が
の
の
べ
の
ｄ
劃
測
劃
測
鮒
馴
到
「
利
劃
劃
ｄ
洲
刷

こ
と
し
か
な
　
　

（
延
喜
二

一
年
京
極
御
息
所
歌
合
　
一二
四
　
鋼
じ

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。　
一
首
日
は
、
句
題
に
あ
る
と
お
り
、
恩

を
春
光
に
比
べ
た
歌
で
あ
り
、
二
首
日
は
、
宇
多
法
皇
が
京
極
御
息
所
を

伴

っ
て
、
春
日
神
社
に
御
幸
し
た
時
の
歓
迎
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、

「
草
木
」
と
は
卑
小
な
我
が
身
で
あ
り
、
そ
れ
が

「
春
に
逢
え
た
」
す
な

わ
ち
恩
徳
を
蒙

っ
た
こ
と
の
喜
び
を
詠
む
こ
と
が
主
題
で
あ
る
。

〓
一　
衰
え
る

「
草
木
」
の
屏
風
歌
再
考

以
上
の
よ
う
に
、

「
草
木
」
が
秋
冬
衰
え
春
夏
栄
え
る
も
の
で
あ
り
、

ひ
い
て
は
卑
小
な
存
在
で
あ
る
人
間
の
喩
と
も
な
る
と
い
う
詠
み
方
は
、

漢
詩
文
か
ら
は
じ
ま
り
、
当
時
の
和
歌
世
界
で
も
よ
く
な
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

で
は
、
先
程
の
屏
風
歌
を
振
り
返

っ
て
み
よ
う
。
男
の
歌
は
、
草
木
の

健
在
ぶ
り
と
比
較
し
て
、
女
の
来
し
方
を
間
う
て
い
る
。

「
草
木
」
を
人

事
に
絡
ま
せ
る
と
い
う
詠
み
方
は
、
ご
く
当
た
り
前
で
あ
る
。
し
か
し
、

衰
え
の
象
徴
で
あ
る

「
草
木
」
を
、
御
機
嫌
伺
い
で
あ
る
は
ず
の
男
の
方

が
口
に
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
ま
ず
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
普
通
な

ら
ば
、
長
年
男
に
見
離
さ
れ
て
き
た
女
の
方
が
、
我
が
身
を
謙
遜
し
て
言

う
べ
き
言
葉
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
屏
風
歌
は
、
春
の
場
面
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
女
の
歌
の

「
さ
く
ら
花
か
つ
ち
り
な
が
ら
」
は
、
明
ら
か
に
春
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
貫
之
集
か
ら
知
ら
れ
る
屏
風
全
体
の
並
び
か
ら
み
て
も
、
春
の
帖
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
普
通
な
ら
ば
、
春
と
い
う
季
節
に
は
、
栄
え

る
草
木
、
ひ
い
て
は
恩
徳
を
蒙
る
人
間
が
詠
ま
れ
て
き
た
の
だ
が
、
衰
え

る
草
木
と
し
て
の
詠
み
方
を
持
ち
出
し
て
き
た
の
は
、
少
々
唐
突
と
言
え

よ
う
。

貫
之
は
、
以
上
の
二
点
に
お
い
て
、
常
識
を
破

っ
た
詠
み
方
を
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
貫
之
を
し
て
そ
の
よ
う
に
詠
ま
し
め
た
起
因
は
、
何
だ

っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
や
は
り
、
屏
風
の
絵
で
あ
ろ
う
。
今
日
、
平
安
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期
の
世
俗
画
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残

っ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
絵
が
描
か

れ
て
い
た
か
は
、
推
測
す
る
し
か
な
い
の
だ
が
、
草
や
木
と
い
う
背
景
と

し
て
の
景
物
は
、
さ
し
た
る
変
化
な
く
随
所
に
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
貫
之
が
目
に
し
た
絵
に
は
、
桜
の
咲
く
ひ
な
び
た
家
が
描
か
れ
、

そ
の
家
の
女
主
人
と
庭
先
に
尋
ね
て
き
た
男
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
場
面
に
桜
を
取
り
入
れ
て
詠
む
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
歌
人
で

も
思
い
つ
く
こ
と
だ
が
、
貫
之
は
加
え
て
、
桜
の
わ
き
に
描
か
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
草
木
と
い
う
、
何
気
な
い
景
物
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
。

貫
之
は
、
こ
の
小
道
具
を
う
ま
く
用
い
て
、
面
白
い
歌
を
創
り
だ
し
た
。

観
賞
者
は
、
こ
の
歌
の
押
さ
れ
た
場
面
を
見
る
時
、
春
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

し
か
も
男
の
方
か
ら
、
衰
え
る
も
の
と
し
て
の

「
草
木
」
を
詠
み
か
け
ら

れ
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
わ
び
し
い
女
か
と
、
想
像
力
を
掻
き
た
て
ら
れ

た
に
違
い
な
い
。
普
通
な
ら
ば
、
目
を
留
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た

「
草
木
」
と
い
う
さ
さ
や
か
な
景
物
に
留
意
し
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な

歌
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

四
　
紅
葉
す
る

「
草
木
」
の
屏
風
歌

次
の
屏
風
歌
も
、
秋
冬

「
草
木
」
が
枯
れ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ

い
て
い
る
の
だ
が
、
や
は
り
貫
之
独
特
の
面
白
さ
が
見
受
け
ら
れ
る
。

コ

劉

馴

引

副

副

創

∃

り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
（
貫
之
集
二
七
七
　
延
喜
十
年
屏
風
）

山
の
月

草
木
み
な
紅
葉
す
れ
ど
も
照
る
月
の
山
の
は
は
よ
に
か
は
ら
ざ
り

け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貫
之
集
三
四
七
　
承
平
八
年
屏
風
）

九
月
く
る
る
日

割
Ы
利
倒
細
剥
封
引
洲
と
み
る
ま
で
に
秋
の
暮
ぬ
る
け
ふ
は
き
に

け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貫
之
集
四
八
八
　
天
慶
四
年
屏
風
）

い
づ
れ
も
、
季
節
は
秋
で
あ
り
、
紅
葉
す
る

「
草
木
」
が
詠
ま
れ
て
い

る
。　
一
首
目
は
、
竹
の
不
変
性
を
讃
え
る
歌
な
の
だ
が
、
そ
の
常
緑
を
際

立
た
せ
る
た
め
に
、
対
比
物
と
し
て

「
草
木
」
が
持
ち
出
さ
れ
て
き
て
い

る
。
竹
と
草
木
を
対
比
さ
せ
る
発
想
は
、
も
ち
ろ
ん
古
今
集
の
、

題
し
ら
ず

利
‥こ―
倒
剣
引
劃
引
日
倒
剣
引
州
側
の
よ
の
は
し
に
わ
が
身
は
な
り
ぬ

べ
ら
な
り
　
　
　
　
　
（
古
今
集
雑
下
　
九
五
九
　
よ
み
人
し
ら
ず
）

と
い
う
歌
か
ら
き
て
い
る
の
だ
が
、
貫
之
は
さ
ら
に
、

「
草
木
」
の
衰
え

変
色
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
付
加
し
て
、
竹
と
対
比
さ
せ
て
い
る
。
二

首
目
も
、
月
の
沈
む
山
の
端
の
不
変
性
を
述
べ
ん
が
た
め
に
、

「
草
木
」

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
三
首
目
は
、
九
月
尽
日
の
感
慨
を
詠
ん
だ
も
の
だ
が
、

季
節
の
推
移
を
示
す
象
徴
と
し
て
、

「
草
木
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

以
上
三
首
と
も
、

「
草
木
」
は
、
変
ず
る
も
の
推
移
す
る
も
の
と
し
て

詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
従
来
ど
お
り
の
認
識
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

秋
冬
に
は
衰
え
る
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
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貫
之
は
そ
れ
を

「
紅
葉
」
と
表
現
し
た
。
普
通
、
秋
冬
の
草
木
は

「
萎
る
」

「
色
変
わ
る
」

「
枯
る
」
と
表
現
さ
れ
、
色
彩
の
乏
し
い
う
ら
ぶ
れ
た
様

子
を
示
し
て
い
た
。

「
草
木
」
が
紅
葉
す
る
と
詠
ん
で
い
る
例
は
、
貫
之
以
外
に
見
当
ら
な

い
。
ご
く
似
た
例
と
し
て
は
、
素
性
の
、

い
つ
み
の
大
将
の
四
十
賀
に
、
人
ノ
ヽ
歌
よ
み
し
か
は

ゆ
ふ
く
れ
は
に
ほ
ふ
ｑ
劃
割
の
な
け
れ
は
や
ち
る
と
み
え
し
に
倒
引

倒
と
ま
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
素
性
集
　
五
五
）

と
い
う
歌
が
あ
る
。
延
喜
五
年
二
月
藤
原
定
国
四
十
賀
に
、
詠
ん
だ
も
の

で
あ
る
（注
４
）。
第
五
句
の

「
も
み
ち
」
が
、
賀
宴
の
行
な
わ
れ
た
二
月

と
い
う
時
期
に
合
わ
な
い
の
で
、
屏
風
の
絵
に
あ
わ
せ
て
詠
ま
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
詞
書
か
ら
見
て
、
屏
風
に
押
さ
れ
た
歌
、
す
な
わ
ち
屏
風
歌

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
座
興
で
、
そ
の
場
か
ぎ
り
楽
し
む
た
め
に
詠
ま
れ
た
、

屏
風
絵
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
解
釈
し
て
み
る
と
、

「
庭
を
見
て
も
、
夕
暮

に
は
暗
く
て
、
照
り
映
え
る
草
木
は
何
も
な
い
。
そ
れ
な
の
に
ど
う
だ
。

絵
の
中
の
紅
葉
は
散
り
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
留
ま

っ
て
く
れ
て
い
る
で

は
な
い
か
。
私
達
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
。
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
絵
の
紅

葉
が
静
上
し
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
た
、
機
知
に
あ
ふ
れ
た
歌
で

あ
り
、
そ
の
場
の
め
で
た
さ
を
盛
り
上
げ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

貫
之
は
、
屏
風
歌
を
奉
る
こ
と
で
、
こ
の
賀
に
関
わ
ら
て
お
り
、
素
性

の
屏
風
絵
歌
を
耳
に
す
る
機
会
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
素
性
歌
で
は
、

「
草
木
」
が
紅
葉
す
る
、
と
ま
で
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
が
、

「
紅
葉
」
に

類
似
す
る
も
の
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
点
、
貫
之
の
ヒ
ン
ト
に
な

っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
直
接
的
な
原
因
は
、
や
は
り
貫
之
が
絵
に

忠
実
で
あ

っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
残
る

絵
画
資
料
か
ら
推
定
し
て
、
秋
の
帖
に
は
随
所
に
赤
や
黄
で
彩
ら
れ
た
植

物
が
、
秋
を
示
す
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
貫
之
は

「
草

木
」
が
枯
れ
衰
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
詠
も
う
と

し
な
が
ら
、
絵
に
忠
実
に

「
紅
葉
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

貫
之
の
屏
風
歌
は
、
華
や
か
な
印
象
を
読
む
人
に
与
え
、
草
木
の
紅
葉
が

描
か
れ
て
い
る
、
秋
帖
の
絵
の
美
し
さ
を
盛
り
立
て
る
役
目
を
果
た
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

五
　
雪
と

「
草
木
」
の
屏
風
歌

次
に
、
雪
と
と
も
に
詠
ま
れ
た

「
草
木
」
を
取
り
上
げ
た
い
。
雪
と

「
草
木
」
と
の
取
り
合
わ
せ
は
、
あ
ま
り
見
当
ら
な
い
の
だ
が
、
貫
之
屏

風
歌
に
は
六
首
も
あ
る
。
そ
の
中
、
四
首
ま
で
が
、
草
木
に
降
り
か
か

っ

た
雪
を
花
に
見
立
て
る
歌
で
あ
る
。

雪
の
ふ
れ
る

春
ぐ
れ
ば
判
利
‥こ―
硼
り
咲
ｑ
ほ
ど
は
ふ
り
く
る
雪
の
心
な
り
け
り

（
貫
之
集

一
三
八
　
延
喜
十
九
年
屏
風
）

人
の
家
に
女
す
だ
れ
の
も
と
に
立
ち
出
で
て
雪
の
木
に
ふ
り

か
か
れ
る
を
見
れ
る
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草
木
に
■
勇
程
で
三
好
‥ナ
リ
ふ
る
雪
や
春
た
つ
さ
き
に
花
と
成
る
ら

ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貫
之
集
三
七
二
　
承
平
七
年
屏
風
）

元
日
雪
ふ
れ
り

け
ふ
し
ま
れ
雪
α
ぶ
．れ
れ
ば
到
Ы
木
も
春
て
ふ
な
べ
に
花
ぞ
咲
け

劉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貫
之
集
四
六
七
　
天
慶
四
年
屏
風
）

初
雪

雪
ふ
れ
ば
草
木
に
な
べ
て
を
る
人
の
衣
手
さ
む
き
花
ぞ
さ
き
け
る

（貫
之
集
四
九
五
　
天
慶
五
年
屏
風
）

草
木
の
雪
を
何
か
に
見
立
て
る
こ
と
は
、
む
ろ
ん
漢
詩
文
に
あ
り
、

散
繁
因
レ風
起
　
凝
壼
任
レ気
来
　
槙
皆
自
玉
　
草
樹
絶
花
梅

（
経
国
集
　
詠
レ雪
　
枝
永
野
）

で
は
、
草
木
に
降
り
か
か

っ
た
雪
を
梅
の
花
と
見
て
お
り
、

此
朝
誰
不
墓
ヨ
山
僧
一
恩
捨
綿
綿
草
木
凝

（菅
家
文
草
　
感
二雪
朝
・
勅
使
施
二老
僧
綿
襖

・
）

で
は
、
下
賜
さ
れ
る
綿
と
見
立
て
て
い
る
。
和
歌
で
は
、
貫
之
に
先
行
す

る
も
の
と
し
て
、

年
月
之
　
雪
降
往
者
　
草
裳
木
裳
　
老
許
曾
為
良
芝
　
自
見
礼
者

（新
撰
万
葉
集
冬
　
四
三
八
）

と
い
う
歌
が
あ
る
。

「
雪
降
る
」
に

「
行
き
古
る
」
を
掛
け
、
草
木
の
雪

を
自
髪
に
見
立
て
た
、
機
知
に
あ
ふ
れ
た
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
草
木
に
降

り
か
か
る
雪
と
限
定
し
な
け
れ
ば
、
雪
を
花
に
見
立
て
る
歌
が
数
多
く
詠

ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ

っ
て
は
、
貫
之
が
先
の
よ
う
な
屏
風
歌
を
詠
ん

だ
こ
と
は
、
当
然
の
成
り
行
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
四
首
の
屏
風

歌
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
破
線
部

「
春
く
れ
ば
」

「
雪
ふ
れ
ば
」
や
、
傍

線
部

「
草
木
に

（
草
も
木
も
）
花
咲
く
」
と
い
う
表
現
が
、
あ
ま
り
に
も

似
通

っ
て
い
る
こ
と
が
気
に
な
る
。
実
は
、
こ
れ
よ
り
以
前
古
今
集
に
、

冬
の
う
た
と
て

雪
ぶ
れ
ば
冬
ご
も
り
せ
る
到
Ы
利
Ы
春
に
し
ら
れ
ぬ
欄
ｄ
劃
劃
引
劉

（
古
今
集
冬
　
一壬

〓
二
　
紀
貫
之
）

と
い
う
歌
が
あ
る
。
四
首
の
屏
風
歌
の
破
線
部

・
傍
線
部
は
、
こ
の
旧
作

の
表
現
に
拠

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
同
じ
く
古
今
集
に
、

ゆ
き
の
ふ
り
け
る
を
見
て
よ
め
る

雪
ぶ
れ
ば
木
ご
と
に
引
劉
剖
割
‥こ―
引
劉
い
づ
れ
を
梅
と
わ
き
て
を
ら

ま

し

（古
今
集
冬
　
一三
二
七
　
紀
友
則
）

と
い
う
歌
が
あ
り
、

「
木
」
に
降
り
積
も
る
雪
を
詠
ん
で
い
る
点
は
、
貫

之
と
異
な
る
が
、
よ
く
似
た
表
現
の
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
貫
之
が
屏
風

歌
を
詠
む
際
に
参
考
に
し
た
の
は
、
や
は
り
自
作
の
方
だ

っ
た
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
貫
之
は
こ
の
他
に
も
、
雪
を
花
に
、
花
を
雪
に
見
立
て
る

歌
を
多
く
詠
ん
で
い
る
の
だ
が
、
破
線
部

・
傍
線
部
の
よ
う
な
類
型
表
現

を
用
い
る
の
は
、

「
草
木
」
に
降
り
積
も
る
雪
を
詠
む
時
に
限

っ
て
だ
か

ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、　
一
度
用
い
た
表
現

。
趣
向
を
繰
返
し
用
い
る
と
い
う
傾

向
は
、
貫
之
屏
風
歌
全
般
に
か
な
り
見
受
け
ら
れ
、
意
欲
の
減
退
を
示
す
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証
拠
と
見
撤
さ
れ
て
い
る
。
今
の
場
合
も
、
そ
の

一
例
と
言
え
よ
う
。
し

か
し
、
逆
に
言
え
ば
、
貫
之
が
古
今
集
歌
の
出
来
に
自
信
が
あ
り
、
繰
り

返
し
そ
の
表
現
を
用
い
て
み
た
く
な

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
自

負
が
、
屏
風
の
絵
を
目
に
し
た
時
、
他
の
歌
人
は
注
目
し
な
か

っ
た
草
木

と
い
う
、
さ
さ
い
な
景
物
に
留
意
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

雪
中
の
草
木
に
目
を
向
け
た
貫
之
は
、
雪
を
花
に
見
立
て
る
と
い
う
パ

タ
ー
ン
化
し
た
詠
み
方
を
越
え
て
、
次
の
よ
う
に
も
詠
ん
で
い
る
。

雪
ふ
れ
ば
う
と
き
も
の
な
く
草
倒
ボ
倒
洲
ｄ

つ―
劇
洲
引
‥こ―
成
り
ぬ

べ
ら
な
り

（貫
之
集
三

一
三
　
延
喜
末
年
よ
り
延
長
七
年
屏
風
）

コ

当

副

Ｊ

洲

淵

自
妙
に
劃
司
劇
剤
淵
剛
ョ
刷
到
利
Ы
年
と
共
に
も
新
し
き
か
な

（
貫
之
集
五

一
九
　
天
慶
五
年
屏
風
）

一
首
目
は
、

「
一
面
に
雪
が
降
る
と
、
疎
遠
な
も
の
な
く
、
草
も
木
も

同
じ
縁
に
つ
な
が
る
も
の
と
な

っ
た
よ
う
だ
。
」
と
解
釈
で
き
よ
う
が
、

「
ひ
と

つ
ゆ
か
り
」
と
い
う
表
現
が
面
白
い
。
用
例
の
あ
ま
り
な
い
言
葉

だ
が
、
た
と
え
ば
源
氏
物
語
で
は
、

［薫
は
］
何
事
に
つ
け
て
も
、
た
ゞ
、
か
の
、

一
つ
ゆ
か
り
を
ぞ
、

思
ひ
出
で
給
ひ
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
）

と
、
八
宮

一
族
を
指
す
言
葉
と
な

っ
て
い
る
。
人
間
に
用
い
る
言
葉
を
草

木
に
用
い
て
、
擬
人
的
に
表
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
背
後
に
は
、

め
の
お
と
う
と
を
も
て
侍
り
け
る
人
に
う
へ
の
き
ぬ
を
お
く
る

と

て
よ
み

て
や
り
け

る

紫
の
色
こ
き
時
は
め
も
は
る
に
野
な
る
瓢
利
ｄ
劉
洲
劃
剖
引
引
劉

（
古
今
集
雑
上
　
八
六
八
　
在
原
業
平
　
伊
勢
物
語
四
十

一
段
）

と
い
う
、
妻
の
妹
の
夫
を

「
草
木
」
と
た
と
え
、
別
け
隔
て
す
ま
い
と
詠

ん
だ
業
平
歌
の
影
響
を
、
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、　
一
面

に
降
り
積
も

っ
た
雪
を
言
い
表
わ
す
の
に
、
そ
の
下
に
ち
ら
ほ
ら
見
え
隠

れ
す
る
草
木
に
注
目
し
て
、
雪
を
頭
に
頂
い
て
い
る
お
か
げ
で
、
草
も
木

も
同
じ

一
族
の
よ
う
に
見
え
る
と
、
ユ
ー
モ
ア
た

っ
ぶ
り
に
表
現
し
た
の

は
、
貫
之
の
手
柄
と
言
え
よ
う
。

二
首
目
も
、　
一
面
の
雪
を
詠
ん
で
い
る
。

「
真

っ
自
に
雪
が
降

っ
て
い

る
の
で
、
草
木
も
新
年
と
と
も
に
新
し
く
な
る
。
」
と
解
釈
で
き
よ
う
。

実
は
こ
の
歌
は
、
先
に
挙
げ
た
、
草
木
に
雪
の
花
咲
く
と
い
う
屏
風
歌
の

三
首
日
、

コ

劃

劉

現

け
ふ
し
ま
れ
ョ
ｑ
封
劉
＝
可
劇
Ы
対
Ы
春
て
ふ
な
べ
に
花
ぞ
咲
け
る

（
貫
之
集
四
六
七
　
天
慶
四
年
屏
風
）

と
、
二
句
目
三
句
目
が
同
じ
で
あ
る
。
偶
然
の

一
致
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

詞
書
に
よ
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
詠
も
う
と
し
た
題
材
が
、

「
元
日
雪
の
ふ
れ

る
所
」

「
元
日
雪
ふ
れ
り
」
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
首
は
天
慶

四
年
五
年
と
、
連
続
し
た
年
に
詠
作
さ
れ
て
い
る
。
天
慶
五
年
に
元
日
の

雪
を
詠
も
う
と
し
て
、
去
年
の
詠
作
を

つ
ま
び
ら
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。
旧
作
を
ヒ
ン
ト
に
、
画
中
の
草
木
に
狙
い
を
定
め
た
貫
之
は
、
今
度

は
い
つ
も
の
、
雪
を
花
に
見
立
て
る
と
い
う
趣
向
を
使
わ
な
か

っ
た
。
真
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っ
白
に
な

っ
た
草
木
は
、
新
年
と
と
も
に
新
生
す
る
と
、
詠
ん
だ
の
で
あ

る
。
こ
の
趣
向
は
、
管
見
で
は
他
に
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
斬
新
な

も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
草
木
」
は
、
屏
風
歌
と
し
て
は
主
題
と
な
る
こ
と
の
な
い
、
つ
い
見

過
ご
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
、
さ
さ
い
な
景
物
で
あ
る
。
貫
之
が
そ
れ
に

目
を
留
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
契
機
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
素
性

を
始
め
と
す
る
先
人
の
歌
か
ら
の
影
響
、
自
作
歌
の
成
功

へ
の
自
信
な
ど

で
あ
る
。

だ
が
、
貫
之
自
身
の
絵
に
対
峙
す
る
時
の
姿
勢
が
、
も

っ
と
も
大
き
な

原
因
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。
貫
之
は
、
鋭
い
観
察
力
に
よ

っ
て
、
桜

の
咲
く
宿
に
生
え
て
い
る
草
木
、
紅
葉
す
る
草
木
、
雪
を
被
る
草
木
に
着

目
し
、
歌
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
、
男
女
の
贈
答
歌
を
あ
り

き
た
り
以
上
の
も
の
に
し
、
華
や
か
な
秋
の
光
景
を
際
立
た
せ
、
ま
た
、

ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
雪
の
歌
を
生
み
出
す
こ
と
と
な

っ
た
。

貫
之
の
屏
風
歌
が
、

つ
い
類
型
に
は
ま
り
が
ち
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
確

か
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
決

っ
た
題
材
で
、
大
量
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か

っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
時
、

絵
に
忠
実
に
詠
む
と
い
う
こ
と
が
、
単
調
さ
を
破
る
た
め
の
、　
一
つ
の
活

路
と
な

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（１
）
「
貫
之
の
慶
賀
表
現
―

「
も
も
と
せ
」
を
め
ぐ

っ
て
―
」

『
中
古

文
学
』
平
成
三
年
五
月
刊
行
予
定

（
２
）期
恒
集
で
は
、
第
二
句

「
し
た
う
へ
は
か
れ
ゆ
く
」
と
な

っ
て
い

る
が
、
貫
之
集
八
二
三
に
同
歌
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ

っ

て
訂
正
し
た
。

（
３
）後
撰
集
二
八
六
に
重
出
。
贈
答
歌
が
異
な
る
の
で
、
二
八
六
番
で

は
伊
勢
が
身
の
潔
白
を
申
し
立
て
る
歌
と
な

っ
て
い
る
が
、

「
草
木
」

の
詠
み
方
は
変
わ
ら
な
い
。
な
お
、
諸
本
に
よ
り

「
草
木
」
を

「
草

葉
」
と
す
る
異
同
が
あ
る
。

（
４
）
「
い
つ
み
の
大
将
」
と
は
、
右
大
将
藤
原
定
国
の
こ
と
。
そ
の
四

十
賀
は
、
延
喜
五
年
二
月
に
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
時
の
屏
風
歌
の
全

容
は
徳
原
茂
実
氏
の
研
究
に
よ
り
、
ほ
ぼ
判
明
し
て
い
る
。

（
徳
原
茂
実
氏

「
右
大
将
定
国
四
十
の
賀
を
め
ぐ

っ
て
」

『
平
安
文

学
研
究
』
昭
和
五
十
二
年
十

一
月
）

徳
原
氏
は
こ
の
素
性
歌
に
つ
い
て
、

「
一
つ
に
は
詞
書
に
屏
風
歌

で
あ
る
と
は
さ
れ
て
な
い
こ
と
、
二
つ
に
は
歌
自
体
が
賀
の
屏
風
歌

と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
」
か
ら
、
屏
風
歌
で
は
な
い
と
さ
れ

て
い
る
。
論
者
も
、
詞
書
か
ら
判
断
し
て
、
屏
風
歌
で
は
な
い
と
考

え
る
。
し
か
し
、
慶
賀
性
が
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
見
解
を

異
に
す
る
。

（
た
し
ま

。
と
も
こ
　
本
学
研
究
生
）
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