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歌
人
弁
内
侍
に
と

っ
て
の

『弁
内
侍
日
記
』
試
論

『弁
内
侍
日
記
』
は
年
号
、
日
付
を
記
し
た
羅
列
的
な
叙
述
が
続
く
た

め
に

「体
験
し
た
事
実
や
感
慨
の
ほ
ど
を
、
そ
の
時
そ
の
時
に
、
記
し
て

い
た
」

（
１
）
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
久
し
か
っ
た
が
、
近
年
に
な
り
、
よ

う
や
く
弁
内
侍
の
執
筆
意
識
、
編
纂
意
図
に
言
及
し
た
論
文
が
現
わ
れ
始

め
た
。
し
か
し
、
い
ま
だ
研
究
の
余
地
の
多
く
残
さ
れ
た
作
品
の
一
つ
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

例
え
ば

『弁
内
侍
日
記
』
に
書
き
留
め
ら
れ
た
和
歌
に
つ
い
て
は
、

「
当
意
即
妙
だ
が
詞
書
的
役
目
を
果
す
散
文
が
な
け
れ
ば
そ
の
主
旨
が
わ

か
ら
な
い
」
、

「
そ
の
場
そ
の
場
の
発
想
に
よ
る
も
の
が
多
い
」
等
、
つ

ま
り
は
、
機
知
に
富
む
も
の
の
独
立
し
た
文
学
性
を
持
た
な
い
和
歌
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
と
の
認
識
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
今
日
、
日
記

作
者
と
し
て
名
を
残
し
て
い
る
弁
内
侍
は
、

『続
後
撰
集
』
以
下
十

一
の

勅
撰
集
に
四
五
首
も
の
歌
が
採
ら
れ
た
、
後
嵯
峨
院
時
代
を
彩
る
女
流
歌

人
の
一
人
で
も
あ
る
。
歌
人
弁
内
侍
に
と

っ
て
、
そ
う
し
た
歌
を
書
き
留

め
た

『弁
内
侍
日
記
』
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
よ
り
深

く
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
私
は
、
作
品
を
読
み
解
く
切
り
回
と
し
て
、
弁
内
侍
の
公
的

阿

部

　

真

弓

職
務
に
焦
点
を
あ
て
て
き
た
が

（
２
）
、
今
回
は
歌
人
と
い
う
側
面
に
注

目
し
、
一詠
歌
に
お
け
る
場
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
う
こ
と
と
す
る
。

本
作
品
の
和
歌
の
特
徴
と
さ
れ
る

「当
意
即
妙
」

「機
知
」
と
い
っ
た
性

質
は
、
時
と
空
間
を
共
有
す
る
人
間
の
輪
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

「
場
」
に

さ
さ
え
ら
れ
て
成
立
す
る
部
分
が
大
き
い
。
人
事
的
要
素
に
基
づ
く
和
歌

が
多
い
本
作
品
に
お
い
て
、
場
の
問
題
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
こ
の
点
に
着
眼
し
作
品
を
再
読
す
る
と
、　
一
見
単
調
で
あ
る
弁
内

侍
の
場
の
と
ら
え
方
や
そ
の
詠
み
方
は
、
決
し
て
一
通
り
で
は
な
い
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

右
の
観
点
か
ら
、
寛
元
四
年
と
翌
宝
治
元
年
の
記
事
を
中
心
に
検
討
を

行
な
い
、
歌
人
弁
内
侍
に
お
け
る

『弁
内
侍
日
記
』
の
存
在
意
義
を
解
く

た
め
の
一
試
論
と
し
て
提
出
し
、
叱
正
を
仰
ぎ
た
い
。

一
『弁
内
侍
日
記
』
の
章
段
は
、
詞
書
的
役
割
を
持
つ
散
文
部
分
と
歌
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
①
日
付
・
行
事
次
第
や
出
来
事
等
に
関
す
る
記
事
、
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②
詠
歌
事
情

（感
興
を
催
し
た
事
物
の
指
摘
及
び
作
者
の
感
想
等
）
、
③

歌
作
者
、
④
和
歌
、
と
い
う
形
式
を
そ
こ
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ゴ

日

判

劃

鼻

引

翻

日

∃

∃

目

ｕ

Л

∃

劇

剰

①
②
に
関
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ご
く
簡
潔
な
も
の
か
ら
、
か
な
り
詳
細

な
叙
述
ま
で
長
短
の
差
は
あ
る
が
、
贈
答
歌
を
記
す
章
段
も
含
め
て
、
こ

の
①
②
③
④
が
章
段
構
成
の
基
本
形
と
考
え
ら
れ
る
。

い
と
′
ヽ
め
で
た
く
て

人
ノ
ヽ
の
す
が
た
ど
も
、
め
づ
ら
か
に
見
え
侍
し
か
ば

松
の
木
か
げ
風
す
ゞ
し
く
ふ
討
て
、
け
い
き
お
も
し
ろ
く
侍
し
か

ぎし
げ
き
木
ず
ゑ
に
、
ほ
と
ゝ
ぎ
す
の
は
つ
ね
を
き
ゝ
て

夜
ふ
け
て
め
ぐ
る
月
の
か
げ
さ
や
か
に
見
え
し
か
ば

あ
さ
が
れ
ゐ
に
か
つ
み
を
ま
い
ら
せ
た
る
を
、

「歌
を
そ
へ
て
と

詢はヽ
いれａ譴↑浸御錯れ］」狂↑もゃめとおもひザ侍

家
集
的
性
格
も
認
め
ら
れ
る
こ
の
作
品
に
お
け
る
和
歌
の
重
要
性
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
散
文
部
は
羅
列
的
記
録
的
に
叙
事
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
最
後
に
書
き
留
め
ら
れ
た
和
歌
と
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持

っ
て
い

る
の
だ
が
、
な
か
で
も
歌
へ
と
い
ざ
な
う
真
の
導
入
部
と
し
て
、
重
要
な

役
割
を
果
た
す
の
が
②
で
あ
る
。
我
々
は
②
に
よ
っ
て
詠
歌
の
契
機
を
知

り
得
る
か
ら
こ
そ
、
弁
内
侍
の
歌
を
ウ
ィ
ッ
ト
に
富
む
も
の
と
し
て
味
わ

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
こ
の
部
分
に
注
目
し
作
品
を
た
ど
っ
て
い
く

と
、
寛
元
四
年
と
宝
治
元
年
の
記
事
と
の
間
に
は
、
詠
歌
状
況
の
傾
向
に

変
化
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
ま
ず
寛
元
四
年
の
章
段
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
次
の
表
は
、

寛
元
四
年
の
記
事
に
関
し
て
、
②
に
あ
た
る
叙
述
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ

る

（３
）
。

な
ご
り
お
ほ
く
て
、
つ
り
ど
の
ゝ
か
た
に
や
す
ら
ひ
て

返
し頭

○
尽
蕩
Ⅵ
群
睡
瑚
魂
税
糊
隣
彙
ど

と
も
し
び
の
か
げ
か
す
か
な
る
○
お
も
し
ろ
く
て

返
し

か
う
ら
ん
に
そ
へ
て
た
て
た
る
む
ま
が
た
の
障
子
の
は
い
れ
よ
り

、
ほ
の
か
に
み
ゆ
る
月
か
げ
、
い
と
わ
り
な
き
を
、

「
い
に
し
へ

、
二
條
の
后
、
彊
涼
殿
に
偉
趙
ま
ひ
け
ん
は
、
こ
の
一
の
た
ひ
の

ほ
ど
ぞ
か
し
。
そ
の
世
に
も
か
く
や
心
づ
く
し
な
り
け
ん
」
な
ど

侍|し |

六  五  四

六  五  四
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一  〇

五  四  三九五

申
い
で
ゝ

還
御
の
ゝ
ち
こ
れ
を
き
ゝ
て

風
い
と
す
ゞ
し
く
吹
て
、
御
か
き
が
は
ら
お
も
し
ろ
く
侍
し
か
ば

（菊
の
き
せ
わ
た
）
ま
こ
と
に
さ
き
汚
翻
や
う
に
み
え
わ
た
さ
れ

て
面
白
く
侍
し
か
ば

お
り
し
も
あ
ら
れ
は
げ
し
く
、
さ
え
た
る
け
い
き
い
と
を
も
し
ろ

く
て

は
る
か
に
ぽ
さ
♂
ぢ
げ
ろ
く
見
え
て
河
風
さ
え
た
り
し
に

う
へ
の
を
の
こ
ど
も
、
殿
上
の
お
り
ま
つ
め
し
け
れ
ど
も
つ
き
た

る
よ
し
申
け
れ
ば
、
ひ
ろ
御
所
の
き
た
む
き
に
て
、
か
れ
た
る
は

ぎ
の
え
だ
な
ど
を
り
松
に
せ
ら
れ
け
る
と
き
き
し
、
い
と
や
さ
し

く
て

公
忠
の
中
将
、

「大
宮
の
大
納
言
殿
の
す
ゞ
り
こ
は
せ
給
」
と
て

も
ち
て
ま
い
り
し
も
、
い
づ
く
の
御
文
な
ら
ん
と
ゆ
か
し
く
て

返
し

返
事

ゑ
じ
が
も
ん
を
そ
く
あ
け
侍
し
に
、

「
い
ま
に
は
じ
め
た
る
事
か

。
吉
田
使
の
か
へ
さ
に
内
侍
の
い
ら
せ
給
に
、
こ
と
あ
た
ら
し
く

あ
け
も
ま
う
け
ぬ
か
」
と
あ
ら
ゝ
か
に
い
さ
め
申
侍
し
も
、
か
や

う
の
事
や
先
例
に
も
な
り
侍
ら
ん
と
お
か
し
く
て

摂実嚇
殿
ま
い
ら
せ
給
ひ
て
、
御
ぐ
し
そ
が
せ
お
は
し
ま
す
に
、
も

の
ゝ
ぐ
に
て
ま
い
る
べ
き
よ
し
仰
あ
り
し
か
ば
、
お
り
し
も
を
し

嗜
だ
し
のぜ
ち
よ
そ
いな
き
よ
し
申
て
、
な
へた
ら
ん
も
又
いか

〇 九

〇 九

ゞ
と
て

こ
の
ほ
ど
の
雪
さ
え
と
を
り
た
る
よ
も
す
が
ら
、
こ
と
引
あ
か
し

給
ふ
と
き
ゝ
し
も
、
こ
と
に
い
み
じ
く
お
ぼ
え
て

月
の
さ
え
た
る
雪
の
う
へ
は
か
ぎ
り
な
く
面
白
く
て

こ
に
物
い
れ
て
に
な
ひ
た
る
が
こ
と
に
な
げ
き
て
、

「
さ
し
た
る

所
へ
ま
か
る
に
、
か
ま
へ
て
い
と
ま
た
ぺ
」
と
な
く
や
う
に
い
ふ

も
い
と
ノ
ヽ
お
し
く
て

雪
ど
け
に
ぬ
れ
ぬ
べ
く
て
、
衛
士
○
も
う
へ
に
の
ば
り
て
、
ゆ
き

を

か
く
お
と
も
お
も
し
ろ
く
み
ゝ
に
と
ま
る
心
地
し
て

女
官
ど
も

「弁
殿
こ
そ
ま
い
ら
せ
た
ま
ひ
た
れ
」
と
て
、
ひ
し
と

な
ら
び
ゐ
て
、

「
そ
め
く
さ
な
に
か
さ
が
り
て
、
御
事
か
け
は
て

な
ん
ず
」
と
こ
ゑ
ハ
ヽ
申
侍
し
か
ば
、

「す
べ
て
ふ
る
わ
れ
て
、

も
の
も
い
は
れ
ば
こ
そ
」
と
あ
り
し
、
を
か
し
く
て

く
ら
人
の
侍
従
む
ね
ま
さ
が
声
に
て

「
ゆ
ゆ
し
き
月
の
光
か
な
。

し
ろ
う
す
や
う
の
こ
ろ
こ
そ
思
ひ
や
ら
る
れ
」
と
い
ふ
。
げ
に
か

ぎ
り
な
く
見
ゆ
れ
ば

あ
ら
し
は
げ
し
く
ふ
き
て
、
へ
だ
て
の
屏
風
つ
ゞ
き
て
た
ほ
れ
に

し
か
ば
、
わ
た
ど
の
ま
で
み
わ
た
さ
れ
た
る
は
れ
た
ヽ
し
さ
か
ぎ

り
な
く
て

こ
と
ゞ
も
よ
く
な
り
て
、

「
と
く
ノ
ヽ
」
と
た
び
ノ
ヽ
せ
め
ら
れ

ヘ

し
も
た
ヽ
が
た
く
て

後
に
こ
れ
を
き
ゝ
て

宮
の
事
が
ら
も
心
す
み
て
、
も
の
ゝ
ね
し
ら
べ
た
る
も
、
お
り
か
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四

七

〇 九

四  四  四 四
〇

ら
お
も
し
ろ
く
て

中
納
言
の
す
け
ど
の

「
た
ゞ
な
か
に
て
、
う
た
な
ど
に
て
は
か
ら

へ
か
し
」
と
き
こ
え
し
を
、
さ
し
も
の
事
の
ま
ぎ
れ
に
な
が
め
い

だ
し
た
ら
ん
心
づ
き
な
さ
、
と
を
か
し
く
て
、
心
に
は
か
く
ぞ
お

ぼ
え
し

大
宮
大
納
言
び
わ
、
花
山
院
大
納
言
ふ
え
、
兵
衛
督
ひ
や
う
し
、

面
白
と
も
い
へ
ば
中
ノ
ヽ
な
り
。

大
宮
大
納
言
殿
、
常
の
御
所
へ
ま
い
り
給
て
、
こ
う
た
う
の
内
侍

ど
の
に

「
ぼ
ゝ
そ
の
ね
は
い
か
ゞ
侍
つ
る
」
と
あ
り
し
か
ば
、

「

か
の
大
ご
く
で
ん
の
び
は
の
ね
と
か
や
の
や
う
に
、
い
づ
く
ま
で

も
く
も
り
な
く
こ
そ
」
と
申
給
も
げ
に
か
ぎ
り
な
く
て

そ
の
夜
の
事
ど
も
の
め
で
た
さ
、
い
ひ
つ
く
す
べ
か
ら
ず

こ
れ
を
概
観
す
る
と
、

『弁
内
侍
日
記
』
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
は
ず

の
人
事
的
要
因
が
、
存
外
少
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
三
、
五́
、　
一

四
、　
一
五
、　
三
ハ
、　
一
七
、
三

一
、
三
二
、
四
〇
、
四
二
、
四
四
番
歌
に

関
し
て
は
、
弁
内
侍
の
視
線
は
場
を
彩
る
景
物
に
注
が
れ
て
、
詠
歌
へ
と

至
る
。　
〓
ハ
番
歌
を
記
す
第

一
二
段
を
見
て
み
よ
う
。
散
文
部
全
体
を
見

渡
せ
ば
、
宮
廷
の
人
々
が
多
く
登
場
し
て
お
り
、
彼
ら
の
動
向
が
書
き
留

め
ら
れ
て
い
る
。

け回計日ど凛州晨腱ほ韓ればｒ一一卸燎脚譜Ｘだ曼］卿場
四
五

せ
い
そ
だ
う
の
月
の
在
明
の
か
げ
、
あ
か
ず
身
に
し
み
て
お
も
し

ろ
き
を
、
人
ノ
ヽ
な
が
め
て

大
内
裏
の
事
お
も
ひ
い
で
ゝ

嬢
鰍
詢
¨
「
判
〓
剣
¨
一
い
り
嗜
」
贅
糊
」
れ
』
輌
】
豚
薫

」
と

お
ほ
せ
ら
れ
し
か
ば

あ
り
し
夜
の
事
思
ひ
い
で
ら
れ
て
、
清
涼
殿
に
し
つ
ら
ひ
た
り
し

所
に
、
少
納
言
内
侍
と
よ
も
す
が
ら
月
を
な
が
め
て

「夜
は
ふ
け
ぬ
る
か
、
う
し
の
く
ひ
の
ほ
ど
か
」
と
と
は
せ
給
を

、
た
れ
も
な
に
と
も
申
○
ざ
り
し
を
、
少
納
言

「
心
の
う
ち
に
御

返
事
さ
だ
め
て
あ
り
つ
ら
ん
、
い
か
ゞ
」
と
き
こ
ゆ
れ
ば

り
の
こ
ゑ
力
ヽ
い
と
た
う
と
く
て

納
言
な
ど
ま
い
ら
せ
給
へ
り
。
職
事
ど
も
、
つ
ね
と
し
、
む
ね
ま
さ
、

光
国
な
ど
ま
い
り
て
、
御
い
の
り
○
事
さ
だ
め
ら
る
。
十
九
日
よ
り
、

金
輪
法
、
て
ん
ち
さ
い
へ
ん
な
ど
は
じ
嗜
る
べ
○
と
ぞ
き
こ
え
し
。

奉
行
蔵
人
侍
従
む
ね
ま
さ
。
お
り
し
も
あ
ら
れ
は
げ
し
く
、
さ
え
た

る
け
い
き
い
と
が
も
し
ろ
く
て
、
弁
内
侍

や
を
よ
ろ
づ
い
の
る
し
る
し
も
あ
ら
は
れ
て
あ
ら
れ
た
ま
ち
る

か
ず
も
見
え
け
り

宮
廷
人
の
存
在
は
和
歌
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
が
、
し
か
し
な
が
ら
、

一
六
番
歌
に
お
い
て
直
接
の
契
機
と
し
て
示
さ
れ
る
の
は
、
人
事
的
事
象
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で
は
な
く
自
然
の
景
物
で
あ
る
。
ま
た
、
作
者
は
場
に
臨
ん
で
は
い
る
が
、

必
ず
し
も
人
間
関
係
の
中
に
あ

っ
て
歌
を
詠
ず
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の

対
象
か
ら

一
定
の
距
離
を
保
ち
、
第
二
者
的
な
叙
述
を
行
な
っ
て
い
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
宮
廷
の
人
々
の
様
子
、
ま
た
は
場
そ
の
も
の
が
歌

の
対
象
と
な
っ
て
い
る

一
、
二
、
七
、　
一
八
、　
一
九
、
二
六
、
二
五
、
三

七
、
三
八
、
三
九

・、
四
六
番
歌
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
特
徴
が
看
取
で

き
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
あ
げ
る
三
五
番
歌
は
、
人
々
の
演
奏
す
る
楽

の
音
に
触
発
さ
れ
て
生
ま
れ
た
和
歌
だ
が
、
彼
ら
や
、
と
も
に
い
る
で
あ

ろ
う
周
囲
の
内
侍
達
と
の
交
流
を
通
し
て
誕
生
し
た
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
夜
は
、
ち
こ
の
ま
つ
り
の
使
に
た
ち
た
り
し
に
、
顕
朝
の
弁
、

院
の
推
参
え
ん
ず
い
な
ど
は
て
、ゝ
ま
いり
た
り
し
か
ば
、
あ
か
つ

き
に
な
り
て
、
宮
の
事
が
ら
も
心
す
み
て
、
も
の
ゝ
ね
し
ら
べ
た
る

も
、
お
り
か
ら
お
も
し
ろ
く
て
、
弁
内
侍

こ
よ
ひ
し
も
い
か
な
る
神
の
ち
か
ひ
に
て
も
の
ゝ
ね
な
ら
す
あ

と
ゝ
な
り
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
二
二
段
）

ま
た

一
八
番
歌
や

一
九
番
歌
の
②
を
見
る
と
、
人
の
行
動
等
は
作
者
の

ご
く
身
近
な
と
こ
ろ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
だ
が
、

発
せ
ら
れ
た
歌
は

「
し
も
が
れ
の
ふ
る
え
の
は
ぎ
の
ビ
リ
ま
つ
は
も
え
い

づ
る
春
の
た
め
と
こ
そ
み
れ

（
一
八
番
歌
）
」
、

「
あ
け
や
ら
で
ま
だ
夜

は
ふ
か
き
雪
の
う
ち
に
ふ
み
ゝ
る
み
ち
は
あ
と
や
な
か
ら
ん

（
一
九
番
歌
）

」
と
外
界
へ
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
弁
内
侍
の
意
識
内
で
は
、
自

己
と
歌
の
対
象
と
な
る
人
々
と
の
間
に
は
距
離
が
あ
り
、
和
歌
は
人
間
関

係
を
紡
ぐ
役
割
を
果
さ
な
い
の
で
あ
る
。

弁
内
侍
は
宮
廷
を
め
ぐ
る
人
々
を
賛
美
し
、
そ
の
感
情
は
歌
と
な
っ
て

発
露
さ
れ
る
が
、　
一
連
の
営
み
は
集
団
の
外
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。

地
の
文
の
中
に
築
き
あ
げ
た

「場
」
の
中
に
、
自
己
の
姿
は
存
在
せ
ず
、

し
た
が
っ
て
和
歌
も
、
人
間
関
係
か
ら
隔
絶
し
た
位
置
か
ら
把
握
し
た
状

況
に
基
づ
き
、
詠
じ
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
歌
は
人
と
の
交
流
を
と
り
も

つ
た
め
や
座
を
盛
り
上
げ
る
た
め
の
小
道
具
と
し
て
機
能
せ
ず
、
弁
内
侍

の
ご
く
個
人
的
内
的
世
界
の
中
で
息
づ
く

「
独
詠
歌
」
と
な
る
。
当
年
の

和
歌
の
特
徴
は
、
一壬
ハ
番
歌
に
象
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
。

「場
」

中
か
ら
わ
き
出
た
は
ず
の
こ
の
歌
は
、
弁
内
侍
の
心
中
に
と
じ
込
め
ら
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
実
は
②
か
ら
は
、
詠
歌
の
時
点
を
示
し

て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
作
者
が
着
眼
し
た
事
象
に
つ
い
て
説
明
し

て
い
る
だ
け
な
の
か
、
に
わ
か
に
判
断
で
き
な
い
こ
と
は
特
筆
し
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
当
年
の
和
歌
に
つ
い
て
は
即
時
性
が
さ
ほ
ど
強
い
と
は
認
め

ら
れ
ず
、
従
来
評
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

「
そ
の
場
か
ぎ
り
の
発
想
」
に
よ
る

も
の
と
は
必
ず
し
も
言
い
き
れ
な
い
。
即
ち
こ
こ
に
書
き
留
め
ら
れ
た
和

歌
は

一
時
的
な
感
興
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
弁
内
侍
の
思
い
入
れ
や
意

図
が
か
な
り
こ
め
ら
れ
た
作
品
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か

（４
）
。

以
上
の
点
か
ら
推
察
す
る
に
、
文
学
的
に
評
価
で
き
る
か
否
か
は
ま
た

別
問
題
と
し
て
、
弁
内
侍
は
、
詞
書
に
は
過
度
に
従
属
し
な
い
、
あ
る
種

の
独
立
性
を
保
っ
た
歌
を
書
き
残
す
よ
う
努
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

作
者
の
和
歌
重
視
の
姿
勢
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る
が
、
特
に
こ
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の
寛
元
四
年
に
関
し
て
は
、
散
文
部
と
セ
ッ
ト
に
し
て
醸
し
出
す
お
も
し

ろ
さ
よ
り
も
、
和
歌
そ
の
も
の
を
尊
重
す
る
姿
勢
が
強
く
看
取
さ
れ
、
読

者
側
に
も
そ
れ
を
期
待
す
る
作
者
の
意
識
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
作
品
に
は
少
将
内
侍
の
和
歌
も
多
い
。
こ
の
寛
元
四
年
に

お
い
て
は
、
四
、
八
～

一
〇
、　
〓
二
、
二
一
、
三
二
、
二
七
～
三
〇
、
三

二
番
歌
の
十
二
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
も
右
の
特

徴
は
み
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

九
番
歌
は
頭
中
将
の
人
柄
を
雨
模
様
に
な
ぞ
ら
え
る
歌
、
ま
た
三
二
番

歌
は
大
嘗
会
の
際
、
準
備
の
遅
れ
た
少
将
内
侍
へ
の
催
促
に
対
す
る
和
歌

で
、
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
人
間
関
係
の
上
に
成
り
立
つ
、
機
知
に
富
ん
だ
歌

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
四
、　
一
〇
、
二
七
番
歌
は
、
景
物
に

着
目
し
た
和
歌
、
ま
た
、
二
八
、
二
九
、
三
〇
番
歌
は
臨
場
的
位
置
に
て

の
詠
歌
と
解
釈
さ
れ
る
が
、

「
身
に
を
へ
ば
さ
ぞ
思
ふ
ら
ん
た
け
の
こ
の

て
を
は
な
つ
よ
の
心
ま
よ
ひ
に

（
二
八
番
歌
）
」
、

「あ
ば
ら
な
る
い
た

や
の
ゝ
き
の
し
ら
ゆ
き
の
か
く
ば
か
り
な
ど
ふ
り
ざ
も
る
ら
ん

（
二
九
番

歌
）
」
、　
フ
」と
の
は
も
お
も
ふ
に
さ
こ
そ
な
か
る
ら
め
吹
と
ふ
く
よ
の

風
の
け
し
き
に

（
三
〇
番
歌
）
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ

「
独
詠
歌
」
と
み
な
さ

れ
、
以
上
の
和
歌
は
、
弁
内
侍
歌
と
同
様
、
集
団
外
の
視
点
か
ら
詠
じ
ら

れ
た
も
の
と
窺
わ
れ
る
。

半
数
ほ
ど
を
占
め
る
弁
内
侍
と
の
贈
答
歌
に
関
し
て
は
、
第
七
段
を
見

て
お
き
た
い

（５
）
。

五
月
の
廿
日
あ
ま
り
、
有
明
の
月
く
ま
な
く
て
、
こ
と
に
お
も
し
ろ

く
侍
し
に
、
御
ち
よ
く
ろ
に
て
御
連
歌
あ
り
し
こ
そ
、
い
と
や
さ
し

く
侍
し
か
。
た
家
、
た
め
つ
ぐ
ば
か
り
に
て
、
人
○
ず
も
す
く
な
か

り
し
か
ば
、
い
と
し
ま
ざ
り
し
程
〇
、

「
」
の
つ
い
で
に
、
こ
う
た

う
の
内
侍
の
び
は
を
き
か
ば
や
」
と
お
ほ
せ
事
あ
り
し
か
ど
も
、
月

も
い
り
が
た
ち
か
く
な
り
て
、
み
な
か
へ
り
侍
に
し
。
な
ご
り
お
ほ

く
て
、
つ
り
ど
の
ゝ
か
た
に
や
す
ら
ひ
て
、
弁
内
侍

月
を
見
て
お
も
ひ
も
い
で
ば
を
の
づ
か
ら
し
の
ば
れ
ぬ
べ
き
あ

り
あ
け
の
そ
ら

返
し
、
少
将
内
侍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
長
秀

思
ひ
い
で
む
の
ち
と
は
い
は
じ
い
ま
のま
の
な
ご
り
の
ロ
ーー
□

有
明
の
月

こ
の
章
段
に
お
い
て
も
数
名
の
貴
族
達
が
登
場
す
る
が
、
最
後
に
書
き

付
け
ら
れ
た
和
歌
は
そ
れ
ら
の
人
々
と
の
関
係
か
ら
誕
生
し
た
の
で
は
な

い
。
彼
ら
が
退
場
し
た
後
の
、
ま
さ
し
く
他
の
環
境
か
ら
隔
絶
し
た
、
弁

内
侍
と
少
将
内
侍
の
二
人
き
り
の
世
界
か
ら
、
わ
き
上
が
っ
た
和
歌
で
あ

る
。
ま
た
散
文
部
の
内
容
か
ら
は
即
詠
歌
と
判
断
さ
れ
る
が
、
ア
ド
リ
ブ

的
に
奇
を
て
ら
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
章
段
か
ら
も
、
二
人
の
共
通

し
た
感
懐
か
ら
発
せ
ら
れ
た
和
歌
そ
の
も
の
を
鑑
賞
し
て
ほ
し
い
と
い
う

作
者
の
意
識
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

右
の
如
く
、
贈
答
歌
に
つ
い
て
は
二
人
共
通
の
視
点
と
い
う
、
い
さ
さ

か
の
相
違
点
は
あ
る
も
の
の
、
少
将
内
侍
歌
に
お
い
て
も
、
先
に
論
じ
た

特
徴
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

（６
）
。
な
お
贈
答
歌
の
問
題
に
関
し

て
付
記
す
る
と
、
寛
元
四
年
中
の
贈
答
歌

一
二
首
の
内
、
弁
内
侍
姉
妹
以

外
の
贈
答
歌
が
藤
原
公
相
と
少
将
内
侍
に
よ
る
二
首
の
み
で
あ
る
こ
と
は
、
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寛
元
四
年
の
和
歌
が
内
向
的
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
示
す

一
事
象
と
し
て
注

目
さ
れ
よ
う

（７
）
。

以
上
、
寛
元
四
年
中
の
章
段
を
見
る
と
、
作
者
は
し
ば
し
ば
遠
隔
的
視

点
か
ら

「
場
」
を
と
ら
え
て
詠
歌
を
行
な
っ
て
お
り
、
こ
の
年
に
関
し
て

は
、
従
来
の
批
評
と
は
か
な
り
異
っ
た
側
面
を
見
せ
て
い
る
と
い
っ
て
差

し
支
え
あ
る
ま
い
。

「機
知
や
笑
い
に
つ
な
が
る
、
当
意
即
妙
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
」

（８
）
と
し
て
の
和
歌
で
は
な
く
、
外
界
と
の

交
渉
機
能
を
も
た
な
い
独
詠
歌
が
そ
の
大
半
を
占
め
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
第
二

一
段
を
も

っ
て
幕
を
下
ろ
す
寛
元
四
年
の
記
事
は
、

終
わ
り
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
そ
の
様
相
に
変
化
の
兆
し
が
あ
ら
わ
れ
て
く

る
。
四
三
、
四
五
番
歌
は
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
人

間
関
係
の
上
に
成
り
立
つ
和
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
触
れ
た
三
二
番
歌

を
記
載
す
る
第
二
一
段
を
改
め
て
掲
げ
て
み
よ
う
。

少
将
内
侍
、
く
ろ
木
の
や
へ
む
か
ひ
て
侍
け
る
に
、
か
み
あ
げ
の
ぐ

％
と
り
ぎ
と
し
て
ヽ
官
庁
の
つぼ
ね
ぐ
こ
ひ
に
も
毒
ゼ
た
瞥
た
り
し

こ
、
こ
れ
に
も
さ
し
あ
ふ
ほ
ど
に
て
、
か
な
は
ざ
り
し
か
〇
、
こ
と

ゞ
も
よ
く
な
り
て
、

「
と
く
ノ
ヽ
」
と
た
び
ノ
ヽ
せ
め
ら
れ
し
も
た

ゝ
が
た
く
て
、
少
将
内
侍

し
ば
し
ま
て
う
ち
た
れ
が
み
の
さ
し
ぐ
し
を
さ
し
わ
す
れ
た
る

は
い
ら
い
の
け
い
き
、
こ
と
に
め
で
た
く
て

時
の
ま
ば
か
り

後
に
こ
れ
を
き
ゝ
て
、
弁
内
侍

さ
し
ぐ
し
の
さ
し
あ
ふ
程
の
時
の
ま
は
う
ち
た
れ
が
み
も
わ
れ

ぞ
み
だ
れ
し

弁
内
侍
が
後
に
歌
を
つ
け
る
こ
と
で
二
人
の
世
界
に
収
敏
し
て
い
く
点

で
は
他
の
贈
答
歌
と
共
通
す
る
と
も
い
え
る
が
、
ま
ず
外
界
と
の
関
わ
り

か
ら
少
将
内
侍
の
歌
が
導
き
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
寛
元
四
年
の
贈
答

歌
の
中
で
は
異
質
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
如
く
、
散
文
部
に
よ
っ
て
状
況
を
把
握
し
な
け
れ
ば
、
意
味
を

な
さ
な
い
和
歌
が
に
わ
か
に
そ
の
数
を
増
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
現
象
か
ら
は
、
弁
内
侍
の
意
識
に
何
ら
か
の
変
化
が
生
し
た
こ
と
を
窺

わ
せ
る
。
そ
の
様
相
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
次
節
で
は
、
翌
宝
治

元
年
の
記
事
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
宝
治
元
年
の
章
段
の
検
討
を
行
な
う
に
あ
た
り
、
同
じ
く
②
の
部
分
を

抜
粋
し
た
表
を
掲
げ
て
お
く

（９
）
。

の
よ
そ
を
い
ゆ
ゝ
し
く
み
え
し
か
ば
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五

憂乗
五 五  五 五

き 男

は
く
ば
の
わ
た
る
を
見
て

職
事
頭
弁
覇
、
そ
う
た
て
ま
つ
る
程
、
お
り
し
も
月
く
も
り
が
ち

に
て
、
な
に
と
な
く
も
の
あ
は
れ
な
れ
ば

奏
○
た
て
ま
つ
る
を
、
御
ゆ
ど
の
ゝ
う
へ
に
て
、
少
将
内
侍
み
て

、
ち
や
く
た
う
せ
ら
れ
た
る
○
か
や
か
み
の
さ
う
し
の
つ
ま
を
や

り
て
か
き
つ
け
ゝ
る

こ
れ
を
見
て
、
返
事

光
国
申
い
で
ゝ
、
返
ま
い
ら
す
べ
き
よ
し
申
侍
し
に
、

「
な
に
と

さ
れ
申
さ
ば
や
」
と
い
ふ
事
に
マ
あ
り
し
か
ど
も
、
御
な
げ
き
の

ほ
ど
、
心
ば
か
り
は
よ
う
い
せ
○
れ
て

餘
寒
の
か
ぜ
も
猶
さ
え
た
る
く
れ
竹
に
、
ひ
は
て
り
な
が
ら
、
ゆ

き
の
ふ
り
か
ゝ
り
た
る
を
、
中
納
言
の
す
け
ど
の
、

「文
屋
の
や

す
ひ
で
が
い
と
ひ
け
ん
こ
そ
、
思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
れ
。
さ
す
が
さ

ほ
ど
の
と
し
に
は
あ
ら
し
○
や
」
な
ど
き
こ
ゆ
れ
ば

摂
政
殿
ふ
３
撃
ま
い
ら
せ
給
て
、

「
ド
に
し
へ
の
陣
の
定
に、
四
納

言
た
ち
、
い
か
に
ゆ
ゝ
し
か
り
け
ん
。
さ
て
こ
そ
、
て
る
中
将
、

ひ
か
る
少
将
な
ど
は
、
つ
か
さ
く
ら
ゐ
た
か
く
の
ぼ
ら
ん
と
お
も

ふ
は
身
の
は
か
り
を
し
ら
ぬ
也
け
り
と
思
ひ
と
り
て
、
世
を
の
が

れ
け
め
」
な
ど
、
ふ
る
事
か
た
り
い
で
○
給
も
、
げ
に
思
ひ
や
ら

れ
て

花
も
さ
か
り
に
い
と
お
も
し
ろ
き
に
、
お
り
し
も
、
大
宮
大
納
言

ま
い
り
給
。
な
を
し
す
が
た
、
つ
ね
よ
り
も
心
こ
と
し
０
曖
耐
槻

舞
減
∝
べ
ぶ
締
い
か
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

四
四 8元

δ 尭

今
夜
の
な
ご
り
を
と
め
ば
や
と
人
ノ
ヽ
あ
り
け
れ
ば

「中
宮
の
行
啓
は
、
や
よ
ひ
の
月
の
こ
ろ
な
れ
ば
、
そ
の
程
に
人

ノ
ヽ
い
ざ
な
ひ
て
、
い
づ
く
の
花
も
雲
井
よ
り
と
て
た
づ
ね
ん
せ

、
さ
か
ぬ
さ
く
ら
は
あ
ら
じ
」
な
ど
、
万
里
の
小
路
の
大
納
言
の

○
ま
ひ
し
か
ど
も
、
な
に
と
な
く
て
や
み
に
し
、
く
ち
を
し
く
て

か
へ
し

な
に
と
な
く
夜
も
ふ
け
ぬ
と
思
ふ
に
、
も
ん
じ
や
く
の
こ
ゑ
き
こ

ゆ
。

「た
ゞ
い
ま
ゝ
で
は
、
な
ど
、
申
さ
ゞ
り
け
る
に
か
」
と
た

づ
ぬ
れ
ば
、

「
」よ
ひ
は
く
わ
ん
そ
う
と
て
、
ぢ
ん
に
公
事
あ
り

て
」
と
い
ふ
も
こ
と
は
り
な
り
。
な
に
と
な
く
て
お
も
し
ろ
く
て

殿
よ
り
、
か
へ
で
の
技
に
て
ま
り
を
つ
け
て
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
た

る
を
、
中
納
言
の
す
け
ど
の
見
た
ま
ひ
て
、

「
」ぞ
、
さ
き
の
と

が
よ
り
、
ふ
れ
にま
り
を
十
つけ
し
れ
て
ま
い
り
た
り
し
ヤ
こ
そ

、
思
ひ
い
で
ら
る
れ
」
と
て
、
な
わ
と
な
く
「ふ
ね
と
と
邁
り
は

猶
ぞ
恋
し
き
」
と
く
ち
ず
さ
び
た
ま
へ
ば
、
弁
内
侍
、

「
み
な
と

が
は
な
み
の
か
ゝ
り
の
せ
と
あ
れ
て
」
と
つ
け
た
り
し
を
、

「
」

れ
を

一
て
に
な
し
て
返
す
人
の
あ
れ
か
し
」
と
き
こ
ゆ
れ
ば

花
山
院
宰
相
中
将
、
西
園
寺
の
は
な
み
の
御
幸
の
御
と
も
に
ま
い

り
た
り
け
る
ま
に
、
は
ゝ
の
う
せ
に
け
る
を
、
こ
と
に
な
げ
か
る

ゝ
よ
し
き
ゝ
し
も
、
い
と
あ
は
れ
に
て
、
少
将
内
侍
さ
と
な
り
し

に
申
つ
か
は
し
侍
し
。

返
事羅

際
揺
噺
朧
叫
轟
ゴ
年
に
、
せ
が
な
ん
騨
殴
能
と
し
十
九
、
御
ぐ
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〇 究

七
茜 菫 七

〇

し
お
ろ
さ
せ
給
ふ
と
き
ゝ
し
お
り
し
も
、
あ
め
ふ
り
て
、
い
と
あ

は
れ
な
り
し
か
ば
、
少
将
内
侍
の
も
と
ヘ

返
事

み
か
は
み
づ
に
山
吹
の
は
な
の
な
が
る
ゝ
を
見
て
、
大
納
言
、

「

新
吉
野
川
と
み
ゆ
る
も
の
か
な
」
と
き
こ
ゆ
る
を
、
御
ゆ
ど
の
ゝ

う
へ
に
は
、
人
ノ
ヽ
も

「
い
と
お
も
し
ろ
く
こ
そ
。
な
に
と
ま
れ

申
さ
ば
や
」
な
ど
あ
り
し
か
ば
、
心
の
う
ち
に

太
政
大
臣
殿
北
山
に
ギ
は
し
ま
す
ほ
ど
ヽ
女
房
た
ち
、
郭
公
の
は

つ
ね
た
づ
ね
に
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
に
、
甲
斐
ノ
ヽ
し
く
き
ゝ

て
、

院
の
御
所
の
左
衛
門
佐
、
御
と
も
に
ま
い
り
た
り
し
が
、

「わ
が

心
の
う
ち
歌
に
よ
め
」
と
あ
り
し
か
ば

き
ゝ
も
し
ら
ぬ
論
議
の
こ
ゑ
も
、
結
願
は
な
に
と
な
く
な
ご
り
お

ほ
く
て

花
山
院
宰
相
中
将
も
ろ
で
ヽ
い
ろ
に
て
こ
も
り
ゐ
ら
れ
た
り
し
に
、

南
殿
の
た
ち
ば
な
さ
か
り
な
り
し
を
、　
一
枝
お
り
て
つ
か
○
す
と

て
、
兵
衛
督
ど
の
に
か
は
り
て

返
事

あ
か
つ
き
の
御
時
の
か
ね
の
こ
ゑ
き
こ
ゆ
れ
ば
丁
も
ん
し
て
、
た

ざ
い
ま
ふ
か
↑
な
げ
き
つ
る
つ
み
も
う
か
ぶ
ら
か
と
お
ぼ
え
て
ヽ

い
と
た
う
と
く
て

「
は
や
こ
の
あ
か
月
、
り
ゃ
う
ぜ
ん
に
て
世
を
そ
む
き
ぬ
」
と
き

く
も
、
む
か
し
も
の
が
た
り
を
き
く
心
ち
し
て
、
あ
は
れ
さ
か
ぎ

五
五

五
六

五

究 大〇

り
な
く
お
ぼ
え
て

け
ふ
は
ひ
る
ば
ん
に
ま
い
ら
ま
し
も
の
を
、
く
ま
の
ゝ
み
ち
の
ほ

ど
に
て
や
あ
る
ら
ん
と
あ
は
れ
に
て
、
大
納
言
ど
の
に

「土
御
門
大
納
言
の
事
、
あ
は
れ
さ
○
こ
ろ
あ
る
人
の
め
で
ぬ
は

な
し
。
う
き
世
を
し
ら
ぬ
人
は
、
ち
く
し
や
う
に
、
人
の
か
は
を

き
せ
た
る
と
こ
そ
き
ゝ
侍
れ
」
と
い
ふ
も
、
げ
に
か
な
し
く
て

こ
と
に
く
ま
○
く
見
ゆ
れ
ば

内
侍
た
ち
月
な
が
め
て
、

「
な
に
事
も
物
を
ま
つ
雌
、
ひ
さ
し
き

や
う
に
お
ぼ
ゆ
る
。
夜
も
す
が
ら
も
な
が
め
あ
か
し
て
の
み
こ
そ

あ
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
も
公
事
と
思
へ
ば
こ
ゝ
ろ
も
と
な
き
」
な

ど
い
ひ
て

御
遊
ど
の
ゝ
う
へ
に
少
将
内
侍
候
し
に
、
女
主
し
て
か
く
き
こ
え

た
れ
ば
、
か
へ
し

中
宮
の
御
方
よ
り
ま
い
り
た
り
し
御
た
き
物
、
世
の
つ
ね
な
ら
ず

に
ほ
ひ
う
つ
く
し
う
侍
し
か
ば

院
の
御
所
の
弁
内
侍
、
こ
う
た
う
の
内
侍
の
も
と
へ
、

「
は
ぎ
の

と
の
萩
は
さ
き
た
り
や
」
と
尋
ら
れ
た
る
に
、　
一
枝
を
り
て
つ
か

は
す
と
て
、
こ
う
た
う
の
な
い
し
に
か
は
り
て

か
へ
し

「
ゆ
ゝ
し
き
み
ち
の
人
ノ
ヽ
詩
つ
く
り
て
あ
そ
ぶ
ら
ん
こ
そ
ゆ
か

し
け
れ
。
な
ど
か
こ
の
殿
上
な
ど
に
て
な
か
る
ら
ん
。
さ
も
あ
ら

ば
、
た
ち
き
ゝ
て
ん
」
な
ど
、
人
ノ
ヽ
お
ほ
せ
○
れ
し
か
ば

「
又
み
る
か
げ
の
な
か
る
ら
ん
」
と
い
ふ
ふ
る
事
の
御
く
ち
ず
さ
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五 尭

九 九九
二沓空 奎

み
に
き
こ
え
し
も
、
い
と
あ
は
れ
に
て

あ
き
と
も
の
弁

「十
五
夜
に
は
を
そ
れ
を
い
た
き
す
ま
し
た
る
月

哉
。
内
侍
た
ち
こ
れ
に
か
」
と
て
、
夜
部
の
月
の
く
も
り
た
り
し

』鴻詢にいつ力ヽゃ̈
は獨師い怖脚【鵠やか」Жｋにはかに

ヽ
「ゃ“〔【州凛『なけ嫌「機枷嗽」腱かせぞはしまして

「
た
ゞ
い
ま
は
な
に
の
時
ぞ
」
と
御
尋
あ
れ
ば
、

「
お
き
て
ゐ
の

鵬
”
餃
坤
鵡

よ へ
け
だ
燎
』
¨
け
れ
い
０
は
、
内
侍
も
ね
な
ん
と
せ

は
な
も
さ
か
り
に
お
も
し
ろ
き
に
、
き
り
た
ち
わ
た
り
て
、
お
り

し
も
か
り
の
な
き
わ
た
り
侍
し
か
ば

こ
う
た
う
の
な
い
し
の
、
つ
ま
の
局
に
て
よ
も
す
○
ら
び
は
ひ
き

あ
か
し
側
し
を
、
接
察
三
位
殿
、

「
心
の
う
ち
思
ひ
や
ら
れ
て
い

と
こ
そ
お
も
し
ろ
け
れ
」
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
か
ば

あ
か
つ
き
が
た
に
も
な
り
○
し
か
ば
、
御
ち
よ
く
ろ
へ
い
ら
せ
給

し
に
、
兵
衛
督
殿
、
御
な
ご
り
申
さ
ば
や
と
あ
ら
ま
し
て

按
察
三
位
殿
き
か
せ
給
て
、

「
い
と
お
も
し
ろ
か
り
け
る
こ
と
か

な
。
か
は
を
へ
だ
て
た
る
恋
と
い
ふ
題
に
て
歌
よ
め
」
と
お
ほ
せ

ら
れ
し
か
ば

大
納
言
殿
、
按
察
の
す
け
ど
の
、
中
納
言
の
す
け
殿
、
少
将
、
弁

、
歌
を
つ
ぎ
て
あ
そ
び
候
し
に
、
こ
う
た
う
の
な
い
し
ど
の
は
、

「ま
じ
ら
し
」
と
て
、
つ
ま
の
つ
ば
ね
に
て
、
こ
と
ひ
か
る
と
き

究あ

一８ 究 夫 を〇一〇
二

〇 Q9実 一２

ゝ
て
、
按
察
の
す
け
ど
の

「う
ら
み
や
ら
ば
や
」
と
侍
し
か
ば

「
た
か
つ
ん
じ
と
い
ふ
女
主
に
か
く
い
は
ゞ
や
と
お
も
ふ
。
琳
ば

」
と
て

女
主
に
か
は
り
て

権
大
納
言
見
給
て
、

「か
し
ら
け
づ
ら
ず
こ
そ
あ
か
く
さ
げ
な
れ

」
と
き
こ
え
し
を
、

「
い
と
を
か
し
」
と
人
ノ
ヽ
お
ほ
せ
ら
れ
し

か
ば

左
衛
門
督
〓
お
り
て
ま
い
ら
せ
ら
れ
た
る
枝
の
ゝ
こ
り

「
ま
た
お

り
て
ま
い
ら
せ
よ
」
と
お
ほ
せ
事
あ
り
し
か
ば

「
い
づ
れ
に
て
も
、
こ
と
に
見
え
ん

一
え
だ
お
り
て
ま
い
れ
」
と

お
ほ
せ
事
あ
れ
ば

左
大
臣
殿
馨
摯
御
と
も
に
ま
い
ら
せ
給
た
り
し
が
、
御
ぶ
ん
と
て

いいけ漣動に桐̈
Ⅸれ長げ『（裁」編しへい襲いけ、はは

し
ら
ず
見
え
給
し
か
ば

人
ノ
ヽ
こ
と
に
も
て
な
し
て
、
か
ざ
み
の
そ
で
な
ど
つ
く
ろ
ひ
侍

る
も
め
と
ま
り
て

め
し
に
す
ゝ
み
て
侍
し
御
階
の
月
ゎ
す
れ
が
た
き
よ
し
、
中
納
言

の
す
け
ど
の
に
申
い
で
ゝ

権
中
納
言
、
五
節
い
だ
さ
る
ゝ
と
き
ゝ
て
、
く
し
こ
ひ
た
て
ま
つ

る
と
て

返
し

い
た
は
る
事
お
は
し
け
る
と
も
し
ら
で
申
た
り
け
る
も
げ
に
心
づ
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き
な
く
て

「
い
ざ
、
お
り
く
に
歌
よ
ま
ん
」
と
き
こ
え
さ
す
れ
ば

い
つ
し
か
い
か
に
と
お
も
へ
ば
、

「
な
か
や
す

一
臓
に
な
り
た
る

よ
ろ
こ
び
や
」
と
き
く
も
、
う
つ
り
か
は
る
ほ
ど
な
さ
お
か
し
く

てれ
い
の
さ
ま
た
ヽ
お
も
し
ろ
き
御
遊
ど
も
侍
し
に
、

「
い
づ
れ
か

こ
と
に
お
も
し
ろ
く
お
ぼ
ゆ
る
」
と
人
ノ
ヽ
お
ほ
せ
ら
れ
し
に
、

少
将
内
侍
、
左
衛
門
督
の
こ
と
の
音
、
な
を
す
ぐ
れ
て
き
こ
ゆ
る

右
の
表
を
概
観
す
る
だ
け
で
も
、
寛
元
四
年
と
は

一
転
し
、
人
事
的
契

機
か
ら
詠
ま
れ
た
歌
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
、

そ
こ
に
は
弁
内
侍
の
大
幅
な
意
識
変
化
が
窺
わ
れ
る
。

宝
治
元
年
に
は
多
彩
な
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
の

型
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る

（１０
）
。

Ｉ
意
志
伝
達
の
手
段
と
し
て
の
和
歌
…
…
五
三

・
七
六

・
九

一
。
九
九

・

一
〇
〇

。
一
〇

一
。
一
〇
四

。
一
一
二
。
一
〓
二

Ⅱ
代
詠
歌
…
…
七
〇

・
七
二
・
八
二
。
九
八

Ⅲ
集
団
心
情
の
代
弁
歌
…
…
五
七

・
六

一
・
八
四

・
八
七

・
九
二

・
九
四

。
九
六

Ⅱ
に
お
い
て
特
記
す
べ
き
は
、
後
嵯
峨
院
の
代
詠
と
し
て
記
す
七
〇
番

歌
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
を
記
載
す
る
第
四
七
段
は
、
記
録
所
行
幸
の
際
行

な
わ
れ
た
五
節
の
ま
ね
を
描
写
し
た
章
段
で
あ
る
。
貴
顕
の
様
子
の
素
晴

ら
し
さ
を
語
っ
た
後
、
院
御
所
の
左
衛
門
佐
か
ら
の
要
請
を
詠
歌
の
経
緯

よ
し
申
て

「
五
せ
ち
の
ま
ね
の
い
だ
し
う
た
は
、
な
を
ま
さ
り
て
こ
そ
」
と

て「
さ
す
や
を
か
べ
の
ま

つ
の
は
の
」
○
か

へ
す
ハ
ヽ
な
が
め
た
ま

ふ
も
み
ゝ
に
と
ま
り
て
、
き
く
人
も
や
あ
ら
ん
と
お
ぼ
え
て

左
衛
門
の
ぢ
ん
の
は
し
に
、
霜
の
し
ろ
く
さ
え
た
り
し
、
さ
む
く

、
つ
め
た
さ
か
ぎ
り
な
か
り
し
も
お
も
し
ろ
く
て

と
し
て
記
す
が
、

「
い
と
は
じ
よ
い
づ
か
た
よ
り
も
た
づ
ね
と
へ
あ
か
ぬ

な
ご
り
に
き
な
ば
か
へ
さ
じ
」
と
い
う
歌
の
内
容
等
か
ら
考
え
て
も
、
こ

れ
が
後
嵯
峨
院
の
仰
せ
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ご
く
簡
潔
な

表
現
の
中
に
、
歌
人
と
し
て
の
自
負
と
誇
り
が
窺
え
る
章
段
と
い
え
よ
う
。

Ⅲ
は
、
Ｉ
と
Ⅱ
を
あ
わ
せ
る
が
如
き
性
質
を
有
す
る
。
弁
内
侍
の
気
持

ち
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
場
の
総
意
で
も
あ
る
内
容
を
詠
ん
だ
歌
で
、
宮

廷
集
団
の
代
詠
歌
と
で
も
換
言
で
き
よ
う
か
。
例
え
ば
駄
四
番
徴
は
、
釈

彙
に
対
す
る
人
々
の
思
い
を

「
み
ち
し
あ
ら
ば
た
づ
ね
ぞ
き
か
ぬ
し
き
し

ま
や
山
と
に
は
あ
ら
ぬ
か
ら
の
こ
と
の
葉
」
と
、
鮮
や
か
に
ま
と
め
あ
げ

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
他
、
按
察
三
位
の
出
題
に
よ
る
九
五
番
歌
や
、
後
掲
の
、
折
旬
に

関
す
る
わ
れ
ば
め
諄
を
伝
え
る
第
七
二
段
に
記
載
さ
れ
た

一
〇
九
、　
一
一

〇
番
歌
等
も
、
宮
廷
人
の
間
を
取
り
持
つ
座
興
と
し
て
の
和
歌
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。

七  七
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臨
時
の
ま
つ
り
の
御
む
ま
御
ら
む
の
夜
、
大
宮
大
納
言
ま
い
ら
せ
給

て
、
御
所
に
を
か
れ
た
る
風
流
に
九
十
く
も
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
し
た
る

た
な
を
み
た
ま
ひ
て
、

「
あ
れ
を
か
く
し
だ
い
と
、
人
の
う
た
よ
み

た
り
け
る
、
な
に
は
う
く
、
し
う
く
も
え
せ
じ
と
か
や
」
な
ど
い
ひ

て
わ
ら
ひ
給
ふ
。

「
い
ざ
、
お
り
く
に
歌
よ
ま
ん
」
と
き
こ
え
さ
す

れ
ば
、
ほ
ど
な
く
も
の
に
か
き
て
、
御
丁
の
も
と
に
さ
し
を
き
た
れ

ば
、

「
い
と
こ
そ
は
や
け
れ
。
か
へ
る
は
な
に
か
ら
と
か
や
○
の
や

う
に
、
か
ゝ
る
こ
は
き
こ
と
こ
そ
な
け
れ
」
と
て
、
大
納
言
殿

く
る
ゝ
夜
は
し
の
ゝ
は
ぐ
さ
の
う
は
葉
ま
で
く
だ
く
る
つ
ゆ
の

も
る
し
ぐ
れ
か
な

少
将
内
侍

く
も
の
う
へ
や
し
る
き
み
か
き
の
う
ち
に
の
み
く
る
ゝ
よ
す
が

ら
も
る
や
と
の
も
り

弁
内
侍く

れ
た
け
の
し
も
を
く
夜
半
の
う
は
風
に
く
も
ら
ぬ
月
の
も
る

を
見
る
か
な

ま
た
贈
答
歌
に
つ
い
て
は
、
少
将
内
侍
と
は
十
首
で
寛
元
四
年
と
変
化

し
な
い
が
、
他
の
人
物
と
か
わ
し
た
歌
は
十
五
首
に
増
加
し
、
西
園
寺
実

氏

・
藤
原
師
継

・
院
御
所
の
弁
内
侍

・
藤
原
隆
親

・
藤
原
公
親

。
大
納
言

ら
と
の
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る

（Ｉ
）
。
こ
う
し
た
事
象
か
ら
も
、
作
者

が
宮
廷
人
と
の
繋
が
り
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

作
者
と

「
場
」
と
の
距
離
感
が
特
徴
的
で
あ

っ
た
寛
元
四
年
と
異
な
り
、

宝
治
元
年
に
関
し
て
は
、
い
き
い
き
と
本
領
を
発
揮
す
る
弁
内
侍
自
身
の

姿
を
人
間
関
係
の
網
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

（１２
）
０
外
交
的
和

歌
を
武
器
に
し
て
、
場
の
中
心
で
活
躍
す
る
弁
内
侍
。
い
や
む
し
ろ
弁
内

侍
が
人
の
輪
に
参
加
し
、
和
歌
を
投
げ
掛
け
た
そ
の
時
、

「
場
」
が
生
成

さ
れ
た
の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
女
の
歌
に
よ
っ
て
、
人
々
は
互

い
を
結
ぶ
時
空
を
認
識
し
、　
一
つ
の
場
を
成
立
さ
せ
る
。
作
者
は
宝
治
元

年
に
つ
い
て
は
、
歌
の
作
用
と
い
う
付
加
価
値
に
も
意
義
を
認
め
た
執
筆

を
行
な
っ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
寛
元
四
年
と
宝
治
元
年
と
の
間
に
は
、
和
歌
の
性
質
や
作
者
の
意
識
の

点
で
、
明
ら
か
に
懸
隔
が
認
め
ら
れ
る
。
叙
上
の
如
き

『弁
内
侍
日
記
』

の
変
化
を
も
た
ら
し
た
原
因
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第

一
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
意
即
妙
性
を
有
す
る
歌
は
、
す
で
に
寛

元
四
年
末
か
ら
増
加
し
は
じ
め
て
お
り
、
厳
密
を
期
す
る
と
臨
界
点
は
そ

こ
に
求
め
ら
れ
る
。
即
ち
後
深
草
天
皇
即
位
関
連
儀
式
の
終
了
と
の
関
わ

り
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、　
一
つ
に
は
弁
内
侍
の
職
業
意
識
に
運
動
し

た
変
化
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
寛
元
四
年
に
み
ら
れ
た
作
者
の

視
点
は
、
祝
賀
的
行
事
の
記
録
者
と
し
て
の
強
い
役
割
意
識
に
基
づ
く
も

の
で
あ
り
、
詠
歌
活
動
も
そ
れ
に
引
き
付
け
ら
れ
た
形
で
行
な
わ
れ
て
い

た
が
、　
一
連
の
行
事
が
終
わ
る
の
に
と
も
な
っ
て
、
次
第
に
視
線
は
宮
廷

の
日
常
生
活
へ
と
移
行
し
た
た
め
、
収
録
話
題
に
も
変
化
が
生
し
た
と
の

推
論
が
導
か
れ
る
。
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た
だ
し
、
こ
の
変
化
は
、
弁
内
侍
の
や
や
個
人
的
事
情
に
絡
む
問
題
と

し
て
も
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
彼
女
に
対
す
る
歌
人

と
し
て
の
要
請
の
増
加
が
、
変
化
を
さ
ら
に
促
し
た
と
い
う
可
能
性
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
で
、
節
目
と
見
ら
れ
る
起
筆
二
年
目
の
宝
治
元
年
が
、
弁
内
侍
姉

妹
に
と
っ
て
い
か
な
る
年
で
あ

っ
た
か
を
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
下
、
現
在
確
認
で
き
る
宝
治
二
年
ま
で
の
弁
内
侍
の
詠
歌
活
動
及
び
関

連
事
項
に
つ
い
て
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

寛
元
元
Ｈ

・
１７
　
　
　
　
　
河
合
社
歌
合
に
、
父
信
実
、
姉
藻
壁
門
院

少
将
ら
と
共
に
弁
内
侍
、
少
将
内
侍
出
詠
。

三
９

ｏ　
　
　
　
　
　
道
家
家
秋
三
十
首
に
、
信
実
、
藻
壁
門
院

少
将
、
弁
内
侍
、
少
将
内
侍
ら
出
詠
。

四
１

・
２９
～
　
　
　
　
『弁
内
侍
日
記
』
の
記
事
始
ま
る
。

宝
治
元
前
半
期

（？
）
　

宝
治
百
首
の
題
と
初
度
詠
進
者
決
定
。
信

実
選
ば
れ
る
。

夏
～
初
冬

（？
）
　

宝
治
百
首
後
度
詠
進
者
決
定
。
弁
内
侍
、

少
将
内
侍
選
ば
れ
る
。

９

・　
　
　
　
　
　
院
御
歌
合
。
信
実
、
弁
内
侍
、
少
将
内
侍

ら
出
詠
。

二
１

・
１８
　
　
　
　
　
こ
の
時
点
ま
で
に
、
二
四
人
が
百
首
詠
進
。

１

・
‐９
～
秋
以
前
　
信
実
、
弁
内
侍
、
少
将
内
侍
他

一
六
人
百

首
詠
進

（
１３
）
０

７

・
２５
　
　
　
　
　
為
家
に
続
後
撰
集
撰
進
の
院
宣
。

宝
治
元
年
、
弁
内
侍
姉
妹
は
、
続
後
撰
集
撰
進
の
準
備
行
事
で
あ
る
院

御
歌
合
、
宝
治
百
首
の
メ
ン
バ
ー
に
選
ば
れ
て
い
る
。
院
御
歌
合
に
参
加

し
た
女
性
を
見
る
に
、
俊
成
卿
女
、
下
野
、
嘉
陽
門
院
越
前
、
承
明
門
院

小
宰
相
と
い
う
、
勅
撰
歌
人
と
し
て
す
で
に
名
を
あ
げ
た
鈴
々
た
る
人
物

が
名
を
連
ね
て
い
る
。
宝
治
百
首
も
同
様
に
、
俊
成
卿
女
、
下
野
、
承
明

門
院
小
宰
相
、
藻
壁
門
院
但
馬
を
始
め
、
初
度
詠
進
者
に
は
当
代
を
代
表

す
る
女
流
歌
人
が
選
出
さ
れ
て
い
る
。
弁
内
侍
姉
妹
は
後
度
決
定
者
と
は

い
え
、
女
性
と
し
て
は
こ
の
二
人
の
み
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
や
彼
女
達

の
そ
れ
ま
で
の
歌
人
活
動
を
勘
案
す
れ
ば
、
ま
さ
に
大
抜
擢
で
あ

っ
た
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
へ
の
参
加
は
即
ち
、
彼
女
達
の
前
に
勅
撰
歌
人
へ
の
道
が
大
き

く
開
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
弁
内
侍
姉
妹
に
と
っ
て
、
こ
の
二
行
事

が
き
わ
め
て
重
大
な
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ
と
同

時
に
、
こ
の
人
選
が
彼
女
達
の
周
辺
へ
及
ぼ
し
た
影
響
は
決
し
て
小
さ
く

な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

歌
人
と
し
て
誉
れ
高
い
信
実
、
藻
壁
門
院
少
将
を
父
、
姉
に
持
つ
弁
内

侍
姉
妹
は
す
で
に
歌
人
と
し
て
の
活
動
を
始
め
て
い
た
も
の
の
、
そ
こ
に

は
歌
詠
み
の
娘
、
妹
と
い
う
見
方
が
終
始
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
に
相
違
な

い
。
事
実
、
寛
元
期
の
詠
歌
活
動
は
父
、
姉
の
存
在
が
大
き
い
こ
と
を
窺

わ
せ
る
。
気
の
き
い
た
歌
を
詠
め
る
者
と
し
て
評
価
は
決
し
て
悪
く
な
か

っ
た
だ
ろ
う
が
、
周
囲
か
ら
は
、
い
ま
だ
成
長
過
程
に
あ
る
歌
人
と
し
て

み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
二
大
行
事
参
加
者
に
選

抜
さ
れ
、
そ
の
歌
才
が
公
的
に
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
宮
廷
に
お
け



る
歌
人
弁
内
侍
の
評
価
は
、
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
必
然
的
に
、
彼

女
へ
の
対
応
も
変
化
し
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
跡
を

『弁
内
侍
日
記
』
中
に
た
ど
る
と
、
例
え
ば
、
七
〇
番
歌
と

し
て
み
ら
れ
る
後
嵯
峨
院
の
代
詠
歌
は
、
弁
内
侍
の
評
価
を
あ
ら
わ
す
事

象
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
九
五
番
歌
を
記
載
す
る
第
六
五

段
は
宝
治
元
年
九
月
の
記
事
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
院
御
歌
合
の
完
成
時
期
、

ま
た
宝
治
百
首
詠
進
に
む
け
て
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
時
期
と
重
な
っ

て
い
る
。
題
詠
の
仰
せ
は
、
弁
内
侍
が
こ
れ
ら
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
を

意
識
し
た
上
で
の
要
請
で
あ

っ
た
と
読
み
解
け
る
。
そ
の
他
、
第
七
二
段

の
公
相
の
発
言
は
戯
言
め
い
て
は
い
る
が
、
弁
内
侍
が
歌
人
と
し
て
高
く

認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
客
観
的
事
象
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

院
御
歌
合
、
宝
治
百
首
に
出
詠
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
は
弁
内
侍
に
自

信
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
彼
女
に
対
す
る
宮
廷
人
の
認
識
、
応
対
の
変

化
を
も
た
ら
し
た
。
和
歌
を
介
し
、
ま
た
改
め
て
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
あ

や
な
さ
れ
て
い
く
人
間
関
係
の
広
が
り
。
弁
内
侍
は
、
そ
う
し
た
集
団
の

中
で
の
役
割
を
認
識
す
る
機
会
を
も
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
、
か
く

の
如
き
動
向
は
、
宮
廷
と
い
う
場
に
お
け
る
自
己
の
再
確
認
を
弁
内
侍
に

促
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら

『弁
内
侍
日
記
』
を
読
め
ば
、
宝
治
元
年
の
記
事

は
ま
た
別
の
意
味
合
い
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

Ⅱ
は
、
単
に
事
実
と
し
て
記
録
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
宮
廷
に
お
け

る
己
が
歌
才
の
評
価
の
高
さ
を
示
唆
す
る
た
め
で
あ
る
。
同
様
に
Ⅲ
か
ら

は
、
詠
歌
行
為
は
必
ず
し
も
自
発
的
行
動
で
は
な
く
、
周
囲
の
期
待
や
要

請
を
う
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
作
者
の
自
負
を
看
取
す
る
必
要
が

あ
ろ
う

（１４
）
０
ま
た
第
七
二
段
が
時
間
構
成
を
逆
転
さ
せ
て
ま
で
、
大

宮
大
納
言
公
相
の
言
葉
を
記
し
て
い
る
こ
と
も
説
明
で
き
る
。
弁
内
侍
の

即
吟
に
対
す
る
彼
の
驚
嘆
は
、
宮
廷
に
お
け
る
彼
女
の
位
置
を
示
す
た
め

に
是
非
と
も
必
要
な
事
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
以
上
の
記
述
の
根
底
を
さ
さ
え
る
の
は
、
宮
廷
に
お
、い
て
自

分
が
他
人
か
ら
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
遇
さ
れ
て

い
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
即
ち
歌
人
と
し
て
の
客
観
的
評
価
を
照
射
し
よ

う
と
す
る
意
識
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
章
段
で
は
、
自
在
に
詠
み
出
さ

れ
た
歌
の
面
白
さ
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
場
に

お
け
る
自
己
の
位
置
の
確
認
が
、
こ
こ
で
は
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ

っ
た
と

読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

換
言
す
る
と
、
寛
元
四
年
の
記
事
に
お
い
て
は
、
和
歌
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
、
歌
人
と
し
て
の
評
価
を
読
者
に
仰
ぐ
意
図
が
あ
る
の
に
対
し
、
宝

治
元
年
以
降
の
記
事
で
は
、
そ
れ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
散
文
部
と
和
歌

を
セ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
人
と
し
て
の
有
能
ぶ
り
を
示
し
、

ひ
い
て
は
宮
廷
と
い
う
場
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
歌
人
と
し
て
の
姿
勢
を

浮
き
彫
り
に
す
る
思
惑
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

意
識
の
相
違
が
、

『弁
内
侍
日
記
』
の
話
題
の
性
質
的
数
量
的
変
化
と
い

う
形
と
な
っ
て
表
れ
た
の
だ
と
み
な
せ
よ
う
。

こ
の
二
つ
の
意
識
は

一
見
ベ
ク
ト
ル
が
異
な
る
も
の
の
、
し
か
し
歌
人

と
し
て
生
き
る
自
己
を
描
き
だ
す
営
み
で
あ
る
点
に
お
い
て
同
方
向
を
目

指
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

『弁
内
侍
日
記
』
は
弁
内
侍
に
と
っ
て
は
歌
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詠
み
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
方
、
考
え
方
を
表
出
す
る
た
め
に
も
重
要
な

場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、

『弁
内
侍
日
記
』
に
お
け
る
寛
元
四
年
か
ら
宝
治
元
年
に
か
け

て
の
変
化
の
様
相
と
そ
の
要
因
に
つ
い
て
検
討
を
行
な
っ
た

（１５
）
０
弁

内
侍
を
歌
人
と
い
う
角
度
か
ら
と
ら
え
た
場
合
の

『弁
内
侍
日
記
』
の
位

置
付
け
に
は
、
本
作
品
成
立
の
問
題
と
の
関
わ
り
等
を
含
め
、
い
ま
だ
幾

段
階
も
の
手
続
き
が
必
要
と
な
る
が
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
続
け
て
い
き

た
い
。
作
者
に
と
っ
て
の

『弁
内
侍
日
記
』
の
存
在
意
義
に
関
す
る
試
論

を
示
し
、
本
稿
を
終
え
る
こ
と
と
す
る
。

注（１
）
大
内
摩
耶
子
氏

「弁
内
侍
日
記
考
」

（
『大
阪
府
立
大
学
紀
要
』

一
一
一　
昭
和
三
九
年
二
月
）

（２
）

「
『弁
内
侍
日
記
』
作
者
の
執
筆
意
識
上
大
候
記
事
を
め
ぐ

っ
て

―
」

（
『語
文
』
第
六

一
輯
　
平
成
五
年
九
月
）
、

「
『弁
内
侍
日

記
』
に
お
け
る
人
物
描
写
―
九
条
家
を
中
心
に
―
」

（
『詞
林
』
第

一
四
号
　
平
成
五
年

一
〇
月
）

（３
）
二
〇
、
三
二
番
歌
に
は
、
②
に
該
当
す
る
叙
述
は
な
い
。

一
五
番

歌

（　
）
は
筆
者
注
。

（４
）
和
歌
か
ら
窺
え
る
こ
う
し
た
意
識
は
、
弁
内
侍
の
職
掌
意
識
と
深

く
関
わ
り
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

（２
）

に
掲
げ
た
拙
稿

『語
文
』
第
六

一
輯
収
録
論
文
に
お
い
て
検
討
を
試

み
た
。

（
５
）
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
の
贈
答
歌
は
、
七
―
八
、　
一
〇
―

一
一
、　
一

二
―

一
三
、
三
二
―
二
三
、
三
二
―
三
四
番
歌
で
あ
る
。

（
６
）
森
田
兼
吉
氏
が
、
少
将
内
侍
歌
を
記
す
章
段
は

「少
将
内
侍
の
視

点
に
立

っ
た
、
あ
る
い
は
少
将
内
侍
の
書
い
た
も
の
を
ほ
と
ん
ど
そ

の
ま
ま
利
用
し
た
」

（
「
『弁
内
侍
日
記
』
論
二
　
―
弁
内
侍
と
少

将
内
侍
―
」

『
日
本
文
学
研
究
』
二
六
　
平
成
二
年

一
一
月
）
も
の

も
多
い
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
の
視
点
が
同

一
化
す
る
現
象
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

な
お
、
二
人
の
贈
答
歌
の
う
ち

一
組
は
本
節
に
論
じ
て
き
た
特
徴

を
持
た
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
７
）
公
相
と
少
将
内
侍
の
贈
答
歌
は
、
二
〇
―
二
一
番
歌
で
あ
る
。

（
８
）
村
田
紀
子
氏

「
『弁
内
侍
日
記
』
」

（女
流
日
記
文
学
講
座
第
五

巻

『と
は
ず
が
た
り

。
中
世
女
流
日
記
文
学
の
世
界
』
勉
誠
社
　
平

成
二
年
）

（９
）
六
八
、
六
九
、
八
八
、
八
九
、
九
〇
番
歌
に
は
②
に
該
当
す
る
叙

述
は
な
い
。　
一
〇
九
、　
一
一
〇
番
歌
は
、　
一
〇
八
番
歌
に
同
じ
。

（１０
）
以
下
、
ｌ
Ⅱ
Ⅲ
に
お
け
る
漢
数
字
は
、
歌
番
号
を
示
す
。

（Ｈ
）
少
将
内
侍
と
の
贈
答
歌
は
、
五

一
（少
将
内
侍
）
―
五
二
、
五
八

―
五
九

（少
将
内
侍
）
、
六
二
―
六
三

（少
将
内
侍
）
、
六
四
―
六

五

（少
将
内
侍
）
、
七
九
―
八
〇

（少
将
内
侍
）
番
歌
、
他
の
人
物

と
の
贈
答
歌
は
、
六
七

（西
園
寺
実
氏
）
―
六
八

（少
将
内
侍
）
―

六
九
、
七
二
―
七
三

（藤
原
師
継
）
、
八
二
―
八
三

（院
御
所
の
弁

内
侍
）
、
八
八

（藤
原
隆
親
）
―
八
九

（少
将
内
侍
）
―
九
〇
、
九
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七

（藤
原
公
親
）
―
九
八
、　
一
〇
五
―

一
〇
六

（大
納
言
）
―

一
〇

七
番
歌
で
あ
る
。

（‐２
）
こ
う
し
た
様
相
は
、
宝
治
元
年
以
降
に
も
引
続
き
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
た
め
、

「弁
内
侍
日
記
』
の
和
歌
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
が

「
当
意
即
妙
」
、

「機
知
」
と
切
り
離
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（‐３
）
宝
治
百
首
関
連
事
項
に
関
し
て
は
、
安
井
久
善
氏

『宝
治
二
年
院

百
首
と
そ
の
研
究
』

（笠
間
書
院
　
昭
和
四
六
）
を
参
考
に
し
た
。

（‐４
）
以
下
に
あ
げ
る
第
二
〇
段
に
み
え
る
少
納
言
の
発
言
か
ら
も
、
そ

う
し
た
意
識
の
片
鱗
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

夜
ふ
け
て
、
段
ま
い
ら
せ
た
ま
ひ
た
り
し
に
、
か
み
あ
げ
の
内

侍
に
て
少
納
言
と
ふ
た
り
、
大
ば
ん
ど
こ
ろ
に
候
し
に
、

「夜

は
ふ
け
ぬ
る
か
、
う
し
の
く
ひ
の
ほ
ど
か
」
と
と
は
せ
給
を
、

た
れ
も
な
に
と
も
申
○
ざ
り
し
を
、
少
納
言

「
心
の
う
ち
に
御

返
事
さ
だ
め
て
あ
り
つ
ら
ん
、
い
か
ゞ
」
と
き
こ
ゆ
れ
ば
、
弁

内
侍

う
た
ゝ
ね
に
ね
や
す
ぎ
な
ま
し
さ
夜
な
か
の
う
し
の
く
ひ

と
も
さ
し
て
し
ら
ず
は

（‐５
）
登
場
人
物
の
描
写
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
両
年
の
間
に

意
識
の
変
化
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

（２
）
に
あ
げ
た

拙
稿

『詞
林
』
第

一
四
号
収
録
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『弁
内
侍
日
記
』
の
引
用
は
、
今
関
敏
子
氏
編

『校
注
　
弁
内
侍
日
記
』

（和
泉
書
院
　
平
成
元
）
に
よ
る
。

（あ
べ
。
ま
ゆ
み
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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