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詞林　第51号　2012年4月

一
、
は
じ
め
に

 

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集）

1
（

』（
以
下
『
右
京
大
夫
集
』）
は
、
建
礼
門
院

徳
子
に
出
仕
し
、
平
家
一
門
と
も
親
し
く
交
流
し
た
女
性
の
視
点
か
ら
、

源
平
の
動
乱
前
後
の
時
代
を
捉
え
、
記
し
た
作
品
で
あ
る
。
徳
子
へ
の

出
仕
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
詠
歌）

2
（

や
平
家
の
都
落
ち
後
の
悲
哀
を
詠
ん
だ

歌
に
加
え
、
末
尾）

3
（

に
は
後
鳥
羽
天
皇
へ
の
再
出
仕
時
代
の
詠
歌
（
322
〜

356
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
再
出
仕
時
代
の
詠
歌
（
以
下
、
再
出
仕
歌
群
と
す
る
）
に
つ
い
て
、

注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、
右
京
大
夫
の
恋
人
、
平
資
盛
の
追
慕
と
い
う

『
右
京
大
夫
集
』
の
主
題
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
特
に
歌
群
の
掉
尾
を

飾
る
、
後
鳥
羽
院
が
俊
成
に
九
十
歳
の
祝
賀
を
賜
っ
た
折
の
や
り
取
り

を
め
ぐ
っ
て
、
入
木
道
の
名
誉
を
描
く
記
事）

4
（

な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
や

は
り
資
盛
の
追
慕
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
解
く
べ
き
記
事）

5
（

な
の
か
が
問

題
視
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
九
十
賀
と
い
う
行
事
の
も
つ
晴
れ
や
か

さ
や
明
る
さ
が
、
そ
れ
ま
で
の
右
京
大
夫
の
資
盛
追
慕
の
思
い
に
そ
ぐ

わ
な
い
と
し
て
、
読
解
が
試
み
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
家
集
の
構
成
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
こ
の
俊
成
九
十
賀
の

記
事
を
含
む
再
出
仕
歌
群
の
直
前
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
資
盛
没
後
の
一

連
の
詠
歌
と
の
隔
た
り
を
示
す
か
の
よ
う
に
、
五
十
一
首
も
の
七
夕
歌

か
ら
成
る
七
夕
歌
群
（
271
〜
321
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
再
出
仕
歌
群

と
『
右
京
大
夫
集
』
の
主
題
の
関
わ
り
は
、
七
夕
歌
群
が
示
唆
す
る
隔

た
り
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、『
右
京
大
夫
集
』
を
締
め
く
く
る
再
出
仕
歌

群
に
つ
い
て
、
七
夕
歌
群
前
後
の
詠
歌
の
隔
た
り
に
注
目
し
な
が
ら
、

そ
の
位
置
づ
け
を
検
討
し
て
ゆ
く
。
そ
の
う
え
で
、『
右
京
大
夫
集
』

全
体
の
構
成
の
問
題
に
も
言
及
し
た
い
と
思
う
。

二
、
再
出
仕
歌
群
の
構
成

ま
ず
は
再
出
仕
歌
群
の
冒
頭
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
歌
群
は
、
後
鳥

羽
天
皇
に
出
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

る
。

若
か
り
し
程
よ
り
、
身
を
よ
う
な
き
物
に
思
ひ
と
り
に
し
か

ば
、
た
ゞ
心
よ
り
ほ
か
の
命
の
あ
ら
る
ゝ
だ
に
も
い
と
は
し

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
再
出
仕
歌
群
の
位
置
づ
け

　
　
　
　
　
　

丹
下　

暖
子
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き
に
、
ま
し
て
人
に
知
ら
る
べ
き
こ
と
は
、
か
け
て
も
思
は

ざ
り
し
を
、
さ
る
べ
き
人
々
、
さ
り
が
た
く
い
ひ
は
か
ら
ふ

こ
と
あ
り
て
、
思
ひ
の
ほ
か
に
、
年
へ
て
の
ち
、
又
九
重
の

中
を
見
し
身
の
契
り
、
返
々
さ
だ
め
な
く
、
我
心
の
う
ち
も

す
ぞ
ろ
は
し
。
藤
壺
の
方
ざ
ま
な
ど
見
る
に
も
、
昔
住
み
な

れ
し
こ
と
の
み
思
ひ
出
で
ら
れ
て
か
な
し
き
に
、
御
し
つ
ら

ひ
も
、
世
の
け
し
き
も
、
か
は
り
た
る
事
な
き
に
、
た
ゞ
我

心
の
う
ち
ば
か
り
、
く
だ
け
ま
さ
る
か
な
し
さ
。
月
の
く
ま

な
き
を
な
が
め
て
、お
ぼ
え
ぬ
事
も
な
く
、か
き
く
ら
さ
る
ゝ
。

昔
軽
ら
か
な
る
上
人
な
ど
に
て
見
し
人
々
、
重
々
し
き
上
達

部
に
て
あ
る
も
、「
と
ぞ
あ
ら
ま
し
、
か
く
ぞ
あ
ら
ま
し
」

な
ど
思
ひ
つ
ゞ
け
ら
れ
て
、
あ
り
し
よ
り
も
け
に
、
心
の
う

ち
は
や
ら
ん
か
た
な
く
か
な
し
き
こ
と
、
な
に
に
か
は
似
ん
。

高
倉
の
院
の
御
け
し
き
に
、
い
と
よ
う
似
ま
ゐ
ら
せ
お
は
し

ま
し
た
る
上
の
御
さ
ま
に
も
、
数
な
ら
ぬ
心
の
中
ひ
と
つ
に

た
へ
が
た
く
、
来
し
方
恋
ひ
し
く
て
、
月
を
見
て

今
は
た
ゞ
し
ひ
て
忘
る
ゝ
い
に
し
へ
を
思
ひ
出
で
よ
と
す
め
る
月

か
げ
（
322
）

再
出
仕
の
経
緯
に
続
け
て
、
再
出
仕
後
の
宮
中
で
は
何
を
見
て
も
徳

子
に
出
仕
し
て
い
た
日
々
を
想
起
し
、
悲
し
み
を
新
た
に
す
る
状
況
に

あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
特
に
傍
線
部
で
は
、
昔
は
「
軽
ら
か
な
る
上

人
」
と
し
て
見
た
人
々
が
「
重
々
し
き
上
達
部
」
に
変
わ
っ
て
い
る
の

を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
資
盛
追
慕
の
思
い
を
深
め
て
ゆ
く
様
子
が
記

さ
れ
て
い
る
。
再
出
仕
し
た
宮
中
は
、
右
京
大
夫
が
忘
れ
よ
う
と
す
る

か
つ
て
の
日
々
を
思
い
出
さ
せ
る
場
と
し
て
、
ま
ず
描
か
れ
る
。
と
同

時
に
、
昔
、
見
た
人
々
の
変
化
に
接
す
る
場
で
も
あ
り
、
時
代
の
移
り

変
わ
り
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い

る
。徳

子
へ
の
出
仕
時
代
の
追
憶
と
、
資
盛
の
追
慕
に
始
ま
る
再
出
仕
歌

群
は
、
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
全
容
を

示
す
。①

再
出
仕
の
経
緯
と
再
出
仕
後
の
宮
中
の
様
子
（
322
〜
329
）

②
籠
居
中
の
藤
原
隆
房
と
の
贈
答
（
330
・
331
）

③
藤
原
実
宗
の
死
と
、
子
の
公
経
と
の
贈
答
（
332
・
333
）

④
平
親
宗
の
死
と
、
子
の
親
長
と
の
贈
答
（
334
〜
348
）

⑤
若
く
し
て
没
し
た
源
通
宗
と
の
思
い
出
（
349
〜
353
）

⑥
俊
成
九
十
賀
（
354
〜
356
）

先
の
322
番
歌
を
併
せ
、
再
出
仕
し
た
当
初
の
心
境
な
ど
を
詠
ん
だ
歌

が
八
首
続
い
た
後
、
故
人
を
偲
ぶ
贈
答
な
ど
が
配
さ
れ
、
俊
成
九
十
賀

の
記
事
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
各
歌
の
詠
作
時
期
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
右
京
大
夫
の
再
出
仕
が
建
久
六
、
七
年
（
一
一
九
五
、
六
）
頃
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
隆
房
と
の
贈
答
は
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）

頃
の
こ
と）

6
（

、
実
宗
の
没
年
は
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）、
親
宗
の
没
年
は

正
治
元
年
（
一
一
九
九
）、
通
宗
の
没
年
は
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
で

あ
る
。
俊
成
九
十
賀
の
祝
宴
は
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
十
一
月
二
十

三
日
に
催
さ
れ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
歌
群
は
主
に
再
出
仕
か
ら
五
、
六
年
ほ
ど
の
間
の
出

来
事
か
ら
成
り
、
多
少
の
前
後
は
あ
る
も
の
の
、
お
お
よ
そ
詠
作
年
次

の
順
に
並
ん
で
い
る
の
だ
が
、
実
宗
の
死
に
つ
い
て
、
子
の
公
経
と
交

わ
し
た
贈
答
（
③
）
だ
け
が
、
詠
作
の
時
期
に
お
い
て
も
、
年
次
順
の

配
列
に
お
い
て
も
、
大
き
く
外
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
贈
答

は
、
歌
群
を
締
め
く
く
る
俊
成
九
十
賀
の
九
年
後
の
も
の
で
、
年
次
順

の
配
列
で
は
歌
群
の
最
終
記
事
と
な
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
年

次
順
よ
り
も
、
故
人
を
偲
ぶ
贈
答
を
続
け
て
並
べ
る
こ
と
を
優
先
し
た

結
果
、
歌
群
の
中
程
に
据
え
ら
れ
た
と
解
さ
れ
る
の
だ
が
、
同
時
に
、

俊
成
九
十
賀
の
記
事
を
特
に
歌
群
の
末
尾
、
す
な
わ
ち
『
右
京
大
夫
集
』

の
末
尾
に
配
置
し
よ
う
と
し
た
結
果
と
も
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

先
行
研
究
で
も
関
心
の
高
か
っ
た
俊
成
九
十
賀
の
記
事
は
、
再
出
仕

歌
群
の
構
成
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
四
節
で
特
に
検
討

す
る
こ
と
と
し
て
、
次
節
で
は
、
こ
の
歌
群
に
特
有
の
記
述
を
取
り
上

げ
、
歌
群
の
傾
向
を
確
認
し
て
ゆ
く
。

三
、
再
出
仕
歌
群
に
見
ら
れ
る
傾
向

前
節
で
確
認
し
た
と
お
り
、
再
出
仕
歌
群
は
、
そ
の
冒
頭
か
ら
、
か

つ
て
の
日
々
の
追
憶
と
資
盛
追
慕
の
思
い
を
述
べ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
冒

頭
以
外
で
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
た
と
え
ば
、
偶
然
、
資
盛
の
名
を
耳

に
し
た
折
の
心
境
が
「
水
の
あ
わ
と
消
え
に
し
人
の
名
ば
か
り
を
さ
す

が
に
と
め
て
聞
く
も
か
な
し
き
」（
327
）
と
い
っ
た
三
首
の
歌
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
源
通
宗
の
早
す
ぎ
る
死
（
350
）
か
ら
資
盛
を

連
想
し
、「
限
り
あ
り
て
尽
く
る
命
は
い
か
ゞ
せ
ん
昔
の
夢
ぞ
な
ほ
た

ぐ
ひ
な
き
」（
351
）
な
ど
、
資
盛
を
追
慕
す
る
三
首
を
連
ね
る
場
面
も

あ
る
。
再
出
仕
し
た
宮
中
の
様
子
に
か
つ
て
の
日
々
を
思
い
起
こ
し
、

追
慕
の
思
い
を
新
た
に
す
る
と
い
う
展
開
は
、
歌
群
の
中
心
を
占
め
て

い
る
。『
右
京
大
夫
集
』
の
主
題
は
、
こ
の
歌
群
に
お
い
て
も
確
か
に

一
貫
し
て
い
る
。

一
方
で
、
再
出
仕
歌
群
に
は
、
七
夕
歌
群
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
、

歌
群
特
有
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
特
有
の
記
述
は
、
歌
群
の
傾
向
を
探

る
に
あ
た
っ
て
は
、『
右
京
大
夫
集
』
を
貫
く
主
題
以
上
に
看
過
で
き

な
い
も
の
だ
ろ
う
。
以
下
、
具
体
的
に
確
認
し
て
ゆ
く
。

次
に
挙
げ
る
の
は
、
再
出
仕
し
た
宮
中
の
様
子
を
語
っ
て
ゆ
く
中
の

一
首
で
あ
る
。

そ
の
世
の
事
、
見
し
人
、
知
り
た
る
も
、
お
の
づ
か
ら
あ
り

も
や
す
ら
め
ど
、
か
た
ら
ふ
よ
し
も
な
し
。
た
ゞ
、
心
の
中

ば
か
り
思
ひ
つ
ゞ
け
ら
る
ゝ
が
、
晴
る
ゝ
か
た
な
く
か
な
し

く
て

我
思
ふ
心
に
似
た
る
友
も
が
な
そ
よ
や
と
だ
に
も
か
た
り
あ
は
せ

ん
（
325
）

傍
線
部
に
は
、「
そ
の
世
の
事
」、
す
な
わ
ち
徳
子
に
出
仕
し
た
時
代

の
こ
と
を
知
る
人
は
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
語
り
合
う
す
べ
も
な
い

と
あ
る
。
歌
に
は
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
昔
を
恋
い
慕
う
「
友
」
を
求

め
る
思
い
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
右
京
大
夫
と
と
も
に
か
つ
て
の
日
々
を
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懐
か
し
み
、
語
り
合
う
相
手
も
い
な
い
再
出
仕
後
の
宮
中
で
の
感
慨
を

端
的
に
表
現
し
た
一
首
で
あ
る
。

再
出
仕
歌
群
に
は
、
こ
う
し
た
徳
子
に
出
仕
し
た
か
つ
て
の
日
々
に

つ
い
て
語
り
合
え
る
人
が
い
な
い
こ
と
を
嘆
く
場
面
が
散
見
す
る
。
宮

中
で
見
か
け
る
犬
も
、「
犬
は
な
ほ
姿
も
見
し
に
か
よ
ひ
け
り
人
の
け

し
き
ぞ
あ
り
し
に
も
似
ぬ
」（
324
）
と
、
周
り
に
い
る
人
々
の
様
子
が

昔
と
は
違
う
こ
と
を
認
識
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
な
の

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
往
事
を
知
る
人
の
死
も
記
さ
れ
て
い
る
。

大
宮
の
入
道
内
大
臣
う
せ
ら
れ
た
り
し
比
、
公
経
の
中
納
言

か
き
こ
も
り
て
、
五
節
な
ど
に
も
ま
ゐ
ら
れ
ざ
り
し
に
、
白

薄
様
の
、
い
ろ
〳
〵
の
櫛
を
か
き
た
る
に
か
き
て
、
人
の
つ

か
は
し
し
に
か
は
り
て

ま
よ
ふ
ら
ん
心
の
闇
を
思
ふ
か
な
豊
の
明
り
の
さ
や
か
な
る
こ
ろ

（
332
）

か
へ
し

か
き
こ
も
る
闇
も
よ
そ
に
ぞ
な
り
ぬ
べ
き
豊
の
明
り
に
ほ
の
め
か

さ
れ
て
（
333
）

前
節
で
も
触
れ
た
藤
原
実
宗
の
没
後
、
子
の
公
経
と
交
わ
し
た
贈
答

で
あ
る
。
実
宗
は
、
徳
子
へ
の
出
仕
の
様
子
を
詠
ん
だ
歌
が
中
心
と
な

る
前
半
部
（
2
〜
203
）
の
冒
頭
近
く
に
登
場
し
、
右
京
大
夫
と
機
知
に

富
ん
だ
贈
答
を
交
わ
し
た
人
物
で
あ
っ
た
（
4
・
5
、
6
・
7
）。
か
つ

て
の
華
や
か
な
日
々
を
知
り
、
右
京
大
夫
と
と
も
に
語
り
合
う
こ
と
が

で
き
る
人
物
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
死
が
記
さ
れ
て

い
る
。

公
経
と
の
贈
答
に
続
け
て
、
さ
ら
に
平
親
宗
の
死
に
つ
い
て
も
言
及

が
あ
る
（
334
〜
346
）。
親
宗
は
平
時
子
の
同
母
弟
で
あ
り
、
や
は
り
平
家

の
栄
華
を
見
て
き
た
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
往
事
を
知
る
人
の
死

は
、
そ
の
ま
ま
、
か
つ
て
の
日
々
に
つ
い
て
語
り
合
う
こ
と
が
叶
わ
な

く
な
っ
た
状
況
を
示
し
て
い
る
。

勿
論
、
再
出
仕
歌
群
に
徳
子
に
出
仕
し
た
昔
を
知
る
人
が
一
切
登
場

し
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

隆
房
の
中
納
言
の
、
な
げ
く
事
あ
り
て
、
こ
も
り
ゐ
た
る
も

と
へ
、
こ
れ
ば
か
り
は
、
昔
の
こ
と
も
お
の
づ
か
ら
い
ひ
な

ど
す
る
人
な
れ
ば
、
と
ぶ
ら
ひ
申
と
て
、
五
月
五
日
に

つ
き
も
せ
ぬ
う
き
ね
は
袖
に
か
け
な
が
ら
よ
そ
の
涙
を
思
ひ
や
る

か
な
（
330
）

か
へ
し

か
け
な
が
ら
う
き
ね
に
つ
け
て
思
ひ
や
れ
あ
や
め
も
知
ら
ず
く
ら

す
心
を
（
331
）

前
半
部
に
も
幾
度
か
登
場
し
た）

7
（

藤
原
隆
房
と
の
贈
答
で
あ
る
。
傍
線

部
か
ら
は
、
隆
房
が
右
京
大
夫
と
「
昔
の
こ
と
」
を
話
す
仲
に
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
こ
れ
ば
か
り
は
」
と
あ
る
こ
と
に
注

意
し
て
お
き
た
い
。「
昔
の
こ
と
」
を
語
り
合
え
る
相
手
は
、
極
め
て

限
ら
れ
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
る）

8
（

。

こ
の
よ
う
に
、
再
出
仕
歌
群
に
は
、
徳
子
に
出
仕
し
、
平
家
一
門
と
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と
も
に
過
ご
し
た
か
つ
て
の
日
々
の
こ
と
を
語
り
合
え
な
い
状
況
が
繰

り
返
し
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
は
七
夕
歌
群
以
前
に
見
ら
れ

ず）
9
（

、
再
出
仕
歌
群
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
七
夕
歌
群
以
前
の
詠
歌
に
は
、
再
出
仕
歌
群
と
は
対
照
的

な
姿
勢
が
窺
え
る
。

睦
月
の
な
か
ば
過
ぐ
る
こ
ろ
な
ど
、
な
に
と
な
く
春
の
け
し

き
う
ら
〳
〵
と
か
す
み
わ
た
り
た
る
に
、
高
倉
院
の
中
納
言

の
典
侍
と
き
こ
え
し
人
、
今
の
内
に
さ
ぶ
ら
は
る
ゝ
が
、「
あ

は
ん
」
と
あ
り
し
か
ば
、
昔
の
事
知
れ
る
人
も
な
つ
か
し
く

て
、
そ
の
日
を
待
つ
程
に
、
さ
し
あ
ふ
事
あ
り
て
、
と
ゞ
ま

り
ぬ
。
今
宵
に
て
あ
ら
ま
し
と
思
ふ
夜
、
荒
れ
た
る
家
の
軒

端
よ
り
月
さ
し
入
り
て
、
梅
か
を
り
つ
ゝ
艶
な
り
。
な
が
め

明
か
し
て
、
つ
と
め
て
申
や
る

あ
は
れ
い
か
に
け
さ
は
な
ご
り
を
な
が
め
ま
し
昨
日
の
暮
れ
の
ま

こ
と
な
り
せ
ば
（
259
）

か
へ
し

思
へ
た
ゞ
さ
ぞ
あ
ら
ま
し
の
な
ご
り
さ
へ
昨
日
も
今
日
も
あ
り
あ

け
の
空
（
260
）

七
夕
歌
群
直
前
に
配
置
さ
れ
る
、「
昔
の
事
」
を
知
る
高
倉
院
中
納

言
典
侍
と
会
う
約
束
を
し
て
い
た
折
の
贈
答
で
あ
る
。
か
つ
て
高
倉
院

に
仕
え
た
女
房
と
共
有
す
る
「
昔
の
事
」
と
は
、
主
に
徳
子
に
出
仕
し

た
日
々
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
こ
の
時
は
取
り
や
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

も
の
の
、「
昔
の
事
」
を
語
り
合
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

場
面
で
あ
る
。

次
に
挙
げ
る
贈
答
の
場
合
、「
昔
の
事
」
を
語
り
合
っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。

殷
富
門
院
、
皇
后
宮
と
申
し
比
、
そ
の
御
方
に
さ
ぶ
ら
ふ
上

臈
の
知
る
よ
し
あ
り
て
、
き
こ
え
か
は
し
し
が
、
行
き
あ
ひ

て
、
ひ
ぐ
ら
し
物
が
た
り
し
て
、
帰
り
給
ぬ
る
な
ご
り
、
雨

う
ち
降
り
て
、
物
あ
は
れ
也
。
こ
の
人
も
、
こ
と
に
我
お
な

じ
筋
な
る
こ
と
を
思
ふ
人
な
り
。
な
つ
か
し
く
も
あ
り
、
さ

ま
〴
〵
そ
れ
も
恋
し
く
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
申
や
る

い
か
に
せ
ん
な
が
め
か
ね
ぬ
る
な
ご
り
か
な
さ
ら
ぬ
だ
に
こ
そ
雨

の
夕
暮
（
263
）

か
へ
し

な
が
め
わ
ぶ
る
雨
の
夕
べ
に
あ
は
れ
又
ふ
り
に
し
こ
と
を
い
ひ
あ

は
せ
ば
や
（
264
）

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
一
日
中
語
り
合
っ
た
後
、
交
わ
し
た
贈
答

で
あ
る
。
贈
答
の
相
手
で
あ
る
皇
后
亮
子
の
女
房
は
、「
我
お
な
じ
筋

な
る
こ
と
を
思
ふ
人
」、
す
な
わ
ち
右
京
大
夫
同
様
、
平
家
一
門
の
人

と
恋
仲
に
あ
っ
た
女
性
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
語
り
合
わ
れ
た
内
容
と
は
、

源
平
の
動
乱
に
よ
る
悲
哀
で
あ
り
、『
右
京
大
夫
集
』
に
そ
れ
ま
で
記

さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
七
夕
歌
群
の
直
前
に
は
、
徳
子
に
出
仕
し
た
日
々
や

平
家
一
門
の
都
落
ち
後
の
こ
と
を
右
京
大
夫
と
と
も
に
語
り
合
う
人
が

登
場
す
る
。
七
夕
歌
群
以
前
は
、
源
平
の
動
乱
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
し
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ま
っ
た
か
つ
て
の
日
々
へ
の
思
い
を
共
有
す
る
人
が
存
在
す
る
時
代
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
語
り
合
う
人
の
不
在
を
殊
更
に
記
し
て
ゆ
く
の
が
、

再
出
仕
歌
群
の
傾
向
で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
特
徴
と
言
え
る
。
こ
の
特

徴
か
ら
は
、
再
出
仕
し
た
日
々
を
、
七
夕
歌
群
以
前
が
記
述
対
象
と
す

る
時
代
と
は
明
ら
か
に
隔
た
り
の
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と

が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
勿
論
、
右
京
大
夫
自
身
は
変
わ
る
こ
と
な
く

徳
子
に
出
仕
し
た
昔
を
恋
い
慕
い
、
資
盛
を
追
慕
し
て
い
る
の
だ
が
、

再
出
仕
し
た
宮
中
は
、
以
前
と
は
違
う
、「
昔
の
こ
と
」
を
語
り
合
え

な
い
時
代
の
到
来
を
認
識
し
て
ゆ
く
場
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
右
京
大
夫
の
時
代
認
識
に
お
い
て
、
七
夕
歌
群
の
前
後

の
詠
歌
は
決
し
て
つ
な
が
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
を
明
示
す
る
の
が
、『
右
京
大
夫
集
』
に
配
置
さ
れ
た
七
夕

歌
群
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る）

10
（

。

四
、
再
出
仕
歌
群
の
位
置
づ
け

前
節
で
は
、
再
出
仕
歌
群
に
特
有
の
記
述
を
指
摘
し
、
歌
群
の
傾
向

を
確
認
し
て
き
た
。
で
は
、
か
つ
て
の
日
々
に
つ
い
て
語
り
合
う
人
が

い
な
い
こ
と
を
記
す
再
出
仕
歌
群
は
、『
右
京
大
夫
集
』
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
特
に

再
出
仕
歌
群
の
末
尾
に
置
か
れ
た
俊
成
九
十
賀
の
記
事
に
注
目
し
て
、

こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

俊
成
九
十
賀
の
記
事
と
は
、
後
鳥
羽
院
が
俊
成
に
九
十
歳
の
祝
賀
を

賜
っ
た
折
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
鳥
羽
院
よ
り
俊
成
に
贈

ら
れ
る
袈
裟
に
宮
内
卿
が
歌
を
詠
む
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
右
京
大
夫

は
宮
内
卿
の
詠
ん
だ
歌
を
紫
の
糸
で
刺
繍
す
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て

い
た
。

や
や
長
く
な
る
が
、
以
下
に
九
十
賀
の
記
事
を
挙
げ
る
。

建
仁
三
年
の
年
、
霜
月
の
二
十
日
余
り
い
く
か
の
日
や
ら
ん
、

五
条
の
三
位
入
道
俊
成
、
九
十
に
満
つ
と
聞
か
せ
お
は
し
ま

し
て
、
院
よ
り
賀
た
ま
は
す
る
に
、
お
く
り
物
の
法
服
の
装

束
の
袈
裟
に
、
歌
を
書
く
べ
し
と
て
、
師
光
入
道
の
女
宮
内

卿
の
殿
に
歌
は
召
さ
れ
て
、
紫
の
糸
に
て
、
院
の
仰
せ
事
に

て
、
お
き
て
ま
ゐ
ら
せ
た
り
し

な
が
ら
へ
て
け
さ
ぞ
う
れ
し
き
老
の
波
八
千
代
を
か
け
て
君
に
つ

か
へ
ん
（
354
）

と
あ
り
し
が
、
給
た
ら
ん
人
の
歌
に
て
は
、
今
す
こ
し
よ
か

り
ぬ
べ
く
、
心
の
う
ち
に
お
ぼ
え
し
か
ど
も
、
そ
の
ま
ゝ
に

お
く
べ
き
こ
と
な
れ
ば
、
お
き
て
し
を
、「
け
さ
ぞ
」
の
「
ぞ
」

文
字
、「
つ
か
へ
ん
」
の
「
む
」
文
字
を
、「
や
」
と
「
よ
」

と
に
な
る
べ
か
り
け
る
と
て
、
に
は
か
に
そ
の
夜
に
な
り
て
、

二
条
殿
へ
ま
ゐ
る
べ
き
よ
し
、
仰
せ
事
と
て
、
範
光
の
中
納

言
の
車
と
て
あ
れ
ば
、
ま
ゐ
り
て
、
文
字
二
お
き
な
ほ
し
て
、

や
が
て
賀
も
ゆ
か
し
く
て
、
よ
も
す
が
ら
さ
ぶ
ら
ひ
て
見
し

に
、
昔
の
こ
と
お
ぼ
え
て
、
い
み
じ
く
道
の
面
目
な
の
め
な

ら
ず
お
ぼ
え
し
か
ば
、
つ
と
め
て
入
道
の
も
と
へ
そ
の
よ
し
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申
つ
か
は
す

君
ぞ
な
ほ
け
ふ
よ
り
後
も
か
ぞ
ふ
べ
き
九
か
へ
り
の
十
の
ゆ
く
す

ゑ
（
355
）

返
事
に
、「
か
た
じ
け
な
き
召
し
に
候
へ
ば
、
は
ふ
〳
〵
ま

ゐ
り
て
、
人
目
い
か
ば
か
り
見
苦
し
く
と
思
ひ
し
に
、
か
や

う
に
よ
ろ
こ
び
い
は
れ
た
る
、
猶
昔
の
事
も
、
物
の
ゆ
ゑ
も
、

知
る
と
知
ら
ぬ
と
は
、
ま
こ
と
に
同
じ
か
ら
ず
と
て

亀
山
や
こ
ゝ
の
返
り
の
千
年
を
も
君
が
御
代
に
ぞ
そ
へ
譲
る
べ
き

（
356
）

宮
内
卿
の
詠
歌
（
354
）
は
、
俊
成
の
立
場
で
詠
ん
だ
も
の
と
な
っ
て

お
り
、
右
京
大
夫
は
不
審
に
思
い
な
が
ら
も
、
そ
の
ま
ま
刺
繍
し
た
と

こ
ろ
、
案
の
定
、
刺
繍
し
直
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
賀
宴
を
見

て
「
昔
の
こ
と
」
が
思
い
出
さ
れ
た
右
京
大
夫
は
、
翌
朝
、
俊
成
に
祝

い
の
言
葉
を
贈
る
。
俊
成
か
ら
の
返
事
に
は
、「
猶
昔
の
事
も
、
物
の

ゆ
ゑ
も
、
知
る
と
知
ら
ぬ
と
は
、
ま
こ
と
に
同
じ
か
ら
ず
」
と
あ
っ
た
。

以
上
が
、『
右
京
大
夫
集
』
の
俊
成
九
十
賀
の
記
事
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
が
、
従
来
、
こ
の
記
事
を
め
ぐ
っ
て
注
目
さ
れ
て
き

た
の
は
、
右
京
大
夫
の
資
盛
追
慕
の
思
い
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
入
木

道
の
世
尊
寺
家
の
女
房
と
し
て
の
名
誉
を
語
っ
た
記
事
と
い
う
捉
え
方

が
ま
ず
基
本
と
な
る
が
、
さ
ら
に
傍
線
部
の
「
昔
の
こ
と
（
事
）」
は
、

寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
二
月
に
『
千
載
集
』
を
撰
進
す
る
よ
う
後
白

河
法
皇
の
院
宣
が
資
盛
の
奉
書
で
下
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
と
し
て
、
こ

の
記
事
に
資
盛
へ
の
思
い
を
読
み
取
る
見
解）

11
（

も
あ
る
。

俊
成
と
の
や
り
取
り
を
理
解
す
る
上
で
、
記
事
中
に
二
度
も
言
及
さ

れ
る
「
昔
の
こ
と
」
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
必
ず

し
も
資
盛
の
追
慕
と
結
び
つ
け
て
限
定
的
に
解
釈
す
る
こ
と
も
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
二
節
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
こ
の
記

事
が
再
出
仕
歌
群
の
末
尾
に
特
に
配
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で

の
内
容
を
締
め
く
く
る
位
置
に
あ
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

前
節
で
確
認
し
た
こ
と
だ
が
、
再
出
仕
歌
群
に
お
い
て
繰
り
返
し
述

べ
ら
れ
て
き
た
の
は
、「
昔
の
こ
と
」
を
語
り
合
え
る
人
の
不
在
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
こ
の
記
事
に
至
っ
て
右
京
大
夫
は
「
昔
の
こ
と
」
を
思
い
出

し
、
さ
ら
に
俊
成
か
ら
「
昔
の
こ
と
」
も
物
の
道
理）

12
（

も
知
っ
て
い
る
人

と
知
ら
な
い
人
と
で
は
同
じ
で
は
な
い
、
と
い
う
一
言
を
得
る
。
こ
の

俊
成
の
言
葉
は
、
右
京
大
夫
を
「
昔
の
こ
と
」
を
知
る
人
と
し
て
認
め

る
も
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
再
出
仕
歌
群
全
体
を
通
し
て
見
た
と
き
、

往
事
を
知
る
人
も
わ
ず
か
に
な
る
中
、
右
京
大
夫
こ
そ
が
「
昔
の
こ
と
」

を
知
る
存
在
で
あ
る
と
、
最
後
に
俊
成
を
通
し
て
述
べ
る
形
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

『
右
京
大
夫
集
』
は
、
源
平
の
動
乱
前
後
の
時
代
を
そ
の
時
々
の
詠

歌
に
よ
り
描
い
て
ゆ
く
作
品
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
昔
の
こ
と
」
を
語
る

わ
け
だ
が
、
九
十
賀
の
記
事
に
お
け
る
俊
成
の
言
葉
や
再
出
仕
歌
群
は
、

そ
の
語
り
手
と
し
て
右
京
大
夫
が
い
か
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
る
か

を
示
し
て
ゆ
く
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
九
十
と
い
う
長
寿
を

得
た
俊
成
の
言
葉
の
も
つ
意
味
は
大
き
い
。
右
京
大
夫
よ
り
は
る
か
に
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多
く
を
知
る
俊
成
か
ら
も
、「
昔
の
こ
と
」
を
知
る
人
物
と
し
て
認
め

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
俊
成
九
十
賀
の
記
事
は
、
以
下
に
引
用
す
る
『
右
京

大
夫
集
』
編
纂
の
契
機
と
関
わ
る
定
家
と
の
贈
答
を
も
視
野
に
入
れ
て

捉
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

老
の
後
、
民
部
卿
定
家
の
歌
を
集
む
る
こ
と
あ
り
と
て
、「
書

き
お
き
た
る
物
や
」
と
た
づ
ね
ら
れ
た
る
だ
に
も
、
人
数
に

思
ひ
出
で
て
、
い
は
れ
た
る
な
さ
け
、
あ
り
が
た
く
お
ぼ
ゆ

る
に
、「
い
づ
れ
の
名
を
と
か
思
ふ
」
と
と
は
れ
た
る
思
ひ

や
り
の
、
い
み
じ
う
お
ぼ
え
て
、
な
ほ
た
ゞ
、
へ
だ
て
は
て

に
し
昔
の
こ
と
の
忘
れ
が
た
け
れ
ば
、「
そ
の
世
の
ま
ゝ
に
」

な
ど
申
と
て

言
の
葉
の
も
し
世
に
散
ら
ば
し
の
ば
し
き
昔
の
名
こ
そ
と
め
ま
ほ

し
け
れ
（
358
）

か
へ
し 

民
部
卿

お
な
じ
く
は
心
と
め
け
る
い
に
し
へ
の
そ
の
名
を
さ
ら
に
世
に
残

さ
な
ん
（
359
）

と
あ
り
し
な
ん
、
う
れ
し
く
お
ぼ
え
し

跋
文
（
357
）
に
続
け
て
記
さ
れ
る
、『
右
京
大
夫
集
』
最
後
の
贈
答

で
あ
る
。『
新
勅
撰
集
』
の
撰
集
資
料
と
し
て
定
家
か
ら
家
集
の
提
出

を
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
、『
右
京
大
夫
集
』
編
纂
の
大
き
な
契
機
で
あ
っ

た
と
知
ら
れ
る
。

定
家
に
提
出
さ
れ
た
家
集
が
、
現
在
見
る
『
右
京
大
夫
集
』
の
形
と

完
全
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
大
き
く
は
変
わ
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
詞
書
に
記
さ
れ
た
詠
作
事
情
こ
そ
が
大
き
な
意
味
を

も
ち
、右
京
大
夫
の
視
点
で
捉
え
た「
昔
の
こ
と
」を
語
る
家
集
で
あ
っ

た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
家
集
は
、
当
時
の
女
房
歌
人
の

家
集
と
し
て
一
般
的
と
は
言
い
が
た
い
。
し
か
し
、
俊
成
九
十
賀
の
記

事
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
日
々
を
知
る
人
も
わ
ず
か
に
な

る
中
、
定
家
の
父
、
俊
成
も
認
め
た
「
昔
の
こ
と
」
を
知
る
人
物
が
編

纂
し
た
家
集
と
い
う
、
他
の
家
集
に
は
な
い
価
値
が
生
じ
て
く
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
歌
群
末
尾
に
配
さ
れ
た
俊
成
九
十
賀
の
記
事
に

は
、
家
集
の
提
出
先
で
あ
る
定
家
に
向
け
ら
れ
た
右
京
大
夫
の
視
線
も

窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
俊
成
九
十
賀
の
記
事
に
注
目
し
て
き
た
。
こ
の
記
事
は
、
入

木
道
の
世
尊
寺
家
の
女
房
と
し
て
の
名
誉
を
語
る
の
み
な
ら
ず
、
右
京

大
夫
自
身
を
「
昔
の
こ
と
」
の
語
り
手
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、「
昔
の
こ
と
」
を
語
り
合
え
る

人
の
不
在
を
殊
更
に
記
す
再
出
仕
歌
群
全
体
に
当
て
は
ま
る
こ
と
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
再
出
仕
歌
群
は
、
右
京
大
夫
が
自
身
の
視
点
で
源
平
の

動
乱
前
後
の
時
代
を
語
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
『
右
京
大
夫
集
』
を
編
纂

す
る
こ
と
の
妥
当
性
と
、
そ
の
価
値
を
物
語
る
歌
群
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
再
出
仕
歌
群
に
つ
い
て
、
七
夕
歌
群
前
後
の
詠
歌
の
隔
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た
り
な
ど
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
。
七
夕
歌
群
以
前
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
詠
歌
に
よ
り
、
徳
子
へ
の
出
仕
時
代
や
平
家
の
都
落
ち
後
の

日
々
と
い
っ
た
「
昔
の
こ
と
」
を
描
く
一
方
で
、
再
出
仕
歌
群
は
そ
の

語
り
手
と
し
て
右
京
大
夫
自
身
を
位
置
づ
け
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
と

捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
構
図
を
踏
ま
え
て
、
最
後
に
『
右
京
大
夫
集
』
全

体
を
見
て
み
よ
う
。『
右
京
大
夫
集
』
の
構
成
を
、
次
の
【
表
】
に
ま

と
め
た
。

【
表
】『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
の
構
成 

歌
番
号　
　
　
　

内　

容

前
半
部
1

序

2
〜
13
高
倉
天
皇
と
徳
子
を
め
ぐ
る
交
流

14
〜
53
題
詠
歌
群
（
四
十
首
）

54
〜
134
平
家
一
門
を
中
心
と
し
た
交
流

135
〜
173
恋
に
関
す
る
歌
群

174
〜
183
「
秋
の
山
里
」
歌
群

184
〜
203
「
ゆ
か
り
」
あ
る
人
に
関
す
る
歌

後
半
部
204
〜
270
平
家
一
門
の
都
落
ち
か
ら
資
盛
の
忌
日
供
養
ま
で

271
〜
321
七
夕
歌
群
（
五
十
一
首
）

322
〜
356
後
鳥
羽
天
皇
へ
の
再
出
仕

357

跋

358
・
359
藤
原
定
家
と
の
贈
答

『
右
京
大
夫
集
』
は
、
平
家
一
門
の
都
落
ち
に
言
及
す
る
204
番
歌
を

境
と
し
て
、
前
半
部
と
後
半
部
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
両
者
の
間
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
差
が
あ
り）

13
（

、
ま
た
、
前
半
部
に
は
完
結
性
が
あ
る）

14
（

こ
と

か
ら
、
こ
の
区
分
に
は
、『
右
京
大
夫
集
』
の
成
立
の
問
題
も
関
係
し

て
く
る）

15
（

。

た
だ
し
、
歌
の
形
式
と
い
う
面
か
ら
『
右
京
大
夫
集
』
を
見
る
と
き
、

大
き
な
区
切
り
と
な
る
の
は
、
題
詠
歌
群
と
七
夕
歌
群
で
あ
る
。
こ
の

二
つ
の
歌
群
は
、
長
い
詞
書
を
伴
う
歌
が
中
心
と
な
る
『
右
京
大
夫
集
』

に
お
い
て
明
ら
か
に
異
質
な
も
の
で
、
そ
の
前
後
の
歌
の
内
容
に
も
差

異
が
見
ら
れ
る）

16
（

。

前
半
部
と
後
半
部
の
差
は
、
記
述
対
象
と
な
る
出
来
事
の
違
い
に
よ

る
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
む
し
ろ
、
題
詠
歌
群
と
七
夕

歌
群
に
よ
る
区
分
の
方
が
、
現
在
見
る
『
右
京
大
夫
集
』
に
つ
い
て
考

え
る
と
き
、
大
き
な
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
半
部
と

後
半
部
の
間
は
、
ひ
と
続
き
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
挙
げ
る
の
は
、『
右
京
大
夫
集
』
の
跋
文
で
あ
る
。

返
す
〳
〵
う
き
よ
り
外
の
思
ひ
出
で
な
き
身
な
が
ら
、
年
は

つ
も
り
て
、
い
た
づ
ら
に
明
か
し
暮
ら
す
ほ
ど
に
、
思
ひ
出

で
ら
る
ゝ
事
ど
も
を
、
す
こ
し
づ
ゝ
書
き
つ
け
た
る
な
り
。

お
の
づ
か
ら
人
の
「
さ
る
事
や
」
と
い
ふ
に
は
、
い
た
く
思

ふ
ま
ゝ
の
事
か
は
ゆ
く
も
お
ぼ
え
て
、
せ
う
〳
〵
を
ぞ
書
き

て
見
せ
し
。
こ
れ
は
た
ゞ
我
が
目
ひ
と
つ
に
見
む
と
て
書
き
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つ
け
た
る
を
後
に
見
て

砕
き
け
る
思
ひ
の
ほ
ど
の
悲
し
さ
も
書
き
あ
つ
め
て
ぞ
さ
ら
に
知

ら
る
ゝ
（
357
）

跋
文
か
ら
は
、『
新
勅
撰
集
』
撰
集
時
以
前
に
も
、
右
京
大
夫
に
は

詠
歌
を
ま
と
め
、
人
に
見
せ
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
右

京
大
夫
の
長
い
生
涯
の
う
ち
に
は
、
詠
歌
を
ま
と
め
る
機
会
も
複
数
回

あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、そ
れ
ら
を
と
り
ま
と
め
た
の
が
、現
在
見
る『
右

京
大
夫
集
』
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
定
家
か
ら
家
集
の
提
出
を
求

め
ら
れ
た
最
晩
年
の
右
京
大
夫
が
自
身
の
生
涯
を
見
つ
め
直
し
た
と
き
、

資
盛
と
の
恋
の
始
ま
り
か
ら
別
離
、
追
慕
の
日
々
は
一
連
の
も
の
と
し

て
認
識
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
認
識
が
、
題
詠
歌
群
や
七

夕
歌
群
に
よ
る
詠
歌
の
区
分
と
い
う
形
で
表
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
再
出
仕
歌
群
は
、
そ
の
後
日
談
と
し

て
の
性
格
を
帯
び
、
再
出
仕
し
た
日
々
を
、
一
連
の
「
昔
の
こ
と
」
を

語
り
合
う
人
も
い
な
く
な
っ
た
時
代
と
し
て
描
い
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た

時
代
認
識
と
関
わ
っ
て
、
右
京
大
夫
が
自
身
の
視
点
で
捉
え
た
「
昔
の

こ
と
」
を
記
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
『
右
京
大
夫
集
』
を
編
纂
す
る
こ
と

の
価
値
や
意
味
が
示
さ
れ
、『
右
京
大
夫
集
』
は
締
め
く
く
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

注（1
）『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
の
引
用
及
び
歌
番
号
は
、
谷
知
子
校
注
、
和

歌
文
学
大
系
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
に

拠
る
。

（
2
）
徳
子
へ
の
出
仕
時
代
の
詠
歌
を
中
心
と
す
る
前
半
部
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
（「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
前
半
部
の
構
成
」（『
詞
林
』
三
八
、
二
〇

〇
五
年
十
月
）、「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
資
盛
・
隆
信
歌
群
の
再
検
討

―
「
色
好
む
と
聞
く
人
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
九
六
、
二

〇
〇
八
年
六
月
））
に
お
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
3
）『
右
京
大
夫
集
』
は
、
再
出
仕
歌
群
の
後
に
も
、
跋
文
（
357
）、
定
家
と

の
贈
答
（
358
・
359
）
が
続
く
が
、
い
ず
れ
も
後
日
談
と
し
て
の
性
格
が
強
い

も
の
で
あ
る
。『
右
京
大
夫
集
』
の
実
質
的
な
最
終
記
事
は
、
再
出
仕
歌
群

の
俊
成
九
十
賀
で
あ
る
。

（
4
）
冨
倉
徳
次
郎
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫　

太
皇
太
后
宮
小
侍
従
』（
三
省
堂
、

一
九
四
二
年
）、
遠
田
晤
良
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
私
考
」（『
国
語
国
文
研
究
』

十
七
、
一
九
六
〇
年
十
月
）
な
ど
。

（
5
）
後
藤
重
郎
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
に
関
す
る
一
考
察
―
俊
成
九
十
賀

の
記
事
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
四
九
、
一
九

七
〇
年
三
月
）、
同
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
に
関
す
る
一
考
察
―
俊
成
九

十
賀
記
再
考
―
」（『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
八
五
、
一
九
八
三
年

三
月
）
な
ど
。

（
6
）
な
お
、
隆
房
と
の
贈
答
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）

の
父
、
隆
季
の
喪
に
服
し
て
い
た
頃
と
す
る
説
、
正
治
二
年
三
月
か
ら
元
久

元
年
（
一
二
〇
四
）
ま
で
の
散
位
で
あ
っ
た
頃
と
す
る
説
が
あ
る
（
藤
田
一

尊
「
隆
房
の
な
げ
き
―
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
私
見
―
」（『
解
釈
』
三

六
‐
四
、
一
九
九
〇
年
四
月
）
参
照
）。
本
稿
で
は
、
右
京
大
夫
の
再
出
仕
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の
時
期
か
ら
考
え
て
、
正
治
二
年
と
判
断
し
て
い
る
。

（
7
）『
右
京
大
夫
集
』
に
お
い
て
隆
房
が
登
場
す
る
の
は
、
前
半
部
の
二
場
面

（
9
〜
11
、
94
〜
97
）。

（
8
）
田
渕
句
美
子
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
試
論
」（『
明
月
記
研
究
』
九
、
二

〇
〇
四
年
十
二
月
）
は
、
右
京
大
夫
が
そ
の
後
半
生
に
出
仕
し
た
後
鳥
羽
天

皇
内
裏
や
七
条
院
周
辺
に
つ
い
て
、「
か
つ
て
の
平
家
時
代
を
共
有
し
た
人
々

は
、
作
者
の
周
囲
に
数
多
く
い
た
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
再
出
仕
歌
群
に
記

さ
れ
る
、「
昔
の
こ
と
」
を
語
り
合
え
る
相
手
の
不
在
は
、『
右
京
大
夫
集
』

に
お
い
て
特
に
作
り
出
さ
れ
た
状
況
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
9
）
な
お
、
資
盛
の
悲
報
に
接
し
た
直
後
に
は
、
友
人
の
見
舞
い
に
対
し
、「
か

な
し
と
も
又
あ
は
れ
と
も
世
の
つ
ね
に
い
ふ
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ば
こ
そ
あ
ら

め
」（
223
）
と
思
う
な
ど
、
資
盛
の
死
に
よ
る
悲
し
み
を
例
の
な
い
、
他
者

と
共
有
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
も
の
と
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
本
稿
で

取
り
上
げ
る
、
再
出
仕
歌
群
に
記
さ
れ
る
「
昔
の
こ
と
」
を
語
り
合
え
な
い

状
況
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
10
）
七
夕
歌
群
は
、
資
盛
と
別
れ
た
後
、
後
鳥
羽
天
皇
に
再
出
仕
す
る
ま
で

の
「
時
間
的
空
白
を
繋
ぎ
埋
め
る
」
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
（
後
藤
重
郎
「
建

礼
門
院
右
京
大
夫
集
七
夕
歌
に
関
す
る
一
考
察
」（『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研

究
論
集
』
五
二
、
一
九
七
一
年
三
月
）
な
ど
）、
そ
の
役
割
に
つ
い
て
は
再

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
稿
を
改
め
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

（
11
）
後
藤
重
郎
前
掲
注
（
5
）
論
文
。

（
12
）
野
﨑
順
子
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
俊
成
九
十
賀
記
に
つ

い
て
―
「
物
の
ゆ
ゑ
」
の
解
釈
を
中
心
に
―
」（『
日
記
文
学
研
究
誌
』
十
、

二
〇
〇
八
年
三
月
）
は
、「
物
の
ゆ
ゑ
」
に
注
目
し
、
こ
れ
を
「
争
乱
時
代

に
対
す
る
理
解
」
と
解
釈
す
る
。

（
13
）
最
も
大
き
な
差
と
し
て
は
、
配
列
方
法
が
挙
げ
ら
れ
る
（
前
半
部
―
連

想
に
よ
る
配
列　

後
半
部
―
時
間
の
推
移
に
従
っ
た
配
列
）。
ま
た
、
前
半

部
に
は
過
去
形
、
後
半
部
に
は
現
在
形
が
多
く
用
い
ら
れ
る
と
い
っ
た
差
も

見
ら
れ
る
。
こ
の
他
、
信
太
周
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
考
―
上
・
下
両
巻

の
間
に
お
け
る
擱
筆
の
想
定
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
言
語
と
文
芸
』
五
‐
五
、

一
九
六
三
年
九
月
）
は
、
題
詠
歌
群
の
占
め
る
割
合
、
叙
景
歌
（
四
季
歌
）

の
占
め
る
割
合
、
恋
歌
の
と
り
あ
つ
か
い
、
回
想
集
団
の
数
、
連
想
の
形
成
、

の
相
違
を
指
摘
す
る
。

（
14
）
今
関
敏
子
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
に
於
け
る
月
―
徳
子
の
存
在
及
び

星
に
関
連
し
て
―
」（『
中
世
女
流
日
記
文
学
論
考
』
和
泉
書
院
、
一
九
八
七

年
、
初
出
は
一
九
七
八
年
）
は
、
前
半
部
冒
頭
の
2
番
歌
と
、
末
尾
の
202
・

203
番
歌
の
対
応
関
係
を
指
摘
す
る
。

（
15
）『
右
京
大
夫
集
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
一
括
成
立
説
、
二
期
成
立
説
な

ど
が
あ
り
、
前
半
部
と
後
半
部
の
間
に
擱
筆
を
認
め
る
も
の
も
あ
る
。
な
お
、

成
立
説
に
つ
い
て
は
、
野
沢
拓
夫
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
研
究
の
展

望
と
問
題
点
」（『
女
流
日
記
文
学
講
座
』
第
六
巻
、
勉
誠
社
、
一
九
九
〇
年
）

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
16
）
題
詠
歌
群
に
つ
い
て
は
、
井
狩
正
司
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
構
想
論

の
た
め
の
覚
書
（
一
）
―
第
一
四
番
以
下
四
〇
首
の
題
詠
歌
の
配
置
の
意
図

を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
語
文
（
日
大
）』
十
五
、
一
九
六
三
年
六
月
）
が
、
歌

群
以
前
の
歌
が
「
資
盛
と
の
恋
を
体
験
す
る
以
前
の
、
明
朗
な
時
期
の
も
の

に
限
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、「
先
行
し
て
い
る
筆
録
を
締
め
括
る
意
図

を
も
っ
て
据
え
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
七
夕
歌
群
に

つ
い
て
は
、
本
稿
で
検
討
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
た
ん
げ
・
あ
つ
こ　

本
学
特
任
研
究
員
）


