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桐

火

桶

摸

索

犬
養
教
授
の
御
退
官
記
念
に
小
論
を
さ
ゝ
げ
る
と
い
ふ
こ
と
は
一
寸
堅

苦
し
す
ぎ
る
御
挨
拶
の
申
し
や
う
と
も
思
ふ
が
、
し
か
し
思
ひ
か
へ
せ
ば

教
授
が
文
学
部
で
開
講
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
九
年
、
大
学
院
で
は
三
二
年

ふ
来
連
年
担
当
し
て
い
た
ヽ
い
た
そ
の
間
の
長
い
お
つ
き
合
ひ
や
御
恩
頼

の
思
ひ
出
の
、
言
葉

′
に
書
き
尽
せ
な
い
こ
と
も
み
え
て
ゐ
る
。
さ
ゝ
げ
る

と
す
れ
ば
せ
め
て
御
専
攻
に
因
み
の
あ
る
題
材
で
と
心
が
け
な
が
ら
、
結

局
い
つ
も
の
自
分
の
興
味
に
堕
し
て
了

っ
た
の
が
ま
こ
と
に
恥
か
し
い
。

け
れ
ど
も
万
葉
風
土
文
芸
学
の
樹
立

一
筋
に
う
ち
込
ん
で
来
ら
れ
た
教
授

は
、
私
の
融
通
の
利
か
な
さ
を
も
諒
と
し
て
下
さ
る
で
あ
ら
う
。

一

桐
火
桶
に
は
板
本
、
群
書
類
従
本
、
日
本
歌
学
大
系
本
な
ど
通
行
す
る
も
の

の
ほ
か
に
も
諸
本
が
あ
り
、
そ
の
間
に
は
日
に
立
つ
差
異
も
少
く
は
な
い
け
れ

ば
〔
ｒ
剛
馘
鵠
鶏
罐
「
樺
輔

あ
「

つ（
愚

硼
り
稀
敵
褥
繹
跡
一
汁
わ
嘲
』
興
働

「 て
経
れ
）

本
と
よ
び
、
そ
の
要
点
は
最
後
に
ふ
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
は
じ
め
に
注
意
し
て

お
き
た
い
こ
と
は
そ
の
冒
頭
文
を
桐
火
桶
の
そ
れ
と
比
較
す
る
時
、
桐
火
桶
の

成
立
に
つ
い
て
あ
る
推
測
の
成
り
立
つ
こ
と
で
あ
る
。

田

中

裕

桐
火
桶
の
冒
頭
文
は

「凡
そ

（
の
）
当
道
の
大
事
は
大
略
鴻
の
本
末

（等
）
に
申
侍
り
ぬ
。
又
唯

伝

一
子
の
秘
曲
も
同
じ
く
か
の
巻

（
ど
も
）
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
書
き
お
さ
め

侍
り
ぬ
」
醸
絡
棘
難
鉢
社
は
島
ゲ
路
剛
珀
め
瞭
じ

と
あ
り
、
他
方

「鵜
末
」
本
に
は
、

「凡
そ
の
当
道
の
骨
目
は
鷺
本
に
く
は
し
く
申
侍
り
ぬ
れ
ば
そ
れ
に
て
こ
と

た
り
ぬ
べ
き
に
や
。
又
唯
伝

一
子
の
大
事
に
は
鷺
に
つ
く
し
は
て
て
侍
れ
ば
」

（疇
籍
礎
救
嘩
琳
狂
蹴
賜
ｒ
唯
眼
）

と
あ
り
、
か
な
り
の
差
異
が
み
え
る
。
つ
ま
り
桐
火
桶
は
鵜
本
末
を
承
け
て
ゐ

る
が
、

「鵜
末
」
本
の
方
は

「本
」
ａ
衛
埜
　
即
ち

「鵜
本
」
と
、
も
う

一
つ

「鷺
」
を
承
け
て
ゐ
る
こ
と
が
分
る
。

（一し

こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
要
約
に
と
ゞ
め
る
が
、

桐
火
桶
に
い
ふ
鵜
本
末
と
は
凡
そ
現
行
の
一
冊
本
愚
秘
抄
と
三
五
記
下
と
を
そ

れ
ぞ
れ
本
末
に
配
し
た
も
の
で
、
い
は
ゆ
る
鵜
本
末
の
当
初
の
形
態
と
考

へ
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
鵜
本
末
は
ま
た
鵜
本
鷺
末
と
も
よ
ば
れ
て
ゐ
た
ら
し

く
、
従

っ
て
そ
れ
は
後
世
の
や
う
な
鷺
本
末
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
鵜
鷺

を
合
は
せ
て
た
だ

一
系
列
の
鵜
本
末
で
あ

っ
た
と
思
は
れ
る
。
が
や
が
て
右
の

分
化
が
は
じ
ま
る
。
ま
づ
鷺
末
を
分
離
し
た
鵜
本
は
み
づ
か
ら
そ
の
内
容
を
増

殖
し
て
、
改
め
て
鵜
本
鵜
末
の
二
部
に
分
れ
る
。
板
本
や
群
書
類
従
本
に
み
ら



れ
る
や
う
な
新
た
な
鵜
本
末
即
ち
愚
秘
抄
上
下
は
こ
れ
で
あ
る
が
、
他
方
鷺
末

は
、
当
時
単
独
の
一
書
と
し
て
行
は
れ
て
ゐ
た
三
五
記
を
ほ
ゞ
そ
の
ま
ヽ

「本

」
に
戴
い
て
鷺
本
鷺
末
即
ち
三
五
記
上
下
を
成
立
さ
せ
る
に
至
る
。
と
す
れ
ば

こ
の
新
し
い
鵜
本
末

・
鷺
本
末
の
成
立
の
手
順
は
そ
れ
ぞ
れ
異
る
こ
と
に
な
る

が
、
し
か
し
新
鵜
本
末
の
中
に
は
別
に
鷺
本
末
と
同
様
の
手
順
を
経
て
成
立
し

た
場
合
も
あ

っ
た
ｏ
そ
れ
が
単
独
の
一
書
で
あ
る
桐
火
桶
を
と

っ
て
鵜
末
と
し

て

「本
」
に
配
偶
さ
せ
た
（詳
細
は
後
述
）
前
記
静
嘉
堂
文
庫
蔵

「愚
秘
抄
（鵜

本
鵜
末
）
」
な
の
で
あ
る
。

さ
て
冒
頭
文
笙
戻
れ
ば
、
す
で
に
明
ら
か
な
通
り

「鵜
末
」
本
が
鵜
本
と
と

も
に
鷺
を
踏
ま
へ
て
ゐ
る
の
は
、
そ
れ
が
二
系
列
に
分
化
し
つ
ヽ
あ
る
時
期
の

所
産
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
し
、　
一
方

「当
道
の
大
事
」
も

「唯
伝

一
子

の
秘
曲
」
も
す
べ
て
を
含
む
鵜
本
末
を
考

へ
て
ゐ
る
桐
火
桶
は
当
初
の
一
系
列

段
階
で
の
成
立
と
ｔ、
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
こ
と
は
、
桐
火

桶
だ
け
に
つ
い
て
み
れ
ば

「鵜
の
本
末
等
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
や
ヽ
曖
味
な

点
も
残
る
が
、
か
く

「鵜
末
」
本
と
対
比
す
る
時
明
瞭
に
な
る
の
で
あ
る
。

二

と
こ
ろ
で
桐
火
桶
と
は
ど
う
い
ふ
論
書
で
あ
ら
う
か
。
論
旨
は
ま
づ

「万
葉

に
も
古
今
に
も
詠
む
べ
き
詞
、
詠
む
ま
じ
き
詞
相
交
は
れ
り
。
そ
れ
を
よ
く
よ

く
思
ひ
分
つ
こ
と
ゆ
ゝ
し
き
大
事
に
て
侍
る
な
り
」
で
は
じ
ま
り
、
や
が
て
万

葉
か
ら
当
世

⌒筋
錆
給
麟
猷
盪
爆
財
昧
暉
保
）
に
至
る
ま
で
の
詞
姿
の
消
長
が
語
ら
れ

る
。
か
く
課
題
が
詞
姿
に
し
ぼ
ら
れ
た
の
は
、
心
に
関
し
て
は
早
く
も
万
葉
集

に
お
い
て
、
そ
の
「自
然
」
や

「ま
こ
と
」
の
上
に
心
の
頂
点
が
示
さ
れ
、
以
後
は

衰
退
の
一
途
な
の
で
、
残
さ
れ
た
方
向
は
詞
姿
の
洗
練
し
か
な
い
と
い
ふ
見
解

に
基
く
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
洗
練
と
は

「や
さ
し
き
」
も
の
の
追

究
に
は
か
な
ら
ず
、
い
き
は
ひ

「
つ
く
ろ
は
ず
」
ｔ
て

「
お
そ
ろ
し
き
」
万
葉

集
は
否
定
さ
れ
、
代
り
に
古
今
集
を
劃
期
と
し
て
以
後
は
一
般
に
進
化
の
過
程

と
い
ふ
、
心
と
は
逆
な
見
解
が
現
は
れ
る
。
尤
も
仔
細
に
み
れ
ば
古
今
集
の
後
、

後
撰
集
か
ら
後
拾
遺
集
ま
で
は
一
旦
退
行
期
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
金
葉
集

で
復
興
し
、
当
世
に
至

っ
て
頂
点
に
達
す
る
と
さ
れ
る
。
即
ち

「当
世
ぞ
ま
こ

と
に
風
骨

（も
）
巧
み
に
、
詞
の
甲
乙
も
き
び
し
く
、
用
捨
あ
り
げ
に
侍
満^
¨

崚
鰤
場
袢
¨
』

力ヽ こ
〕
は
嗽
』
〔
ｒ
［
赫
れ

ま
「囃

α
侍
＾
ぉ

巌
議
（
姜
謳
嚇

れ
（

“
．

織

の
や
う
な
指
摘
は
近
代
秀
歌
に
似
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
桐
火
桶
で
は
か
ヽ
る
一

面
の
病
態
を
過
大
視
す
る
愚
を
戒
め
、
当
世
に
対
し
て
は
近
代
秀
歌
以
上
に
肯

定
的
と
い
っ
て
よ
い
。
か
く
て
当
世
を
中
心
に
詞
姿
を
論
ず
る
と
な
る
と
い
づ

れ
の
勅
撰
集
も
欠
陥
を
免
が
れ
ず
、
古
今
集
の
や
う
に

「歌
の
本
」
と
さ
れ
て

ゐ
る
も
の
さ
へ
例
外
で
な
い
。
万
葉
集
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
桐
火

桶
は

「万
葉
に
も
き
は
め
て
や
さ
し
き
歌
ざ
ま
」
の
あ
る
こ
と
を
注
意
し
、
や

が
て
万
葉

・
古
今
両
集
の
秀
歌
を
掲
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
古

今
集
ば
か
り
で
な
く
、
万
葉
集
に
対
し
て
も
関
心
の
一
通
り
で
な
か
っ
た
こ
と

が
分
る
。
尤
も
そ
れ
は
当
世

一
般
の
風
潮
で
も
あ

っ
た
が
。

そ
れ
で
は
歌
は
姿
詞
の

「
や
さ
し
」
さ
に
尽
き
る
も
の
か
、
と
い
へ
ば
さ
う

で
は
な
い
。
即
ち

「
た
ヽ
入
門
幽
玄
に
や
さ
し
か
ら
む
と
思
ひ
て
、
し
か
も
正

し
く
詠
み
な
ら
ふ
べ
し
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
基
盤
と
し
て
次
第
に
階
藤
を
経
、

「
（上
に
）
心
を
詠
み
ぬ
き
」

「詠
み
つ
の
る
」
と
い
は
れ
る
境
位

に
達
す

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

「
や
さ
し
」
と
は
対
朦
す
る

「愛
遠
に
骨
高
か
」
な

風
体
と
さ
れ
る
。
が
や
が
て

「風
骨
詠
み
定
ま
る
」
や
再
び

「立
ち
返
り
て
も

と
の
幼
な
か
り
し
に
な
ら
ひ
詠
む
」
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
か
く
て

「歌
の
無
上

と
も
申
す
は
、
た
ゞ
凡
慮
の
及
び
が
た
き
所
を
詠
み
ぬ
き
て
、
し
か
も
常
な
る
や



¨
な
期
卿
』
汁
〔
”
最
藁
勁
げ

詠
「ぉ

む ち
´と 聞
．な

な
時
は
嚇
に
は
「
階
鉤
け
れ
局
〔

の
で
あ
る
。
世
阿
弥
な
ら
ま
さ
に
向
去
却
来
と
い
っ
た
と
思
は
れ
る
所
説
で
、

最
後
の
文
言
な
ど
却
来
の
果
て
に
至
り
つ
く
極
位
の
境
地
と
い
っ
て
よ
い
。
こ

れ
に
対
し
て

「あ
ま
り
に
か
け
り
て
、
あ
な
い
し
け
や
と
聞
え
て
、
よ
も
こ
の

体
を
ば
た
や
す
く

（
は
）
詠
み
え
じ
と
覚
ゆ
る
た
ぐ
ひ
は
、
ま
こ
と
に
詠
（ま
）

む
時
は
や
す
き
な
り
」
と
い
は
れ
る
も
の
は
そ
の
前
階
梯
に
当
る
向
去
の
風
で

あ
り
、
具
体
的
に
い
へ
ば
当
世
が
克
服
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
新
古
今
時
代
の
風

に
当
る
と
解
し
て
よ
い
。
こ
の
や
う
に
辿

っ
て
く
る
と
、
桐
火
桶
の
所
説
は
無

名
抄

・
八
雲
御
抄

。
毎
月
抄
な
ど
が
こ
も
ご
も
語

っ
て
ゐ
る
当
世
の
指
向
と
別

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

如
上
の
見
解
を
桐
火
桶
は
俊
成

。
定
家
の
父
子
間
答
を
通
し
て
明
ら
か
に
し

て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
つ
ゞ
い
て
両
者
の
合
意
に
達
し
た
秀

・
歌
と
し
て
定
家
の

歌
二
首
、
家
隆
の
歌

一
首
、
俊
成
の
を
二
首
掲
げ
る
。
お
そ
ら
く
右
に
語
ら
れ

た
至
極
の
境
位
を
示
す
具
体
例
で
あ

っ
た
ら
う
。
俊
成
が

「
よ
き
歌
」
を
さ
し

て

「桐
火
桶
の
歌
」
と
よ
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
の
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
こ
ゝ
で
あ

る
。
以
上
を
か
り
に
本
書
の
第

一
部
と
す
れ
ば
、
次
に
人
丸
か
ら
亡
父
卿
女
に

至
る
歌
仙
二
十
八
名
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
よ
き
歌
を
抜
出
し
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ

の
風
体
を
警
愉
を
も

っ
て
解
説
し
て
ゆ
く
後
半
は
第
二
部
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
は
本
書
の
分
量
の
半
ば
を
占
め
、
第

一
部
の
幽
玄
本
体
説
と
並
ぶ
ま
た

一
つ
の
中
心
で
あ

っ
た
。
そ
の
第
二
部
の
結
び
に
は
、

「歌
の
本
に
は
古
今
第

一
な
り
。
さ
れ
ば
古
今
の
歌
を
本
と
し
て
当
世
の
風
体
を
よ
そ
ほ
ひ
に
詠
み
な

す
べ
し
」
と
い
ふ
文
言
が
く
る
が
、
こ
れ
は
古
今
集
と
当
世
歌
と
を
そ
れ
ぞ
れ

高
く
評
価
し
、
両
者
を
結
ぶ
と
こ
ろ
に
作
歌
の
基
軸
を
見
出
し
た
も
の
で
、
第

一
部
の
論
旨
と
前
後
照
応
し
て
ゐ
る
。

か
く
前
後
二
部
を
通
観
す
る
と
、
桐
火
桶
の
論
旨
は
単

一
で
あ
る
上
、
そ
の

展
開
も
自
然
で
、
定
家
仮
託
書
の
通
弊
と
さ
れ
る
あ
の
雑
様
性
を
よ
く
免
れ
て

ゐ
る
や
う
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
れ
以
下
の
本
文
は
俄
か
に
調
子
が
変

っ
て
、

百
首
歌
な
ど
の
故
実
に
併
せ
て
古
今
集
の
秘
事

。
そ
の
他
の
寄
せ
集

め
と
な

る
。
し
か
も
前
者
に
つ
い
て
は
詠
歌

一
体

・
毎
月
抄
に
類
似
の
こ
と
が
み
え
る

し
、
後
者
も
そ
れ
ぞ
れ
今
さ
ら
め
く
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
ゐ

る
通

り

で
、
雑
揉
的
と
い
ふ
以
上
に
贅
廃
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
こ

れ
ら
の
記
述
と
前
二
部
と
は
成
立
の
事
情
を
異
に
し
て
ゐ
る
の
か
も
し
れ
な
い

（後
述
）
。三

そ
れ
に
し
て
も
以
上
の
論
旨
は
鵜
本
末

（
一
冊
本
愚
秘
抄

。
三
五
記
下
）
の

付
属
と
い
ふ
に
ふ
さ
は
し
い
も
の
で
あ
ら
う
か
。
付
属
と
い
ふ
か
ら
に
は
本
篇

の
遺
を
拾
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
所
説
の
補
正
は
あ

っ
て
も
根
本
的
な
撞

着
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
は
ま
づ
第

一
部
の
幽
玄
本

体
説
と
愚
秘
抄
の
有
心
体
至
極
説
と
の
関
係
で
あ
る
。

愚
秘
抄
で
こ
の
説
の
現
は
れ
て
く
る
の
は
後
鳥
羽
院
御
時
、
諸
歌
仙
に
至
極

体
に
つ
い
て
お
尋
ね
あ
り
、
多
く
は
幽
玄
体
を
推
し
た
中
で
俊
成
は
有
心
体
を

推
し
た
こ
と
を
記
し
、
併
せ
て
愚
秘
抄
の
筆
者
自
身
も
こ
れ
に
左
祖
す
る
旨
を

記
し
て
ゐ
る
条
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
ゝ
で
至
極
体
と
さ
れ
て
ゐ
る
有
心
体
は

有
心
体
も
種
々
あ
る
中
で
、

「正
し
き
心
を
先
と
し
て
詞
お
ぼ
め
か
ず
、
や
す

ら
か
に
つ
ゞ
け
な
し
て
、
さ
（樋

か
ら
う
ち
任
せ
て
は
つ
ゞ
け
難
き
や
う
に
（
て
）

お
も
し
ろ
き
所
あ
ら
む
」
歌
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
桐
火
桶
が
幽
玄
を
本

体
と
し
つ
ゝ
、
や
が
て
却
来
の
果
て
に
至
り
つ
く
境
位
と
考

へ
た
も
の
に
近
似

す
る
。
が
桐
火
桶
の
場
合
、
所
説
の
要
点
は
あ
く
ま
で
幽
玄
を
本
体
と
し
つ
ゝ



と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
が
、
俊
成
の
場
合
は
い
か
ゞ
で
あ
ら
う
。
愚
秘
抄
の

右
の
逸
話
は
有
心
体
と
幽
玄
体
と
が
二
者
択

一
的
で
あ
っ
た
と
い
ふ
か
の
や
う

で
あ
る
が
、
は
た
し
て
俊
成
は
幽
玄
体
を
拒
斥
し
た
と
ま
で
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た

の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
に
関
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
同
じ
く
愚
秘
抄
の
次
の
文

き
中
で
、
そ
れ
は
俊
成
の
風
体
を
述
べ
、
か
つ
論
評
し
、
末
に
俊
成
の
言
葉
と
み

え
る
も
の
を
引
用
し
て
ゐ
る
。

「幽
玄
体
を
兼
ね
て
有
心
体
を
学
ば
む
人
は
清
輔
朝
臣

・
亡
父
卿
な
ど
の
詠

歌
に
詠
み
似
せ
む
と
す
べ
し
。
そ
れ
は
よ
も
あ
し
か
ら
じ
と
ぞ
覚
え
侍
る
。
こ

れ
ぞ
和
歌
の
体
を
存
ぜ
る
風
骨
に
て
侍
り
ぬ
べ
き
。
た
ヽ
歌
は
こ
と
わ
り
人
の

耳
に
近
く
、
姿
や
さ
し
か
ら
む
を
よ
ろ
し
と
す
べ
し
と
ぞ
承
り
お
き
し
」

つ
ま
り
愚
秘
抄
の
理
会
し
て
ゐ
る
俊
成
の
立
場
は
、
有
心
体
至
極
と
い
っ
て

も
幽
玄
体
を
兼
ね
る
ば
か
り
か
、
歌
の
本
質
を
姿
の

「や
さ
し
」
さ
、
つ
ま
り

幽
玄
に
認
め
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
幽
玄
を
基
盤
と
し
て
の
有
心
体
で
あ

っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
俊
成
に
お
け
る
有
心
体
と
は
、
そ
の

究
極
の
境
位
ば
か
り
か
、
そ
の
表
現
論
的
構
造
に
お
い
て
も
、
桐
火
桶
の
幽
玄

本
体
説
に
近
似
し
て
ゐ
た
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
問
題
は
愚

秘
抄
自
身
の
有
心
体
至
極
説
で
あ
る
が
、
す
で
に
愚
秘
抄
は
上
述
の
通
り
俊
成

の
立
場
を

「
よ
も
あ
し
か
ら
じ
」
と
い
つ
て
諒
解
し
て
ゐ
る
の
で
、
決
し
て
幽

玄
体
を
拒
斥
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
分
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
注
意
さ
れ
る

の
は
、
有
心
体
の

「正
し
」
さ
、

「や
す
ら
か
」
さ
を
顕
は
す
た
め
に
特
に

「

強
」
さ
を
指
向
し
て
ゐ
る
こ
と
、
並
び
に
そ
の
指
向
の
仕
方
に
特
色
の
あ

っ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
次
の
皮
肉
骨
の
説
で
あ
る
。

愚
秘
抄
は
書
道
に
倣

っ
て
皮
＝
や
さ
し
さ
、
肉
＝
愛
あ
る
、
骨
＝
強
さ
の
三

体
を
立
て
、
さ
ら
に
こ
れ
に
歌
の
十
体
を
配
し
て
皮
に
幽
玄
体
、
骨
に
有
心
体

や
拉
鬼
体
等
を
あ
て
て
ゐ
る
の
で
あ
る
つ
も
と
よ
り
理
想
は
三
体
の
綜
合
に
あ

り
、
十
体
に
つ
い
て
も
そ
の

「
い
づ
れ
と

（も
）
み
え
ざ
ら
む
歌
の
、
し
か
も

皆
体
ご
と
に
満
足
し
た
ら
む
」
風
体
を
期
待
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

こ
の
場
合
重
要
な
の
は
特
に

「
こ
の
三
の
内
に

（
は
）
ま
づ
骨
を
得
た
ら
む
ぞ

ま
こ
と
の
姿
に
て
侍
る
べ
き
」
と
か
、

「骨
こ
そ
ま
こ
と
の
五
体
の
根
本
と
し

て
命
源
に
て
侍
れ
ば
、
も、
と、
も、
優
れ
た
る
た
ぐ
ひ
な
る
べ
き
に
や
」
と
記
す
点

で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

「
い
づ
れ
の
わ
ざ
に
も
強
き
姿
を
先、
と、
し、
て、
学

ぶ
べ
し
。
歌
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
」
と
敷
術
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
お
そ
ら
く

真
意
は
、
ン」
れ
を
実
践
的
に
み
れ
ば
骨
あ
る
い
は
有
心
体
を
入
門
と
す
る
こ
と
、

表
現
論
的
に
み
れ
ば
こ
れ
ら
を
諸
体
の
基
盤
と
す
る
こ
と
、
と
解
し
て
差
支
な

い
で
あ
ら
う
。
と
す
れ
ば
こ
の
意
味
の
有
心
体
と
前
述
の
や
う
な
至
極
体
と
し

て
の
有
心
体
と
の
差
異
は
明
ら
か
で
、
前
に

「有
心
体
に
も
浅
深
源
流
の
姿
侍

る
」
と
い
は
れ
た
意
味
が
や
う
や
く
こ
ゝ
に
至

っ
て
納
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

か
く
て
穏
秘
抄
の
見
解
は
、
入
門
乃
至
基
盤
と
し
て
の
有
心
体
か
ら
至
極
体

と
し
て
の
有
心
体
に
至
る
ま
で
の
一
貫
し
た
有
心
体
へ
の
指
向
、
と
し
て
捉
へ

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た

「骨
」
「強
」
さ
か
ら
入

っ
て

「正
し
」

さ
、

「や
す
ら
か
」
さ
へ
進
む
表
現
論
的
構
造
と
し
て
も
捉
へ
ら
れ
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
れ
を
桐
火
桶
の
、
幽
玄
を
入
門
と
し
て
次
第
に
向
去
し
て

「愛
遠
」

「骨
」
に
至
り
、
や
が
て
却
来
し
て

「
正
し
く
」

「常
な
る
」
も
の
に
至
る
構

造
と
比
べ
る
と
、
究
極
の
境
位
並
び
に
骨
へ
の
強
い
要
請
は
同
様

で
あ

る
が

（そ
れ
は
当
世
に
普
遍
す
る
傾
向
で
も
あ

っ
た
）
、
し
か
し
両
書
の
差
異
を
い
へ

ば
、
入
門
を

「強
」
さ
と

「
や
さ
し
」
さ
と
の
い
づ
れ
に
お
く
か
に
か
ヽ
っ
て

ゐ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

両
者
の
一
致
と
差
異
と
に
関
し
て
も
う

一
つ
注
意
さ
れ
る
点
は
、
愚
秘
抄
に

「初
心
の
時
は
浅
き
よ
り
深
き
に
案
じ
入
る
べ
し
。
日
達
の
時
は
深
き
よ
り
浅

き
に
案
じ
出
づ
べ
き
に
や
云
々
」
と
い
ふ
箇
所
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
は
桐
火
桶
以



上
に
明
瞭
に
向
去
却
来
的
思
考
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
か
の
や
う
で
あ
る
が
、
後
続

す
る
説
明
を
読
み
進
む
と
、
前
半
を
向
去
と
み
る
の
は
と
も
か
く
、
後
半
の
、

深
よ
り
浅
に
出
る
の
意
味
は
却
来
と
異
る
こ
と
が
分
る
。
つ
ま
り
こ
れ
に
は
二

方
向
が
あ

っ
て
、　
一
つ
は

「常
の
事
を
地
盤
に
詠
み
す
ゑ
て
持
ち
た
る
が
故
に

い
か
に
高
き
方
を
か
け
り
案
ず
れ
ど
も
正
路
を
失
ふ
こ
と
な
し
。
詠
み
え
ぬ
れ

強
赫
繰
】
脚
汁
唆
い
ｍ
「
％
い
っ

「 で
計
〓
¨
』
削
榊
漸
鋼

れ
．

に
応
い
駆
ム
潮
嘲
汁

の
口
馴
れ
捨
て
た
る
方
に
次
第
に
お
ち
も
て
く
る
に
苦
し
み
な
し
」
と
い
は
れ

る
も
の
で
、
こ
れ
も
骨

へ
の
却
来
で
は
な
く
、
第

一
の
場
合
を
望
ん
で
え
ら
れ

ぬ
場
合
の
便
法
、
あ
た
か
も
毎
月
抄
で
、

「朦
気
さ
し
て
心
底
み
だ
り
が
は
し

き
折
」
の
処
置
と
し
て
、
し
ば
ら
く

「景
気
の
歌
」
が
許
さ
れ
る
の
に
似
た
方

向
で
あ

っ
た
と
思
ふ
。
と
こ
ろ
で
こ
ゝ
で
併
せ
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
右
に

「

高
き
方
を
か
け
り
案
ず
」
と
い
は
れ
て
ゐ
る

「
か
け
り
」
で
、
こ
れ
は
桐
火
桶

の
場
合
と
同
様
、
新
古
今
的
風
体
を
さ
す
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
愚
秘
抄
は

一
種
の
極
位
と
み
な
し
な
が
ら
同
時
に
非
風
と
位
置
づ
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
桐
火
桶
が
、
や
は
り

一
種
の
極
位
と
み
な
し
な
が
ら
、
い
づ
れ
却
来
の

階
梯
で
克
服
さ
れ
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
ゐ
る

（
二
四
頁
上
段
）
の
に
比
べ
る

と
、
類
似
と
と
も
に
差
異
も
少
く
な
い
こ
と
が
分
る
。

か
く
両
者
の
見
解
を
比
較
し
て
く
れ
ば
、
重
要
な

一
致
の
あ
る
こ
と
も
否
定

で
き
な
い
が
、
ま
た
一
概
に
補
正
と
は
い
ひ
き
れ
な
い
差
異
も
あ
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
撞
着
と
い
っ
て
よ
い
か
と
い
へ
ば
、
前
述
の
入
門
を

「

や
さ
し
」
さ
、

「強
」
さ
の
い
づ
れ
に
お
く
か
の
点
な
ど
、
も
う
少
し

「強
」

さ
の
あ
り
や
う
を
考
察
し
て
、
た
と
へ
ば
世
阿
弥
が

「強
」
さ
と

「荒
」
さ
と

の
区
別
に
注
意
し
て
幽
玄
が
強
さ
と
共
存
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
や
う

な
思
索
を
示
す
と
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
撞
着
と
は
い
へ
な
い
で
あ
ら
う
し
、
後

の
非
風
と
向
去
却
来
的
境
位
と
の
関
係
に
も
世
阿
弥
的
解
決
が
あ
り
え
た
筈
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
両
書
の
如
上
の
差
異
は
直
ち
に
思
索
上
の
撞
着
を
意
味
す
る

と
は
限
ら
な
い
が
、
し
か
し
か
り
に
も
桐
火
桶
を
鵜
本
末
の
付
属
と
し
よ
う
と

す
る
な
ら
、
こ
の
あ
た
り
の
思
索
の
整
合
の
仕
方
こ
そ
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ

ば
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
を
欠
い
て
ゐ
る
以
上
、
両
書
を
本
篇

・
続
篇
と

み
る
こ
と
は
い
さ
ヽ
か
苦
し
い
が
、
し
か
し
定
家
仮
託
書

一
般
の
状
況
の
中
で

み
る
時
、
こ
の
点
を
あ
ま
り
厳
し
く
責
め
る
こ
と
は
却

っ
て
真
実
を
失
ふ
や
う

に
思
ふ
。

四

次
に
桐
火
桶
の
第
二
部
と
愚
秘
抄
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ら
う
。
愚
秘
抄
に

も
簡
単
な
が
ら
歌
仙
評
が
あ
り
、
そ
れ
は
実
朝
に
は
じ
ま
り
、
基
俊

。
俊
頼
、

次
い
で
新
古
今
時
代
の
歌
人
十
二
人
、
最
後
に
西
行
、
清
輔

・
俊
成
評
に
及
ん

で
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
う
ち
新
古
今
時
代
の
宜
秋
門
院

丹
後

・
二
条
院
讃
岐

。
宮
内
卿
の
女
流
三
人
を
除
い
た
す
べ
て
が
桐
火
桶
に
含

ま
れ
る
こ
と
、
の
み
な
ら
ず
両
書
の
評
語
の
間
に
し
ば
し
ば
ゆ
る
が
せ
な
ら
ぬ

一
致
ま
た
は
対
応
の
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
づ
慈
円
の
場
合
、
愚
秘
抄
に
「左
右
な
く
不
堪
の
た
ぐ
ひ
の
学
び
難
き
体
」

「抜
群
」
な
ど
と
あ
る
の
と
、
桐
火
桶
に

「思
ひ
も
か
け
ぬ
」

「
か
ヽ
る
け
し

き
の
あ
り
け
る
や
」
な
ど
と
あ
る
の
と
は
必
ず
し
も
似
る
と
は
い
へ
な
い
が
、

家
隆
に
つ
い
て
愚
秘
抄
に

「優
れ
た
る
姿
を
常
に
詠
み
出
し
て
め
づ
ら
し
き
姿

侍
り
。
し
か
れ
ど
も
亡
室
体
の
ま
ヽ
交
は
（れ
）
る
」
と
あ
る
の
と
、
桐
火
桶
の

』
秋
の
千
草
い
ろ
い
ろ
に
花
咲
き
交
り
て
色
め
か
し
き
に
、
麓
の
山
風
ぃ
孫
」にヵ、

も
荒
々
し
く
吹
き
お
ろ
し
た
る
」
と
い
ふ
警
愉
と
の
間
に
は
前
半

。
後
半
そ
れ

ぞ
れ
に
対
応
が
あ
る
や
う
で
あ
り
、
有
家
の

「思
ひ
入
り
た
る
歌
ざ
ま
」
と

「



思

へ
る
と
こ
ろ
あ
り
」
と
は
一
致
し
よ
う
。
ま
た
雅
経
に
つ
い
て
愚
秘
抄
は
、

世
評
が
雅
経
を
有
家
の
上
に
置
く
の
を
こ
と
さ
ら
駁
し
て
、

「見
る
と
こ
ろ
あ

る
」
点
を
難
じ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
桐
火
桶
に

コ
」
と
な
る
風
情

浮

び

て
、

正
位
に
ゐ
る
方
は
う
と
か
る
べ
し
」
と
評
し
て
ゐ
る
の
と
関
連
す
る
の
で
は
な

か
ら
う
か
。
通
具
に
つ
い
て
は

「楽
天
の
詩
を
み
る
心
地
す
る
」
と

「白
氏
の

詩
を
み
る
心
地
し
て
侍
り
」
と
が
相
互
に
合
致
す
る
。
寂
蓮
に
つ
い
て
、
愚
秘

抄
は

「歌
ご
と
に
お、
も、
し、
ろ、
く、
」
と
賞
し
つ
ヽ
も

「骨
強
き
歌
は
つ
や
つ
や
詠

み
出
さ
ず
」
と
評
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
桐
火
桶
で

「
い
と
を
か
し
」
と
い
ひ

つ
ヽ

「松
を
よ
そ
な
る
紅
葉

（
の
）
う
す
く
こ
く
交
れ
る
に
、
山
お
ろ
し
の
強

か
ら
ぬ
ほ
ど
音
な
ひ
た
る
」
と
書

へ
て
ゐ
る
の
に
対
応
し
よ
う
。
次
に
愚
秘
抄

は
秀
能
も
寂
蓮
と
同
じ
評
語
で
一
括
し
て
ゐ
る
が
、
桐
火
桶
で
は

「草
木
う
つ

ろ
ふ
時
に
や
、
交
野
の
み
野
の
朝
露
に
う
ち
む
れ
て
若
殿
上
人
の
小
鷹
狩
し
て

侍
ら
む
あ
り
さ
ま
な
ど
や
」
と
い
ふ
警
愉
で
応
じ
て
ゐ
る
。
こ
の
秀
能
評
で
想

起
さ
れ
る
の
は
言
塵
集
所
引
、
為
道

「歌
の
も
の
た
と
へ
」
と
い
は
れ
る
も
の

に
、

「秋
花
野
に
若
殿
上
人
た
ち
花
や
か
に
装
東
き
て
小
鷹
狩
し
た
る
さ
ま
な

り
」

（樹
秒

と
あ
る
文
言
で
、
両
者
の
類
似
が
注
目
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、

併
せ
て
言
塵
集
が
こ
の
書
愉
を
釈
し
て
、

「
こ
れ
即
ち
め
づ
ら
し
き
風
体
、
お

も
し
ろ
き
さ
ま
か
」
と
記
し
て
ゐ
る
こ
と
に
も
関
連
は
及
ぶ
。
お
そ
ら
く
桐
火

桶
の
秀
能
評
の
も
つ
映
像
は
後
者
に
比
べ
て
淡
彩
で
は
あ
る
が
、
や
は
り

「
お

も
し
ろ
き
さ
ま
」
の
意
を
表
は
す
と
み
て
よ
く
、
従

っ
て
愚
秘
抄
の
寂
蓮

。
秀

能
評
の

「
お
も
し
ろ
く
」
と
も

一
致
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
他
方

「草
木
う
つ

ろ
ふ
」
を
は
じ
め
と
し
て

「朝
露
」

「若
殿
上
人
」

「小
鷹
狩
」
な
ど
の
映
像

は

「骨
強
き
歌
は
つ
や
つ
や
詠
み
出
さ
ず
」
の
意
味
に
照
応
す
る
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ら
う
。
実
朝
に
つ
い
て
は
、

「柿
本
山
辺

（
の
）
再
誕
」
と

「柿
本
に

恥
ぢ
ぬ
ほ
ど
の
歌
ざ
ま
に
や
」
と
が
ほ
ゞ
一
致
す
る
。
最
後
に
注
意
さ
れ
る
の

は
愚
秘
抄
の
前
引

「幽
玄
体
を
兼
ね
て
有
心
体
を
学
ば
む
人
は
清
輔
朝
臣

・
亡

父
卿
な
ど
の
詠
歌
に
詠
み
似
せ
む
と
す
べ
し
」
と
い
ふ
文
言
で
、
こ
れ
は
両
人

を

一
類
と
み
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
桐
火
桶
に
お
い
て
も
こ
の
両
人
の
評
語

の
間
に
は
他
に
み
ら
れ
な
い
類
似
が
あ
る
。
即
ち
清
輔
評
は

「袖
の
露
霜
は
夜

寒、
の、
秋、
に、
な、
り、
そ
め
て
物、
悲、
し、
き、
に
、
枕
に
近
き
き、
り、
ぎ、
り、
す、
の、
声、
（
か
つ
）

弱
り
ゆ
き
て
寝
覚
め
の
心
も
す
み
わ
た
れ
る
時
し
も
、
有
明
の
月
窓
よ
り
か
げ

ろ
ひ
入
り
た
る
を
み
る
心
地
ぞ
し
侍
る
」
と
い
ふ
の
が
そ
の
全
文
で
あ
る
が
、

俊
成
の
は
長
文
な
が
ら
そ
の
肝
要
を
あ
げ
れ
ば

「山
深
き
さ
び
し
さ
は
さ
ら
で

ぃ
木 物、
の 悲、
ま し、
の き、
月、に
」

と 寝、
ほ 覚、
の め、
力ヽ の
確

漏、松
りヽ の
きヽ 戸
岬

（ し
暢
け
）
』
い
れ
劉

（ し
は
「
鰊
一
鎌

頃
な
ら
む
か
し
と
露、
藩
力、、
つ、
が
つ、
寒、
き、
に
、
虫、
の、
音、
弱、
り、
が
た
に
鳴
き
そ
へ
て

（下
略
）
」
と
あ

っ
て
、
こ
の
間
双
方
頗
る
合
致
す
る
。
こ
の
ほ
か
両
書
に
共

通
し
て
名
の
み
え
る
歌
仙
に
は
、
基
俊

・
俊
頼

・
良
経

ｏ
西
行

・
萱
斎
院

・
亡

父
卿
女
の
六
人
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
人
に
対
し
て
は
愚
秘
抄
は
一
般
的
な

称
讃
の
辞
の
み
を
呈
し
て
、
格
別
個
性
的
な
評
語
に
及
ば
な
い
の
で
、
桐
火
桶

と
の
間
に
右
と
同
様
の
比
較
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

以
上
に
よ
っ
て
愚
秘
抄
と
桐
火
桶
と
の
間
に
親
密
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と

す
れ
ば
、
次
の
問
題
は
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
の
影
響
を
受
け
た
か
と
い
ふ
こ
と
で

あ
る
。
結
論
を
先
に
い
へ
ば
、
桐
火
桶
が
愚
秘
抄
の
影
響
を
で
あ

っ
て
、
そ
の

逆
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
理
由
の
第

一
は
、　
一
般
に
直
叙
表
現
か
ら
警
愉
表
現

を
導
き
出
す
方
が
そ
の
逆
よ
り
順
道
と
思
は
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
第
二
に
は

愚
秘
抄
の
関
係
部
分
の
文
章
が
達
意
で
あ
る
上
、
文
勢
の
自
然
に
も
恵
ま
れ
て

ゐ
る
の
で
、
容
易
に
桐
火
桶
の
摸
倣
と
は
考

へ
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に

第
三
と
し
て
、
か
り
に
愚
秘
抄
が
桐
火
桶
の
影
響
を
受
け
た
と
す
る
な
ら
何
故

前
記
基
俊

・
俊
頼
以
下
の
六
人
ば
か
り
が
こ
れ
に
漏
れ
て
ゐ
る
の
か
、
説
明
し



に
く
い
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
。
が
、
こ
の
点
に
は
愚
秘
抄
に
対
す
る
愚
見
抄
の

影
響
の
問
題
が
絡
ん
で
ゐ
る
。

２
）

す
で
に
旧
稿
に
も
記
し
た
通
り
、
愚
秘
抄
の
構
成
や
叙
述
は
愚
見
抄
を
粉
本

と
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
は
れ
る
が
、
同
書
の
歌
仙
評
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

即
ち
愚
見
抄
に
そ
の
名
の
み
え
る
歌
仙
は
、

「嵐
吹
く
遠
山
も
と
の
む
ら
柏
」

の
歌
を
称
揚
さ
れ
て
ゐ
る
家
隆
、
対
立
的
に
扱
は
れ
て
ゐ
る
基
俊
と
俊
頼
、
歌

道
の
理
想
と
し
て
の
西
行
、
山
柿
に
並
ぶ
歌
仙
と
さ
れ
る
実
朝
、　
一
類
と
し
て

扱
は
れ
て
ゐ
る
清
輔
と
俊
成
、
以
上
七
人
で
、
ほ
か
に
名
こ
そ
顕
は
さ
れ
て
ゐ

な
い
が
、

「空
は
な
ほ
霞
み
も
や
ら
ず
風
さ
え
て
」
の
歌
に
つ
い
て

「堪
機
」

と
評
さ
れ
て
ゐ
る
良
経
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
う
ち
家
隆
を
除
い
た
す
べ
て

が
、
以
上
と
同
じ
叙
述
の
特
色
を
も

っ
て
愚
秘
抄
の
中
に
現
は
れ
て
く
る
の
で

あ
る
。
両
書
の
こ
の
緊
密
な
関
係
に
着
目
す
る
な
ら
、
前
に

「
一
般
的
な
称
讃

の
辞
の
み
呈
し
て
、
格
別
個
性
的
な
評
語
に
及
ば
な
い
」
と
記
し
た
六
人
の
う

ち
基
俊

。
俊
頼

・
良
経

・
西
行
は
、
実
は
愚
見
抄
の
右
の
叙
述
に
由
来
す
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
残
り
の
萱
斎
院
と
亡
父
卿
女
と
は
愚
見
抄
で
は
全

く
扱
は
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
同
書
の
方
針
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
。
ま
た
さ
き
に

愚
秘
抄
と
桐
火
桶
と
の
間
に
文
言
の
一
致
が
あ
る
と
し
た
実
朝
も
、
今
に
し
て

い
へ
ば
愚
見
抄
と
愚
秘
抄
と
の
間
に
よ
り

一
層
詳
し
い
一
致
の
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
し
、
清
輔

。
俊
成
を

一
類
と
す
る
扱
ひ
さ
へ
、
上
述
の
通
り
愚
見
抄

に
発
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

か
く
愚
見
抄
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
は
、
結

局
桐
火
桶
の
歌
仙
評
が
愚
秘
抄
に
倣

っ
た
も
の
で
、
そ
の
逆
で
は
な
い
こ
と
を

納
得
さ
せ
る
で
あ
ら
う
。
お
も
ふ
に
愚
見
抄
は
初
心
の
た
め
の
教
訓
書
を
志
し

て
、

「
か
け
り
」

「
お
も
し
ろ
き
」
歌
を
時
弊
と
し
て
禁
過
す
る
立
場
を
と

っ

て
ゐ
る
の
で
、新
古
今
時
代
の
歌
人
に
は
こ
と
さ
ら
ふ
れ
な
い
方
針
と
み
え
た
。

そ
こ
で
愚
秘
抄
は
こ
の
期
の
歌
仙
評
は
み
づ
か
ら
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
か
う
い
ふ
愚
秘
抄
の
評
語
を
承
け
つ
ゝ
、
さ
ら
に
個
々
の

風
体
を
警
愉
で
綴
る
こ
と
を
企
図
し
た
の
が
桐
火
桶
で
あ

っ
た
。
の
み
な
ら
ず

桐
火
桶
は
こ
の
同
じ
手
法
を
さ
ら
に
拡
げ
て
、
愚
見
抄
は
も
と
よ
り
愚
秘
抄
も

様
に
ふ
れ
な
か
っ
た
女
流
歌
人
や
、愚
見
抄
・愚
秘
抄
が
と
も
に
一
般
的
な
評
語

し
か
下
し
え
な
か
っ
た
新
古
今
時
代
以
前
の
歌
人
に
も
及
ぼ
し
た
し
、
同
様
に

両
書
に
み
え
な
い
歌
仙
を
古
今
に
亙

っ
て
選
出
し
加
評
す
る
と
こ
ろ
も
多
く
、

こ
れ
ら
に
桐
火
桶
の
独
自
さ
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

か
く
て
桐
火
桶
の
歌
仙
評
の
部
分
は
愚
秘
抄
の
敷
術
あ
る
い
は
展
開
と
い
っ

て
よ
く
、
第
二
部
に
関
し
て
は
鵜
本
末
の
付
属
と
称
す
る
こ
と
も
決
し
て
不
当

で
な
い
こ
と
が
分
る
。
と
す
れ
ば
既
述
の
第

一
部
と
併
せ
て
、
桐
火
桶
の
こ
れ

ら
両
部
は
鵜
本
末
の
付
属
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
桐
火
桶

の
当
初
の
形
態
を
示
す
も
の
と
考
へ
た
い
と
思
ふ
。

五

次
に
桐
火
桶
の
本
文
で
あ
る
が
、
管
見
に
入

っ
た
諸
本
は
次
の
十

一
種
で
あ

スυ。
０
群
書
類
従
本

「桐
火
桶
」
、
同
板
本

（寛
永
十
五
年
板

「桐
火
桶
」
、
元

禄
十
年
板

「和
歌
風
体
抄
し
、
内
内
閣
文
庫
本

「桐
火
桶
」
、
日
静
嘉
堂
文
庫

本

「幽
旨
」
、
同
弊
学
土
橋
文
庫
本

「桐
火
桶
」
、
内
三
手
文
庫
本

「桐
火
桶
」、

的
弊
学
国
文
学
研
究
室
文
明
九
年
本
「幽
旨
」
、
０
架
蔵
為
秀
奥
書
本
「秘
抄
」
、

Ｄ
三
手
文
庫
本

「
つ
る
の
本
」
、
図
神
宮
文
庫
本

「玄
』ど
、
四
陽
明
文
庫
本

「定
家
自
撰
集
」
。

こ
れ
ら
の
間
に
は
異
同
も
少
く
な
い
が
、
特
に
問
題
に
な
る
の
は
以
下
の
四

箇
所
で
あ
る
。
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［
は
、
前
記
家
隆
の

「嵐
吹
く
遠
山
も
と
の
む
ら
柏
」
の
歌
に
加
へ
ら
れ
た

説
明
の
末
に

「
こ
の
人
が
歌
に
は
こ
れ
ほ
ど
の
こ
と
も
あ
り
が
た
く
や
と
宣
ひ

き
」
と
い
ふ
一
条
が
有
る
か
無
い
か
の
点
で
、
無
い
も
の
に
０
同
い
が
あ
る
。

国
は
、
折
敷
の
裏
に
て
切
る
も
の
の
大
事
の
箇
所
で
、
異
文
は
大
別
し
て
三

種
に
分
れ
る
。
即
ち
０
は

「折
敷
の
面
に
て
き
り
き
。
又
宣
ひ
き
と
て
」
以
下

か
な
り
の
文
言
が
あ

っ
て
、

「げ
に
げ
に
さ
り
げ
な
き
や
う
に
て
物
の
大
事
は

侍
り
け
り
と
」
と
つ
ゞ
く
も
の
で
、
０
い
が
こ
れ
に
当
り
、
０
は

「折
敷
の
面

に
て
き
り
き
」
か
ら
直
ち
に
「げ
に
げ
に
」
以
下
に
つ
ゞ
く
も
の
で
日
国
内
ｍ
。

０
は

「折
敷
の
面
に
て
」
か
ら
直
ち
に

「物
の
大
事
は
」
以
下
に
つ
ゞ
く
も
の

で
同
ｏ
ｍ
図
四
で
あ
る
。

日
は
、
本
書
の
結
び
の
文
言
で
、
や
は
り
三
種
に
分
れ
る
が
、
０
は

「
可
秘

事
な
り
」
で
終
る
も
の
で
０
同
０
明
図
。
０
は
さ
ら
に
こ
れ
に
つ
ゞ
け
て

「あ

統
警
身
の
秘
事
な
り
と
こ
そ
覚
え
侍
れ
」
以
下
若
千
の
文
言
が
あ

っ
て

「
な
接

ろ
し
ノ
ヽ
」
で
終
る
も
の
で
０
国
内
側
四
。
０
は
さ
ら
に
そ
の
奥
に

「唯
伝

一

子
」
け
罐
詢
麹
礫

「
」

餃
鰤
“
毎
麟
腋
¨
鰤
諏

之
（
る

部
の

計
″
帥
口
に
』
れ
葬
「

。

黒
賜
嗅
措
繁
難
は
格
。

）
と
い
ふ
奥
書
の
有
無
の
点
で
、
有
る
も
の
は
的
０
明
図
叫

で
あ
る
。

さ
て
右
の
日
の
場
合
、
こ
の
家
隆
の
歌
は
愚
見
抄
に
も
み
え
て
を
り
、
し
か

も
同
書
が
そ
れ
に
加
へ
て
ゐ
る
評
言
は
問
題
の
一
条
と
同
趣
意
な
の
で
、
あ
る

い
は
こ
の
一
条
は
愚
見
抄
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
疑
は
れ
る
。

と
す
れ
ば
有
る
方
が
原
型
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
無
い
も
の
の
う
ち

０
内
に
は
歌
の
前
に

「遠
村
雪
」
と
い
ふ
題
詞
が
記
さ
れ
、
こ
れ
は
壬
二
集
に

照
し
て
正
確
で
あ
る
が
愚
見
抄
に
は
み
え
な
い
と
い
ふ
事
実
も
あ
る
。
こ
の
本

文
も
注
目
す
べ
く
、
従

っ
て
愚
見
抄
に
近
い
方
が
よ
い
と
も
断
じ
き
れ
な
い
。

そ
れ
に
右
の

「宣
ひ
き
」
の
句
は
こ
の
一
条
の
直
前
に
も
み
え
て
ゐ
て
、
い
さ

さ
か
重
複
が
耳
に
立
つ
。
結
局
こ
の
一
条
は
む
し
ろ
後
に
愚
見
抄
に
よ
っ
て
補

は
れ
た
も
の
と
考

へ
た
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
も
う
少
し
０
い
の
性
質
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

次
に
国
の
場
合
、
０
は
最
も
詳
細
で
あ
る
が
文
脈
は
必
ず
し
も
整
は
な
い
の

で
、
こ
れ
を
後
の
増
補
と
み
、
三
者
の
う
ち
で
は
文
脈
の
最
も
整

っ
た
０
を
正

文
、
０
は
明
ら
か
に
誤
脱
、
あ

へ
て
い
へ
ば

「
に
て
」
の
重
複
か
ら
中
間
の
文

言
を
見
落
し
た
も
の
と
も
推
定
で
き
る
や
う
に
思
ふ
。
し
か
し
文
脈
の
最
も
整

っ
て
ゐ
る
か
の
や
う
な
０
も
そ
の
文
意
を
考

へ
る
と
、
有
職
の
人
が

「折
敷
の

面
に
て
き
り
き
」
と
あ
る
の
は

「折
敷
の
裏
の
き
り
物
」
を
論
じ
て
き
た
前
文

を
承
け
る
に
し
て
は
唐
突
で
あ
る
上
、
こ
れ
を

「げ
に
げ
に
さ
り
げ
な
き
や
う

に
て
」
と
事
も
な
く
肯
べ
な
ふ
の
は
さ
ら
に
違
和
感
を
深
め
る
や
う
で
あ
る
。

ま
た

「げ
に
げ
に
」
の
語
は
そ
の
前
文
に
も
近
く
み
え
て
ゐ
て
、
重
複
が
耳
に

立
つ
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
、
０
と
て
俄
か
に
信
用
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の

辺
に
は
早
く
か
ら
錯
簡
あ
る
い
は
誤
脱
に
よ
る
乱
れ
が
あ
り
、
三
種
の
う
ち
で

は
ま
だ
し
も
０
が
よ
り
多
く
原
型
を
伝
へ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
尤

も
後
の
増
補
の
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
し
て
。

次
に
国
の
場
合
、
ま
づ
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
０
の
諸
本
が
り
を
除
い
て
、
国

の
０
の
諸
本
に
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
０
の
文
言
の
う
ち

「
こ
の

が力ヽ付哺一／（べ避『舞』応（堪獄興酬ダわなれ安いつ端̈
［̈請』蒻と「陽



て
も
、
ま
た
鵜
本
末
の
付
属
と
し
て
も
形
態
上
整
合
さ
れ
た
本
文
な
の
で
、
制

作
当
初
か
ら
の
も
の
と
み
た
い
気
も
す
る
が
、
し
か
し

一
方
か
ら
い
へ
ば
、
⑤

の
追
加
に
よ
っ
て
格
別
論
旨
に
増
減
は
な
く
、
０
は
こ
れ
と
し
て
文
意
は
も
と

よ
り
形
態
さ
へ
完
結
し
て
ゐ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
０
は
０
の
末
尾
が
脱
落
し
た

の
で
は
な
く
、
逆
に
０
に
ま
で
加
筆
、
整
合
さ
れ
る
以
前
の
形
態
と
考
へ
て
お

き
た
い
と
思
ふ
（０
の
前
記
「あ
な
や
す
の
秘
事
な
り
と
こ
そ
覚
え
侍
れ
」
は
、

先
行
の
文
に

「
こ
れ
も
申
せ
ば
よ
に
や
す
き
事
な
り
」
と
あ
る
の
に
重
複
す
る

感
も
あ
る
。
尤
も
後
者
は
０
的
に
は
な
い
が
）。
　
０
に
つ
い
て
は
改
め
て
い
ふ

を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。

次
に
口
の
場
合
、定
家
の
奥
書
を
具
へ
て
ゐ
る
の
は
的
Ｏ
Ｄ
”
四
で
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
”
は
如
上
の
調
査
か
ら
察
知
さ
れ
る
や
う
に
諸
本
の
特
色
を
雑
鞣
さ

せ
た
本
文
と
み
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
奥
書
も
他
本
か
ら
移
さ
れ
た
も
の
と
み
て

お
き
た
い

（
こ
の
意
味
か
ら
の
の
奥
書
の
頭
に

「本
云
」
と
あ
る
の
は
留
意
さ

れ
る
）。
同
は
極
め
て
特
異
で
、定
家
の
奥
書
の
次
に
さ
ら
に

「弘
長
二
年
七
月

二
日
彼
自
筆
相
伝
詑
　
藤
原
朝
臣
為
氏
」
と

「以
祖
父
卿
自
筆
本
書
写
校
合
詑

法
眼
源
承
」
と
を
加
へ
る
。
源
承
の
名
の
み
え
る
の
は
興
味
深
く
、
別
に
考

へ
さ
せ
ら
れ
る
点
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
当
面
定
家
の
奥
書
と
本

文
と
の
関
係
を
考
へ
る
に
つ
い
て
は
、
徒
ら
に
奥
書
の
上
に
作
為
を
求
め
す
ぎ

た

一
本
と
し
て
、
し
ば
ら
く
四
と
同
様
に
除
外
し
て
お
く
の
が
よ

い
で
あ

ら

う
。
あ
と
に
Ｏ
ｍ
図
が
残
る
が
、
注
目
す
べ
き
点
は
前
掲
十

一
本
の
う
ち
こ
の

三
本
だ
け
が
細
部
に
亙
つ
て
同
系
統
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら

に
だ
け
奥
書
が
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
偶
々
管
見
に
入

っ

た
事
実
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
や
は
り
こ
の
系
統
と
奥
書
と
の
間
に
緊
密
な

関
係
の
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
や
う
に
思
ふ
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
桐
火
桶
に
は

元
来
定
家
の
奥
書
は
な
く
、
あ
る
時
期
に
Ｏ
ｕ
図
の
系
統
に
お
い
て
作
為
さ
れ

た
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
こ
の
系
統
は
前
の
第
口
項
に
示
さ
れ

て
ゐ
る
や
う
に
桐
火
桶
と
し
て
は
む
し
ろ
早
い
段
階
で
の
成
立
と
み
ら
れ
る
が

こ
れ
に
関
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
０
の
奥
書
で
、
三
本
中
こ
れ
だ
け
が

別

に

「
元
徳
三
年
三
月
十
七
日
書
写
之
了

侍
従
為
秀
花
押
」
と
い
ふ
奥
書
を
加
へ
て

ゐ

（る
¨
）
」
れ
は
花
押
に
不
審
が
あ
り
、
そ
の
信
憑
性
に
は
な
ほ
検
討
の
余
地
が

あ
る
が
、
信
用

（で
賛
る
と
す
れ
ば
定
家
の
奥
書
の
付
け
ら
れ
た
実
年
代
を
推
測

さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
奥
書
を
作
為
し
た
の
は
三
本
の
系
統
ば
か
り
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た

一
”
攣
ほ
に
つ
赫
赫
［
一
″
傘
『
は
如
上
の
定
家
の
奥
書
を
欠
く
代
り
に
別
の

さ
て
以
上
の
全
叙
述
を
顧
み
つ
ゝ
、
最
も
桐
火
桶
の
原
型
に
近
い
も
の
を
選

ぶ
と
す
れ
ば
０
の
群
書
類
従
本
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
。
こ
の
本
に
つ
い
て
、

い囃篠̈
褻略畦̈
奴一、「」一畔く^摘れは一嗜はい」はれば婦』」なた

ぎ
し
心
な
ら
ひ
に
」
霜
場猥鶏蘇証こ
の
歌
が
こ
の
本
に
欠
け
て
ゐ
る
こ
と
で

あ
る
（
ほ
か
に
”
も
）。
と
こ
ろ
で
こ
の
歌
は
壬
二
集
に
み
え
る
ば
か
り
で
な
く

静
嘉
堂
文
庫
の
伴
嵩
曖
手
校
本
に
も
書
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
通
り
、
新
勅
撰
集
雑

三

（に
外
み
え
る
家
隆
の
歌
な
の
で
、
こ
れ
を
欠
く
本
は
頗
る
注
目
に
価
す
る
の

で
あ
る

（後
述
の

「鵜
末
」
本
に
も
こ
の
歌
を
欠
く
こ
と
は
併
せ
て
注
目
さ
れ

て
よ
い
Ｙ

本
稿
の
目
的
は
こ
れ
で
終

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
群
書
類
従
本
よ
り

も
な
ほ
一
層
原
初
的
な
形
態
は
推
測
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
ら
う
か
。
と
い
へ
ば

す
で
に
第
二
節
の
末
に
記
し
た
や
う
に
、
桐
火
桶
の
第
二
部
よ
り
後
の
部
分
が

そ
れ
以
前
に
比
べ
て
異
質
的
と
み
え
る
こ
と
、
並
び
に
冒
頭
で
紹
介
し
た

「鵜

末
」
本
で
は
ま
さ
し
く
こ
の
部
分
の
欠
け
て
ゐ
る
こ
と
等
が
想
起
さ
れ
る
の
で



あ
る
。
与

へ
ら
れ
た
紙
数
は
す
で
に
尽
き
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て

要
領
の
み
素
描
し
て
お
き
た
い
。

エハ

「鵜
末
」
本
は
桐
火
桶
に
比
べ
て
叙
述

。
構
論
と
も
に
増
減
が
著
し
い
が
、

叙
述
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
そ
れ
は
詳
し
く
な

っ
て
ゐ
る
場
合
で
さ
へ
文
意
は
曖

味
で
、
桐
火
桶
の
も
つ
あ
の
達
意
も
文
勢
も
失
は
れ
て
ゐ
る
。
の
み
な
ら
ず
基

俊
や
俊
頼
の
所
説
へ
の
付
会
も
増
加
し
て
を
り
、
要
す
る
に
そ
の
本
文
は
桐
火

桶
を
任
意
に
改
変
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
は
れ
る
が
、　
一
方
構
論
に
つ
い
て

み
れ
ば
、
必
ず
し
も
さ
う
と
い
へ
な
い
ぶ
し
が
あ
る
。
即
ち
構
論
上
の
大
き
な

増
減
と
い
へ
ば
、
０
、
「鵜
末
」
本
で
は
桐
火
桶
の
冒
頭
に
近
い

「却
初
は
げ
に

し
ぜ
ん
の
道
理
に
任
せ
て
」
か
ら

「
よ
く
よ
く
こ
の
理
に
も
と
づ
き
て
邪
に
入

ら
む
こ
と
を
導
き
ま
も
る
べ
し
」
ま
で
の
部
分
を
欠
い
て
ゐ
る
こ
と
。
代
り
に

日
、
古
今
集
歌
を
選
抄
し
た
後
に
、
後
撰
集
以
下
の
三
集
に
対
す
る
批
評
を
加

へ
て
ゐ
る
こ
と
。
日
、
第
二
部
の
後
に
当
面
問
題
の
箇
所
が
な
く
、
代
り
に
簡

単
な
文
章
で
閉
ぢ
め
て
ゐ
る
こ
と
等
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
日

・
０
な
ど
桐
火
桶

に
あ

っ
て
は
雑
揉
的
部
分
な
の
で
、

「鵜
末
」
本
は
濫
り
に
こ
れ
ら
を
削
除
し

た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
よ
く
そ
こ
に
原
初
の
形
態
が
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は

「鵜
末
」
本
の
歌
仙
評
の
部
分
で
、
そ
の
秀
歌
例
は

や
は
り
桐
火
桶
に
比
べ
て
増
減
が
あ
る
。
増
加
さ
れ
た
歌
三
二
首
、
失
は
れ
た

歌
四
首
で
、他
に
桐
火
桶
に
は
み
え
な
か
っ
た
歌
人
宮
内
卿
の
六
首
を
加
へ
る
。

と
こ
ろ
で
増
加
さ
れ
た
歌
の
典
拠
を
考

へ
る
と
、
す
べ
て
は
勅
撰
集
所
見
の
も

の
で
あ
る
が
、
や
ヽ
細
か
に
み
れ
ば
定
家
十
体
と
新
古
今
集
所
見
の
も
の
が
頗

る
多
く
、
両
者
に
重
複
す
る
も
の
を
か
り
に
定
家
十
体
に
入
れ
て
数
へ
る
と
、

定
家
十
体
十
七
首
、
後
者
九
首
。
こ
れ
に
漏
れ
る
も
の
は
金
葉
集

・
千
載
集
各

一
首
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
同
様
の
こ
と
を
桐
火
桶
の
秀
歌
例
八
五
首
に
つ

ヽ
て
み
る
と
、
愚
秘
抄

・
愚
見
抄

・
金
視
集
所
見
の
三
首
を
例
外
と
し
て
、
他

は
す
べ
て
勅
撰
集
所
見
の
も
の
で
あ
る
が
、
細
か
に
み
れ
ば
や
は
り
定
家
十
体

と
新
古
今
集
所
見
の
も
の
が
多
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
五
二
首

・
十
六
首
で
、
こ
れ

に
漏
れ
る
も
の
は
古
今
集
五
首
、
拾
遺

・
後
拾
遺

・
金
葉
集
各

一
首
、
千
載
集

四
首
、
続
後
撰

。
続
古
今
集
各

一
首
で
あ
る

（
し
か
し
続
後
撰
集
所
見
の
実
朝

「箱
根
路
を
」
の
歌
は
愚
見
抄
所
出
と
み
る
べ
き
で
あ
ら
う
し
、
続
古
今
集
所
見

の
赤
人

「和
歌
の
浦
に
」
の
歌
は
古
今
集
八
序
）
所
出
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ

う
か
。
さ
ら
に
こ
の
中
に
は
流
布
本
近
代
秀
歌
所
見
の
歌
も
少
く
な
い
の
で
、

こ
れ
を
定
家
十
体

。
新
古
今
集
に
並
べ
て
出
典
と
し
て
扱
ふ
と
、
勅
撰
集
所
出

歌
と
し
て
残
る
も
の
は
わ
づ
か
に
古
今
集
の
五
首
に
す
ぎ
な
く
な
る
）。
こ
れ
ら

に
よ
れ
ば

「鵜
末
」
本
が
任
意
に
歌
を
挿
し
加
へ
た
の
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確

か
で
あ
る
が
、
進
ん
で

「鵜
末
」
本
と
桐
火
桶
と
が
共
通
の
撰
歌
態
度
で
結
ば

れ
て
ゐ
る
こ
と
さ
へ
推
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

以
上
の
叙
述
を
勘
合
す
れ
ば
、

「鵜
末
」
本
は
現
存
桐
火
桶
の
い
づ
れ
の
系

統
を
基
に
し
て
改
変
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
別
の
一
本
に
発
し
て
を
り
、
そ

れ
は
ま
た
桐
火
桶
の
祖
本
に
当
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
尤

』
¨
一
一
凱
“
熱
」
¨
釧
林
ｍ
狩
響
颯
難
移
動
猜
幸
康
嚇
機
れ
）
は
確
「
燕
詢

下
の
祖
本
が
い
ま
だ
定
家
に
か
ヽ
は
り
を
も
た
な
い
一
書
で
あ

っ
た
の
と
は
事

情
が
異
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
し
く
は
な
ほ
考

へ
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（七
〇

。
一
二
。
二
五
）

注一
、
八
島
長
寿
氏

「鵜
鷺
の
書
形
成
考
」

（横
浜
国
立
大
学
人
文
紀
要
、
昭
和
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四
〇
年
十

一
月
）
で

「桐
火
桶

一
本
」
と
よ
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
筆
者

「中
世
文
学
論
研
究
」
二
〇
七
頁
以
下
。

三
、
同
書
二
一
一
頁
以
下
。

四
、
同
書
二

一
〇
頁
。

五
、
本
書
の
巻
末
に
記
さ
れ
た
寛
延
三
年
の
冷
泉
為
村
の
手
識
に
よ
れ
ば
、
こ

の
本
は
山
科
家
に
あ

っ
た
為
秀
自
筆
本
を
臨
写
し
た
も
の
で
、
自
筆
本
を
当

家
に
譲
受
け
た
代
り
に
納
め
た
も
の
と
い
ふ
。
第

一
面
に

「山
科
蔵
書
」
の

朱
印
が
あ
る
。
写
し
は
上
々
と
い
へ
な
い
が
、
為
秀
自
筆
の
詠
歌
大
概

（複

製
）
の
筆
致
に
比
べ
る
と
、
よ
く
そ
の
特
色
を
残
し
て
を
り
、
奥
書
の
記
載

に
も
不
都
合
は
な
い
。
想
起
さ
れ
る
の
は
了
俊
の
古
今
和
歌
集
註
の
巻
末
に

「元
徳
三
年
十
七
日
書
写
畢
　
自
為
秀
相
伝
本
也

（
下
略
）
」
と
い
ふ
同
種

の
為
秀
奥
書
と
覚
し
き
も
の
の
み
え
る
こ
と
で
あ
る

（川
瀬

一
馬
氏

「世
阿

弥
自
筆
伝
書
集
」
解
題
）。
不
審
は
た
ゞ
模
写
さ
れ
た
花
押
で
、右
の
詠
歌
大

概
や
定
家
自
筆
本
近
代
秀
歌
の
奥
に
加
へ
ら
れ
た
後
年
の
花
押
に
は
似
て
ゐ

な
い

（筆
者
の
前
掲
書
口
絵
写
真
参
照
）
。
尤
も
仔
細
に
み
れ
ば
結
び
の
筆

法
の
違
ひ
と
も
い
へ
、
初
期
の
花
押
と
し
て
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

六
、
私
見
に
よ
れ
ば
定
家
仮
託
書
に
お
け
る
定
家
の
奥
書
に
は

「遺
老
」
型
と

「前
中
納
言
」
型
と
が
あ
り
、
前
者
は
基
俊
系
の
特
色
を
示
し
、
後
者
は
経

信
系
と
考

へ
ら
れ
る
。
現
在
で
は
愚
秘
抄
の
み
が
後
者
に
属
す
る
が
、
も
と

は
三
五
記
下
も
さ
う
で
、
つ
ま
り
当
初
の
鵜
本
末
は
経
信
系
で
あ

っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
付
属
す
る
筈
の
桐
火
桶
が
遺
老
型
で
あ
る
の

は
不
審
と
い
へ
る
が
、
こ
れ
は
奥
書
の
付
け
ら
れ
た
時
期
が
す
で
に
両
系
対

立
の
意
味
の
忘
れ
ら
れ
た
再
編
成
期
に
近
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
る

七
、
文
末
を
承
け
て

「右
唯
伝

一
子
古
今
灌
頂
奥
書
也
」
と
し
て
下
に

「為
家

女
月
日
安
嘉
門
院
女
四
条
」
と
あ
り
、
次
に

「嘉
頑
丁
酉
三
年
仲
春
十
五
日

記
畢
　
明
撫
紺
定
家
法
名
也
」
と
あ
る
。

八
、
こ
れ
と
同
種
の
誤
り
は
曽
丹
集
三
百
六
十
首
和
歌
の
う
ち
の
一
首
が
、
人

丸
の
秀
歌
例
の
最
後
に

「身
に
寒
く
秋
の
さ
よ
風
吹
く
な
べ
に
古
り
に
し
人

の
夢
に
み
え
つ
ゝ
」
と
し
て
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

は
諸
本
と
も
同
じ
で
も
と
か
ら
の
も
の
と
思
は
れ
る
が
、
歌
は
愚
見
抄

・
愚

秘
抄
に
写
古
体
の
例
と
し
て
引
か
れ
て
を
り
、
後
者
な
ど
明
ら
か
に
人
丸
の

歌
と
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
拠

っ
た
の
で
あ
る
。

九
、
筆
者
前
掲
書
三
二
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（本
学
教
授
）




