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雑

談

と

い
う

名

の
歌

論

―
―
井
蛙
抄
お
ぼ
え
が
き
―
―

一

『
新
古
今
集
』
以
後
の
中
世
和
歌
史
は
、
時
に

『
玉
葉
集
』

『
風
雅
集
』
に

見
る
京
極
派
歌
風
や
、
冷
泉
為
ヂ
門
の
正
徹
に
よ
る

『草
根
集
』
な
ど
の
異
風

が
あ
り
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
異
風
の
歌
風
に
こ
そ
、
そ
の
す
ぐ
れ
た

面
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
当
時
の
評
価
に
立
て
ば
、
そ
れ
ら
は
ど
こ

燎
藤
〔
罐
回
”
興

つ て
た
（
と

も
立
曇
向
に
い
け
¨
「
も
帥
ど
経
鰤
い
ち
（
鐵
¨
い
に

が
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
連
綿
と
ょ
み
つ
が
れ
て
、
近
世
和
歌
へ
と
続
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
の
二
条
派
に
あ
っ
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
歌
人
と
し
て
、
頓
阿
を
と

り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
二
条
為
世
の
問
弟
と
し
て
、
八
十
四
歳
の
長
寿

を
全
う
し
た
頓
阿
は
、
為
世

・
為
藤

。
為
定

。
為
明
ら
宗
匠
家
の
人
々
を
た
す

け
、
特
に
為
明
が

『新
拾
遺
集
』
の
撲
進
な
か
ば
で
他
界
し
た
時
は
、
そ
の
あ

と
を
と
り
ま
と
め
て
完
成
し
て
い
る
し
、
広
く
公
武
の
人
々
に
ま
じ
わ
っ
て
信

任
を
得
て
い
る
。
晩
年
に
は
二
条
良
基
に
も
近
づ
き
、

『
愚
間
賢
注
』
と
い
う

形
で
、
良
基
が
頓
阿
の
説
を
書
き
残
し
て
い
る
ほ
ど
で
、
そ
の
影
響
力
も
大
き

か
っ
た
。

『
了
俊
日
記
』
に

「
当
時
毎
人
頓
阿
法
師
を
ば
人
丸
赤
人
の
ご
と
く

島

忠

に
申
め
れ
ど
も
」
と
あ
る
の
は
、
あ
と
に

「
此
法
師
も
わ
づ
か
に
古
歌
に
す
が

り
て
只

一
ふ
し
て
し
な
の
侍
し
ば
か
り
を
ぞ
得
た
る
す
が
た
と
み

へ
て
侍

り

し
」
と
し
て
、
あ
え
て
過
小
評
価
し
よ
う
と
す
る
冷
泉
派
の
了
俊
の
言
だ
け
に
、

逆
に
当
時
の
頓
阿
の
声
望
の
大
き
さ
が
察
せ
ら
れ
る
。

そ
の
頓
阿
に

『井
蛙
抄
』
と
い
う
歌
論
書
が
あ
っ
て
、
中
世
末
期
か
ら
近
世

に
わ
た
っ
て
、
二
条
派
の
聖
典
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
広
く
読
ま
れ
て
い
る
。
特

に
、
そ
の
巻
六
に
配
さ
れ
て
い
る
雑
談
の
部
は
、
当
時
の
歌
壇
を
知
る
好
個
の

資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
雑
談
と
い
う
形
で
展
開
さ

れ
た
頓
阿
の
歌
論
の
も
つ
意
義
を
い
さ
さ
か
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

二

『井
蛙
抄
』
と
い
う
書
は
、
多
く
の
写
本
が
現
存
し
て
お
り
、
慶
安
版
の
板

本
が
何
度
も
印
行
さ
れ
て
ひ
ろ
く
流
布
し
て
い
る
が
、
室
町
期
の
写
本
に
は
相

確
認

夢

墓

巡

衆

期

鵜

『

夢

肝
縣

〕
鶏

黎

織

¨

此
抄
都
合
六
巻
、
以
頓
阿
自
筆
之
本
令
写
之
、
加
数
度
校
合

寛
正
三
年
六
月
十
五
日
甲
午
　
洛
陽
東
山
隠
士
金
州
資
円
雅

と
あ
る
円
雅
の
書
写
本
が
出
る
ま
で
は
、
頓
阿
の
問
流
に
伝
え
ら
れ
た
秘
書
で

夫



彎
韓射
卜
謡
斃
辮
請
馨
艶
≠
銹
鱒
電
た（る環

特
に
、
雑
談
の
部
に
つ
い
て
は
、

『
水
蛙
眼
目
』
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
雑

尋
峰
畔
螂
裁
嘲
欧

力ヽ り
つ 成
“
増
椰
』

松 っ
菫
ｒ
』
ゎ
は
翻
¨
囃
装

つ に
開
い
』
「

『
れ

掲

蛙
抄
』
六
巻

一
冊
の
ほ
か
に
、

『秘
中
秘
』
と
題
す
る

一
本
が
あ
り
、

『井
蛙

抄
』
と
あ
る
本
に
は
、
雑
談
の
部
が

「
故
宗
匠
云
初
心
な
る
時
は
常
に
恋
の
歌

を
よ
む
べ
し
そ
れ
に
も
い
で
き
詞
を
も
い
ひ
な
る
る
也
」
ま
で
で
終

っ
て
お
り
、

『秘
中
秘
』
の
方
は
、

「
又
云
民
部
卿
入
道
被
申
は
」
云
々
の
文
で
始
ま
っ
て

い争
」綬緋
認
鵠
解
』理
醐
響麟
り
は
つの電
るだ
け

抄
』
の
原
形
に
つ
い
て
は
、

巻

一　
風
体
事

巻
二
　
取
本
歌
事

巻
三
　
制
詞
事

巻
四
　
同
名
名
所

巻
五
　
同
題
事

巻六　雑談　｛華廿に懇
｛講鋤赫書）

跛
文

と
い
う
久
曽
神
昇
氏
の
推
定
を
ひ
と
ま
ず
肯
定
し
た
上
で
論
を
進
め
て
ゆ
く
こ

と
に
す
る
。

そ
の
成
立
に
つ
い
て
も
、
氏
が
雑
談
の
部
に
、

「冷
泉
相
公
」
と
見
え
る
為

嚇詢時動年ヵ、ぃ回数れ一説^以聯）ら『嘲帰麟拳け̈
嘲紳赫嘲識蔽い隷崚力ヽヵ、

た
ま
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
部
分
は
書
き
継
．ハ
れ
た
最
後
０
襲
陛
を
示
し
て
は

い
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
、
為
定
を
「今
宗
匠
」
と
す
る
こ
と
か
ら
、
為
定
生
前

鱚
椒
纏
予
『に
解
精
潮
鋼
製
脚稀
解”型
毅

に
お
い
て
は
特
に
異
を
立
て
る
べ
き
も
の
を
持
た
な
い
。
た
だ
、
井
上
氏
も
巻

四
に
為
世
の
こ
と
を

「
宗
匠
」
と
あ
り
、
巻
四
の
例
歌
が

『
新
後
撰
集
』
ま
で

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
巻
は
為
世
没
の
暦
応
元
年
以
一Щ

あ
る
い
は
鎌
倉
最

末
期
頃
に
成

っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
井
上
氏
は

巻
四
の

「
同
名
名
所
」
が
後
に

『井
蛙
抄
』
の
巻
四
に
組
入
れ
ら
れ
た
可
能
性

を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
雑
談
の
部
も
そ
の
骨
子
が
す
で
に
鎌
倉
末
期
に
は
ほ

ぼ
形
づ
く
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、

雑
談
の
部
に
見
ら
れ
る

一
つ
一
つ
の
話
の
内
容
を
吟
味
し
て
み
る
必
要
が
あ
る

が
、
そ
の
た
め
に
も
、
や
は
り
雑
談
の
部
の
諸
本
の
伝
来
の
形
を
改
め
て
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

久
曽
神
氏
の
調
査
に
よ
り
、
雑
談
の
部
が
、
前
半
部
と
後
半
部
に
分
か
れ
て
伝

存
し
て
い
る
も
の
の
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
の
多
く
が
後
半
部
は

「
又
云
民

部
郷
入
道
被
申
は
」
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
半
部
は
分
離
し
た
も
の

か
と
す
る
氏
の
説
が
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
推

定
は
、
抜
文
の
問
題
と
と
も
に
な
お
疑
間
の
生
ず
る
余
地
を
多
く
残
し
て
い
る
。

跛
文
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
は
触
れ
な
い
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
雑
談
の

部
の
前
半
部
と
後
半
部
が
必
ず
し
も
ひ
と
続
き
の
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、

故
宗
匠
続
千
載
集
を
う
け
給
は
り
て
被
撲
時
、
さ
し
て
歌
よ
み
に
も
あ



ら
ざ
る
人
の
来
に
も
、
勅
撰
こ
そ
候
へ
、
御
歌
や
候
、
出
さ
れ
給
へ
と
申

さ
れ
し
を
、
故
戸
部
其
外
の
問
弟
も
、
勅
撰
は
道
の
重
事
秀
逸
を
可
被
撰

事
に
て
侍
る
に
、
分
明
歌
も
よ
ま
ぬ
も
の
に
歌
を
こ
は
る
ゝ
事
、
人
の
難

も
あ
り
ぬ
べ
き
事
な
り
。
不
可
然
の
よ
し
つ
ぶ
や
き
申
さ
れ
し
を
か
へ
り

き
か
れ
て
、
予
に
対
面
の
と
き
被
仰
し
は
、
歌
は
此
国
の
風
俗
也
。
国
に

生
れ
た
ら
ん
も
の
た
れ
か
歌
よ
ま
ざ
ら
ん
。
稽
古
し
て
世
に
し
ら
れ
た
る

も
あ
り
、
独
吟
し
て
心
を
や
し
な
ふ
者
も
あ
り
。
能
歌
の
出
来
る
事
、
歌

よ
み
な
ら
ぬ
も
の
も
読
出
し
て
あ
る
き
集
に
も
入
た
り
。
後
撰
八
子
が
歌

な
り
。
勅
撰
を
う
け
た
ま
は
り
て
、
ひ
ろ
く
よ
き
歌
を
も
と
め
む
と
き
、

蝙
岸
量
衆
〔
椰
い

と ヵ、
い
』
晦
『
”

々 ヵ、
両
ば
舞
い
」
議
ゅ
疑
）。
な
ど
か
あ
ひ

の
条
は
、
為
世
の
撰
集
態
度
を
知
る
上
に
き
わ
め
て
重
要
な
話
で
、
頓
阿
が
為

世
か
ら
聞
い
た
話
を
書
き
と
め
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
前
半
部
と
本
質
的
に

変
る
も
の
で
は
な
い
が
、
前
半
部
が

「
故
宗
匠
云
‥
‥
と
云
々
」
と
い
う
形
で

書
き
と
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
は
頓
阿
の
主
体
的
な
う
け
と
め
方
に
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
条
に
は

「
故
戸
部
」
と
し
て
、
為
藤
の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
前
半
部
に
は
、
そ
の
例
を
見
な
い
。
な
お
、

「
故
民
部

卿
」
と
い
う
呼
称
で
為
藤
を
さ
す
例
、

「
入
道
戸
部
」
と
い
う
形
で
為
家
を
さ

す
例
も
後
半
部
に
の
み
見
ら
れ
る
。

為
藤
の
没
は
元
亨
四
年
で
あ
り
、
為
世
の
没
は
そ
の
後
の
暦
応
元
年
で
あ
る

の
に
、
そ
の
為
世
に
は

「
故
宗
匠
」
と
言
い
、
為
藤
に
は

「
戸
部
」
と
の
み
あ

る
こ
と
に
も
注
意
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
為
定
に
つ
い
て

「今
宗
匠
」
と

あ
る
の
は
、
前
半
部
の
終
り
近
く
と
後
半
部
の
二
か
所
に
過
ぎ
な
い
が
、
前
半

部
の
場
合
は
、

注
吉
神
主
国
冬
云
、　

‐歌
読
は
多
く
当
社
御
溶
属
と
な
れ
り
。
和
泉
守
道

‥経

は
、
鬼
形
に
て
紙
筆
を
持
て
、
と
の
い
か
き
の
い
ぬ
ゐ
の
角
の
だ
ん
の
上

に
、
西
む
き
に
座
し
て
人
に
見
え
け
る
と
申
侍
た
り
と
云
々

の
あ
と
に
、

「
国
助
神
主
を
ば
神
護
寺
の
そ
ば
に
社
を
作
て
神
と
あ
が
む
」
云

々
の
同
じ
く
住
吉
神
主
国
助
の
話
を
補
入
し
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に

「
今
宗

匠
語
被
申
き
」
と
見
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
補
入
と
思
わ
れ
る
部
分
の

書
き
方
も
、

「
今
宗
匠
一不
・・…
と
云
々
」
の
形
に
な

っ
て
い
な
い
。
為
藤

を

「
戸
部
」
と
し
、
為
世
を

「
故
宗
匠
」
と
す
る
の
は
、

「
今
宗
匠
」
で
あ
る
為

定
を
意
識
す
る
時
点
で
の
補
訂
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

後
半
部
は
、

「
又
云
、
民
部
卿
入
道
被
申
は
」
の
条
の
次
の

勅
撲
に
異
名
ど
も
あ
り
。
後
拾
遺
を
ば
小
鯵
集
と
名
づ
く
。
津
守
国
基
熟

小
鯵
を
は
こ
び
て
撲
者
の
心
に
か
な
ひ
て
、
歌
多
入
た
る
由
の
異
名
敷
、

金
葉
を
ば
替
突
主
と
い
へ
り
。
え
せ
し
ふ
と
い
ふ
心
に
や
。
新
勅
撰
を
ば

宇
治
河
集
と
い
ひ
け
り
。
武
士
の
お
は
く
入
た
る
故
な
り
。
続
拾
遺
を
ば

鵜
舟
集
と
云
。
か
ゞ
り
の
お
は
く
入
た
る
故
也
。
新
後
撰
を
ば
謗
家
に
津

守
集
と
い
ひ
け
り
。
住
吉
神
官
お
ほ
く
入
た
る
ゆ
ゑ
か
。
今
の
世
は
勅
撰

そ
し
る
も
の
あ
れ
ど
も
、
名
づ
く
る
程
の
力
あ
る
人
も
な
き
に
や
。

の
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
聞
書
の
形
を
と
っ
て
い
な
い
も
の
も
あ

り
、

先
掲

の

「
故
宗
匠
続
千
載
集
を
う
け
給
は
り
て
被
撰
時
…
…
」
の
よ
う
に
直
接
の
間
書

の
形
を
と
ら
な
い
も
の
や
、

「
私
云
、
近
日
内
々
会
某
講
師
可
勤
な
ど
い
へ
ば

…
…
」
と
、
頓
阿
の
意
見
を
書
き
つ
け
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
四
か

条
な
ど
は
た
だ
頓
阿
自
身
の
意
見
を
書
き
つ
ら
ね
て
い
て
、
前
半
部
と
は
な
は

だ
し
く
書
き
方
を
異
に
す
る
。
井
上
氏
の
指
摘
さ
れ
た
為
秀
よ
り
の
間
書
が
後

半
部
に
か
た
ま
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
も
、
前
半
部
と
後
半
部
が
執
筆
時
期

を
異
に
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
久
曽
神
氏
が
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
今

日
の
諸
本
の
伝
来

・の
事
情

・
力、
ら
は
、
前
半

‥部

。
後
半
部
が
存
し
た
形
態
か
ら

・
後



半
誰
が
分
離
．し
た
とヽ
な
た
ら
れ
．る
と
し
て
も
、．
も
と
も
と
証
半
部
．と

後
．半
部
．が

別
々
に
成
立
し
、
あ
る
時
期
に
そ
の
統
合
が
試
み
ら
れ
、
前
半
部
に
増
補
が
加

え
ら
れ
た
り
、
呼
称
が

「
宗
匠
」
を

「
故
宗
匠
」
と
す
る
程
度
の
改
訂
を
見
た

こ
と
も
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
の
も
と
も
と
の
前
半
部
と
後
半
部
の
切
れ
目
が
、
現
存
の
多
く
の

疇
赫
¨
相
わ
「
一
筆
一
移
一
ヽ

民 っ
繰
ぃ
蔵
詢

被 ヵ、
韓
』

… ヵ、
“
「
い
年
ほ
瑳
榊
細
¨

前
半
部
に
あ

っ
た
も
の
が
後
半
部
が
分
離
し
て
切
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ

れ
る
し
、現
存
の
後
半
部
の
中
に
も
、本
来
は
前
半
部
に
あ
る
べ
き
も
の
が
見
ら

摯
賦
鋼
はあ
雛
凱
誘
幣
拠
のっ卜
憐
縫
雛
駐

嘩マたヵ、だヵ、物論〔脚̈
』れゆヵ、私枷慟摯いい、「けれ』辞一″』れるヵ、はは

る一臓“載げ力ヽ一翻師『「見られるものの、ほぼ原初の形を保ってい

四

い
わ
ゆ
る
前
半
部
六
十
二
条
は
、
私
に
章
段
を
整
理
し
て
六
十
六
条
と
な
る

が
、
そ
の
う
ち
、
話
者
は

故
宗
匠

（為
世
）

〔暦
応
元
年
没
〕
　
峰
ど
鳴
６
１７
２２
％
２７
２８
“
４７
４９
５０
５８

６６

〔十
五
条
〕

戸
部

（為
藤
）

〔元
亨
四
年
没
〕
　
２
７
８
９
１３
・４
・９
２。
２５
３。
３．
３２
３７
３８
３９

４．
２
５９
６。

〔十
九
条
〕

一
条
法
印

（定
為
）

〔嘉
暦
二
年
以
前
没
〕
　
２
３４

〔二
条
〕

（齋
藤
）
基
任

〔新
後
撰
初
出
。
正
和
四
年
花
十
首
作
者
〕
　
１５
“
Ｔ
一条
〕

卜
倉
黄
門
梓
門
（公
雄
）
〔．■
中
二
年
曹
旨
証
進
後ヽ‥ま
も
な
く
灘
〕、　
Ｂ
４

５３
５４

〔四
条
〕

祝
部
行
氏

〔新
後
撰
初
出
。
草
庵
集
に
三
十
三
回
忌
の
こ
と
が
見
え
る
〕

２．

〔
一
条
〕

行
宣
法
印
　
２４

〔
一
条
〕

今
出
川
近
衛
局

〔続
古
今
初
出
〕
　

２９

〔
一
条
〕

六
条
内
府

（有
房
）

〔元
応
元
年
没
〕
３５
“
５２

〔三
条
〕

至

一
上
人
　
３６

〔
一
条
〕

関
伽
井
宮

（道
性
）

〔新
後
撰
初
出
。
亀
山
院
御
子
〕
　

４３

〔
一
条
〕

平
中
納
言
惟
輔

□
死
徳
二
年
没
〕
　

５５
５６

〔
二
条
〕

心
源
上
人
　
６．

〔
一
条
〕

住
吉
神
主
国
冬

〔元
応
二
年
没
〕
　

６４

〔
一
条
〕

今
宗
匠

（為
定
）

〔延
文
五
年
没
〕
　

６５

〔
一
条
〕

と
な
り
、
ほ
か
に
或
人
と
し
て
、

１０
■
１２
・６
４
５７
６２
６３
の
八
条
が
あ
り
、
さ
ら

に

「
光
俊
続
後
撲
難
」

（
”
）

「徳
大
寺
に
は
歌
の
ま
と
云
所
あ
り
」

（
３３
）

「
弁
内
侍
日
記
」

（
５．
）
の
三
条
が
あ

っ
て
、
そ
の
う
ち

「
何
某
云
…
」
あ
る

い
は

「
…
と
云
々
」
の
形
を
と
っ
て
い
な
い
の
は
、
”
Ｚ
３３
５．
６３
６５
の
六
条
に

過
ぎ
な
い
。

６５
が
後
補
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
お
た
は
２２
の

信
実
の
話
の
連
想
で
、

５．
は
５０
の
弁
内
侍

・
少
将
内
侍
の
話
の
連
想
で
書
き
つ

が
れ
た
条
で
あ
り
、

３３
は
短
い
条
で
、
何
か
の
覚
え
書
き
が
本
文
化
し
た
と
も

考
え
ら
れ
、

６３
は
６２
の
続
き
で
、
こ
れ
も
６２
の
或
人
の
話
と
見
る
こ
と
も
で
き

スリ
。次

に
、
こ
れ
ら
の
話
が
い
つ
書
き
と
め
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

為
藤
か
ら
の
間
書
が
も
っ
と
も
多
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
元
亨
四
年
以
前
で
あ

っ

た
こ
と
が
先
ず
考
え
ら
れ
る
。
為
藤
没
後
の
或
時
期
に
思
い
出
し
て
書
い
た
と



す
れ
ば
、
為
藤
以
外
の
、
た
と
え
ば
為
定
あ
た
り
の
話
も
も
っ
と
あ

っ
て
よ
い

は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
述
の
話
者
は
、
伝
未
詳
の
も
の
も
多
い
が
、
為

定
を
除
い
て
、
大
略
鎌
倉
最
末
期
の
人
の
よ
う
で
あ
る
。
為
世
の
場
合
も
、
そ

の
頃
の
間
書
と
考
え
て
も
と
よ
り
不
自
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。

次
に
、
こ
の
雑
談
の
内
容
で
あ
る
が
、
そ
の
第

一
条
は
次
の
話
で
始
ま
っ
て

い
る
。故

宗
匠
被
語
申
云
、
続
古
今
は
正
元
元
年
西
園
寺
の

一
切
経
供
養
時
、
民

部
卿
入
道

一
人
可
撲
進
之
由
、
直
被
仰
下
侍
し
を
、
其
後
被
加
撲
者
、
結

句
真
観
下
向
関
東
、
将
軍
家
神
締
抑
宗
此
道
御
師
範
と
成
て
、
毎
事
関
東
よ

り
被
申
と
て
、
其
思
ふ
さ
ま
に
申
行
へ
り
。
民
部
卿
入
道
、
我
撲
進
の
う

た
の
外
は

一
事
以
上
不
可
有
申
子
細
と
て
口
を
開
侍
き
。
和
歌
評
定
時
、

治
定
の
事
も
後
又
申
改
。
か
や
う
に
し
て
評
定
に
は
治
定
し
侍
し
に
、
何

様
事
哉
之
由
被
申
け
れ
ば
、
い
さ
な
に
と
候
け
る
や
ら
ん
、
鶴
内
府
無
参

被
申
行
侍
じ
と
真
観
返
答
し
け
り
。
仙
人
の
わ
た
ま
し
の
や
う
に
、
鶴
に

物
を
負
す
る
は
と
民
部
卿
入
道
利
口
し
申
さ
れ
け
る
と
云
々
。

集
治
定
之
後
、
所
存
相
違
事
ど
も

一
巻
に
書
て
、
常
盤
井
入
道
相
国
の
も

と
に
つ
か
は
す
。
為
兼
延
慶
訴
陳
時
、
勅
撰
々
者
故
実
二
百
余
ケ
年
秘
事

を
祖
父
入
道
よ
り
相
伝
之
よ
し
書
た
る
は
其
事
也
。
為
教
卿
、
常
盤
井
相

国
に
随
遂
之
間
見
及
敷
。
詞
書
に
百
首
に
と
侍
る
を
、
百
首
歌
に
と
あ
る

べ
き
か
な
ど
体
の
事
共
也
。
ち
ゝ
と
し
た
る
大
旨
、
な
に
か
秘
事
に
て
も

あ
る
べ
き
と
云
々
。

長
い
条
で
あ
る
が
、
明
確
に

「
故
宗
匠
被
語
申
云
…
と
云
々
」
で
、
話
者
と
そ

の
内
容
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
話
の
内
容
は
、
二
つ
の
部
分
か
ら
成

っ
て
お
り
、

前
半
は
為
世
が
祖
父
為
家
か
ら
聞
い
た

『
続
古
今
集
』
撰
進
を
め
ぐ
る
歌
壇
の

裏
話
を
伝
え
た
も
のヽ
で
、
そ
のヽ
新
の
慎
観

・の
と
っ
た
態
度
に
対
し
て

，の
批
難
で

あ
り
、
後
半
は
、
そ
の

『続
古
今
集
』
が
出
来
て
後
、
常
盤
井
入
道
相
国
実
氏

の
も
と
へ
為
家
の
送
っ
た
所
存
相
違
の
旨
を
書
き
と
め
た
だ
け
の
一
巻
を
、
為

兼
が
延
慶
訴
陳
の
時
、

「勅
撰
々
者
故
実
二
百
余
ケ
条
秘
事
」
を
祖
父
為
家
よ

り
相
伝
し
た
と
主
張
し
た
こ
と
へ
の
批
難
で
あ
る
。
二
条
家
の
宗
匠
為
世
の
胸

中
に
、
反
真
観
の
感
情
が
、
そ
の
ま
ま
反
京
極
家
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

を
先
ず
見
て
と
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
一
条
を
最
初
に
据

え
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
頓
阿
の
立
場
を
く
っ
き
り
と
色
ど

っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
第
二
十
条
の

又
云

（為
藤
）
、
彼
七
百
首
の
時
、
真
観
ま
ゐ
り
て
、
短
冊
を
泉
の
水
の

な
か
へ
風
に
吹
入
ら
れ
、
て
の
ご
ひ
布
の
か
せ
に
て
と
り
あ
げ
な
ど
し
て
見

ぐ
る
し
か
り
け
り
。
如
此
事
尤
可
有
用
意
云
々
。

や
、
第
四
十
七
条
の

又
云

（為
世
）
、
民
部
卿
入
道
、
真
観
が
、
は
や
人
の
薩
摩
の
せ
と
な
ど

よ
み
て
、
人
を
を
ど
す
と
て
つ
ね
に
咲
れ
侍
き
。

と
い
っ
た
嘲
笑
的
な
言
葉
を
わ
ざ
わ
ざ
書
き
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
真
観
に

対
す
る
反
感
が
見
ら
れ
、
第
五
十
二
条
の
有
房
の
言
と
し
て
記
し
た
、
亀
山
院

の
御
時
の
三
代
集
作
者
を
賦
物
に
し
て
の
連
歌
の
折
に
、

「
源
当
純
」
を

「常

純
」
だ
と
為
兼
が
言
い
張
り
、
為
世
が

「
当
純
」
と
定
家
自
筆
本
に
あ
る
よ
し

主
張
、
勅
定
で
そ
の
定
家
本

『古
今
集
』
を
取
り
寄
せ
、

「
当
純
」
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
て
為
兼
が
閉
口
し
た
話
、
こ
れ
は
も
と
よ
り
為
兼
の
失
敗
談
で
あ

る
が
、
す
ぐ
そ
れ
に
続
く
第
五
十
三
条
に
は
、
今
度
は
公
雄
の
言
と
し
て
、
文

永
亀
山
殿
五
首
歌
合
の
折
、
公
雄
の
「
ち
り
ぬ
べ
き
秋
の
嵐
の
山
の
名
に
か
ね

て
も
を
し
き
木
々
の
紅
葉
ば
」
の
歌
が
叡
慮
に
も
か
な
い
、
人
々
も
勝
つ
べ
き

よ
し
申
し
た
折
、
真
観
が
、
相
手
の
中
納
言
典
侍
の
歌

「
を
ぐ
ら
山
い
ま
一
た

び

′の
し
ぐ

・
れ
な
ば
み
ゆ
き
ま
つ
ま
の
色

・ゃ
ま
さ
ら
む
」
を
推
償
、
公
雄
の
歌
が



「
紅
葉
」
に

「
ち
り
ぬ
べ
き
」
と
詠
じ
た
こ
と
を
難
じ
た
た
め
、
持
と
な
っ
た

い
き
さ
つ
を
の
べ
て
、

「
真
観
引
級
和
歌
義
勢
、
傍
若
無
人
也
」
と
語

っ
た
話

を
書
き
と
め
て
い
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
雑
談
は
、
連
想
を
も

っ

て
話
が
続
い
て
ゆ
く
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
は
、
為
兼
の
理
を
否
に
曲

げ
て
強
弁
し
た
失
敗
話
に
、
真
観
の
傍
若
無
人
の
強
弁
ぶ
り
の
話
を
続
け
て
い

て
、
頓
阿
の
意
識
に
も
、
二
条
派
の
正
統
に
反
す
る
も
の
と
し
て
、
真
観
と
為

兼
が
直
結
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ふ
た
た
び
、
さ
き
に
あ
げ
た
第

一
条
に
も
ど
る
が
、
為
家
の
言
葉
を
伝
え
た

中
に
、

「
仙
人
の
わ
た
ま
し
の
や
う
に
、
鶴
に
物
を
負
す
る
は
」
と
ぃ
う
表
現

が
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
為
家
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
為
世
が
日
う
つ
し
で
頓
阿

に
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
真
観
が
鶴
殿
九
条
基
家
を
か
つ
い
で
、
勝
手

な
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
を
皮
肉

っ
た
利
口
で
、
い
か
に
も
い
き
い
き
と
し
た

為
家
の
直
話
の
さ
ま
を
伝
え
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
話
者
の
語
り
口
が
、
そ
の

ま
ま
に
書
き
う
つ
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
雑
談
の
特
色
で
あ
り
、
興
味
あ
る

よ
み
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
二
十
六
条
の

故
宗
匠
云
、
民
部
卿
入
道
、
殊
に
衛
門
督
僧
都
な
に
が
し
と
や
ら
む
い
ひ

し
僧
、
歌
の
事
と
ひ
に
常
に
来
き
。
歌
は
誠
を
さ
き
と
す
べ
し
。
た
ゞ
道

理
に
か
な
ふ
べ
き
よ
し
申
さ
る
ゝ
を
聞
て
、
後
日
に
来
て
、
先
日
承
候
し

に
つ
き
て
、
歌
を

一
首
詠
じ
て
候
。
か
や
う
に
も
候
べ
き
か
と
申
き
。

富
士
の
山
同
じ
姿
の
み
ゆ
る
哉
あ
な
た
お
も
て
も
こ
な
た
お
も
て
も

道
理
を
さ
き
と
す
べ
し
と
て
、
か
や
う
の
事
に
て
は
有
ま
じ
と
て
わ
ら
は

れ
侍
り
き
。

の
話
な
ど
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

為
世

・
為
藤
の
言
葉
を
伝
え
た
こ
の
雑
談
に
、
二
条
派
正
統
の
歌
論
が
断
片

的
に
で
は
あ
る
が
端
駒
にヽ
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
こ
の
雑
談
の
歌

論
書
と
し
て
の
重
要
な
意
義
で
あ
る
こ
と
は
ぃ
う
ま
で
も
な
い
。
第
四
条
に
、

故
宗
匠
云
、
俊
成
は
幽
玄
に
て
難
及
、
定
家
は
義
理
ふ
か
く
し
て
難
学
、

た
ゞ
民
部
卿
入
道
殿
体
を
可
学
之
由
、
深
相
存
也
云
々

と
あ
る
の
は
、
俊
成

。
定
家
よ
り
は
為
家
を
範
と
す
べ
し
と
す
る
二
条
派
の
主

張
の
根
幹
と
も
い
う
べ
く
、
そ
れ
は
、
次
の
第
五
条
に
、

又
云
、
民
部
卿
入
道
被
申
け
る
は
、
亡
父
歌
殊
勝
な
れ
ど
も
歌
見
し
ら
ざ

ら
ん
子
孫
、
み
だ
り
に
撰
入
せ
ば
あ
し
か
る
べ
き
歌
多
し
。
わ
が
歌
は
お

ろ
か
な
れ
共
、
た
と
ひ
歌
し
ら
ざ
ら
む
子
孫
の
撰
出
た
り
共
、
さ
ま
で
あ

し
か
る
ま
じ
き
歌
を
詠
置
て
侍
る
也
云
々
。

と
あ

っ
て
、
定
家
の
歌
の
中
に
は
、
必
ず
し
も
ょ
く
な
い
歌
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
さ
ら
に
、
次
の
第
六
条
に
は
、
具
体
的
に
、

長
月
の
月
の
有
明
の
し
ぐ
れ
ゆ
ゑ
あ
す
の
紅
葉
の
色
も
う
ら
め
し

の
定
家
の
歌
を
、
二
条
左
兵
衛
督
教
定
が
酒
宴
の
雑
談
に

「染
心
肝
殊
勝
に
お

ぼ
え
候
」
と
言

っ
た
の
に
対
し
て
、
為
家
が

「
盃
を
も
た
れ
た
る
を
打
置
て
、

け
し
き
あ
し
く
成
て
、
是
は
な
に
か
面
白
候
や
ら
ん
」
と
詰
間
し
、

「
是
は
百

香
歌
合
に
も
書
入
て
候
へ
ど
も
、
風
体
不
可
然
。
勅
撰
な
ど
に
可
入
歌
に
あ
ら

ざ
る
よ
し
惟
に
申
侍
し
に
、
是
を
し
も
被
称
美
之
条
不
得
其
意
」
と
云
っ
た
と

い
う
話
を
書
き
つ
ら
ね
て
い
る
。
こ
の
定
家
の
歌
は
、

『拾
遺
愚
草
』
に
見
ら

れ
る
ば
か
り
で
な
く
、

『
定
家
百
番
歌
合
』
に
自
選
し
て
い
る
自
讃
歌
の
一
つ

で
、
そ
れ
を
教
定
が
ほ
め
た
か
ら
と
言
っ
て
、
為
家
が
こ
れ
ほ
ど
の
批
難
を
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
教
定
が
初
心
だ
か
ら
と
い
う
以
上
に
、
定

家
と
為
家
の
歌
風
が
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く

は

「
月
の
有
明
」
と
い
っ
た
奇
抜
な
表
現
に
、
為
家
の
意
に
添
わ
な
い
点
が
あ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
為
家
の
こ
の
歌
に
対
す
る
態
度
、
さ
ら
に
そ
れ
を
継

承
す
る
と
こ
ろ

・に、
二
条
派
の
歌
が
、
は
っ
き
り
と
定
家
の
自
讃
歌
と
は
そ
の
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れ
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譜

れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
永
仁
の
頃
、
為
兼
の
も
と
で
は
ぼ
と
と
の
え
ら
れ
て
い

た
折
の
撰
集
に
入
っ
て
い
た
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
第
五
条
の
場
合

と
と
も
に
、
定
家
の
歌
風
の
う
ち
、
二
条
派
の
庶
幾
し
な
い
歌
風
が
、

『
玉
葉

集
』
に
は
選
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い

で
あ
ろ
う
。

為
家
の
歌
論
を
伝
え
た
も
の
と
し
て
は
、
次
の
第
二
十
八
条
が
重
要
で
あ
る
。

又
云
、
民
部
卿
入
道
被
申
し
は
、
歌
を
ば

一
橋
を
わ
た
る
や
う
に
よ
む
べ

し
。
左
へ
も
右
へ
も
お
ち
ぬ
や
う
に
掛
酌
す
べ
き
也
。
心
の
ま
ゝ
に
よ
む

べ
か
ら
ず
。
又
被
申
し
は
、
塔
を
く
む
や
う
に
よ
む
。
塔
を
ば
上
よ
り
く

む
こ
と
な
し
。
地
盤
よ
り
く
み
あ
ぐ
る
や
う
に
、
下
旬
よ
り
よ
む
也
と
云

々

。

為
世
の
日
か
ら
伝
え
ら
れ
た
為
家
の
こ
の
教
え
は
、
為
世
の
作
歌
態
度
を
も

も

っ
と
も
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
の
巧
み
な
比
喩
に
よ
っ
て
、
二
条
派
の
正
統

を
逸
脱
し
な
い
よ
う
に
と
説
く
指
導
が
、
多
く
の
幅
広
い
歌
人
の
層
の
中
に
、

そ
の
歌
風
を
浸
透
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
為
世
自
身
の
歌
論

と
し
て
は
、
第
六
十
六
条
に
、

故
宗
匠
云
、
初
心
な
る
時
は
常
に
恋
の
歌
よ
む
べ
し
。
そ
れ
が
こ
ゝ
ろ
も

い
で
き
詞
を
も
い
ひ
な
る
る
也

と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
も
、
実
際
的
な
有
効
な
初
心
者
指
導
の
方
法

で
あ
っ
た
「
そ
れ
に
為
世
の
歌
作
態
度
を
示
し
た
、
第
五
十
八
条
の

故
宗
匠
被
語
云
、
は
れ
の
歌
読
む
と
て
、
法
輪
に
参
し
也
。
若
も
の
ど
も

も
法
輪
へ
参
り
て
よ
む
べ
し
。
所
が
ら
の
す
ご
さ
も
殊
に
歌
出
来
す
る
な

と
あ
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。
為
世
の
歌
に
、

「
所
が
ら
の
す
ご
さ
」
よ
り
生
れ

た
と
思
わ
れ
る
秀
歌
の
数
々
が
残

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
為

世
み
ず
か
ら
実
行
し
て
語

っ
た
で
あ
ろ
う
、
こ
の
言
葉
に
、
や
は
り
二
条
派
の

歌
が
、
中
世
と
い
う
時
代
に
根
づ
い
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
語

っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
頓
阿
の
雑
談
が
、
為
世
や
為
藤
と
い
っ
た
二
条
派
の
宗
匠
家
の
人
々
の

ほ
か
に
、
多
く
の
人
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る
こ
と
に
、
歌
論
と
し
て
の
ゆ
た
か

さ
が
広
が
っ
て
く
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
第
十
五
条
は
、

基
任
語
云
、
土
御
門
院
小
宰
相
嫁
隆
被
申
け
る
は
、
故
二
位
の
歌
に
は
心

得
に
く
き
歌
な
ど
は
候
は
ず
。

高
砂
の
を
の
へ
の
鹿
の
な
か
ぬ
日
も
つ
も
り
は
て
ぬ
る
松
の
白
雪

と
い
ふ
歌
を
、
心
え
に
く
き
や
う
に
人
お
も
へ
り
。
ふ
か
く
思
へ
ば
心
得

に
く
し
。
あ
さ
ノ
ヽ
と
心
う
れ
ば
殊
に
安
く
心
え
ら
る
ゝ
歌
也
。

と
あ
る
。
こ
の
基
任
は
、
六
波
羅
の
吏
僚
武
家
の
齋
藤
基
任
奪
ｔ
爵
和
四
年
三

月
五
日
の
東
山
東
林
寺
の
花
十
首
の
会
に
も
同
席
し
、

『草
庵
集
』
に
も
し
ば

し
ば
見
え
る
和
歌
の
先
達
で
あ
り
、
第
四
十
五
条
で
は
、
為
家
北
野
参
籠
の
折

の
連
歌
で
の
、
為
家

・
為
氏
の
秀
句
を
父
観
意
が
同
席
し
て
い
て
聞
い
た
と
し

て
頓
阿
に
語

っ
て
お
り
、
父
の
代
か
ら
二
条
家
に
親
近
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
が
、
こ
の
家
隆
女
の
小
宰
相
が
語
る
家
隆
の
歌
に
つ
い
て
の

「
ふ
か
く
思

へ
ば
心
得
に
く
し
。
あ
さ
ノ
ヽ
と
心
う
れ
ば
殊
に
安
く
心
え
ら
る
ゝ
歌
也
」
と

の
見
解
は
、
基
任
の
二
条
宗
匠
家
以
外
か
ら
得
た
も
の
を
、
頓
阿
に
伝
え
て
い

る
。
基
任
や
頓
阿
に
と
っ
て
は
、
定
家
よ
り
は
家
隆
の
方
が
か
え
っ
て
親
し
み

や
す
い
歌
風
で
あ
り
、
頓
阿
に
は
、
こ
う
い
っ
た
二
条
宗
匠
家
以
外
の
人
々
か

ら
の
影
響
を
広
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
、
頓
阿
の
歌
風
に
幅
を
持
た
せ
、
中
世

の
歌
人
に
迎
え
ら
れ
る
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
二
十

一
条
の



祝
部
行
氏
語
云
。
少
年
時
祝
部
忠
成

衛
勧
揆
に
あ
ひ
て
侍
り
き
。
草
子
な

ど
見
て
歌
よ
み
侍
り
し
か
ば
、
た
ゞ
歌
は
あ
を
雲
に
む
か
ひ
て
案
ぜ
よ
。

今
よ
り
古
歌
に
か
ゝ
り
て
は
、
う
る
は
し
き
歌
よ
み
に
は
成
ま
じ
と
申
き

一ム
々
。

と
あ
る
。
忠
成
の
教
え
を
伝
え
た
行
氏
の
言
葉
も
、
い
か
に
も
地
下
歌
人
の
自

由
さ
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
の
び
の

び
し
た
歌
作
態
度
が
頓
阿
の
血
肉
と
な
っ
て
、
二
条
派
の
和
歌
の
正
統
を
守
り

な
が
ら
、
ひ
と
あ
じ
違
っ
た
頓
阿
の
歌
風
を
作
り
あ
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
上

で
重
要
で
あ

っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
話
題
の
提
供
を
受
け
て
、
こ
の
雑
談
に
は
、
第
六

十

一
条
の
心
源
上
人
の
談
と
し
て
伝
え
る
、
文
覚
と
西
行
の
出
会
い
の
よ
う
な

貴
重
な
話
柄
が
記
し
と
ど
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ね
づ
ね
遁
世
の
身
で
あ

り
な
が
ら
和
歌
に
執
す
る
西
行
を
に
く
ん
で
、

「
い
つ
く
に
て
も
見
あ
ひ
た
ら

ば
、
か
し
ら
を
打
わ
ら
ん
」
と
言

っ
て
い
た
文
覚
が
、
西
行
の
訪
れ
を
受
け
て
、

一
夜
物
語
を
か
わ
し
て
西
行
が
帰
っ
て
い
っ
た
の
ち
、
心
配
し
た
弟
子
た
ち
に

答
え
て
、

「
あ
は
れ
文
学
に
う
た
れ
ん
ず
る
物
の
つ
ら
や
う
か
。
文
学
を
こ
そ

う
た
ん
ず
る
者
な
れ
」
と
語

っ
た
と
い
う
話
は
、
歌
人
西
行
の
イ
メ
ー
ジ
と
は

異
っ
た
実
在
の
人
間
像
を
い
き
い
き
と
残
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
雑
談
が
、
歌
論
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の

一
条
な
ど
、
説
話
と
し
て
の

お
も
し
ろ
み
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
次
の
第
六
十
三
条
の
或

人
の
語

っ
た
や
は
り
西
行
の
逸
話
、

『
千
載
集
』
の
こ
ろ
、
東
国
に
あ

っ
て
勅

撰
が
あ
る
と
聞
い
て
上
洛
し
た
道
で
、
登
蓮
に
あ
い
、

「
嶋
た
つ
沢
の
秋
の
夕

暮
」
の
歌
が
入
っ
て
い
な
い
と
聞
い
て
、

「
扱
は
見
て
要
な
し
」
と
し
て
、
ま

た
東
国
へ
帰
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
も
、
必
ず
し
も
事
実
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、

こ
れ
ま
た
西
行
の
一
面
を
よ
く
示
し
た
説
話
と
な
っ
て
い
る
。

五

こ
の
雑
談
が
、
和
歌
に
つ
い
て
の
間
書
で
あ
る
こ
と
は
こ
と
新
し
く
い
う
ま

で
も
な
い
が
、
前
述
の
文
覚
と
西
行
の
話
の
よ
う
に
説
話
的
な
興
味
を
い
だ
か

せ
る
も
の
も
多
い
。
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
雑
談
の
各
条
が
連
想

の
糸
に
よ
っ
て
書
き
綴
ら
れ
て
い
て
、
決
し
て
聞
い
た
ま
ま
に
書
き
つ
ら
ね
た

と
い
っ
た
体
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第

一
条
に
、
為
家
の

『続
古
今

集
』
撰
進
時
の
不
快
感
を
お
い
た
の
も
十
分
意
図
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、

そ
の
後
半
の
常
盤
井
入
道
相
国
実
氏
の
話
か
ら
、
第
二
条
に
は
為
藤
の
、
さ
ら

に
第
二
条
に
は
定
為
の
実
氏
に
つ
い
て
の
話
を
つ
ら
ね
て
い
る
。
第
四
条
は
第

三
条
の
為
家
が
実
氏
亮
後
に
語

っ
た
言
葉
を
受
け
て
、
俊
成

・
定
家
よ
り
も
為

家
の
体
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
す
る
二
条
家
の
主
張
を
か
か
げ
、
第
五
条
に
定
家
と

為
家
の
比
較
、
第
六
条
は
定
家
の
庶
幾
し
な
い
歌
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で

定
家
に
関
す
る
話
を
つ
ら
ね
、
第
九
条
の
定
家
が
西
行
よ
り
俊
成
を
は
る
か
に

す
ぐ
れ
て
い
る
と
言

っ
た
話
か
ら
、
第
十
条
に
は
西
行
が
少
年
の
定
家
に
宮
川

歌
合
の
判
を
さ
せ
た
こ
と
、
そ
の
少
年
と
い
う
連
想
か
ら
第
十

一
条
に
は
法
性

寺
関
白
忠
通
が
若
く
し
て
書
い
た
最
勝
寺
の
額
を
見
る
た
び
に
赤
面
し
た
と
い

う
話
、
さ
ら
に
第
十
二
条
は
、
前
の
条
が

「
歌
事
能
々
可
有
稽
古
」
と
い
う
教

え
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
研
し
て
、
妙
音
寺
入
道
の
琵
琶
の
稽
古
の
話
へ
続
く
と

い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
六
十
六
条
ま
で
、
ほ
ぼ
た
ど
っ
て
ゆ
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
連
想
の
糸
に
よ
っ
て
雑
談
を
運
ん
で
い
る
こ
と
は
、
頓
阿
が
連
歌
に
も

長
じ
て
い
た
こ
と
と
関
係
づ
け
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
兼

好
の

『徒
然
草
』
の
場
合
と
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
い
わ
ば
、

こ
の
時
代
の
随
想
の
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。



頓
阿
は
、
こ
の
雑
談
を
何
の
た
め
に
書
き
綴
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

は
じ
め
か
ら

『井
蛙
抄
』
と
い
う
歌
論
書
の
最
後
に
据
え
る
べ
く
意
図
し
た
も

の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
私
は
お
そ
ら
く
は
じ
め
は
た
だ
興
に

ま
か
せ
て
為
世
や
為
藤
か
ら
の
間
書
を
中
心
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
人
か
ら
の
間
書

を
書
き
と
め
て
お
こ
う
と
し
た
一
巻
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
そ
う
し
て
、

そ
れ
が
巻

一
か
ら
巻
五
ま
で
の
歌
論
と
合
わ
せ
て
六
巻
の
歌
論
書
と
し
よ
う
と

思
い
立
っ
た
時
、
雑
談
の
部
に
増
補
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
と
も
と
巻

一
か
ら
巻
五
ま
で
も
そ
れ
ぞ
れ

一
巻
ず
つ
別
々
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
大

き
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
巻

一
か
ら
巻
五
に
配
当
さ
れ
、
さ
ら
に
遅
れ
て
巻
六

の
雑
談
が
合
わ
せ
ら
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
折
、
頓
阿
の
脳
裏
に
あ

っ
た
の
が

『袋
草
紙
』
と
い
う
歌
論
書
の
存
在
で
あ
っ
た
。
雑
談
の
部
の
後
補

と
考
え
ら
れ
る
後
半
部
に
な
っ
て
、
第
六
十
八
条
の
「勅
撰
に
異
名
ど
も
あ

り
」
の
記
事
や
、
第
八
十
三
条
の

知
房
は
伊
家
弁
に
御
歌
優
な
り
と
い
は
れ
て
、
道
に
た
づ
さ
は
る
は
か
や

う
の
事
か
あ
ぢ
き
な
き
と
て
、
道
を
す
て
た
る
事
も
侍
ぞ
か
し
。
員
外
後

学

〓
面
を
自
愛
せ
ら
れ
け
る
、
ま
こ
と
の
数
奇
人
と
覚
え
お
も
し
ろ
く
侍

り
き

が
、

『袋
草
紙
』
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
頓
阿
は
、

『
袋
草
紙
』
の
雑
談
の
部
が
、
か
え

っ
て
和
歌
の
本
質
の
数

奇
に
つ
い
て
、
歌
話
を
通
し
て
如
実
に
語

っ
て
い
る
こ
と
に
思

い
を
致

し
、

『井
蛙
抄
』
に
も
第
六
の
巻
に
雑
談
を
添
え
る
こ
と
を
思
い
立
ち
、
か
っ
て
書

き
た
め
て
い
た

一
巻
を
補
筆
し
て
添
え
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。

巻

一
か
ら
巻
五
ま
で
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

「
私
云
」
と
し
て
意
見
を
加
え
る
程

度
で
、
も

っ
ば
ら
従
来
の
歌
学
を
整
理
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
の
歌
論
書
に
、
雑

談
と
い
う

一
巻
を
加
え
る
こ
と
に
ょ
っ
て
語
ろ
う
と
し
た
額
阿
の
歌
論

は
、

『
袋
草
紙
』
と
同
じ
く
、
や
は
り
歌
の
数
奇
と
い
う
こ
と
に
あ

っ
た
と
い
え
よ

ゝ
り

。注
一　
早
く
石
田
吉
貞
氏
の

『中
世
草
庵
の
文
学
』
に
指
摘
さ
れ
、
井
上
宗
雄
氏

の

『中
世
歌
壇
史
の
研
究
』
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

注
二
　
日
本
歌
学
大
系
第
五
巻
に
久
曽
神
昇
氏
の
解
説
に
諸
本
に
つ
い
て
の
考
察
が
あ

Ｚ
り
。

注
三
　
同
右
解
題
に
よ
る
。

注
四
　
井
上
氏

『
中
世
歌
壇
史
の
研
究
南
北
朝
期
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

注
五
　
群
書
解
題
に
峰
村
文
人
氏
の
異
見
が
あ
る
。

注
六
　
久
曽
神
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
諸
本
の
ほ
か
に
丼
上
氏
が
さ
ら
に
多
く
の
諸
本
を
あ

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
改
め
て
調
査
整
理
の
必
要
が
あ
る
。

注
七
　
注
二
に
同
じ
。

注
八
　
注
四
に
同
じ
。
以
下
も
同
じ
。

注
九
　
本
文
は
便
宜
上
日
本
歌
学
大
系
に
よ
る
。

注

一
〇

後
述
の
よ
う
に
、
内
容
の
検
討
の
上
か
ら
私
に
章
段
を
わ
か
ち
日
本
歌
学
大

系
の
行
わ
け
に
よ
る
久
曾
神
氏
の
数
え
方
と
異
る
が
、
こ
こ
は
混
乱
を
さ
け
て
久
曾

神
氏
に
よ
る
。
私
に
は
第
六
十
七
条
。

注
一
一　
久
曾
神
氏
に
指
摘
が
あ
る
。

注
一
二
　
私
に
は
第
六
十
六
条
。

注
一
三
　
私
の
数
え
方
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

注
一
四
　
日
本
歌
学
大
系
本
に
は
、
そ
の
あ
と
に
割
注
で

「私
云
、
右
の
う
た
玉
葉
に

な
し
」
と
あ
る
が
、
京
都
大
学
蔵
中
院
本
な
ど
に
は
な
く
後
人
の
書
き
入
れ
と
思
わ

れ
る
。

注
一
五
　
石
田
吉
貞
氏

『頓
阿
慶
運
』
お
よ
び
井
上
氏
前
掲
書
参
照
。
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