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伝

後

醍

醐

天

皇

筆

吉

野

切

考

―
―

『堀
河
百
首
』
初
撰
本
と
し
て
の
性
格
―
―

一　
吉
野
切
に
つ
い
て

後
醍
醐
天
皇
筆
と
伝
え
ら
れ
る
吉
野
切
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に

『古
筆
切
名

物
』

（了
仲
著
）
に

「吉
野
切
　
天
地
七
寸
三
分
、
四
半
、
歌

一
首
散
書
、
恋

歌
也
」
と
指
摘
さ
れ
て
以
降
、
『古
筆
名
葉
集
』
『古
筆
切
目
安
』

（静
嘉
堂
文

庫
）
『古
筆
家
秘
書
』
（内
閣
文
庫
）
『古
筆
名
物
切
』
（静
嘉
堂
文
庫
）
な
ど
、

こ
の
種
の
書
目
に
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
取
り
上
げ
ら
れ
、
名
物
切
と
し

て
の
位
置
に
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
共
通
し
て
指
摘
さ
れ
る
特
色
は
、
四

半
切
で
、
歌
は

一
首
の
散
ら
し
書
き
、
し
か
も
い
ず
れ
も
恋
歌
で
あ
る
と
さ
れ

る
点
で
あ
る
。

『新
撰
古
筆
名
葉
集
』
に
な
る
と
、

吉
野
切
　
中
四
半
形
、
歌
恋
、
述
懐
、
御
自
詠
、
古
歌
交
り
、　
一
首
チ
ラ

シ
書

と
、
記
述
が
長
く
な
る
が
、
基
本
的
な
吉
野
切
の
性
格
は
変
わ
ら
な
い
。
田
中

塊
堂
の

『
昭
和
古
筆
名
葉
集
』
は
こ
れ
を
踏
襲
し
、
「竪
七
寸
五
分
、
巾
五
寸
」

と
の
書
入
れ
が
見
ら
れ
る
。
さ
て
、
新
た
に
加
え
ら
れ
た
知
見
は
、
恋
歌
だ
け

で
は
な
く

「述
懐
」
も
あ
る
こ
と
、

「御
自
詠
、
古
歌
交
り
」
と
、
歌
の
典
拠

に
言
及
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
吉
野
切
の
名
称
が
、
後
醍
醐
天
皇
の
行
宮
に
由

伊

井

春

来
す
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
に
し
て
も
、

「御
自
詠
」
と
か

「古
歌
」

と
は
ど
の
よ
う
な
資
料
に
も
と
づ
い
て
の
発
言
か
、
き
わ
め
て
気
に
な
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
今
日
こ
の
吉
野
切
の
評
価
に
つ
い
て
、

「恐
ら
く
自
筆
自
詠
の
御

製
集
の
断
簡
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
翁
藻
塩
草
し
、

「天
皇
の
震
翰
に

は
論
旨

・
願
文

・
懐
紙

・
書
状
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
筆
跡
と
よ
く
似
た

も
の
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
自
詠
自
筆
の
御
歌
集
断
簡
で
あ
ろ
う
」
今
見
ぬ
世
の

友
し
、
コ
」
の
伝
称

令
新
撰
古
筆
名
葉
集
し

に
は
、
か
な
り
信
憑
性
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
」
令
輪
墨
城
し
な
ど
と
、
そ
れ
ぞ
れ
押
さ
れ
る
手
鑑
の
解
説
で
、
自

筆
の
御
製
集
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

『新
撰
古
筆
名
葉
集
』
の
記
述
を
積
極
的

に
否
定
す
る
だ
け
の
根
拠
が
な
く
、
し
か
も
後
醍
醐
天
皇
の
筆
跡
と
吉
野
切
と

が
近
似
す
る
と
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
評
価
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
春
名
好
重
氏
は
批
判
的
な
立
場
に
あ
り
、

『古
筆
大
辞
典
』

で
筆
跡
の
異
な
り
を
指
摘
し
、
「そ
れ
故
、
塁
口
野
切
』
は
後
醍
醐
天
皇
の
震
翰

で
は
な
い
。
も
と
吉
野
山
の
ど
こ
か
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
後
醍
醐
天
皇

の
震
翰
と
い
わ
れ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
書
写
年
代
は
南
北
朝
時
代
で
あ
る
。

（中
略
）す
べ
て
恋
の
歌
で
あ
る
」
と
、
吉
野
切
の
名
称
は
た
ん
に
吉
野
山
の
い

ず
れ
か
の
伝
来
に
よ
る
と
す
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
筆
跡
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、



こ
の
よ
う
に
評
価
が
ま

っ
た
く
異
な
る
よ
う
に
、
判
断
す
る
の
は
困
難
だ
が
、

書
写
さ
れ
た
時
期
は
南
北
朝
と
み
て
間
違
い
な
い
と
思
う
。
流
麗
な
散
ら
し
書

き
で
、
し
か
も
気
品
の
あ
る
書
き
ぶ
り
か
ら
、
古
筆
家
で
は
震
筆
と
し
て
扱

っ

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

吉
野
切
は
色
紙
の
よ
う
な
体
裁
を
と
る
が
、
も
と
は
冊
子
本
で
あ
る
。　
一
部

の
断
簡
の
端
に
明
ら
か
に
綴
じ
糸
に
よ
る
穴
が
四
つ
見
い
だ
さ
れ
る
の
に
よ
っ

て
、
そ
れ
と
知
ら
れ
る
。
今
日
目
に
す
る
吉
野
切
の
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
恋
歌
と

い
っ
て
よ
い
が
、

「述
懐
」
も
存
し
た
と
な
る
と
、
同
じ
冊
子
に
分
類
さ
れ
て

収
め
ら
れ
て
い
た
の
か
、
恋
歌
部
と
か
述
懐
部
と
か
帖
を
異
に
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
も

っ
と
も
問
題
と
な
る
の
は
、

「御
自
詠
、
古
歌
交
り
」

と
す
る
点
で
、
後
醍
醐
天
皇
の
自
詠
と
古
歌
と
は
混
在
し
て
書
写
さ
れ
て
い
た

の
か
、　
一
冊
の
中
で
判
別
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同

一

筆
跡
で
、
基
本
的
に
上
下
三
段
に
分
け
ら
れ
た
散
ら
し
書
き
の
体
裁
を
と
る
。

後
醍
醐
天
皇
の

「御
自
詠
」
と
す
る
と
、
こ
れ
は
今
は
失
わ
れ
た
私
家
集
の
断

簡
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
勅
撰
集
な
ど
に
残
さ
れ
た
歌
の
多
さ
か
ら
い
っ
て
も

後
醍
醐
天
皇
に
家
集
が
存
し
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
か

ろ
う
。
た
だ
共
通
す
る
歌
が
奇
妙
に
も

一
首
も
見
ら
れ
な
い
の
は
、
恋
歌
と
い

う
特
殊
性
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
な
ぜ

「古
歌
」
を

「自
詠
」
の
中
に

混
ぜ
た
の
か
、

「古
歌
」
と
は
ど
の
よ
う
な
歌
で
あ
ろ
う
か
、
な
ど
と
次
々
と

疑
間
が
起
こ
ら
な
い
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
疑
念
も
、
あ
ま
り
に
も

『新
撰
古
筆
名
葉
集
』
の
記
述
に
振
り

回
さ
れ
す
ぎ
た
こ
と
と
、
吉
野
切
は

一
首
も
現
存
の
歌
集
類
に
は
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き
な
い
と
の
指
摘
に
、
先
入
観
と
な

っ
て
そ
れ
以
上
の
探
索
の
努
力
を

怠

っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
今
日
知
ら
れ
る
吉
野
切
を
で
き
る
だ

け
集
め
、　
一
首
ず
つ
点
検
す
る
作
業
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
。

一一　
吉
野
切
と

『
堀
河
院
百
首
』

大
東
急
記
念
文
庫
蔵
古
筆
手
鑑

『筆
墜
豪
戦
』
に
、
後
醍
醐
天
皇
筆
と
す
る

次
の
よ
う
な
吉
野
切

一
枚
が
押
さ
れ
る

（吉
野
切
は
い
ず
れ
も
散
ら
し
書
き
だ

が
、
以
下
普
通
の
歌
と
し
て
翻
字
す
る
）。

く
り
か
へ
し
あ
ま
て
る
神
の
官
は
し
ら
た
ち
か
ふ
る
ま
て
と
は
ぬ
君
か
な

こ
の
歌
は
、
思
い
が
け
な
く
も

『新
勅
撰
和
歌
集
』

（新
編
国
歌
大
観
　
巻

十
二
・
恋
二
・
七
四
〇
）
に
次
の
よ
う
な
詞
書
を
持

っ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
の

を
見
い
だ
す
。

堀
河
院
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
　
　
権
中
納
言
国
信

く
り
か
へ
し
あ
ま
て
る
神
の
宮
ば
し
ら
た
て
か
ふ
る
ま
で
あ
は
ぬ
き
み
か

な

試
¨
痴
鵜
ユ
【
わ
矩
げ
脚
稀
「

『
堀

脚
醐
い
は
い
辞
講
砕
継
」

（ ん
囃
市

『
首

脚
口
一

首
』
と
す
る
）
を
見
る
と
、
恋
の

「
不
遇
恋
」
に
、

く
り
か
へ
し
あ
ま
て
る
神
の
み
や
は
し
ら
た
て
か
ふ
る
ま
て
あ
は
ぬ
き
み

か
な
　
　
国
信

（
一
一
五
五
）

と
、　
一
部
に
語
句
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
収
め
ら
れ
る
。
な
お
、

吉
野
切
の
第
五
句

「と
は
ぬ
君
か
な
」
は
、

『堀
河
院
百
首
』
の
諸
本
い
ず
れ

と
も

一
致
し
な
い
独
自
本
文
で
あ
る
。

吉
野
切
の
一
首
が

『新
勅
撰
集
』
に
入
集
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
資
料
と

な

っ
た
の
は

『堀
河
院
百
首
』
で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
は
、
意
外
な
驚
き
と
い

う
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
古
筆
家
も
気
づ
き
、
後
醍
醐
天
皇
の
自

詠
と
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
歌
も
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

「古
歌

交
り
」
と
注
記
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。



「書
宛
」
に
収
め
ら
れ
る
吉
野
切
、

う
し
と
の
み
人
の
心
を
み
し
ま
へ
の
い
り
え
の
こ
も
の
お
も
ひ
み
た
れ
て

も
、
「新
拾
遺
集
』
（巻
十
二
・
恋
二
。
一
〇

一
五
）
に
、

堀
河
院
御
時
た
て
ま
つ
り
け
る
百
首
歌
に
　
　
権
大
納
言
公
実

う
し
と
の
み
人
の
心
を
み
し
ま
江
の
い
り
江
の
ま
こ
も
さ
ぞ
み
だ
る
ら
ん

と
し
て
入
集
し
、
こ
れ
は
未
大
抄
に
も
見
ら
れ
る
ほ
か
、
勿
論
詞
書
通
り

『堀

河
院
百
首
』
に
も
、

「恨
」
に
、

う
し
と
の
み
人
の
心
を
み
し
ま
え
の
い
り
え
の
こ
ひ
の
お
も
ひ
み
た
れ
て

公

（
一
二
六
五
）

と
あ
る
。
こ
の
二
首
の
存
在
に
よ
っ
て
、
吉
野
切
の
歌
が

『
堀
河
院
百
首
』
に

偶
然
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
続
け
る
と
、
手
鑑

『鳳
凰
菫
』
の
、

け
さ
こ
そ
は
は
つ
か
に
み
つ
れ
ほ
と
も
な
く
な
に
と
み
た
る
ゝ
心
な
る
ら

む
　
隆
源

（
一
一
三
一こ

は
、

『
堀
河
院
百
首
』
の

「初
恋
」
に
、

け
さ
こ
そ
は
は
つ
か
に
み
つ
れ
は
と
も
な
く
な
に
と
み
た
る
ゝ
心
な
る
ら

む

と
あ
り
、
「長
松
庵
金
子

・
某
家
目
録
」
（東
京
、
昭
和
十
四
年
六
月
）
と
す
る

入
札
目
録
の
、

く
る
ヽ
ま
も
さ
た
め
な
き
世
に
あ
ふ
こ
と
の
い
つ
と
も
し
ら
て
こ
ひ
わ
た

る
か
な

も
、

『堀
河
院
百
首
』
の

「
不
遇
恋
」
に
、

く
る
ヽ
ま
も
さ
た
め
な
き
よ
に
あ
ふ
事
を
い
つ
と
も
し
ら
て
返
ぬ
る
か
な

隆
源

（
一
三
ハ
五
）

と

一
致
す
る
。

こ
う
な
る
と
、
吉
野
切
の
歌
は

『堀
河
院
百
首
』
の
資
料
で
あ

っ
た
と
言
い

た
く
な
る
の
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
共
通
す
る
の
は
右
の
四
首
だ
け
で
、
あ
と
は

勅
撰
集
そ
の
他
の
歌
集
、
歌
合
な
ど
に
も
ま
っ
た
く
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
ど
う
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
轄
岬
刹
ｍ
¨
仁
】
舞
狩
狂
叶
晴
懺
勧
］
剌
轟
れ
】
肝

（ る
い
け
に
脚
励
「
け
影

稿
集
の
う
ち
、
古
人
の
筆
跡
類
の
メ
モ
と
思
わ
れ
る
中
に
、

後
醍
醐
天
皇
御
製
　
　
吉
野
色
紙
　
　
聖
護
院
所
蔵

き
く
も
う
し
ま
た
い
つ
は
り
の
夕
暮
は
ふ
く
と
な
つ
け
そ
庭
の
松
風

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駒
井
氏
所
蔵

い
た
つ
ら
に
あ
は
て
年
ふ
る
恋
に
の
み
朽
な
る
袖
の
名
を
い
か
に
せ
ん

あ
ひ
み
て
の
後
さ
へ
人
の
恋
し
き
は
い
つ
を
限
の
お
も
ひ
な
る
ら
ん

と
あ
る
の
を
見
つ
け
ら
れ
、　
里
［
野
色
紙
」
は
吉
野
切
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
と

さ
れ
た
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
の
よ
う
で
、
右
の
三
首
の
う
ち
最
後
の
歌
は

「松

風
聴
松
庵
氏
遺
愛
品
入
札
目
録
」

（京
都
、
昭
和
四
年

一
月
）
や

「上
京
神
田

氏
所
蔵
品
入
札
目
録
」

（京
都
、
某
年
十
二
月
三
日
）
に
収
め
ら
れ
る
吉
野
切

に
、

あ
ひ
み
て
の
の
ち
さ
へ
人
の
恋
し
き
は
い
つ
を
か
き
り
の
お
も
ひ
な
る
ら

む

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、　
里
口野
色
紙
」
と
す
る

他
の
二
首
も
同
じ
く
吉
野
切
で
あ

っ
た
と
考
え
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
集
め
た
吉
野
切
の
歌
が
、

『
堀
河
院
百
首
』
と
四
首
ま
で

重
な
り
を
見
せ
、
緊
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の

大
半
の
歌
は
ま

っ
た
く

一
致
し
な
い
。
吉
野
切
が
完
成
度
の
高
い
書
写
で
あ
る

の
を
思
う
と
、
た
ん
な
る

『
堀
河
院
百
首
』
の
資
料
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ



う
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
、

『
堀
河
院
百
首
』
の
成
立
と
関
連
さ
せ

な
が
ら
も
す
こ
し
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

一二

『
堀
河
院
百
首
』
の
成
立

『
堀
河
院
百
首
』
は
、
勅
撰
集
の
詞
書
に

「堀
河
院
御
時
た
て
ま
つ
り
け
る

百
首
歌
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
歌
人
た
ち
か
ら
百
首
歌
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
を

つ 配
綱
」
薇
賊
講
れ
韓
最
い
わ

つ ょ
“
』
弾

力ヽ 純
は
れ
Ⅷ
“
哺
数
蹴

そ ヵ、
¨
韓
に
投
ｍ
″

の
は
、
百
首
歌
が
初
め
か
ら
堀
河
院
の
も
と
で
企
画
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま

ず
民
間
の
も
と
に
成
立
し
、
そ
れ
が
宮
中
に
聞
こ
え
て
完
成
し
た
と
す
る
二
次

の
過
程
を
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第

一
次
的
成
立
は
康
和
年
間
、
第

二
次
的
成
立
は
長
治
元
年
十
二
月
以
後
年
末
ま
で
と
限
定
さ
れ
る
。

そ
の
後
、

『堀
河
院
百
首
』

（
の
城
立
は
こ
の
視
点
を
軸
に
し
て
さ
ら
に
詳
細

に
考
察
さ
れ
て
い
く
が
、
上
野
理
氏
は
人
選
か
ら
み
て
公
実
が
中
心
と
な
り
、

彼
の
邸
で
披
講
さ
れ
た
後
叡
間
に
た
っ
し
て
召
覧
、
俊
頼
が
撰
者
と
な

っ
て
ま

最
商
一

『 の
い
醐
辮
藝
請
「
¨
授
村
れ
Ｐ
雌
量
″
端
舞
い
罐
り

従．
締
颯
静
隷
わ
鰤

合
し
て
新
た
な
成
立
説
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
初
は
俊
頼

に
よ
っ
て
企
画
、
推
進
さ
れ
た

「左
京
権
大
夫
百
首
」
が
、
や
が
て
中
央
政
界

の
実
力
者
で
自
河
仙
洞
と
密
接
な
公
実

。
顕
季
、
歌
壇
の
長
老
で
も
あ
り
題
者

と
し
て
の
権
威
づ
け
も
で
き
る
匡
房
等
を
加
え
、
晴
れ
の
催
し
と
な
る
百
首
歌

に
発
展
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
長
治
二
年
五
月
か
ら
翌
三
年
三
月

の
間
に
、
題
者
大
江
匡
房
、
勧
進
者
藤
原
公
実
の
形
式
で
堀
河
天
皇
に
奏
覧
さ

れ
た
と
す
る
。
初
め
は
十
四
人
本
だ

っ
た
が
、
や
が
て
詠
進
の
遅
れ
た
源
顕
仲

が
、
さ
ら
に
永
縁
の
百
首
歌
も
加
え
ら
れ
て
、
十
五
人
本
、
十
六
人
本
と
成
長

し
て
い
っ
た
と
も
い
う
。

誰
が
発
起
し
た
の
か
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
共
通
す
る
の
は
初
め
　
％

は
私
的
な
百
首
歌
だ

っ
た
の
が
、
や
が
て
成
長
し
て
堀
河
天
皇
に
奏
覧
さ
れ
る

と
い
う
晴
の
応
制
百
首
に
成
長
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
宮
文
庫

蔵
三
条
家
本
の
巻
末
に
、

俊
頼
朝
臣
自
筆
本
書
写
了
、
於
朱
砂
点
者
、
以
肥
後
公
家
本
移
了
云
々
、

件
肥
後
公
家
本
点
フ
ハ
此
事

ニ
ハ
不
点
フ
懸
了
、

此
百
首
和
歌
実
非
　
勅
宣
、
唯
春
宮
大
夫
発
詞
各
随
喜
之
輩
詠
之
、
於
彼

大
夫
家
被
講
之
、
其
後
及
叡
聞
令
覧
之
被
切
続
之
、
働
号
堀
川
院
百
首
云

々

、

と
あ
る
由
だ
（た

、
そ
の
真
偽
は
と
も
か
く
と
し
て
、
春
宮
大
夫
公
実
が
発
起
し
、

「随
喜
之
輩
」
が
百
首
歌
を
詠
ん
だ
後
、
公
実
邸
で
被
講
、
そ
れ
が
堀
河
天
皇

の
叡
間
に
た
っ
し
て

「奏
覧
」
し
た
と
い
う
、
上
野
氏
の
典
拠
と
し
た
説
が
記

さ
れ
る
。
そ
の
第

一
次
本
か
ら
第
二
次
本

へ
の
過
程
に

「被
切
続
之
」
と
切
続

の
あ

っ
た
事
実
は
も

っ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
「今
鏡
』
（す
べ
ら
ぎ
の
中
第
二
た
ま

づ
さ
）
に
は
、
「堀
河
院
百
首
』
の
成
立
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

又
時
の
歌
詠
み
十
四
人
に
、
百
首
の
歌
お
の
お
の
奉
ら
せ
給
ひ
け
り
。
男
、

女
、
僧
な
ど
、
歌
人
み
な
名
あ
ら
は
れ
た
る
人
々
な
り
。
題
は
匡
房
中
納

言
ぞ
奉
り
け
る
。
こ
の
世
の
人
、
歌
詠
む
中
だ
て
に
は
、
そ
れ
な
む
せ
ら

れ
け
る
。
尊
勝
寺
造
ら
れ
侍
り
け
る
頃
、
殿
上
人
華
重
あ
て
ら
れ
侍
り
け

る
に
、
俊
頼
歌
人
に
て
お
は
し
け
る
に
、
百
首
歌
案
ぜ
む
と
す
れ
ば
、
五

文
字
に
は

「華
重
の
」
と
の
み
置
か
る
ヽ
と
い
ふ
と
聞
か
せ
給
ひ
て
、
「
不

便
の
事
か
な
」
と
て
、
除
か
せ
給
ひ
け
る
と
ぞ
き
こ
へ
侍
り
し
。

『
堀
河
院
百
首
』
は
、
十
四
人
本
な
り
十
六
人
本
が
出
現
す
る
に
い
た
る
ま



で
に
は
、
か
な
り
複
雑
な
成
立
事
情
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
だ
け
に
右
の
記

事
も
そ
の
背
景
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
読
む
必
要
が
あ
る
。

「男
、
女
、
僧
な

ど
、
歌
人
み
な
名
あ
ら
は
れ
た
る
人
々
」
と
い
っ
て
も
、
当
代
の
す
ぐ
れ
た
歌

人
の
代
表
と
い
う
の
で
は
な
く
、
か
な
り
偏
り
の
あ
る
選
定
で
あ

っ
た
こ
と
は

す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
う
と
、
匡
房
が
題
者

で
あ

っ
た
と
す
る
の
も
、
そ
れ
が
事
実
で
あ

っ
た
に
し
て
も
第

一
次
本
か
ら
の

責
任
者
で
あ

っ
た
の
か
と
な
る
と
、
疑
間
が
起
こ
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

れ
に
、

「尊
勝
寺
造
ら
れ
侍
り
け
る
頃
」
が
、
康
和
四
年

（
一
一
〇
二
）
七
月

二
十

一
日
の
落
慶
供
養
を
指
す
と
す
る
と
、
そ
の
頃
堀
河
天
皇
が

「華
重
」
の

題
を
自
ら
の
意
志
で
削
除
し
た
と
す
る
立
場
と
、
題
者
と
し
て
の
匡
房
と
は
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「華
重
」
の
歌
題
は
、
雑
の
部
に
存
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
を
出
し
た
の

は

『今
鏡
』
の
文
脈
に
よ
る
と
匡
房
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
十
四
人
の
す
べ
て

の
歌
人
に
課
せ
ら
れ
た
歌
題
だ

っ
た
は
ず
だ
が
、
俊
頼
に
と

っ
て
は
「華
重
の
」

と
初
旬
に
置
き
な
が
ら
そ
れ
以
下
が
続
か
ず
、
苦
吟
す
る
ば
か
り
で
あ

っ
た
。

こ
の

「華
重
」
が
百
首
歌
の
題
と
な

っ
た
の
は
、
堀
河
天
皇
御
願
の
尊
勝
寺
落

慶
供
養
に
と
も
な
う
も
の
で
、
い
わ
ば
堀
河
天
皇
の
歓
心
を
買
う
性
格
と
い
え

る
。
供
養
の
当
日
、
仏
前
に
は
こ
の
華
重
が
荘
厳
の
具
と
し
て
飾
ら
れ
た
に
違

い
な
く
、
そ
れ
を
祝

っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
そ

の
歌
題
は
百
首
歌
か
ら
削
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
そ
の
意
向
は
堀
河
天
皇

自
身
に
よ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
十
四
人
の
歌
か
ら
は

「華
重
」
の
歌
が
消
え
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
俊
頼
な
ど
が
こ
の
時
期
に
詠
ん
で
い
た
百
首
歌
と
い
う
の
は
、
明
ら

か
に
堀
河
天
皇
に
献
上
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
堀
河
天
皇
も
関
知
し

て
の
百
首
歌
だ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
責
任
に
よ
っ
て
削
除
す
る
こ
と
を
了
承

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、

「題
は
匡
房
中
納
言
ぞ
奉
り
け
る
」
と
言

い
な
が
ら
も
、
す
べ
て
彼
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後

に
は
堀
河
天
皇
が
介
在
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
意
向
に
よ
っ
て
歌
題
も
決
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
折
の
俊
頼
は
、
い
わ
ゆ
る

第
二
次
本
の
百
首
歌
を
詠
ん
で
い
た
の
で
あ

っ
て
、
第

一
次
本
は
そ
れ
以
前
に

す
で
に
で
き
あ
が

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
百
首
歌
が
堀
河
天
皇
の
叡
聞
す
る

と
こ
ろ
と
な
り
、
あ
ら
た
め
て
匡
房
に
歌
題
の
再
検
討
を
求
め
、
そ
の
過
程
で

従
来
の
歌
を
改
め
て

「華
重
」
が
雑
の
部
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
尊
勝

寺
の
供
養
に
あ
わ
せ
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

た
だ
実
際
に
で
き
あ
が
る
ま
で
に
は
ま
だ
数
年
を
要
し
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
も
す
で
に
引
用
さ
れ
て
、
第

一
次
本
か
ら
第
二
次
本
へ
の

具
体
的
な
切
継
ぎ
の
資
料
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、

『袖
中
抄
』
の
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。

或
人
の
申
さ
れ
し
は
、
公
実
卿
被
詠
百
首
歌
之
時
、
郭
公
歌
云
、

を
ち
か
へ
り
い
は
に
な
け
と
も
時
鳥
二
四
八
と
も
に
め
つ
ら
し
き
か

な

此
歌
は
か
の
古
歌
を
よ
み
う
つ
さ
れ
た
る
歌
也
、
二
四
八
詞
歌
注
進
之
由

堀
川
院
よ
り
被
仰
下
之
時
、
此
歌
を
と
ヽ
め
て
、

わ
れ
や
さ
は
い
り
や
し
な
ま
し
ほ
と
ヽ
き
す
山
路
に
か
へ
る
ひ
と
こ

ゑ
に
よ
り

と
云
歌
を
被
入
た
り
、

公
実
詠
は

「郭
公
を
ち
か
へ
り
な
け
う
な
ゐ
こ
が
う
ち
た
れ
が
み
の
さ
み
だ

れ
の
そ
ら
」

（拾
遺
集
巻
二
、
夏
、
窮
恒
）
の
古
歌
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
が
、
そ
こ
で
の

「
二
四
八
」
と
の
語
旬
に
つ
い
て
堀
河
天
皇
か
ら
注
解
を

求
め
ら
れ
る
と
、
彼
は
そ
の
歌
を
と
ど
め
て
新
た
に
詠
進
し
な
お
し
た
と
い
う
。



現
存
の

『堀
河
院
百
首
』
で
は
、
後
者
が
収
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、

「
を
ち
か

へ
り
」
は
い
わ
ば
第

一
次
本
か
ら
第
二
次
本
へ
と
成
長
変
貌
す
る
過
程
で
消
滅

し
た
歌
と
い
え
よ
う
。

『華
重
』
の
歌
題
に
し
て
も
、
右
の
公
実
詠
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
残
さ
れ

た
断
片
的
な
資
料
か
ら
想
定
す
る
と
、
第
二
次
本
の
成
立
に
は
堀
河
天
皇
の
存

在
が
か
な
り
大
き
な
役
割
を
占
め
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
に
第

一
次
本
と
の
違

い
は
少
々
の
手
直
し
程
度
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

「華
重
」
を
や
め
て

新
た
に
ど
の
よ
う
な
歌
題
を
人
々
に
与
え
た
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
種
の

差
替
え
は
ま
だ
ほ
か
に
い
く
ら
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
同
じ
歌
題
の
歌
で
あ

っ
て
も
公
実
の
よ
う
に
詠
み
改
め
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
も
は
や
実
質
の
無
く
な

っ
た
第

一
次
本
は
、
今
日
想
像
す
る
以
上
に
異
な

っ
た
歌
題
と
歌
を
含
ん
で
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

四
　
第

一
次
の
出
現

従
来
、
尊
勝
寺
落
慶
供
養
の
康
和
四
年
七
月
の
頃
に
、
俊
頼
が
苦
吟
し
て
い

る
よ
う
に

『堀
河
院
百
首
』
の
第

一
次
本
が
作
成
さ
れ
た
と
す
る
考
え
が
大
勢

を
占
め
て
い
た
。
第
二
次
本
は
そ
れ
以
降
に
な
る
の
だ
が
、
た
だ
私
は
堀
河
天

皇
の
介
在
し
た
様
相
か
ら
、
む
し
ろ
康
和
四
年
当
時
す
で
に
第

一
次
本
が
存
在

し
、
そ
れ
に
大
幅
な
手
直
し
を
し
て
い
た
時
期
と
見
な
し
た
い
。

『今
鏡
』
の

記
述
は
、
私
的
に
出
発
し
た
百
首
歌
が
晴
の
応
制
百
首
と
な
り
、
全
面
的
に
改

訂
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
そ
の
期
待
に
応
え
て
努
力
す
る
俊
頼
像
が
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

『祐
子
内
親
王
家
紀
伊
集
』
に
、

左
京
の
権
大
夫
百
首
の
う
ち

う
く
ひ
す

わ
れ
な
ら
む
人
き
く
ら
め
や
め
つ
ら
し
き
あ
し
た
の
は
ら
の
う
く
ひ
す
の

こ
ゑ

（
四
六
）

と
し
て
、
以
下

「
わ
か
な
」

「む
め
」

「さ
わ
ら
ひ
」
な
ど
の
題
の
も
と
に
二

九
首
の
歌
が
配
列
さ
れ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が

『
堀
河
院
百
首
』
と

一
致
す
る
。

そ
れ
以
外
の
七

一
首
は
な
ぜ
収
録
し
な
か
っ
た
の
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ

の
詞
書
に

「左
京
の
権
大
夫
百
首
」
と
記
さ
れ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
俊
頼
は

様
計
に
婢

夫
（

に 一
↑
Ю
市
ｒ
れ
は
れ

つ 頭
“
』
協
唯

『 で
ユ
組
ｒ
師
辣
ン
に
針
躊
判
盤

京
権
大
夫
百
首
」
の
こ
と
ば
が
見
え
る
た
め
、
あ
る
時
点
ま
で
俊
頼
の
企
図
し

集
め
た
百
首
歌
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
つ
の

頃
か
、
ど
の
よ
う
な
歌
人
た
ち
が
歌
を
求
め
ら
れ
て
い
た
の
か
と
な
る
と
、
ま

っ
た
く
不
明
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

大
江
匡
房
は
永
長
二
年

（
一
〇
九
七
）
に
大
宰
権
帥
に
任
じ
ら
れ
て
翌
年
下

向
し
、
康
和
四
年
六
月
に
帰
京
、
と
い
っ
た
行
動
か
ら
す
る
と
、
当
初
か
ら
百

首
歌
の
歌
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
上
京
し
て

一
カ
月
ば
か

り
後
に
尊
勝
寺
の
落
慶
供
養
が
催
さ
れ
て
い
る
の
で
、
堀
河
天
皇
は
都
に
戻

っ

た
匡
房
を
早
速
召
し
、
晴
の
百
首
歌
と
し
て
体
裁
を
整
え
る
よ
う
命
し
た
の
が

『今
鏡
』
の
記
事
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
匡
房
が
落
慶
供
養
ま
で
に
百
首
の

歌
題
を
選
定
す
る
の
に
は
、
時
間
的
に
余
裕
が
な
い
た
め
題
者
で
は
あ
り
得
な

か
っ
た
と
す
る
意
見
も
あ
り
は
す
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
れ
は
第
二

次
本
の
策
定
と
考
え
れ
ば
す
こ
し
も
困
難
な
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に
彼

自
身
も
人
数
に
加
わ
り
、
百
首
を
詠
ん
で
い

っ
た
。
「
匡
房
集
』
（私
家
集
大
成

Ⅱ
）
に

「恋
十

一
首
」
と
し
て
、
「初
恋
」
以
下

「寄
草
恋
」

ま
で
の
十

一
首

が
置
か
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
初
め
か
ら
の
十
首
ま
で
は

『堀
河
院
百
首
』
の
恋

部
と
配
列
も

一
致
す
る
。
十

一
首
目
の

「と
も
す
れ
は
な
ひ
く
さ
山
の
く
す
か



つ
ら
恨
み
よ
と
の
み
秋
風
そ
ふ
く
」
２

０
六
）
は
、
「堀
河
院
百
首
』
の
歌
題

で
も
な
い
た
め
、
後
人
が
編
纂
の
折
付
加
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
な
ま

く
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
恋
部

「恨
」
の
公
実
の
詠
に
、
異
伝
歌
と
し
て
こ
の
歌

が

一
部
の
伝
本
に
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
河
内
の
歌
に
も
他
の
本
文
に
こ
れ
が

書
き
加
え
ら
れ
る
。
明
ら
か
に
匡
房
詠
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
諸
本
に
公
実

や
河
内
の
、

「恨
」

の
別
歌
と
す
る
指
摘
は
た
ん
な
る
転
写
の
過
程
に
生
じ
た

誤
り
と
思
わ
れ
る
。
匡
房
詠
の
す
ぐ
前
の
公
実
に
異
伝
の
歌
と
す
る
の
は
、
も

と
も
と
匡
房
の
部
分
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
日
移
り
に
よ
っ
て
書
く
位
置

を
誤

っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
別
の
伝
本
で
は
詠
者
名
が
分
か
ら
な
く
な

っ
て

「恨
」
の
末
に
メ
モ
し
て
い
た
の
が
、
そ
の
ま
ま
河
内
の
歌
と
見
な
さ
れ
て
し

ま

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
正
し
い
位
置
に
戻
し
て
、
本
来
匡
房
の

「恨
」
の
異
伝
歌
だ

っ
た

と
す
る
と
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
帰
京
後
百
首
歌
を
詠
み
始
め
、

「恨
」

も

「
と
も
す
れ
ば
」
と
詠
ん
で
い
た
の
だ
が
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
削
除
し
て

今
日
見
る
よ
う
に

「
ひ
さ
か
た
や
あ
ま
の
と
ま
や
の
も
し
を
く
さ
つ
ら
み
る
事

の
た
へ
ず
も
あ
る
か
な
」
に
し
た
、
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
い
ず
れ
も

「恨
」

の
歌
と
し
て
通
用
す
る
。

『
匡
房
集
』
で
は
そ
れ
を
破
棄
す
る
こ
と
な
く
、
別

の
題
を
付
し
て

「恋
十

一
首
」
と
し
て
配
列
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

匡
房
が
第
二
次
本
か
ら
加
わ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
す
る
の
は
、
例
え
ば

『江

帥
集
』

（
Ｉ
）
で
、

於
大
宰
府
詠
之
　
　
か
す
み

わ
き
も
こ
か
そ
て
ふ
る
や
ま
は
春
き
て
そ
か
す
み
の
こ
ろ
も
た
ち
わ
た
り

け
る

（
一
〇
）

と
す
る
歌
が
、

『堀
河
院
百
首
』
で
そ
の
ま
ま

「霞
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
に
よ
る
。
九
州
の
地
で
詠
み
た
め
て
い
た
歌
を
、
彼
は
百
首
歌
に
利
用

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
有
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
と
も
な
く

新
た
に
参
加
し
た
匡
房
の
歌
に
も
、
堀
河
天
皇
の
意
向
に
よ
る
の
か
切
継
ぎ
が

見
ら
れ
る
。
ま
し
て
や
第

一
次
本
に
は
、
晴
の
百
首
歌
へ
の
変
貌
に
際
し
て
、

人
々
に
次
々
と
改
作
の
要
求
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

て
」
れ
漱
資
¨
浸
は
』
ｒ
端
諄
わ
議
地
駐
颯
［
れ
一
姉
詢
躍
猜
嘲
』
凛

つ 録
継
勧

一
次
本
の
歌
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
態
は
ま
だ
ま
だ
多
か
っ
た
は
ず
で
、
歌

題
に
し
て
も
第

一
次
本
以
来
ま
っ
た
く
不
変
で
あ

っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
堀
河

天
皇
の
好
み
に
あ
わ
せ
て
、
俊
頼
の
編
纂
し
て
い
た
百
首
歌
は
大
き
く
変
わ

っ

て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。

五
　
初
撰
本
と
し
て
の
吉
野
切

吉
野
切
の
歌
数
は
三
三
首
、
そ
の
う
ち

『堀
河
院
百
首
』
に
見
え
る
の
は
四

首
、
残
る
二
九
首
は
異
伝
歌
と
も
共
通
し
な
い
。
た
だ
四
首
の
詠
者
が
、
公
実

一
首
、
国
信

一
首
、
隆
源
二
首
と
い
う
様
相
か
ら
す
る
と
、
必
ず
や

『
堀
河
院

百
首
』
と
緊
密
な
関
連
の
も
と
に
で
き
あ
が

っ
て
い
る
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。

公
実
な
り
国
信
が
、
歌
合
と
か
別
の
作
品
集
に
詠
ん
で
い
た
の
を
、
百
首
歌
に

召
さ
れ
た
た
め
再
利
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
例
か
ら
み
て
も
ま
ず
考
え

ら
れ
な
い
。
匡
房
の
場
合
は
、
大
宰
府
で
の
詠
を
利
用
し
た
と
は
言
え
、
そ
れ

は
嚢
中
の
歌
を
百
首
歌
の
配
列
に
加
え
た
に
す
ぎ
な
く
、
吉
野
切
と

『
堀
河
院

百
首
』
の
関
係
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
吉
野
切
は
も
と
冊
子
本
、草
稿
本
な
ど
で
は
な
く
、

す
で
に
完
成
し
た
作
品
と
し
て
の
書
写
の
体
裁
を
と
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
記

さ
れ
た
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
恋
の
歌
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
と
い
う
の
は
、　
一
首
だ

け
問
題
が
あ
る
よ
う
で
、
『
呉
文
柄
蒐
集
手
跡
目
録
』
に
収
め
ら
れ
る
、



よ
し
の
や
ま
わ
か
す
む
か
た
は
き
り
こ
め
よ
ふ
も
と
の
は
な
は
は
る
に
あ

ふ
と
も

は
、
恋
の
歌
と
す
る
に
は
た
め
ら
い
を
覚
え
る
し
、

『新
撰
古
筆
名
葉
集
』
に

指
摘
す
る

「述
懐
」
と
す
る
の
に
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
秋
の

「霧
」
と
と
も

に

「春
」
の
こ
と
ば
も
詠
み
込
む
と
い
う
内
容
か
ら
す
る
と
、
四
季
の
歌
と
も

律
し
切
な
い
よ
う
で
、
や
は
り
恋
の
部
の

「旅
恋
」
と
い
っ
た
あ
た
り
に
処
理

す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
以
外
は
、　
一
首

一
首
た
ど

っ
て
い
く
と
、
い

ず
れ
も

『
堀
河
院
百
首
』
の
恋
の
歌
題
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で

あ
る
。
い
く
つ
か
例
示
し
て
み
よ
う
。

こ
ひ
そ
め
て
わ
す
る
は
か
り
の
と
し
月
に
あ
か
す
涙
の
袖
ぬ
ら
す
ら
ん

こ
れ
は
恋
部
の
初
め
に
置
か
れ
る

「初
恋
」
と
考
え
て
よ
く
、
永
縁
の

「池

水
の
ふ
か
き
心
を
年
ふ
と
も
い
ひ
出
さ
す
は
い
か
ヽ
し
ら
さ
ん
」
（
一
二
壬

じ

な
ど
と
発
想
を
同
じ
く
す
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
こ
れ
な
ど
は
康
和
二
年
四

月
二
十
八
日
の
宰
相
中
将
国
信
歌
合
の

「経
年
恋
」
の
歌
と
考
え
て
よ
い
の
か

も
知
れ
な
い
。

な
へ
て
よ
り
日
か
け
も
を
そ
き
心
地
し
て
た
の
む
る
く
れ
そ
し
つ
心
な
き

こ
れ
は

「後
朝
」
の
よ
う
で
、
顕
仲
の

「
か
へ
り
つ
る
け
さ
の
た
も
と
は
露

と
い
ひ
て
く
れ
ま
つ
そ
て
を
な
に
ヽ
た
と
へ
ん
」

（
一
一
九
四
）
と
類
似
し
た

内
容
の
よ
う
で
あ
る
。

う
し
つ
ら
く
た
ヽ
我
か
ら
よ
身
の
ほ
か
に
ま
た
う
ら
む
へ
き
こ
と
の
葉
も

な
し

は

「恨
」
の
歌
、
河
内
の

「わ
れ
か
ら
と
お
も
ふ
も
の
か
ら
み
く
ま
の
ゝ
う
ら

み
て
の
み
も
す
く
し
つ
る
か
な
」

（
一
二
八
〇
）
と
、
恋
の
悲
し
み
か
ら
自
己

を
ひ
た
す
ら
恨
む
内
容
と
相
即
す
る
。

す
べ
て
の
歌
が
こ
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
の
で
は
な
く
、
か
な
り
無
理
を
し

て
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
題
の
も
と
に
処
理
せ
ざ
る
を
得
な
い
例
も
あ
り
は
す
る
が
、

と
も
か
く
恋
の
部
に
収
ま
る
の
は
確
か
で
あ
る
翁
よ
し
の
や
ま
わ
か
す
む
か
た

は
」
の
歌
も
、　
一
応
恋
の
歌
と
解
釈
し
て
お
く
）。
そ
う
す
る
と
、
吉
野
切

は
，

恋
の
歌
．だ
け
で
一
書
に
な

っ
て
い
た
は
ず
で
、
四
季
と
か
雑
の
歌
が
存
在
し
な

い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
そ
れ
以
外
は
書
写
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
散
ら
し
書
き
と
い
う
体
裁
か
ら
す
る
と
、
恋
の
部
の
す
べ
て
を
転
写
し

た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
典
拠
と
す
る
冊
子
本
か
ら
抄
出
し
た
秀
歌
撰
と
い
っ

た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
典
拠
と
な
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
第

一
次
本
と
称
し
て
き
た
初
撰
本
の

『堀
河
院
百
首
』

（当
初
は

「俊
頼
百
首
」

の
名
称
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
）
で
あ
る
。

俊
頼
は
個
人
的
な
企
て
と
し
て
百
首
歌
を
編
纂
し
て
一
書
に
す
る
こ
と
を
思

い
つ
き
、
公
実

。
国
信

。
隆
源
な
ど
幾
人
か
に
呼
び
か
け
た
。
祐
子
内
親
王
家

紀
伊
も
そ
の
一
人
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
し
、
後
の

『堀
河
院
百
首
』
の
メ
ン
パ
ー

か
ら
は
は
ず
れ
た
よ
う
な
、
き
わ
め
て
俊
頼
の
個
人
的
な
好
し
み
に
よ
る
人
物

も
歌
を
寄
せ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
俊
頼
は
そ
れ
を
配
列
し
て
、
百
首
歌
集

を
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
冊
子
本
は
あ
ま
り
流
布
す
る
こ
と
も
な
く
、
ご

く

一
部
の
限
ら
れ
た
人
々
に
し
か
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
南
北
朝
に
い
た
っ
て

そ
の
恋
の
部
か
ら
歌
を
抜
き
出
し
、
秀
歌
撰
と
も
称
す
べ
き
す
ば
ら
し
い
冊
子

本
が
作
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
今
日
吉
野
切
と
し
て
伝
え

ら
れ
る
実
態
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

初
撰
本
と
も
言
う
べ
き

「俊
頼
百
首
」
は
、
そ
の
後
康
和
四
年
に
い
た
っ
て

晴
の
百
首
歌
に
変
貌
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
時
点
で
は
、
堀
河
天
皇
の
意

向
が
強
く
反
映
し
、
歌
題
や
歌
の
差
替
え
の
ほ
か
、
詠
者
の
変
更
、
追
加
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
恋
部
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
宰
相
中
将
国
信
歌

合

や
、
康
和
四
年
間
五
月
二
日
、
七
日
の
内
裏
艶
書
歌
合
な
ど
に
見
る
恋
歌
の
流



行
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
大
幅
な
手
直
し
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ

の
よ
う
に
し
て
第

一
次
本
か
ら
今
日
の
第
二
次
本

へ
と
成
長
し
た
の
だ
が
、
も

ち
ろ
ん
吉
野
切
の
公
実

。
国
信

・
隆
源
の
歌
に
見
る
よ
う
に
、
改
作
す
る
こ
と

な
く
そ
の
ま
ま
用
い
た
例
も
あ

っ
た
。
吉
野
切
は
初
撰
本
の
恋
部
か
ら
抄
出
し

た
た
め
、
第
二
次
本
で
は
消
滅
し
た
歌
が
多
く
残
さ
れ
る
結
果
と
な

っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
第
二
次
本
の

『堀
河
院
百
首
』
を
典
拠
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
公
実

や
国
信

。
隆
源
の
一
部
の
歌
と
だ
け

一
致
し
、
あ
と
は
ま

っ
た
く
重
な
ら
な
い

と
い
う
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
、
む
し
ろ
矛
盾
が
大
き
く
な

っ
て
く
る
。
さ
ら

に
堀
河
天
皇
歌
壇
の
周
辺
で
成
立
し
た
諸
書
か
ら
恋
の
歌
だ
け
を
集
成
し
た
の

で
は
な
い
か
と
す
る
考
え
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
ば
も

つ
と
共
通

す
る
歌
が
あ

っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
堀
河
天
皇
の
も
と
で
、
今

日
は
失
わ
れ
た
恋
の
歌
集
が
で
き
あ
が

っ
て
い
て
、
そ
の
転
写
が
吉
野
切
で
は

な
い
か
と
の
想
像
も
可
能
と
は
い
え
、

『堀
河
院
百
首
』
の
歌
を
利
用
し
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
も
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
。

吉
野
切
は
今
の
と
こ
ろ
三
十
三
首
に
し
か
す
ぎ
な
く
、

『
堀
河
院
百
首
』
と

共
通
す
る
の
が
わ
ず
か
に
四
首
と
い
う
現
状
か
ら
は
、
想
像
す
る
に
し
て
も
資

料
が
あ
ま
り
に
も
少
な
す
ぎ
る
。
た
だ
私
は
、
初
撰
本
と
も
呼
ぶ
べ
き
第

一
次

本
か
ら
現
存
本
へ
の
成
長
に
は
、
今
日
考
え
ら
れ
る
以
上
の
改
作
、
変
更
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
る
。
そ
の
変
貌
前
の
姿
を
、　
一
部
な
り
と
も

伝
え
て
い
る
の
が
吉
野
切
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

一ハ
　
吉
野
切
拾
遺

こ
れ
ま
で
収
集
し
た
吉
野
切
を
、

『堀
河
院
百
首
』
の
恋
の
歌
題
に
従

っ
て

一
応
配
列
し
て
お
く
。
通
し
番
号
を
付
し
た
が
、
※
は

『
堀
河
院
百
首
』
に
収

載
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

初
恋

※
１
　
け
さ
こ
そ
は
は
つ
か
に
み
つ
れ
ほ
と
も
な
く
な
に
と
み
た
る
ゝ
心
な
る

ら
む

（徳
川
美
術
館
蔵

『
鳳
凰
壺
し

２
　
こ
ひ
そ
め
て
わ
す
る
は
か
り
の
と
し
月
に
あ
か
す
涙
の
袖
ぬ
ら
す
ら
ん

翁
山
王
荘
目
録
」
大
阪
、
昭
和
十
年
十
月
）

不
遇
恋

※
３
　
く
り
か
へ
し
あ
ま
て
る
神
の
官
は
し
ら
た
ち
か
あ
る
ま
て
と
は
ぬ
き
み

か
な

（大
東
急
記
念
文
庫
蔵

『筆
陣
豪
戦
し

４
　
あ
ふ
こ
と
は
か
た
野
ゝ
み
の
ゝ
か
り
に
た
に
と
い
く
る
人
の
な
き
そ
か

な
し
き

（陽
明
文
庫
蔵

『
大
手
鑑
し

５
　
あ
ふ
と
み
る
ゆ
め
た
に
せ
め
て
さ
め
さ
ら
は
う
つ
ゝ
の
う
さ
は
さ
も
あ

ら
あ
れ

（
「布
留
鏡
」
二
―
二
七
）

６
　
さ
め
て
こ
そ
□
□
□
□
□
け
れ
ゆ
め
の
中
の
人
の
契
を
た
の
む
□
□
□

□

（「早
川
家
蔵
品
入
札
」
東
京
、
大
正
十
二
年
五
月
）

７
　
つ
れ
も
な
き
人
を
浦
見
の
は
ま
千
鳥
ね
を
の
み
な
け
と
か
ひ
な
か
り
け

り

（京
都
国
立
博
物
館
蔵

『藻
塩
草
し

※
８
　
く
る
ヽ
ま
も
さ
た
め
な
き
世
に
あ
ふ
こ
と
の
い
つ
と
も
し
ら
て
こ
ひ
わ

た
る
か
な
∩
長
松
庵
金
子
家

・
某
家
目
録
」
東
京
、
昭
和
十
四
年
六
月
）

９
　
い
た
つ
ら
に
あ
は
て
年
ふ
る
恋
に
の
み
朽
ぬ
る
袖
の
名
を
い
か
に
せ
ん

翁
遠
藤
千
胤
遺
稿
集
し

Ю
　
あ
ふ
さ
か
や
せ
た
も
る
神
も
し
る
へ
し
て
ま
よ
ふ
こ
ひ
ち
の
ゆ
く
え
し

し
ら
せ
よ

（「当
市
寺
村
豊
庵
氏
及
某
家
所
蔵
品
入
札
」
京
都
、昭
和
八

年
五
月
）

初
遇
恋

ｎ
　
ま
た
よ
い
と
な
か
め
て
人
を
ま
つ
程
に
や
ゝ
ふ
け
は
つ
る
月
の
頃
か
な
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（大
東
急
記
念
文
庫
蔵

『
手
鑑
し

め
い

（ み
に
¨
¨

氏
（
ち

妙
っ
ら
さ
の
い
か
な
ら
む
よ
そ
な
か
ら
た
に
か

れ
る

あ
ひ
み
て
の
の
ち
さ
へ
人
の
恋
し
き
は
い
つ
を
か
き
り
の
お
も
ひ
な
る

ら
む
翁
上
京
神
田
氏
目
録
」
京
都
、
某
年
十
二
月
三
日

ｏ
「遠
藤
千
胤

遺
稿
集
し

ま
た
と
た
に
い
ふ
へ
き
程
の
ひ
ま
も
な
し
し
の
ふ
か
な
か
の
心
ま
よ
ひ

に
令
故
織
田
徳
兵
衛
氏
遺
愛
品
日
録
」
名
古
屋
、
昭
和
六
年
九
月
）

後
朝

な
へ
て
よ
り
日
か
け
も
を
そ
き
心
地
し
て
た
の
む
る
く
れ
そ
し
つ
心
な

き
今
日
本
古
筆
名
葉
集
し

た
の
ま
し
や
人
の
契
の
あ
さ
ゆ
ふ
に
か
り
に
む
す
へ
る
つ
ゆ
の
こ
と
の

葉
令
舞
羅
千
東
離
し

あ
か
月
の
わ
か
れ
に
つ
ら
く
き
く
よ
り
も
ま
つ
夜
ふ
け
ぬ
る
鳥
の
ね
そ

う
き
令
鈴
木
家
所
蔵
品
入
札
」
東
京
、
昭
和
八
年
四
月
）

遇
不
遇
恋

い
つ
ゝ
り
の
な
さ
け
は
か
り
に
と
い
く
れ
と
お
も
は
ぬ
な
か
は
夜
を
そ

と
を
さ
ぬ

（徳
川
美
術
館
蔵

『吉
野
切
帖
し

ま
た
も
こ
む
こ
と
の
葉
は
か
り
い
た
み
に
て
よ
そ
に
な
れ
ゆ
く
人
の
お

も
か
け
翁
書
画
美
術
品
展
観
入
札
売
立
会
目
録
」
大
阪
、
昭
和
三
十
八

年
二
月
）

旅
恋

よ
し
の
や
ま
わ
か
す
む
か
た
は
き
り
こ
め
よ
ふ
も
と
の
は
な
は
は
る
に

あ
ふ
と
も
含
呉
文
柄
蒐
集
手
跡
目
録
し

わ
す
れ
は
や
か
せ
は
む
か
し
の
あ
き
の
つ
ゆ
あ
り
し
に
も
に
ぬ
人
の
お

も
か
け

（自
鶴
美
術
館
蔵

『
手
鑑
し

思

い
ま
こ
そ
は
袖
の
涙
を
し
く
れ
に
て
こ
と
の
葉
な
か
ら
色
に
も
ら
さ
め

（出
光
美
術
館
蔵

『見
ぬ
世
の
友
し

い
つ
は
り
に
ふ
け
ゆ
く
う
さ
を
色
に
い
て
ヽ
い
は
ヽ
涙
の
ひ
ま
や
あ
ら

ま
し

（中
村
記
念
美
術
館
蔵

『手
鑑
し

い
か
に
せ
む
た
ま
の
を
は
か
り
あ
ふ
こ
と
を
い
の
ち
の
う
ち
の
ち
き
り

な
ら
す
は

（自
鶴
美
術
館
蔵

『
手
鑑
し

わ
す
ら
れ
は
う
き
に
す
て
む
と
お
も
ひ
し
に
ま
た
あ
ひ
ゐ
る
も
命
な
り

け
り
翁
有
賀
家
所
蔵
品
目
録
」
東
京
、
昭
和
十
年
十
月
）

片
思

う
き
な
か
に
の
こ
る
涙
を
か
た
み
に
て
み
し
お
も
か
け
そ
と
を
さ
か
り

ゆ
く

（
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
蔵

『
輸
墨
城
し

し
の
は
し
よ
な
れ
し
お
も
か
け
い
ひ
し
契
身
に
そ
ふ
か
い
の
あ
ら
は
こ

そ
あ
ら
め

（徳
川
美
術
館
蔵

里
口
野
切
帖
し

な
か
ら
ふ
る
か
い
こ
そ
な
け
れ
あ
ふ
こ
と
に
か
へ
ぬ
い
の
ち
の
の
こ
る

つ
ら
さ
は
合
梅
園
奇
賞
し

恨

う
し
と
の
み
人
の
心
を
み
し
ま
へ
の
い
り
え
の
こ
も
の
お
も
ひ
み
た
れ

て
翁
書
苑
」
七
―
五
）

う
し
つ
ら
く
た
ヽ
我
か
ら
よ
身
の
ほ
か
に
ま
た
う
ら
む
へ
き
こ
と
の
葉

も
な
し

（徳
川
美
術
館
蔵

『吉
野
切
帖
し

う
し
と
の
み
い
ひ
て
も
し
た
ふ
心
か
な
つ
ら
く
は
人
の
わ
す
ら
れ
も
せ

て

（右
同
）

き
く
も
う
し
ま
た
い
つ
は
り
の
夕
暮
は
ふ
く
と
な
つ
け
そ
庭
の
松
風



∩
遠
藤
千
胤
遺
稿
集
し

３３
　
い
か
に
せ
む
春
や
む
か
し
と
か
こ
ち
て
も
く
れ
ゆ
く
そ
ら
を
え
こ
そ
う

ら
み
ね
翁
松
浦
伯
爵
家
並
某
家
蔵
器
展
観
入
札
」
東
京
、
昭
和
九
年
十

一
月

ｏ
「
某
大
家
蔵
品
入
札
」
東
京
、
昭
和
十
四
年
六
月
）

注（１
）

本
文
は
、
橋
本
不
美
男
・
滝
沢
貞
夫
著

『校
本
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
と
そ
の

研
究
』

（昭
和
五
十

一
年
刊
、
笠
間
書
院
）
に
よ
る
。

（２
）
　
「古
筆
切
三
首
―
定
家
筆
高
光
集
切
・
広
沢
切

・
吉
野
切
―
六
「青
須
我
波
良
」

第
二
十
六
号
、
昭
和
五
十
八
年
七
月
）

（３
）

『新
古
今
世
界
と
中
世
文
学
　
上
』

（昭
和
四
十
七
年
刊
、
北
沢
出
版
）
所
収

「堀
河
院
百
首
の
成
立
と
そ
の
他
に
つ
い
て
」
∩
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
九
年
九
月
）

（４
）

『後
拾
遺
集
前
後
』

（昭
和
五
十
一
年
刊
、
笠
間
書
院
）
所
収

「堀
河
院
の
御

時
百
首
の
歌
め
し
け
る
時
」
翁
国
文
学
研
究
」
三
二
、
昭
和
四
十
年
十
月
）

（５
）

注
１
に
同
じ
。

（
６
）

注
１
の

「伝
本
と
そ
の
系
統
」
に
よ
る
。

（７
）

源
俊
頼
お
よ
び
堀
河
歌
壇
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
橋
本
不
美
男
著

『院
政
期
の
歌
壇
史
研
究
』

（昭
和
四
十

一
年
刊
、
武
蔵
野
書
院
）
に
詳
し
い
。

（８
）

注
１
に
同
じ
。

（９
）

注
２
お
よ
び
、
藤
井
隆

・
田
中
登
著

『
国
文
学
古
筆
切
入
門
』

（昭
和
六
十
年

刊
、
和
泉
書
院
）

（付
記
）

「東
万
町
大
口
松
所
翁
城
西
閑
壺
庵
外
某
家
所
蔵
品
」
（名
古
屋
、
大
正
十

一
年
三
月
）

に

「と
り
の
ね
の
」
の
初
旬
を
持
つ
吉
野
切
が
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
写
真
が
不
鮮
明
で
こ

れ
以
上
判
読
で
き
な
い
。
こ
の
ほ
か
に
も
精
査
す
れ
ば
採
録
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
今
後

に
期
待
し
た
く
思
っ
て
い
る
。

本
稿
は
、
和
歌
文
学
会
関
西
例
会

（昭
和
六
十
年
七
月
六
日
・
於
大
阪
女
子
大
学
）
で

の
発
表
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
会
員
の
方
々
の
御
教
示
を
深
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

―
本
学
文
学
部
助
教
授
―

国
語
国
文
学
会
　
会
員
近
著
紹
介

島
津
忠
夫
他
著

　
『
和
歌
史
―
万
葉
か
ら
現
代
短
歌
ま
で
―

本
書
は
、

「万
葉
か
ら
現
代
短
歌
ま
で
、
読
み
も
の
と
し
て
の
和
歌
史
を

意
図
」

（あ
と
が
き
よ
り
）
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
先
に
刊
行
さ
れ

た

『和
歌
文
学
選
―
歌
人
と
そ
の
作
品
―
』
と
姉
妹
編
を
成
し
て
い
る
。
和

歌
の
歴
史
を
十
期
に
区
分
し
、
神
野
志
隆
光

。
芳
賀
紀
雄

・
田
中
登

・
竹
下

豊

・
佐
藤
恒
雄

・
稲
田
利
徳

。
上
野
洋
三

・
山
崎
芙
紗
子

・
太
田
登

・
島
津

忠
夫
の
十
氏
が
執
筆
さ
れ
、
そ
の
う
ち
島
津
忠
夫
氏
は
、
現
代
短
歌
を
担
当

し
て
お
ら
れ
る

（和
泉
書
院
　
昭
和
∞
年
４
月
∞
日
　
一
八
〇
〇
円
　
一
一九

〇
頁
）

平
安
文
学
論
究
会
編
　
『講
座
平
安
文
学
論
究

昨
年
刊
行
さ
れ
た
第

一
輯
が
私
家
集
関
係
の
論
文
を
収
め
て
い
た
の
に
続

き
、
本
書
第
二
輯
は
、
古
今
和
歌
集
に
関
す
る
十

一
の
論
文
を
収
載
し
て
い

る
。
そ
の
う
ち
本
会
会
員
で
は
、
今
井
優
氏
が

「古
今
集
恋
歌
の
様
式
―
そ

の
基
底
を
探
る
―
」
、
神
谷
か
を
る
氏
が

「『
よ
む
』
歌
か
ら
『
い
ふ
』
歌
『
か

く
』
歌
へ
」
、　
三
輪
正
胤
氏
が

「古
今
伝
授
史
上
に
お
け
る
宗
祗
と
吉
田
兼

倶
」
を
執
筆
さ
れ
、
日
島
智
子
氏
が
古
今
和
歌
集
文
献
日
録
を
担
当
さ
れ
て

い
る
。

（風
間
書
房
　
昭
和
∞
年
５
月
３．
日
　
八
〇
〇
〇
円
　
一二
一一人
頁
）
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