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歌
人
た
ち
の
夏

1

1

暑
気
と
涼
気
と
l

i

JI[ 

村

晃

生

四
囲
に
山
を
背
負
っ
た
京
の
夏
が
炎
熱
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
過
去
を
想
像
す
る
に
及
ば
な
い
。
王
朝
の
酷
暑
は
、
た
と
え
ば
泉
水
に

臨
ん
で
、
泉
殿
と
い
う
納
涼
用
の
殿
舎
を
擁
す
る
寝
殿
造
り
の
建
築
様
式
を
開
発
し
た
才
智
の
用
い
方
に
も
、

そ
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
か
。
長
和
四
年
（
一

O
一
五
）
六
月
十
九
日
、

こ
の
日
の
猛
暑
に
耐
え
か
ね
た
藤
原
実
資
は
、

日
記
『
小
右
記
』
に
、
「
今
日
苦

熱
納
涼
泉
辺
、
召
男
等
給
一
盃
L

と
書
き
留
め
、

日
頃
の
避
暑
の
様
を
簡
潔
に
伝
え
て
い
る
。
ま
た
ほ
ぼ
同
時
期
の
女
房
生
活
を
活
写
す
る

『
枕
草
子
』
は
、

い
み
じ
う
暑
き
昼
な
か
に
、
い
か
な
る
わ
ざ
を
せ
む
と
、
扇
の
風
も
ぬ
る
し
。
氷
水
に
手
を
ひ
た
し
も
て
さ
わ
ぐ
ほ
ど
に
、
こ
ち
た
う
赤

き
薄
様
を
唐
な
で
し
こ
の
い
み
じ
う
咲
き
た
る
に
結
び
つ
け
て
取
り
入
れ
た
る
こ
そ
、
書
き
つ
ら
む
ほ
ど
の
暑
さ
、
心
ざ
し
の
程
浅
か
ら

ず
お
し
は
か
ら
れ
て
、
且
つ
使
ひ
つ
る
だ
に
あ
か
ず
お
ぼ
ゆ
る
扇
も
う
ち
置
か
れ
ぬ
れ
。
（
三
巻
本
、
一
八
五
段
）

と
、
氷
水
や
色
彩
な
ど
に
よ
る
一
瞬
時
の
忘
暑
を
あ
り
あ
り
と
語
っ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
暑
気
に
支
配
さ
れ
る
夏
の
気
候
風
土
の
中
で
、

そ
の
生
活
や
文
学
の
方
向
が
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
は
常
に
そ
の
暑
気
と
深

く
関
り
な
が
ら
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
蓋
し
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
平
安
和
歌
史
を
様
々
な
形
で
担
う
歌
人
た
ち
も
、
そ
の

点
で
は
全
く
同
じ
地
平
に
い
た
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
彼
ら
は
、

そ
の
よ
う
な
気
候
風
土
の
中
で
、
夏
の
歌
を
ど
う
展
開
さ
せ
、
作
品
と
し

て
ど
う
結
晶
せ
し
め
よ
う
と
し
た
の
か
。
以
下
に
お
い
て
、
歌
人
た
ち
が
そ
の
暑
気
に
向
い
そ
れ
を
処
す
る
中
で
、

い
か
な
る
文
学
的
方
法

を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、

い
さ
さ
か
の
考
察
に
及
び
た
い
。

暑

気

と

和

歌

ま
ず
暑
気
を
テ

l
マ
と
し
た
和
歌
の
史
的
変
遷
を
辿
っ
て
み
た
い
。

と
は
言
え
、
暑
気
を
詠
ん
だ
和
歌
は
、

さ
ほ
ど
の
数
量
に
上
ら
な

- 80ー

い
。
古
く
『
万
葉
集
』
に
は
、
暑
気
を
夏
の
風
景
と
し
て
正
面
か
ら
把
ら
え
た
詠
歌
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

六
月
の
土
さ
へ
さ
け
て
照
る
日
に
も
吾
が
袖
干
め
や
君
に
会
は
ず
し
て
（
巻
十
、

一
九
九
五
）

と
い
う
一
首
が
、
異
伝
歌
一
首
（
巻
十
二
、
二
八
五
七
）
を
伴
っ
て
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
灼
熱
の
夏
の
太
陽
が
恋
歌
の
比
喰
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
平
安
朝
に
入
っ
て
も
そ
れ
と
同
様
に
、
周
知
の
『
論
春
秋
歌
合
』
に
見
え
る
、

い
と
ど
し
く
暑
か
は
し
き
に
恋
に
さ
へ
身
の
み
焦
が
る
る
夏
は
ま
さ
れ
り

の
一
首
の
如
く
、
夏
の
暑
気
が
恋
歌
の
構
成
要
素
と
し
て
の
み
機
能
す
る
例
が
検
出
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

こ
の
よ
う
な
古
代
か
ら
平
安
時
代
初
頭
に
到
る
二
首
の
例
を
瞥
見
す
る
だ
け
で
も
、

歌
人
た
ち
が
夏
を
和
歌
作
品
に
形
象
す
る
に
際
し



て
、
少
く
と
も
そ
の
最
も
典
型
的
な
気
候
上
の
特
色
で
あ
る
暑
気
を
、
季
節
詠
の
素
材
と
し
て
取
り
込
も
う
と
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
状
況

が
組
描
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
八
代
集
に
あ
た
っ
て
も
、

「
暑
し
」
と
い
う
表
現
を
伴
っ
て
夏
を
詠
み
据
え
た
例
は
、
僅
か
二
例

し
か
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ひ
と
へ
な
る
蝉
の
羽
衣
夏
は
な
ほ
う
す
し
と
い
へ
ど
あ
っ
く
ぞ
あ
り
け
る
（
後
拾
遺
集
、
夏
、
能
因
法
師
）

け
ふ
よ
り
は
た
っ
夏
衣
う
す
く
と
も
あ
っ
し
と
の
み
や
思
ひ
わ
た
ら
む
（
詞
花
集
、
夏
、
増
基
法
師
）

こ
の
二
首
は
、
作
者
と
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
増
基
詠
に
基
づ
い
て
能
因
詠
が
詠
ま
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
衣
の
縁
で
「
薄
し
」
の
対

語
「
厚
し
」
を
導
き
、

そ
こ
か
ら
「
暑
し
」
に
転
じ
て
い
く
手
法
は
両
首
に
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
二
首
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
あ
っ

し
」
の
懸
詞
の
技
巧
に
興
味
の
中
心
が
あ
っ
て
、
夏
に
な
っ
て
暑
い
と
い
う
単
純
な
内
容
を
そ
れ
に
加
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
言

h

え
よ
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う
。
従
っ
て
こ
の
二
首
の
詠
法
か
ら
は
、
夏
の
暑
気
を
詠
む
新
た
な
季
節
詠
が
展
開
し
て
い
く
可
能
性
は
、
き
わ
め
て
少
い
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
同
様
な
こ
と
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
（
第
五
、
な
で
し
こ
）
所
載
の
、

涼
し
や
と
草
む
ら
ご
と
に
立
ち
寄
れ
ば
暑
さ
ぞ
ま
さ
る
と
こ
夏
の
花

と
い
う
一
首
に
も
指
摘
で
き
よ
う
。

こ
の
一
首
も
ま
た
、

「
と
こ
な
つ
」

の
名
称
に
興
じ
て
の
暑
気
詠
に
す
ぎ
ず
、

こ
こ
に
も
暑
気
詠
の
新

た
な
展
開
の
可
能
性
は
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
。

か
か
る
状
況
の
中
で
、
暑
気
を
夏
の
季
節
詠
の
中
に
積
極
的
に
取
り
込
も
う
と
し
た
歌
人
が
い
た
。
平
安
中
期
歌
壇
に
新
風
を
吹
き
込
ん

で
異
彩
を
放
っ
た
曾
禰
好
忠
で
あ
る
。
好
忠
は
夏
歌
を
彩
る
一
つ
の
重
要
な
素
材
と
し
て
、
暑
気
及
び
そ
れ
に
類
す
る
歌
を
多
様
に
試
作
し



て
い
る
。
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
を
『
毎
月
集
』
か
ら
示
す
な
ら
ば
、

あ
か
ね
さ
す
岩
戸
の
山
も
見
え
ぬ
ベ
く
目
を
き
は
め
て
も
照
れ
る
夏
か
な
（
五
月
下
）

う
と
ま
ね
ど
た
れ
も
汗
こ
き
夏
な
れ
ば
間
遠
に
寝
と
や
心
へ
だ
つ
る
（
六
月
中
）

も
ゆ
れ
ど
も
煙
も
立
た
ぬ
夏
の
日
の
暑
さ
ぬ
る
さ
を
し
の
び
て
ぞ
ふ
る
（
六
月
中
）

わ
ぎ
も
こ
が
汗
に
そ
ほ
つ
る
寝
た
は
髪
夏
の
ひ
る
ま
は
う
と
し
と
ぞ
見
る
（
六
月
下
）

下
紅
葉
秋
も
来
な
く
に
色
づ
く
は
照
る
日
の
夏
に
こ
が
れ
た
る
か
も
（
六
月
下
）

妹
と
我
ね
や
の
風
戸
に
昼
寝
し
て
日
高
き
夏
の
か
げ
を
過
さ
む
（
六
月
下
）

く
も
り
な
き
青
み
の
原
を
飛
ぶ
烏
の
か
げ
さ
へ
し
る
く
照
れ
る
夏
か
な
（
六
月
下
）

こ
こ
に
は
、
暑
気
そ
の
も
の
や
照
り
つ
け
る
夏
の
陽
光
、
汗
な
ど
を
主
題
と
し
て
、

ま
な
か
い

そ
れ
ら
を
限
問
の
夏
の
風
景
と
し
て
詠
み
据
え
よ
う
と
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す
る
詠
作
の
態
度
が
明
ら
か
に
看
取
で
き
、
古
来
革
新
性
を
高
く
評
価
さ
れ
る
好
忠
の
面
白
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
前
記
の

増
基
詠
ほ
か
の
数
首
と
は
う
っ
て
変
っ
て
、
夏
の
暑
気
が
風
景
と
し
て
詠
み
上
げ
ら
れ
、

そ
れ
は
暑
気
詠
が
新
た
な
展
開
を
な
し
得
る
可
能

性
を
は
ら
ん
だ
、
新
趣
の
歌
歌
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
、
現
実
に
初
期
百
首
作
者
た
ち
に
明
ら
か
に
影

響
を
与
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

い
ま
初
期
百
首
の
中
で
、
暑
気
を
詠
ん
だ
歌
を
数
例
示
せ
ば
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

手
馴
る
れ
ど
な
ほ
ひ
ね
ず
み
の
か
は
ほ
り
は
あ
っ
さ
ぞ
ま
さ
る
お
き
ゃ
し
な
ま
し
（
賀
茂
保
憲
女
集
）

夏
の
日
の
あ
っ
さ
を
よ
く
と
す
る
ほ
ど
に
思
は
ぬ
宿
に
立
ち
ぞ
よ
ら
る
る
（
重
之
女
百
首
）

声
聞
け
ば
暑
さ
ぞ
ま
さ
る
峰
の
羽
の
う
す
き
衣
は
身
に
者
た
れ
ど
も
（
和
泉
式
部
百
首
）

こ
れ
ら
は
総
じ
て
好
忠
と
同
一
の
線
上
に
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
和
泉
詠
の
如
く
「
あ
つ
し

l
う
す
し
」
と
い
う
言
語
的
興



味
を
趣
向
と
し
て
用
い
る
も
の
や
、
重
之
女
詠
の
如
く
避
暑
詠
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
な
ど
が
あ
る
に
せ
よ
、

そ
れ
自
体
は
暑
気
を
直

叙
す
る
性
格
を
色
濃
く
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た

夏
の
日
の
氷
水
に
入
り
て
い
ふ
こ
と
を
あ
つ
か
は
し
と
は
思
ふ
ぺ
し
ゃ
は

（
相
模
百
首
）

と
い
う
相
模
詠
は
、
こ
の
百
首
自
体
が
恋
の
恨
み
を
基
調
と
す
る
が
た
め
に
、
こ
の
一
首
も
そ
の
よ
う
な
側
面
を
否
定
し
得
な
い
が
、
全
体

的
な
百
首
歌
の
夏
歌
の
一
つ
の
傾
向
と
し
て
、
暑
気
詠
は
明
確
に
顕
在
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
如
き
好
忠
に
始
ま
る
初
期
百
首
歌
に
お
け
る
暑
気
詠
の
活
況
は
、

そ
の
ま
ま
に
後
代
に
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
わ
ず
か
に
、
初
期
百
首
に
か
な
り
深
く
親
し
ん
だ
と
思
わ
れ
る
源
俊
頼
の
、

世
の
中
の
あ
つ
か
は
し
さ
を
汗
か
け
ば
黄
な
る
泉
に
お
も
む
き
ぬ
ベ
し

（
散
木
奇
歌
集
、
六
月
）
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の
如
き
述
懐
性
を
帯
び
た
一
首
な
ど
に
、

そ
の
面
影
が
窺
え
る
が
、

そ
れ
は
叙
景
性
に
お
い
て
前
代
の
作
品
以
上
に
出
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
そ
し
て
ま
た
、
右
掲
の
百
首
歌
中
の
暑
気
詠
が
、

一
首
と
し
て
平
安
時
代
の
勅
撰
集
に
撰
入
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
が
明
白
に
示
す
よ
う

に
、
そ
れ
ら
は
つ
い
に
夏
歌
の
表
舞
台
を
飾
る
に
到
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
自
体
、
こ
れ
ら
の
暑
気
詠
が
目
指
す
方
向

の
中
か
ら
は
、
十
分
に
練
れ
た
純
度
の
高
い
作
品
が
な
か
な
か
生
れ
得
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
に
示
し
て
も
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
も
ち
ろ
ん

後
代
に
お
い
て
、
た
と
え
ば

な
が
め
を
ば
照
る
日
の
影
や
へ
だ
つ
ら
む
春
秋
も
な
き
夏
す
が
た
か
な

（
老
若
五
十
首
歌
合
、
慈
円
）

の
一
首
の
如
く
、
新
た
な
用
語
や
趣
向
に
よ
っ
て
新
傾
向
を
目
指
す
意
欲
的
な
試
作
も
全
く
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
の
文
学
的



成
熟
度
の
高
い
作
品
と
言
え
ば
、

行
き
な
や
む
牛
の
歩
み
に
立
つ
塵
の
風
さ
へ
あ
っ
き
夏
の
小
車

（
拾
遺
愚
草
、
中
）

の
如
き
定
家
の
詠
や
、
暑
気
詠
で
は
な
い
が
、

よ
ら
れ
つ
る
野
も
せ
の
草
の
か
げ
ろ
ひ
て
涼
し
く
く
も
る
夕
立
の
空

（
新
古
今
集
、
夏
、
西
行
法
師
）

の
初
二
句
に
示
さ
れ
る
情
景
描
写
な
ど
に
、
暑
気
を
写
実
と
し
て
体
感
し
得
る
、

そ
の
程
度
の
わ
ず
か
な
例
が
見
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。

か
く
し
て
京
の
ひ
と
夏
を
お
お
い
通
し
た
暑
気
は
、
古
典
和
歌
に
お
い
て
、
ち
ょ
う
ど
冬
の
寒
気
が
歌
人
た
ち
に
く
り
返
し
取
り
上
げ
ら

れ
て
、
時
を
追
っ
て
磨
か
れ
つ
つ
詠
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
と
対
照
的
に
、

つ
い
に
そ
の
文
学
的
開
花
の
時
が
訪
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
夏
の
暑
気
と
冬
の
寒
気
と
の
対
照
的
な
あ
り
ょ
う
は
、
歌
人
た
ち
の
和
歌
と
い
う
文
学
に
関
る
感
性
や
美
意
識
の
問
題
と
基
部
に
お
い

て
関
連
し
て
く
る
は
ず
だ
が
、

そ
れ
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
夏
の
歌
歌
は
、
実
は
そ
の
暑
気
を
避
け
て
、

そ
れ
に
対
す
る
涼
気
を
求
め

る
方
向
へ
と
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
展
開
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

涼

気

と

和

歌

夏
の
暑
気
を
疎
ん
で
涼
気
を
求
め
た
こ
と
は
、
文
学
上
の
問
題
と
し
て
よ
り
も
、
ま
ず
生
活
の
問
題
と
し
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
冒
頭
、
に
引
い
た
『
小
右
記
』
や
『
枕
草
子
』
な
ど
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
理
解
さ
れ
よ
う
が
、
そ
の
生
活
上
の
納
涼
（
逐
涼
）
へ
の
指
向
が
、
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夏
歌
の
展
開
と
ほ
ぼ
軌
を
一
に
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
お
い
て
は
、
夏
季
に
お
け
る
納
涼
が
、
和
歌
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
文

学
的
主
題
と
し
て
展
開
し
て
き
た
の
か
を
、
具
体
例
に
即
し
つ
つ
跡
守
つ
け
て
み
た
い
。

『
万
葉
集
』
に
夏
の
涼
気
を
詠
ん
だ
歌
は
認
め
ら
れ
な
い
。

そ
し
て
平
安
朝
に
入
っ
て
も
、
納
涼
詠
が
勅
撰
集
に
表
わ
れ
る
の
は
、
少
し

遅
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
拾
遺
集
』
（
夏
）
に
到
っ
て
、

一
二
九

女

四

の

み

こ

の

家

の

扉

風

に

賜

恒

行
末
は
ま
だ
遠
け
れ
ど
夏
山
の
木
の
下
か
げ
ぞ
立
ち
憂
か
り
け
る

延

喜

御

時

御

扉

風

に

貫

之

夏
山
の
影
を
し
げ
み
や
た
ま
ぼ
こ
の
道
行
く
人
も
立
ち
と
ま
る
ら
ん

河

原

院

の

泉

の

も

と

に

涼

み

侍

り

て

恵

慶

法

師

松
か
げ
の
岩
井
の
水
を
む
す
び
上
げ
て
夏
な
き
年
と
思
ひ
け
る
か
な
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一三

O

一一一
一

の
連
接
す
る
三
首
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
三
首
は
、
平
安
和
歌
史
に
お
け
る
初
期
納
涼
詠
の
様
相
を
、
ま
こ
と
に
多
様
に
語
っ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
。
ま
ず
注
意
を
引
く
こ
と
は
、
納
涼
詠
は
勅
撰
集
に
お
い
て
は
『
拾
遺
集
』
が
初
見
だ
が
、
そ
の
中
に
射
恒
、
貫
之
と
い
う
古
今
集

時
代
の
歌
人
の
詠
が
扉
風
歌
と
し
て
認
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
家
永
三
郎
氏
『
上
代
倭
絵
全
史
』
（
昭
幻
、
高
桐
書
院
）
に
拠
れ
ば
、
右
の

『
拾
遺
集
』
の
二
首
以
外
に
も
、

（
延
喜
二
年
五
月
中
宮
の
御
扉
風
の
和
歌
廿
六
首
）
六
月
、
す
JX
み
す
る
所

夏
衣
う
す
き
か
ひ
な
し
秋
ま
で
は
木
の
下
風
も
や
ま
ず
吹
か
な
ん
（
貫
之
集
、
第
二
）

の
如
き
例
が
検
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
納
涼
の
方
法
は
、
共
通
し
て
「
樹
陰
納
涼
し
で
あ
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
西



本
願
寺
本
『
貫
之
集
』
に
は
、

女
あ
ま
た
河
原
に
涼
み
て
遊
ぶ

我
身
あ
ま
た
あ
ら
じ
と
思
ふ
を
水
底
に
お
ぼ
つ
か
な
き
は
か
げ
に
や
は
あ
ら
ぬ

の
一
首
の
如
き
「
水
辺
納
涼
」
の
主
題
も
見
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

比
較
し
て
言
え
ば
、

「
樹
陰
納
涼
」
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
と
想

像
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
と
も
か
く
も
『
万
葉
集
』
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
納
涼
詠
が
、
平
安
朝
初
期
の
扉
風
絵
に
到
っ
て
突
如
と
し

て
詠
ま
れ
始
め
る
と
い
う
展
開
が
、
現
象
と
し
て
大
ま
か
に
は
把
握
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
な
ぜ
、
古
今
時
代
の
扉
風
歌
の
中
に
、
唐
突
に
納
涼
詠
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
こ
の
期
に
お
け
る
納
涼
詠
成
立
の
下

地
は
、

そ
れ
に
先
ん
じ
て
全
く
な
か
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
奈
辺
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
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題
に
直
面
す
る
時
、
漢
詩
文
学
に
お
け
る
納
涼
の
問
題
が
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
。
可
古
今
集
』
全
体
に
わ
た
っ
て
の
素
地
を
形
づ
く
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
嵯
峨
、
淳
和
朝
の
詩
壇
に
お
い
て
、
納
涼
は
文
学
的
主
題
と
し
て
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
問

題
を
考
察
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
勅
撰
三
詩
集
の
中
に
そ
れ
を
探
っ
て
見
る
と
、
実
は
予
期
に
違
わ
ず
、

い
く
つ
か
の
納
涼
の
詩
篇
が
散

見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
の
一
部
を
引
け
ば
、

納
涼
儲
弐
南
池
裏
、
虫
館
洗
一
一
煩
襟
一
碧
水
湾
、
岸
影
見
知
楊
柳
処
、
浬
香
聞
得
支
荷
問
、
（
下
略
）

（
凌
雲
集
、
御
製
廿
二
首
の
内
、
夏
日
皇
太
第
南
池
）

君
主
倦
v
熱
来
一
一
葱
地
一
弦
地
清
閑
人
事
稀
、
池
際
追
v
涼
依
ニ
竹
影
一
…
巌
問
避
v
暑
隠
－
私
唯
一
（
下
略
）

（
文
華
秀
一
麗
集
、
巻
上
、
嵯
峨
院
納
涼
。
探
得
帰
字
。
応
製
一
首
、
巨
識
人
）

な
ど
で
あ
り
、
往
時
の
詩
人
た
ち
の
納
涼
の
営
み
と
そ
の
感
懐
を
託
す
詩
篇
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
ま



ま
に
、避

v
暑
閑
亭
上
、

消
v
憂
客
恨
中
、

骨
寒
南
岸
水
、
心
刷
北
窓
風
（
下
略
）

（
菅
家
文
草
、
四
、
納
涼
小
宴
）

の
如
き
菅
原
道
真
の
詩
篇
や
、

夏
日
閑
居
要
二
竹
樹
（
炎
天
暑
服
愛
－
一
蕉
沙
一
把
到
来
氷
頼
一
喰
三
口
、
不
v
用
珠
門
載
二
車
叩

（
田
氏
家
集
、
巻
中
、
夏
日
納
涼
）

こ
の
よ
う
に
我
が
国
の
扉
風
歌
に
お
け
る
納
涼
詠
の
出
発
は
、
右
述
の
九
世
紀
に
お
け
る
漢
詩
文
の
流
れ
と
深
く
関
り
合
い
つ
つ
、
結
果
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の
如
き
嶋
田
忠
臣
の
詩
篇
に
受
け
継
が
れ
て
、
古
今
集
時
代
の
和
歌
の
中
に
流
れ
込
ん
で
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

的
に
言
え
ば
、
す
で
に
九
世
紀
の
詩
壇
に
お
い
て
準
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
状
況
の
中
で
納
涼
詠
は
試
作
さ
れ
始
め
、

そ
の
一

部
が
『
拾
遺
集
』
に
到
っ
て
採
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
よ
う
や
く
の
納
涼
詠
の
表
舞
台
へ
の
登
場
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
再
び
、

そ

の
『
拾
遺
集
』
所
載
歌
に
一
戻
っ
て
み
た
い
。

『
拾
遺
集
』
の
残
り
一
首
は
、
「
松
か
げ
の
岩
井
の
水
を
む
す
び
あ
げ
て
夏
な
き
年
と
思
ひ
け
る
か
な
L

と
い
う
、
恵
慶
法
師
の
河
原
院
の

泉
水
の
も
と
で
の
作
で
あ
っ
た
。
こ
の
詠
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
「
拾
遺
和
歌
集
摘
釈
（
二
）
・
夏
」
（
『
む
ら
さ
き
』
第
二
五
輯
、
昭

ω
・

7
）
に
お
い
て
私
見
を
述
べ
た
の
で
、
詳
細
は
そ
れ
に
譲
る
が
、

こ
の
詠
の
特
色
の
要
点
の
み
を
記
せ
ば
、

そ
れ
は
涼
を
求
め
た
泉
と
い
う

場
に
沿
う
形
で
、
「
水
辺
納
涼
L

を
主
題
と
し
、

ま
た
一
方
で

「
松
か
げ
の
岩
井
」
と
い
う
初
二
句
に
よ
っ
て
「
樹
陰
納
涼
L

を
も
取
り
込



み
つ
つ
、

い
わ
ば
こ
段
構
え
の
納
涼
詠
に
な
っ
て
い
る
点
が
一
つ
、
さ
ら
に
第
四
句
「
夏
な
き
年
」
と
い
う
断
定
的
な
思
い
切
っ
た
表
現
に

は
、
「
池
冷
水
無
二
一
二
伏
夏
こ
（
和
漢
朗
詠
集
、
納
涼
、
英
明
）
の
詩
の
一
節
か
ら
の
影
響
が
想
定
さ
れ
る
と
い
う
点
の
二
つ
で
あ
る
。
そ
し
て

さ
ら
に
言
え
ば
、
「
松
か
げ
の
岩
井
L

と
泉
に
影
を
落
す
松
樹
を
配
し
た
の
は
、
実
景
で
あ
る
の
と
と
も
に
同
じ
英
明
の
詩
の
も
う
一
句
「
松

高
風
有
二
一
声
秋
こ
に
拠
っ
た
可
能
性
も
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
同
じ
『
拾
遺
集
』
に
収
め
る
い
わ
ば
前
代
の

貫
之
、
明
恒
詠
に
比
し
て
、
こ
の
当
代
の
恵
慶
の
納
涼
詠
は
、
清
新
な
詠
風
と
内
容
を
示
し
得
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意

味
で
言
え
ば
、
こ
の
恵
慶
詠
は
納
涼
詠
史
の
記
念
碑
的
作
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
恵
慶
詠
の
み
が
突
出
し

た
形
で
採
録
さ
れ
た
吋
拾
遺
集
』
の
水
面
下
で
は
、
実
は
一
つ
の
歌
人
層
に
括
り
得
る
人
々
の
、
活
況
と
も
言
う
べ
き
納
涼
歌
群
の
詠
出
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
の
歌
人
層
と
は
、
暑
気
詠
の
場
合
と
同
様
に
、
恵
慶
を
含
む
初
期
百
首
歌
の
作
者
た
ち
で
あ
り
、

そ
れ
は
お
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お
む
ね
恵
慶
が
右
掲
の
一
首
を
詠
じ
た
河
原
院
に
集
う
歌
人
グ
ル
ー
プ
に
も
重
な
っ
て
い
た
。

そ
の
初
期
定
数
歌
作
者
た
ち
の
先
駆
的
な
存
在
で
も
あ
り
、
中
心
的
人
物
で
も
あ
っ
た
曾
禰
好
忠
の
『
毎
月
集
』
を
見
て
み
よ
う
。
納
涼

一
一
誌
の
第
一
首
目
は
、
早
く
も
「
四
月
中
」
の
六
首
目
、
す
な
わ
ち
暦
日
に
換
算
す
れ
ば
四
月
十
六
日
の
箇
所
に
、

夏
衣
た
つ
田
川
原
の
柳
蔭
す
ず
み
に
来
つ
つ
な
ら
す
頃
か
な

と
い
う
一
首
が
見
え
る
。
龍
田
川
の
水
辺
と
柳
の
樹
蔭
と
に
涼
を
求
め
た
、
先
の
恵
慶
詠
と
同
様
な
二
段
構
え
の
構
成
に
よ
る
も
の
だ
が
、

同
首
は
こ
の
作
者
の
清
新
な
感
覚
、
着
想
を
十
分
に
示
し
得
て
、

の
ち
に
周
知
の
西
行
の
、

道
の
べ
に
清
水
流
る
る
柳
蔭
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
と
ま
り
つ
れ

（
新
古
今
集
、
夏
）

の
一
首
に
明
ら
か
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て

『
毎
月
集
』

の
夏
季
詠
に
は
、

以
下
四
月
中
一
首
、

五
月
上
一
首
、

問
中
二



首
、
同
下
二
首
、
六
月
上
一
首
、
同
中
一
首
、
同
下
一
首
と
、
各
月
の
計
七
旬
に
わ
た
っ
て
納
涼
詠
が
立
ち
表
わ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
こ

に
は
、
「
な
に
は
な
る
児
屋
」
（
四
月
中
）
、
「
大
原
や
せ
が
井
L

（
五
月
中
）
、
「
関
の
清
水
」
（
同
下
）
、
「
賀
茂
の
川
」
（
六
月
中
・
下
）
と
、
具
体

的
な
地
名
を
伴
い
つ
つ
、
多
く
水
辺
に
涼
を
求
め
て
詠
ま
れ
、
著
し
く
現
実
感
を
与
え
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
者
自

身
の
日
常
の
生
活
体
験
に
基
づ
く
所
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
ら
は
納
涼
詠
の
新
た
な
方
法
の
提
示
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
そ
れ
に
並
行
し
て
、
初
期
百
首
歌
作
者
の
作
品
の
中
に
も
、
納
涼
詠
が
詠
ま
れ
始
め
て
い
く
。
数
例
を
示
す
な
ら
ば
、

石
清
水
手
に
む
す
び
つ
つ
我
来
居
る
木
の
下
蔭
も
か
れ
に
け
る
か
な

（
順
百
首
）

を
筆
頭
と
し
て
、
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下
ひ
も
は
う
ち
と
け
な
が
ら
手
を
ひ
ち
て
さ
（
せ
カ
私
注
）
が
ゐ
の
清
水
む
す
び
け
る
か
な
（
恵
慶
百
首
）

手
に
む
す
ぶ
水
さ
へ
ぬ
る
き
夏
の
日
は
涼
し
き
風
も
か
ひ
な
か
り
け
り
（
和
泉
式
部
百
首
）

な
ど
を
指
摘
し
得
る
。

そ
し
て
先
の
好
忠
の
柳
蔭
納
涼
詠
や
右
の
順
詠
の
如
き
、

『
拾
遺
集
』
の
恵
慶
詠
に
酷
似
の
一
首
を
読
む
時
、
そ
れ

が
決
し
て
こ
の
時
期
に
偶
発
的
に
詠
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
生
み
出
さ
れ
る
べ
き
必
然
性
が
そ
の
背
景

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
拾
遺
集
』

の
夏
部
に
、
前
代
詠
二
首
を
混
じ
て
納
涼
詠
歌
群
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、

ま
ず
第
一
に
右
の
如
き
百
首
歌
の
状
況
を
考
慮
に

入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
実
は
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
も
の
に

『
和
漢
朗
詠
集
』



が
あ
る
。
『
拾
遺
集
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
『
拾
遺
抄
』
編
者
と
目
さ
れ
る
藤
原
公
任
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
こ
の
漢
詩
と
和
歌
の
詞
華
集
は
、

当
代
の
歌
人
た
ち
に
お
け
る
文
学
的
、
美
的
規
範
を
如
実
に
示
し
て
余
す
所
が
な
い
。

そ
し
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
同
書
夏
部
に
は
納
涼
が

立
項
さ
れ
、

そ
こ
に
は

青
苔
地
上
鈴
ニ
残
雨
（
緑
樹
陰
前
遂
一
一
晩
涼
↓

池
冷
水
無
－
二
二
伏
夏
（
松
高
風
有
二
芦
秋
刊

英白
明

の
如
き
、

当
代
歌
人
た
ち
が
新
た
な
納
涼
詠
を
詠
出
す
る
に
際
し
て
そ
の
方
法
を
学
ん
だ
と
思
し
い
、

模
範
、
と
し
て
の
詩
群
（
六
首
）
が
存

し
、
加
え
て
『
拾
遺
集
』
の
恵
慶
詠
他
ニ
首
の
和
歌
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
『
和
漢
朗
詠
集
』
が
編
纂
さ
れ
る
際
、
明
ら
か
に
参

- 90 -

看
に
供
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
千
載
佳
句
』
の
四
時
部
に
も
、
納
涼
に
加
え
て
避
暑
の
項
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
同
書
か

ら
の
影
響
も
併
せ
て
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
も
納
涼
詠
は
一

O
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の

詩
文
の
動
向
に
連
動
す
る
形
で
展
開
し
、
『
拾
遺
集
』
に
お
い
て
顕
現
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
確
立
し
た
納
涼
詠
は
、
以
後
の
平
安
朝
和
歌
史
に
お
い
て
目
ざ
ま
し
く
展
開
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
歌
合
に
お
い
て
は
、

世
紀
半
に
催
さ
れ
た
と
思
し
い
著
名
な
「
左
京
大
夫
道
雅
障
子
絵
合
L

に
お
い
て
、

「
暮
の
夏
、

松
原
の
下
に
涼
み
す
る
人
人
あ
り
L

の
歌

題
が
見
え
、

そ
れ
よ
り
や
や
下
る
か
と
推
定
さ
れ
る
寸
頼
資
資
成
歌
合
L

に
お
い
て
は
、
納
涼
の
歌
題
が
存
し
て
お
り
、
以
後
歌
合
の
歌
題

と
し
て
定
着
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
さ
ら
に
歌
会
な
ど
に
お
い
て
も
、
『
橘
為
仲
集
』
や
『
津
守
国
基
集
』
あ
た
り
か
ら
納
涼
題
の
詠
歌

が
見
え
始
め
、
総
じ
て
言
え
ば
『
後
拾
遺
集
』
時
代
に
入
っ
て
、

こ
の
歌
題
が
歌
人
た
ち
の
間
に
浸
透
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
口

u

後

拾
遺
集
』
の
納
涼
詠
は
、

既
掲
の
好
忠
の
柳
蔭
詠
に
加
え
て
、

晩
夏
群
に
も
四
首
の
涼
気
を
湛
え
た
歌
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に



『
堀
河
百
首
』
に
お
い
て
は
、

納
涼
の
歌
題
と
し
て
泉
題
が
選
択
さ
れ
、

続
く
『
永
久
百
首
』
に
お
い
て
は
い
っ
そ
う
脹
ら
ん
で
、
樹
蔭
、

避
暑
両
題
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
以
後
の
後
接
す
る
勅
撰
集
を
瞥
見
す
る
と
、
た
と
え
ば
『
金
葉
集
』
に
は
「
水
風
晩
涼
」
の
歌
題

の
も
と
に
源
俊
頼
の
、

風
吹
け
ば
蓮
の
う
き
葉
に
玉
こ
え
て
涼
し
く
な
り
ぬ
ひ
ぐ
ら
し
の
声

の
一
首
の
如
き
、
涼
の
的
確
に
し
て
清
新
な
叙
景
歌
が
詠
み
出
さ
れ
て
い
る
。
歌
題
だ
け
に
着
目
し
て
も
、
右
の

「
水
風
晩
涼
」
に
続
い

て
、
「
水
辺
納
涼
し
（
詞
花
集
、
藤
原
家
経
）
、
「
松
下
納
涼
L

（
千
載
集
、
具
平
親
王
）
、
寸
泉
辺
納
涼
」
（
同
、
法
眼
実
快
）
、
「
竹
風
夜
涼
」
（
新
古

今
集
、

春
宮
大
夫
公
継
）
な
ど
が
散
見
さ
れ
、

旧
作
を
取
り
込
ん
で
の
多
様
化
、
複
雑
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
納
涼
詠
は
、
夏

歌
の
中
に
明
確
に
定
位
し
つ
つ
、
新
趣
を
求
め
て
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

そ
の
詳
細
な
検
討
を
行
う
余
裕
は
い
ま
持
た
な
い
。
こ
こ
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で
は
、
寸
拾
遺
集
』
期
に
確
立
し
た
納
涼
一
一
誌
が
、
『
後
拾
遺
集
』
期
と
い
う
一
つ
の
浸
透
期
を
経
て
、
平
安
後
期
に
お
い
て
豊
か
な
展
開
を
示

す
に
到
る
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
理
解
し
た
上
で
、
別
の
問
題
に
目
を
転
じ
た
い
。

J尽

の

広

が

り

右
の
如
き
平
安
期
に
お
け
る
お
お
よ
そ
の
納
涼
詠
の
僻
敵
に
よ
っ
て
、
少
く
と
も
平
安
中
期
以
後
、
夏
歌
に
お
け
る
納
涼
詠
の
比
重
の
増

大
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
視
点
に
立
っ
て
、

さ
ら
に
夏
歌
の
新
た
な
展
望
を
試
み
る
と
、
単
に
納
涼
詠
自
体
に
で
は
な

く
、
涼
気
へ
の
指
向
が
夏
歌
全
体
に
関
っ
て
派
生
す
る
、
と
い
う
点
に
及
ん
で
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、

そ
の

問
題
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。



『
後
拾
遺
集
』
（
夏
）
に
、
民
部
卿
長
家
の
次
の
一
首
が
あ
る
。

夏
の
夜
も
涼
し
か
り
け
り
月
影
は
庭
白
た
へ
の
霜
と
見
え
つ
つ

月
は
秋
の
景
物
と
し
て
著
名
だ
が
、

四
時
い
ず
れ
に
お
い
て
も
詠
ま
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
歌
数
は
少
い
が
夏
月
も
、
『
古
今
集
』
に
一

首
存
し
、
『
後
拾
遺
集
』
で
は
三
首
が
接
し
て
配
置
さ
れ
、

一
歌
群
を
形
成
す
る
に
到
っ
て
い
る
。
歌
合
史
上
に
お
い
て
は
、
元
永
元
年
ご

一
一
八
）
六
月
二
十
九
日
右
兵
衛
替
実
行
歌
合
に
お
い
て
夏
月
題
が
初
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

お
お
よ
そ
平
安
中

t
後
期
に
お
い

て
同
歌
題
は
一
般
化
し
た
と
言
え
よ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
掲
出
の
長
家
詠
は
夏
月
を
涼
気
に
お
い
て
把
ら
え
た
一
首
と
し
て

注
目
さ
れ
る
。
同
首
下
旬
は
、
す
で
に
『
八
代
集
抄
』
が
指
摘
す
る
如
く
、
「
月
照
二
平
沙
一
夏
夜
霜
L

（
和
漢
朗
詠
集
、
白
楽
天
）
に
拠
る
表
現
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句
で
あ
る
が
、
同
句
の
摂
取
は
古
く
『
句
題
和
歌
』
及
び
『
後
撰
集
』
（
夏
）
に
存
す
る
、

今
夜
か
く
な
が
む
る
袖
の
つ
ゆ
け
き
は
月
の
霜
を
や
秋
と
見
つ
ら
む

と
い
う
読
人
し
ら
ず
詠
の
「
月
の
霜
L

と
い
う
表
現
に
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
同
句
は
、
古
来
歌
人
た
ち
に
か
な
り
親
し

ま
れ
た
摘
句
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
も
っ
と
も
月
光
を
霜
と
比
喰
す
る
の
は
、
周
知
の
「
休
前
看
二
月
光
一
疑
是
地
上
霜
」
（
静
夜
思
、
李

白
）
な
ど
に
も
見
え
る
も
の
で
、

一
つ
の
典
拠
に
特
定
し
得
る
か
ど
う
か
い
さ
さ
か
の
疑
念
は
抱
か
れ
る
が
、

と
も
か
く
も
そ
の
よ
う
な
漢

詩
文
に
由
来
す
る
比
喰
に
基
づ
い
て
涼
気
を
把
ら
え
た
点
に
、
こ
の
歌
の
作
者
の
得
意
な
趣
向
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
こ
で
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
月
光
に
涼
気
を
感
じ
る
と
い
う
こ
の
歌
の
趣
向
が
、
前
項
に
論
じ
た
納
涼
詠
の
浸
透
と
展
開
に
時

代
的
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
夏
月
に
お
け
る
涼
気
は
、



夏
の
夜
は
山
の
端
ち
か
き
月
を
見
む
ふ
も
と
の
影
も
涼
し
か
り
け
り

空
さ
え
て
涼
し
き
夏
の
月
影
は
夜
の
み
じ
か
き
ぞ
秋
に
か
は
れ
る

（
範
永
集
）

（
元
永
元
年
実
行
歌
合
、
実
能
）

ほ
か
に
窺
え
、
ま
た
勅
撰
集
に
お
い
て
は
、

さ
ら
ぬ
だ
に
光
涼
し
き
夏
の
夜
の
月
を
清
水
に
や
ど
し
て
ぞ
見
る
（
千
載
集
、
夏
、
顕
昭
法
師
）

か
さ
ね
て
も
涼
し
か
り
け
り
夏
衣
う
す
き
挟
に
宿
る
月
影
（
新
古
今
集
、
夏
、
摂
政
太
政
大
臣
）

な
ど
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
平
安
後

t
末
期
に
お
い
て
、
夏
月
に
涼
気
を
感
じ
取
る
歌
が
型
と
し
て
成
立
し
、
夏
歌

の
一
部
を
構
成
す
る
に
到
る
の
で
あ
る
。

朝
び
と
の
夏
に
お
い
て
重
要
な
生
活
上
の
備
え
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
が
和
歌
作
品
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
の
は
、
さ
ほ
ど
に
古
い
こ
と
で
は
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つ
守
つ
い
て
『
後
拾
遺
集
』
に
初
出
す
る
歌
題
の
一
つ
に
、
氷
室
が
あ
る
。
冬
期
の
氷
を
夏
ま
で
貯
蔵
す
る
氷
室
は
、
酷
暑
を
き
わ
め
た
王

な
い
。
因
み
に
氷
室
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
は
立
項
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
扉
風
絵
の
歌
題
と
し
て
も
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
、
さ
ら
に

ま
た
新
趣
を
好
ん
だ
好
忠
の
作
品
中
に
も
見
出
さ
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

『
後
拾
遺
集
』
（
夏
）
に
見
え
る

源
頼
実
詠
、

夏
の
日
に
な
る
ま
で
消
え
ぬ
冬
ご
ほ
り
春
立
つ
風
や
よ
き
て
吹
く
ら
む

の
一
首
で
あ
る
。

こ
の
歌
は
、
『
後
拾
遺
集
』
時
代
に
開
花
の
兆
し
を
見
せ
る
清
新
な
叙
景
歌
と
は
異
な
っ
て
、

む
し
ろ
理
知
的
な
趣
向
を

前
面
に
立
て
た
古
風
な
趣
の
一
首
と
言
え
る
が
、
同
首
が
可
後
拾
遺
集
』
に
お
い
て
既
引
の
好
忠
の
柳
蔭
の
納
涼
詠
に
接
し
て
配
列
さ
れ
て



い
る
こ
と
に
留
意
す
れ
ば
、
少
く
と
も
編
者
の
も
く
ろ
み
は
、
夏
季
に
お
け
る
氷
の
詠
歌
の
存
在
に
よ
っ
て
涼
気
を
打
ち
出
す
こ
と
に
あ
っ

た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
頼
実
詠
は
家
集
に
基
づ
け
ば
、
平
棟
仲
家
に
お
け
る
歌
会
の
歌
題
と
し
て
見
え
、
従
っ
て
そ
こ
に
は
和
歌
六
人

党
に
よ
る
新
風
へ
の
意
欲
的
な
試
み
と
し
て
の
歌
題
の
選
択
の
方
法
が
看
取
さ
れ
る
の
だ
が
、
と
も
か
く
も
こ
う
し
て
氷
室
は
夏
季
詠
の
一

素
材
と
し
て
の
第
一
歩
を
印
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
以
後
の
和
歌
史
の
中
で
、
夏
月
と
同
様
に
伸
び
や
か
な
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
可
後
拾
遺
集
』
以
後
ま
も
な
い
守
堀
河
百
首
』
に
お
い
て
は
、
夏
十
王
題
の
中
の
一
つ
と
し
て
定
着
し
、

し
か
も
そ
の
中
に

斗
』
品
、

た
ち
と
ま
る
衣
の
袖
の
涼
し
き
は
秋
は
氷
室
に
や
ど
る
な
る
べ
し
（
師
頼
）

夏
の
日
も
涼
し
か
り
け
り
松
が
崎
こ
れ
や
氷
室
の
わ
た
り
な
る
ら
む
（
顕
季
）
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ほ
か
に
見
ら
れ
る
如
く
、
明
ら
か
に
納
涼
詠
の
様
相
を
呈
し
つ
つ
詠
ま
れ
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
勅
撰
集
に
お
い
て
も
、

『
千
載
集
』
の
、

春
秋
も
の
ち
の
形
見
は
な
き
も
の
を
氷
室
ぞ
冬
の
な
ご
り
な
り
け
る

あ
た
り
さ
へ
涼
し
か
り
け
り
氷
室
山
ま
か
せ
し
水
の
氷
る
の
み
か
は

（
仁
和
寺
後
入
道
法
親
王

（
大
炊
御
門
右
大
巨
）

の
如
く
、
歌
群
と
し
て
形
成
さ
れ
る
例
が
認
め
ら
れ
も
す
る
。
従
っ
て
平
安
後
期
に
成
立
し
成
長
を
遂
げ
た
氷
室
詠
も
、
夏
月
と
同
様
に
夏

の
涼
気
を
構
成
す
る
一
つ
の
景
物
と
し
て
機
能
す
る
に
到
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
素
材
「
夕
立
」
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
勅
撰
集
に
お
け
る
夕
立
詠
は
『
金
葉
集
』
に
初
出
し
、
夏
景
の
重
要
な
素



材
と
し
て
定
着
の
兆
し
を
見
せ
始
め
る
。
「
雨
後
野
草
L

の
歌
題
の
も
と
に
源
俊
頼
が
詠
じ
た
、

こ
の
里
も
夕
立
し
け
り
浅
茅
生
に
露
の
す
が
ら
ぬ
草
の
葉
も
な
し

の
一
首
は
、

夏
の
夕
景
に
お
け
る
夕
立
後
の
爽
快
感
を
も
感
じ
さ
せ
て
、

俊
頼
の
清
新
な
叙
景
の
一
端
を
示
し
得
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
こ
の
夏
最
に
お
け
る
夕
立
の
定
位
は
、
も
ち
ろ
ん
俊
頼
の
歌
才
に
負
う
所
も
多
い
の
だ
が
、

そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
前
史
が
あ

っ
た
。
す
で
に
『
古
今
和
歌
六
帖
』
（
第
二
に
、
「
夕
立
」
が
立
項
さ
れ
て
三
首
が
採
録
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
中
に
は
、

夕
立
の
雨
う
ち
降
れ
ば
春
日
野
の
尾
花
が
上
の
白
露
は
思
ほ
ゆ

夕
立
を
鮮
明
に
描
写
し
得
て
い
る
と
は
言
い
難
い
が
、

一
方
ま
た
私
家
集
に
目
を
転
じ
る
な
ら
ば
、

『
古
今
和
歌
六
帖
』
と
ほ
ぼ
同
期
の
好
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の
一
首
の
よ
う
な
、
『
万
葉
集
』
（
巻
十
六
）
中
の
叙
景
歌
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
歌
な
ど
は
、
俊
頼
詠
に
比
べ
れ
ば
ま
だ
夏
季
の
景
と
し
て
の

忠
の
『
毎
月
集
』
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
注
意
が
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
六
月
上
の
部
に
、

川
上
に
夕
立
す
ら
し
水
く
づ
せ
く
や
な
せ
の
さ
波
立
ち
騒
ぐ
な
り

の
一
首
が
認
め
ら
れ
、

の
ち
に
こ
の
歌
は
吋
詞
花
集
』
に
入
集
し
て
、
夕
立
詠
と
し
て
夏
部
を
飾
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
好
忠
詠
に
続

い
て
、夕

立
に
草
の
み
ど
り
に
見
ゆ
る
か
な
秋
さ
へ
ち
か
く
な
ら
ん
と
や
す
る
（
公
任
集
）

な
る
か
み
の
夕
立
に
こ
そ
雨
は
降
れ
み
た
ら
し
川
の
水
ま
さ
る
ら
し
（
能
因
法
師
集
）



な
ど
の
詠
が
私
家
集
中
に
散
見
さ
れ
始
め
、
こ
れ
ら
を
経
て
既
述
の
俊
頼
詠
が
詠
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
俊
頼
は
ま
た
別
に
、

の
ち
に

『
新
古
今
集
』
（
夏
）
に
入
集
す
る
、

十
市
に
は
夕
立
す
ら
し
久
か
た
の
天
の
香
具
山
く
も
が
く
れ
ゆ
く

と
い
う
、
や
は
り
印
象
鮮
明
な
一
首
を
も
詠
み
残
し
て
お
り
、
夕
立
詠
史
の
一
つ
の
転
換
点
を
示
し
得
て
い
る
。
こ
う
し
て
平
安
後
期
以
後

の
勅
撰
集
夏
部
に
は
、
夕
立
詠
が
確
た
る
場
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

と
り
わ
け
で
注
目
す
べ
き
は
『
六
百
番
歌
合
』
（
夏
）
に
お
け

る
夕
立
の
歌
題
化
の
直
接
的
影
響
を
蒙
る
形
で
、
六
首
の
歌
群
を
構
成
し
て
ひ
と
き
わ
目
立
つ
『
新
古
今
集
』
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
有
吉
保

氏
（
『
新
古
今
和
歌
集
の
研
究

基
盤
と
構
成
』
昭
灯
、
三
省
堂
）
は
、

同
集
の
夕
立
歌
群
に
注
目
し
て
そ
の
独
自
性
を
指
摘
さ
れ
、

『
六
百

- 96 -

番
歌
合
』
と
の
関
係
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
六
首
の
構
成
を
夕
立
の
前
後
と
い
う
時
間
的
問
題
及
び
遠
景
・
近
景
と
い
う
空
間
的
問
題
の
観

点
か
ら
、
分
析
を
試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
私
見
に
即
せ
ば
、

そ
の
六
首
の
う
ち
次
の
冒
頭
二
首
の
担
う
意
味
の
重
さ
も
や
は
り
考
慮
す
べ
き

か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

よ
ら
れ
つ
る
野
も
せ
の
草
の
か
げ
ろ
ひ
て
涼
し
く
く
も
る
夕
立
の
空
（
西
行
法
師
）

お
の
づ
か
ら
涼
し
く
も
あ
る
か
夏
衣
ひ
も
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
雨
の
な
ご
り
に
（
藤
原
清
輔
朝
臣
）

の
二
首
で
、

い
ず
れ
も
夕
立
に
よ
る
涼
気
を
詠
ん
で
い
る
点
に
共
通
の
趣
向
が
見
出
せ
る
。
し
か
も
こ
の
二
首
が
、
夕
立
歌
群
の
回
目
頭
に
配

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
然
る
べ
き
意
味
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
西
行
詠
の
接
す
る
前
の
歌
群
が
、
同
じ
西
行
の
「
道

の
ベ
の
清
水
流
る
る
柳
蔭
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
と
ま
り
つ
れ
」
を
以
て
閉
じ
る
納
涼
歌
群
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
右
掲



の
夕
立
詠
二
首
は
、

前
接
す
る
納
涼
歌
群
の
涼
気
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、

新
た
に
夕
立
歌
群
に
転
じ
て
い
く
岐
点
に
立
っ
て
い
る
と
言
え

る。

そ
し
て
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
、

同
二
首
は
涼
気
を
意
図
し
た
詠
歌
と
し
て
構
成
上
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

『
新
古
今
集
』
に
お
い
て
、
夕
立
は
涼
気
の
素
材
と
し
て
確
立
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

四

夏

の

終

り

前
項
に
お
い
て
、
夏
歌
に
お
け
る
涼
気
が
、
夏
月
、
氷
室
、
夕
立
な
ど
の
素
材
に
拡
散
し
つ
つ
展
開
し
て
き
た
様
相
を
見
た
が
、
こ
の
よ

う
な
涼
気
へ
の
着
目
は
そ
れ
ら
の
景
物
の
問
題
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
納
涼
と
い
う
主
題
が
、
夏
の
景
物
の
い
く
つ
か
に
及
ん
だ
よ

う
に
、

そ
れ
は
よ
り
ト
ー
タ
ル
な
形
で
夏
歌
全
体
に
及
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
夏
歌
の
巻
尾
部
分
を
飾
る
晩
夏
歌
群
に
注
目
し
て
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み
た
い
。
た
と
え
ば
『
古
今
集
』
夏
部
の
巻
末
歌
は
、
周
知
の

夏
と
秋
と
ゆ
き
か
ふ
空
の
通
ひ
路
は
か
た
へ
涼
し
き
風
や
吹
く
ら
む

と
い
う
期
恒
詠
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
夏
の
終
り
に
臨
ん
で
秋
涼
へ
の
想
像
及
び
期
待
感
が
詠
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
一
方
で
以
後
の
晩
夏
詠

の
展
開
の
方
向
を
暗
示
し
て
も
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
傾
向
は
、
『
古
今
集
』
に
続
く
『
後
撰
集
』
『
拾
遺
集
』
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
顕
著
に

認
め
ら
れ
な
い
が
、

そ
れ
で
も
『
後
撰
集
』
の
、

こ
よ
ひ
か
く
な
が
む
る
袖
の
つ
ゆ
け
き
は
月
の
霜
を
や
秋
と
見
つ
ら
む

と
い
う
読
人
不
知
詠
に
お
け
る
「
秋
と
見
つ
ら
む
」
の
一
句
や
、
『
拾
遺
集
』
の
、



も
み
ぢ
せ
ば
あ
か
く
な
り
な
む
を
ぐ
ら
山
秋
ま
つ
ほ
ど
の
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ

と
い
う
読
人
不
知
詠
の
寸
秋
ま
つ
ほ
ど
の
」
な
ど
の
表
現
に
、

い
さ
さ
か
の
秋
へ
の
期
待
感
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
後
例
は
『
後

拾
遺
集
』
夏
部
に
重
出
す
る
が
、

そ
の
『
後
拾
遺
集
』
は
そ
れ
と
は
別
に
、
晩
夏
歌
群
中
に
四
首
の
涼
気
を
湛
え
た
歌
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、

夏
の
夜
の
あ
り
あ
け
の
月
を
見
る
ほ
ど
に
秋
を
待
た
で
ぞ
風
ぞ
涼
し
き

（
内
大
臣
）

の
一
首
や
、

さ
よ
ふ
か
き
泉
の
水
の
音
聞
け
ば
む
す
ば
ぬ
袖
ぞ
涼
し
か
り
け
り

（
源
師
賢
朝
臣
）

の
一
首
な
ど
に
見
ら
れ
る
如
く
、
月
、
風
、
泉
な
ど
の
納
涼
の
景
物
と
し
て
見
え
た
そ
れ
ぞ
れ
が
、
晩
夏
の
涼
と
し
て
再
登
場
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
右
の
師
賢
一
一
部
の
次
の
、
伊
勢
大
輔
の
六
月
誠
一
一
誠
一
首
を
以
て
夏
部
が
巻
を
閉
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
ま
さ

に
秋
と
隣
り
合
わ
せ
の
位
置
に
あ
る
と
言
え
る
の
だ
が
、

そ
の
晩
夏
歌
群
中
の
次
の
、

夏
山
の
楢
の
葉
そ
よ
ぐ
夕
暮
は
こ
と
し
も
秋
の
心
ち
こ
そ
す
れ

（
源
頼
綱
朝
臣
）

の
一
首
は
、
歌
題
「
晩
涼
如
秋
」
の
も
と
に
秋
涼
を
明
確
に
意
識
し
た
一
首
で
あ
り
、
以
後
の
晩
夏
詠
の
一
つ
の
典
型
と
し
て
注
目
に
値
す

る
。
こ
こ
に
す
べ
て
を
示
す
余
裕
は
な
い
が
、
以
後
の
晩
夏
歌
群
中
の
秋
涼
詠
を
、
各
勅
撰
集
か
ら
一
例
づ
っ
挙
げ
て
み
た
い
。
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み
な
月
の
照
る
日
の
か
げ
は
さ
し
な
が
ら
風
の
み
秋
の
け
し
き
な
る
か
な
（
金
葉
集
、
摂
政
左
大
臣
）

虫
の
音
も
ま
だ
う
ち
と
け
ぬ
草
む
ら
に
秋
を
か
ね
て
も
む
す
ぶ
露
か
な
（
詞
花
集
、
骨
繭
好
忠
）

秋
風
は
浪
と
と
も
に
や
こ
え
ぬ
ら
ん
ま
だ
き
涼
し
き
末
の
松
山
（
千
載
集
、
藤
原
親
盛
）

片
枝
さ
す
お
ふ
の
う
ら
な
し
初
秋
に
な
り
も
な
ら
ず
も
風
ぞ
身
に
し
む
（
新
古
今
集
、
宮
内
卿
）

こ
の
晩
夏
の
秋
涼
詠
は
、
平
安
末
期
の
『
千
載
集
』
及
び
『
新
古
今
集
』
に
お
い
て
、

量
的
に
増
大
し
甚
し
く
顕
在
化
し
て
く
る
。

『
千
載

集
』
は
、
右
の
掲
出
歌
に
「
松
風
秋
近
」
の
歌
題
を
付
す
が
、
他
に
も
「
夏
月
如
秋
」
寸
草
花
先
秋
」
の
如
く
、

そ
の
中
に
秋
を
含
む
歌
題

が
存
し
、
晩
夏
に
お
け
る
秋
へ
の
待
望
感
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
『
新
古
今
集
』
に
即
し
て
、
や
は
り
晩
夏
の
秋
涼
を
示
す
表
現
句

を
摘
記
す
れ
ば
、
「
秋
ち
か
き
け
し
き
の
も
り
L

（
二
七

O
）
、
「
秋
を
か
け
た
る
も
り
の
下
露
L

（
二
七
二
、
寸
か
よ
ふ
秋
風
」
（
二
七
三
）
、
「
秋

の
タ
風
」
（
二
七
四
）
、
「
ほ
に
出
で
ぬ
秋
ぞ
下
に
こ
と
と
ふ
」
（
二
七
七
）
、
「
夕
に
秋
を
こ
め
な
が
ら
L

（
二
七
八
）
、
「
か
つ
か
つ
結
ぶ
秋
の
タ
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露
」
（
二
八

O
）
、
「
行
あ
ひ
の
空
」
（
二
八
二
）
、
「
秋
の
白
露
」
（
二
八
三
）
の
如
く
、
あ
た
か
も
秋
歌
の
ス
タ
イ
ル
を
と
り
、
ま
さ
に
秋
を
詠
み

込
む
こ
と
こ
そ
が
晩
夏
詠
の
定
型
で
あ
る
か
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

右
の
如
き
晩
夏
詠
の
史
的
展
開
を
眺
め
わ
た
す
時
、

そ
の
転
換
点
を
求
め
る
と
、
や
は
り
『
後
拾
遺
集
』
期
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
も

っ
と
も
『
古
今
和
歌
六
帖
』
（
第
一
）
の
「
夏
の
は
て
」
の
項
に
は
、

夕
立
に
夏
は
い
ぬ
め
り
そ
ほ
ち
つ
つ
秋
の
さ
か
ひ
に
今
や
い
た
ら
む

こ
よ
ひ
し
も
稲
葉
の
露
の
お
き
し
く
は
秋
の
と
な
り
に
な
れ
ば
な
り
け
り

西
へ
だ
に
夏
の
い
に
せ
ば
し
た
ひ
っ
つ
や
が
て
恋
し
き
秋
は
見
て
ま
し

の
三
首
に
加
え
て
、
既
掲
の
『
古
今
集
』
夏
部
巻
末
歌
が
存
す
る
か
ら
、
秋
景
に
よ
っ
て
晩
夏
を
詠
む
方
法
は
、
す
で
に
十
世
紀
に
お
い
て



そ
の
下
地
が
培
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
時
代
の
晩
夏
詠
の
動
向
を
具
さ
に
検
討
し
て
み
る
時
、

そ
こ
で
も
ま

た
好
忠
ら
の
初
期
定
数
歌
が
甚
だ
注
意
を
引
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
毎
月
集
』
（
六
月
下
）
に
は
、

虫
の
音
も
ま
だ
う
ち
と
け
ぬ
草
む
ら
に
秋
を
か
ね
て
も
結
ぶ
露
か
な

の
、
既
掲
の
『
詞
花
集
』
入
集
歌
が
あ
り
、
他
に
も

お
ほ
か
た
に
く
れ
ゆ
く
方
を
惜
し
み
き
て
心
の
う
ち
は
秋
を
し
ぞ
思
ふ
（
順
百
首
）

夏
草
の
し
げ
き
を
わ
け
し
君
な
れ
ど
今
は
心
に
秋
ぞ
来
に
け
る
（
重
之
百
首
）

漠
々
暗
苔
新
雨
地
、
微
々
濠
露
欲
秋
天
（
千
載
佳
旬
、
晩
夏
、
白
）

竹
亭
陰
合
偏
宜
v
夏
、
水
栓
風
涼
不
v
待
v
秋
（
和
漢
朗
詠
集
、
晩
夏
、
白
）
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な
ど
の
詠
が
、
初
期
百
首
の
中
に
続
続
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
同
時
代
の
漢
詩
文
に
目
を
転
じ
る
な
ら
ば
、

の
如
く
、

「
晩
夏
」

の
項
に
、
秋
へ
の
意
識
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
な
が
ら
夏
景
を
描
く
詩
篇
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
れ
は
後

代
の
、
た
と
え
ば
『
新
撰
朗
詠
集
』
（
晩
夏
）
な
ど
に
も
、

日
催
ニ
烏
羽
一
炎
障
去
、
風
報
ニ
金
商
一
気
味
幽

（
以
言
）

の
如
く
、
そ
の
ま
ま
に
受
け
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
晩
夏
詠
も
主
た
、
初
期
定
数
歌
や
漢
詩
文
の
刺
激
を
多
分
に
受
け
と
め
て
、
秋
の
涼
気
へ
の
意
識
を
顕
在
化
さ
せ
つ
つ
、
後
拾



遺
時
代
の
歌
人
た
ち
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
以
後
の
晩
夏
詠
の
方
向
を
ほ
ぼ
決
定
づ
け
た
の
で
も
あ
っ
た
。

さ
て
こ
う
し
て
去
り
ゆ
く
夏
は
、
右
に
見
た
如
く
お
お
む
ね
振
り
返
っ
て
惜
し
ま
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
漢
詩
文
の
影
響
を

蒙
り
つ
つ
（
小
島
憲
之
氏
「
四
季
語
を
通
し
て
｜
｜
尽
日
の
誕
生
｜
｜
」
国
語
国
文
付
・

1
、
昭
mA
－

1
－
涙
に
く
れ
る
ほ
ど
に
し
て
花
と

と
も
に
惜
し
ま
れ
た
暮
春
の
趣
は
こ
こ
に
は
な
く
、
歌
人
た
ち
の
目
は
一
様
に
来
た
る
べ
き
秋
に
注
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
纏
述

し
て
き
た
如
く
、
暑
気
よ
り
も
涼
気
に
心
を
向
け
て
い
っ
た
歌
人
た
ち
の
態
度
か
ら
し
て
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
ま
た
、
行
く
夏

を
惜
し
む
歌
が
少
い
の
と
同
様
に
、
実
は
到
来
す
る
夏
を
喜
ぶ
歌
も
少
い
の
で
あ
る
。

実
際
立
夏
群
は
、

夏
の
到
来
自
体
を
詠
む
歌
よ
り

も
、
花
に
よ
る
春
へ
の
惜
別
の
念
を
詠
む
歌
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、

そ
の
少
い
夏
の
到
来
を
詠
ん
だ
次
の
如
き
一
首
は
、
そ
の

意
味
を
考
量
す
る
に
十
分
な
内
容
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

惜
し
め
ど
も
と
ま
ら
ぬ
春
も
あ
る
も
の
を
言
は
ぬ
に
き
た
る
夏
衣
か
な
（
新
古
今
集
、
夏
、
素
性
法
師
）
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と
い
う
一
首
は
、
夏
の
到
来
を
か
な
り
露
骨
に
厭
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
王
朝
歌
人
の
夏
に
対
す
る
感
覚
を
あ
り
て
い
に
語
っ
て
い
る
と

言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
し
て
ま
た
同
時
に
、
新
古
今
時
代
を
遡
る
約
三

O
O年
も
前
に
詠
ま
れ
た
素
性
の
こ
の
一
首
が
、
新
古
今

時
代
に
到
っ
て
再
び
着
目
さ
れ
一
定
の
評
価
を
得
た
そ
の
こ
と
に
、
こ
の
一
首
が
担
っ
た
普
遍
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
厭
わ

れ
た
暑
い
夏
は
、
夏
歌
の
展
開
す
る
方
向
を
暑
気
よ
り
も
涼
気
に
向
わ
し
め
た
の
で
あ
り
、
暑
気
そ
れ
自
体
は
歌
人
た
ち
の
美
的
感
性
を
刺

激
す
る
に
到
ら
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。


