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寛
和
年
間
の
内
裏
歌
合
に
つ
い
て

金
子

英
世

寛
和
年
間
（
九
八
五
｜
九
八
七
）

に
当
た
る
時
期
は
、
和
歌
史
の
上
で
「
後
撰
集
』
時
代
か
ら
『
拾
遺
集
』
時
代
へ
の
転
換
期
の
中
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
寛
和
年
聞
の
開
催
と
し
て
記
録
に
残
る
二
度
の
内
裏
歌
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
時
代
に
先
駆
け
た
特
性
や
文
芸
本
位
の
姿
勢

(1
) 

が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
歌
合
史
に
お
い
て
極
め
て
注
目
す
べ
き
存
在
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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の
家
集
を
召
し
た
こ
と
な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
両
度
歌
合
の
主
催
者
で
あ
る
花
山
天
皇
に
つ
い
て
は
、
東
宮
時
代
か
ら
近
臣
に
題
を
賜
い
歌
を
詠
ま
せ
た
こ
と
、
在
位
中
に
能
宣
ら

(2
) 

そ
の
歌
道
へ
の
執
心
ぶ
り
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
『
拾
遺
集
』
撰
集
作

業
に
関
し
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
『
拾
遺
集
』
を
花
山
院
親
撰
に
近
い
も
の
と
す
る
考
え
は
、
今
日
ほ
ほ
定
説
化
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
小
町
谷
照
彦
氏
は
拾
遺
集
時
代
の
出
発
点
を
「
花
山
院
を
中
心
と
す
る
和
歌
サ
ー
ク
ル
の
形
成
」
に
求
め
ら
れ
、
『
拾
遺
集
』
を
「
花

(3
) 

山
院
サ
ー
ク
ル
の
墓
碑
銘
的
産
物
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
い
え
ば
、
寛
和
年
聞
の
内
裏
歌
合
は
、

い
わ
ゆ
る
「
花
山

院
サ
ー
ク
ル
」
前
期
の
活
動
の
頂
点
を
示
す
催
し
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
拾
遺
集
』
撰
集
に
至
る
花
山
院
周
辺
の
動
向
を
辿
る
意
味
に

お
い
て
も
、
寛
和
期
の
内
裏
歌
壇
の
性
格
付
け
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
え
よ
う
。



ま
た
こ
の
時
期
は
、
初
期
定
数
歌
に
代
表
さ
れ
る
、
新
し
い
和
歌
表
現
の
模
索
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。
河
原
院
周
辺
の

歌
人
た
ち
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
漢
詩
取
り
や
万
葉
・
古
歌
的
表
現
の
受
容
が
、
こ
の
時
代
の
新
風
和
歌
を
切
り
拓
い
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
近
年
、
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
久
保
木
寿
子
氏
は
、
初
期
定
数
歌
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
和
歌
素
材
が
、
寛
和

か
ら
正
暦
に
渡
る
花
山
院
周
辺
の
歌
合
題
と
し
て
多
く
摂
取
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
河
原
院
の
流
れ
を
汲
む
和
歌
活
動
の
場
と
し

(4
) 

て
、
花
山
院
周
辺
の
和
歌
圏
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
と
、
寛
和
期
の
内
裏
歌
壇
が
示
す
特
性
は
、
和
歌
史
の
展
開

の
上
で
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
下
で
、
寛
和
年
聞
の
内
裏
歌
合
の
出
詠
歌
お
よ
び
そ
の
周
辺
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
花
山
天
皇
を
中
心
と
し
た
内
裏
歌
壇
の
性

格
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
和
歌
的
状
況
を
考
察
し
た
い
。
ま
ず
、
盛
大
な
晴
れ
の
儀
と
し
て
行
わ
れ
た
寛
和
二
年
の
歌
合
に
つ
い
て
、
検
討

(5
) 

を
加
え
る
。
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「
寛
和
二
年

内
裏
歌
合
」
に
つ
い
て

寛
和
二
年
六
月
十
日
、
寛
和
年
間
後
度
の
内
裏
歌
合
は
花
山
天
皇
の
側
近
で
あ
り
叔
父
に
当
た
る
藤
原
義
懐
を
判
者
に
、
左
の
講
師
を
公

任
、
右
を
長
能
が
務
め
、
二
十
題
二
十
番
の
形
で
行
わ
れ
た
。
洲
浜
の
風
流
な
ど
を
伴
わ
な
い
純
粋
歌
合
で
あ
る
こ
と
、
方
人
即
ち
歌
人
で

あ
る
と
い
う
形
式
、

四
季
を
通
し
た
具
体
的
な
季
題
に
祝
・
恋
の
人
事
題
を
合
わ
せ
た
歌
題
の
設
定
な
ど
、
約
一
世
紀
を
隔
て
て
盛
ん
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
様
式
が
既
に
し
て
こ
こ
に
見
ら
れ
、
歌
合
史
上
、
極
め
て
先
駆
的
か
つ
文
芸
性
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
さ

れ
て
い
る
。
萩
谷
朴
氏
は
こ
う
し
た
特
性
に
つ
い
て
「
本
歌
合
の
主
催
者
た
る
花
山
天
皇
を
は
じ
め
、
そ
の
側
近
の
人
々
の
、
歌
合
乃
至
和

(6
) 

歌
全
般
に
関
す
る
見
識
の
高
き
を
見
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
十
九
歳
の
天
皇
と
若
き
側
近
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
内



裏
歌
壇
が

い
か
に
し
て
斯
様
な
特
質
を
持
ち
得
た
か
と
い
う
点
は
、

興
味
深
い
問
題
と
い
え
よ
う
。

花
山
天
皇
と
い
え
ば
、
藤
原
兼
家
一
門
に
よ
る
謀
略
に
よ
っ
て
、
在
位
二
年
足
ら
ず
に
し
て
突
然
、
退
位
・
出
家
に
至
っ
た
事
件
が
知
ら

れ
て
い
る
。
本
歌
合
は
事
件
の
わ
ず
か
十
三
日
前
に
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
、
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
注
目
を
集
め
て
き
た
。
当
時

の
政
治
的
背
景
は
先
学
の
ご
論
に
譲
る
と
し
て
、
本
稿
で
は
歌
合
そ
の
も
の
の
示
す
特
質
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
い
。
本
歌
合
の
歌
人
構

成
と
そ
の
出
詠
歌
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
資
料
】
寛
和
二
年
内
裏
歌
合

（
歌
人
名
）

（
出
詠
歌
数
）

（
歌
人
名
）

（
出
詠
歌
数
）

左
方

大
中
臣
能
宣

七
首

右
方

藤
原
惟
成

十
二
首

藤
原
明
理

二
首

藤
原
道
綱
［
道
綱
母
］

一
首

-3ー

藤
原
斉
信

一
首

藤
原
実
方

五
首

藤
原
長
能

一
首

藤
原
公
任

一
首

曾
禰
好
忠

五

六
）
首

藤
原
道
長

一
首

藤
原
高
遠

（
二
）
首

藤
原
敦
信

三
首

※
異
伝
が
多
く
、

(7
) 

認
定
し
に
く
い
も
の
が
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
十
巻
本
を
基
準
に
示
し
た
。

各
歌
人
の
詳
し
い
人
物
考
証
は
省
く
が
、
専
門
歌
人
を
除
く
と
天
皇
の
側
近
や
血
縁
・
姻
戚
関
係
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
人
物
に
占
め
ら



れ
て
い
る
と
い
え
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
曾
禰
好
忠
が
専
門
歌
人
と
し
て
参
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
晴
れ
の
儀
で
あ
る
内
裏
歌
合

に
、
地
下
の
身
分
の
好
忠
が
召
さ
れ
、
出
詠
を
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
は
、
内
裏
歌
壇
の
性
格
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ

つ
ま
た

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
出
詠
歌
数
に
著
し
い
偏
り
が
認
め
ら
れ
る
。
長
能
、

公
任
が
各
一
首
で
あ
る
の
は
、
当
日
の
講
師

を
務
め
た
た
め
か
と
推
定
さ
れ
る
が
、
能
官
一
、
好
忠
ら
専
門
歌
人
の
歌
数
が
多
い
の
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
惟
成
が
十
二
首
と
い
う
突
出

し
た
出
詠
数
に
な
っ
て
い
る
。
本
歌
合
は
撰
歌
合
で
あ
り
、
個
人
の
出
詠
数
に
規
準
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

(8
) 

い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

十
二
首
は
あ
ま
り
に
も
多

惟
成
は
天
皇
の
寵
臣
で
あ
り
、
花
山
朝
で
は
五
位
の
身
分
な
が
ら
義
懐
と
と
も
に
新
政
を
担
い
、
「
五
位
の
摂
政
」
と
ま
で
呼
ば
れ
た
人

(9
) 

物
で
あ
る
。
天
皇
の
退
位
・
出
家
事
件
で
は
、
義
懐
と
と
も
に
後
を
追
っ
て
出
家
し
、
そ
の
わ
ず
か
三
年
後
に
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
。
ま
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た
年
次
不
明
な
が
ら
、
『
本
朝
文
粋
』
第
八
に
載
る
詩
序
に
は
河
原
院
へ
の
参
集
の
跡
を
留
め
て
お
り
、

そ
の
交
友
圏
を
考
え
る
上
で
注
意

さ
れ
る
。
歌
人
と
し
て
は
三
十
三
首
か
ら
成
る
小
家
集
を
残
し
て
お
り
、
勅
撰
集
に
は
『
拾
遺
集
』

一
首
、
「
詞
花
集
』
三
首
、
『
新
古
今

集
』
五
首
、
以
下
、
計
十
六
首
が
入
集
し
て
い
る
。
ま
ず
ま
ず
の
評
価
を
受
け
て
い
る
歌
人
と
い
え
よ
う
。

本
歌
合
で
、
惟
成
は
出
詠
歌
数
の
多
さ
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
歌
風
に
お
い
て
も
、
他
の
歌
人
の
詠
の
多
く
が
古
歌
に
寄
り
か
か
っ
た
無
難

な
作
で
占
め
ら
れ
て
い
る
中
、
新
風
を
呈
し
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
、
惟
成
の
出
詠
歌
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
以
下
に
そ
の
特
徴

を
指
摘
し
た
い
。

（
ご
惟
成
の
出
詠
歌

初
め
に
「
霞
」
題
の
歌
に
つ
い
て
検
討
す
る
。



き
の
ふ
あ
ら
れ
し
が
ら
き
と
や
ま

①
昨
か
も
霞
ふ
り
し
は
信
楽
の
外
山
の
霞
春
め
き
に
け
り

a 

故
郷
は
春
め
き
に
け
り
み
吉
野
の
み
か
き
の
原
を
霞
こ
め
た
り
（
天
徳
内
裏
歌
合
・
霞
・
二
・
兼
盛
）

b 

三
島
江
に
つ
の
ぐ
み
わ
た
る
葦
の
根
の
ひ
と
夜
ば
か
り
に
春
め
き
に
け
り
（
好
忠
集
・
毎
・
一
二
）

当
該
歌
は
「
昨
日
こ
そ
早
苗
と
り
し
か
い
つ
の
間
に
稲
葉
そ
よ
ぎ
て
秋
風
の
吹
く
」
（
古
今
集
・
秋
上
・
一
七
二
・
不
知
）や
、
「
昨
日
こ

そ
年
は
く
れ
し
か
春
が
す
み
春
日
の
山
に
は
や
立
ち
に
け
り
」
（
拾
遺
・
春
・
三
・
赤
人
／
万
葉
・
巻
十
・
一
八
四
三
）
に
類
似
し
た
形
を

と
る
が
、
「
昨
日
」
と
対
比
き
せ
て
季
節
の
変
化
を
詠
む
こ
の
詠
法
は
、
好
忠
、
順
、
恵
慶
、
重
之
の
各
百
首
に
例
が
存
し
、
こ
の
時
代
、

好
忠
周
辺
の
初
期
定
数
歌
で
特
に
流
行
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
歌
は
、
故
郷
（
信
楽
）
に
霞
が
立
ち
こ
め
た
情
景
を

「
春
め
き
に
け
り
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
統
括
す
る
方
法
を
a

の
兼
盛
詠
に
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
a

の
趣
向
は
、
好
忠
百
首
を
初

め
と
す
る
初
期
定
数
歌
に
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
「
春
め
く
」
の
用
語
も
、

（
日
）

ど
、
好
忠
周
辺
で
享
受
・
展
開
さ
れ
た
跡
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
い
え
る
。

b

に
挙
げ
た
有
名
な
好
忠
詠
や
順
百
首
、
恵
慶
百
首
な

-5-

こ
う
し
た
初
期
定
数
歌
周
辺
の
新
風
和
歌
に
通
ず
る
特
徴
は
、
さ
ら
に
指
摘
さ
れ
る
。
当
該
歌
に
詠
ま
れ
た
「
信
楽
」
は
、
聖
武
天
皇
の

信
楽
宮
の
置
か
れ
た
土
地
だ
が
、
先
行
す
る
歌
の
例
は
次
に
示
す

c
、

d

し
か
見
ら
れ
な
い
。
特
に
重
之
百
首
の
歌
の
存
在
は
注
意
さ
れ
よ

う
。
ま
た
、
「
外
山
の
震
」
は
こ
の
後
、
模
倣
作
を
生
ん
だ
新
鮮
な
表
現
で
あ
り
、
当
該
歌
は
『
古
今
集
』
の
「
深
山
に
は
一
薮
降
る
ら
し
外

山
な
る
ま
き
き
の
か
づ
ら
色
づ
き
に
け
り
」
を
踏
ま
え
る
が

こ
の
神
遊
歌
に
着
目
し
、
「
外
山
」
と
い
う
場
所
を
叙
景
的
に
詠
む
手
法
は
、

e
f

な
ど
好
忠
に
特
徴
的
な
も
の
と
い
え
る
。

c 

春
立
ち
て
ほ
ど
は
経
ぬ
ら
し
信
楽
の
山
は
霞
に
う
づ
も
れ
に
け
り
（
重
之
集
・
百
首
・
二
二
六
）

d 

信
楽
の
峰
立
ち
こ
ゆ
る
春
霞
は
れ
ず
も
物
を
思
ふ
こ
ろ
か
な
（
古
今
六
帖
・
六

O
八
、

一
O
O
八
重
出
）



e 

と
や
ま
な
る
ま
さ
き
の
か
づ
ら
色
こ
き
を
見
に
く
る
人
も
見
え
ぬ
秋
か
な
（
好
忠
集
・
毎
・
二
七O
）

桜
麻
の
刈
生
の
原
を
け
さ
み
れ
ば
と
や
ま
片
か
け
秋
風
ぞ
吹
く
（
好
忠
集
・
百
・
三
九
O
）

以
上
の
如
く
当
該
歌
に
は
、
好
忠
周
辺
の
新
し
い
趣
向
や
表
現
が
複
数
、
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
古
風
な
調
べ
と
新
し
い
叙
景

の
獲
得
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
初
期
定
数
歌
周
辺
の
新
趣
向
に
対
す
る
作
者
・
惟
成
の
理
解
の
深
さ

や
意
識
の
高
き
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
も
の
と
の
関
わ
り
な
く
し
て
は
成
立
し
得
な
い
歌
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
初
期
定
数
歌
周
辺
の
新
風
和
歌
と
の
近
接
性
と
い
う
特
徴
は
、
こ
れ
以
外
の
惟
成
詠
に
も
強
く
認
め
ら
れ
る
。
次
に
「
子
日
」

題
の
歌
を
見
る
。

② 

見
わ
た
せ
ば
野
も
狭
に
た
て
る
松
の
葉
に
若
菜
摘
む
べ
き
年
は
か
ぞ
へ
む

（
六
）

b 

（
能
宣
集
・
二
八
五
）
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a 

見
わ
た
せ
ば
ひ
ら
の
高
嶺
に
雪
消
え
て
若
菜
摘
む
べ
く
野
は
な
り
に
け
り
（
天
暦
十
年
麗
景
殿
女
御
荘
子
歌
合
・
若
菜
・
兼
盛
）

c 

（
重
之
集
・
百
首
・
祝
・
三
二
ご

②
の
歌
は

a

の
兼
盛
詠
と
二
句
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り

a

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
見
渡
せ
ば
」
と

い
う
表
現
で
眺
望
的
視
野
を
表
す
詠
法
が
、
初
期
定
数
歌
周
辺
で
流
行
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
諸
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
当
該
歌
の
「
松
の
葉
数
」
を
数
え
る
と
い
う
賀
歌
の
趣
向
も
、
h
υ、

c

を
念
頭
に
置
い
た
と
思
し
い
。

③ 

蛙
な
く
井
手
の
わ
た
り
に
駒
並
べ
て
行
く
て
に
も
見
む
山
吹
の
花
（
一
O
）

a 

蛙
鳴
く
井
手
の
山
吹
散
り
に
け
り
花
の
き
か
り
に
あ
は
ま
し
も
の
を
（
古
今
・
春
下
・
二
一
五
・
不
知
）

b 

駒
並
め
て
い
ざ
見
に
ゆ
か
む
ふ
る
さ
と
は
雪
と
の
み
こ
そ
花
は
散
る
ら
め

（
同
・
二
一
・
不
知
）



c 

春
の
日
は
ゆ
き
も
や
ら
れ
ず
蛙
鳴
く
井
手
の
わ
た
り
に
駒
を
と
ど
め
て

（
重
之
集
・
百
首
・
二
三
八
：
・V
・

H

－

W
類
本
の
形
）

「
山
吹
」
題
の
③
は
a

、

b

に
挙
げ
た
古
今
集
詠
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
趣
向
で
あ
る
が

c

の
重
之
百
首
の
歌
に
よ
り
高
い
類
似
性
が

認
め
ら
れ
、

こ
れ
と
の
直
接
的
影
響
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。

④ 

心
し
て
植
ゑ
し
も
し
る
く
撫
子
の
花
の
き
か
り
を
い
ま
も
見
る
か
な
（
一
四
）

a 

色
見
む
と
植
ゑ
し
も
し
る
く
山
吹
の
思
ふ
き
ま
に
も
咲
け
る
花
か
な
（
好
忠
集
・
毎
・
七
二

b 

花
の
木
を
植
ゑ
し
も
し
る
く
春
く
れ
ば
我
が
宿
す
ぎ
て
行
く
人
ぞ
な
き
（
拾
遺
・
春
・
五
二
・
兼
盛
）

c 

手
も
た
ゆ
く
植
ゑ
し
も
し
る
く
女
郎
花
色
ゆ
ゑ
君
が
宿
り
ぬ
る
か
な
（
同
・
秋
・
一
五
七
・
不
知
）

い
γ
江
L
r
廿
l
p
lれ
い
ド
イ
デ
ミ
レ
パ
ヤ
ド
ノ
ハ
ツ
ハ
ギ
サ
キ
ニ
ケ
ル
カ
モ

手
す
十
名
相
殖
之
名
知
久
出
見
者
屋
前
之
早
芽
子
咲
爾
家
類
香
開
（
万
葉
・
巻
十
・
二
一
二
三

↓
初
旬
、
定
訓
ナ
シ
。
二
旬
、
元
暦
校
本
・
類
衆
古
集
・
神
田
本
の
訓
に
は
「
う
ゑ
し
も
し
る
く
」
と
あ
る
。
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d ④
の
第
二
句
「
植
ゑ
し
も
し
る
く
」
は
、
好
忠
の
a

や
、
後
に
『
拾
遺
集
」
に
入
集
す
る
b

、

c

に
も
見
え
る
。
他
に
は
『
道
済
集
』
に

二
例
あ
る
の
み
で
、
こ
の
時
期
こ
れ
ら
に
集
中
し
て
見
ら
れ
る
表
現
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
流
行
の
原
因
を
考
え
る
と
き
、d
に
示
し
た

万
葉
歌
の
類
似
句
の
存
在
が
注
意
さ
れ
る
。
「
植
ゑ
し
も
し
る
く
」
の
表
現
は
、d
の
万
葉
歌
の
訓
点
を
契
機
と
し
て
発
見
・
享
受
さ
れ
、

流
行
を
見
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
a

や
b

が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
享
受
・
展
開
の
場
に
は
、
好
忠
周
辺
を
想
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

⑤ 

漁
り
火
の
浮
か
べ
る
影
と
見
え
つ
る
は
波
の
よ
る
照
る
畿
な
り
け
り
（
一
八
）

a 

タ
や
み
に
あ
ま
の
い
き
り
火
見
え
つ
る
は
ま
が
き
の
島
の
佳
な
り
け
り
（
順
百
首
・
五

O
O
）

b 

旅
人
の
た
く
火
と
見
つ
る
佳
こ
そ
露
に
も
消
え
ぬ
光
な
り
け
れ

（
重
之
集
・
百
首
・
二
五
二
）



c 

い
き
り
船
ま
が
き
の
島
の
か
ゾ
り
火
に
色
見
え
ま
が
ふ
常
夏
の
花
（
恵
慶
集
・
一
三
四
）

d 

山
の
端
に
月
傾
け
ば
漁
り
す
る
海
人
の
と
も
し
火
沖
に
な
づ
き
ふ

（
万
葉
・
巻
十
五
・
三
六

e 

志
賀
の
海
人
の
釣
り
し
と
も
せ
る
漁
り
火
の
ほ
の
か
に
妹
を
見
む
よ
し
も
が
も
（
同
・
巻
十
二
・
＝
二
七

O
／
拾
遺
［
抄
］
・
七
五

二
、
九
六
八
重
出

⑤
の
「
佳
」
を
「
漁
り
火
」
と
見
る
趣
向
は

a

に
示
し
た
順
百
首
の
歌
に
近
似
し
て
お
り
、
影
響
関
係
を
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

a

の
歌
の
趣
向
は
、
b

や
c

の
如
く
初
期
定
数
歌
周
辺
で
様
々
に
享
受
・
展
開
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
「
海
人
の
漁
り
火
」
はd

、

e 
グ〉

よ
う
に
万
葉
に
い
く
つ
か
例
が
存
し

e

が
後
に
『
拾
遺
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

こ
の
時
代
、
こ
う
し
た
万
葉
的
な
情
景
や
素
材

⑥ が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

た
な
ぽ
た

織
女
の
雲
の
衣
の
う
ら
解
け
て
寝
る
ほ
ど
も
な
く
明
く
る
天
の
戸
（
二O
）
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a 

天
の
川
霧
立
ち
の
ぼ
る
織
女
の
雲
の
衣
の
か
へ
る
袖
か
も
（
万
葉
・
巻
十
・
二
O
六
三
）

c 

き
、
が
に
の
も
ろ
て
に
い
そ
ぐ
た
な
ば
た
の
雲
の
衣
は
風
や
た
つ
ら
む

あ
ま
く
も

l
l
l
i
－
－
I
l
l
i
t
－
－
I
l
l－
－
P
I
l
l
i
－
－

夏
の
日
を
天
雲
し
ば
し
隠
さ
な
む
寝
る
ほ
ど
も
な
く
明
く
る
朝
を
（
新
撰
万
葉
・
二
二
五
）

と
け
て
す
ら
寝
る
ほ
ど
も
な
き
五
月
雨
を
ね
ぎ
め
が
ち
に
て
明
か
す
こ
ろ
か
な
（
好
忠
集
・
毎
・
二
二
三
）

小
大
君
集
・
八
六
／
実
方
集
・
一
四

b d ⑥
で
は
「
織
女
の
雲
の
衣
」
と
い
う
趣
向
が
斬
新
で
あ
る
。
「
雲
の
衣
」
は
漢
語
「
雲
衣
」
の
翻
案
で
あ
り
、
歌
で
は
b

な
ど
、
ご
く
少

数
の
例
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
赤
人
集
』
『
家
持
集
』
に
も
見
え
る
a

の
万
葉
歌
か
ら
の
影
響
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

下
旬
の
「
寝
る
ほ
ど
も
な
く
明
く
る
天
の
戸
」
と
い
う
表
現
は
、
「
新
撰
万
葉
集
』
に
入
る
c

に
依
拠
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
当
該

歌
と
「
と
け
て
」
「
寝
る
ほ
ど
も
な
し
」
と
い
う
表
現
が
一
致
す
るd
の
好
忠
詠
も
無
関
係
と
は
考
え
に
く
い
。



⑦ 

水
上
に
滝
の
白
糸
見
え
つ
る
は
網
代
に
氷
魚
の
よ
れ
ば
な
り
け
り
（
二
八
）

a 

水
上
に
氷
む
す
べ
ば
い
は
そ
、
ぐ
滝
の
白
糸
乱
れ
ぎ
り
け
り
（
恵
慶
集
・
百
首
・
二
四
O
）

b 

春
く
れ
ば
滝
の
白
糸
い
か
な
れ
や
結
べ
ど
も
猶
あ
は
と
見
ゆ
ら
む

（
拾
遺
・
雑
秋
・
一O
O
四
・
貫
之
／
貫
之
集
・
四
四
）

「
網
代
」
題
の
⑦
は
、
「
滝
の
白
糸
」
と
「
網
代
の
氷
魚
」
を
「
よ
る

（
寄
る
／
経
る
ご
と
い
う
掛
詞
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
た
や
や
奇
抜

な
歌
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

a

の
恵
慶
百
首
の
歌
と
の
関
係
が
想
定
き
れ
る
。
当
該
歌
は
a

の
趣
向
を
強
引
に
取
り
込
ん
だ
こ

と
に
よ
っ
て

こ
の
よ
う
な
奇
抜
な
歌
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
こ
の
「
滝
の
白
糸
」
を
縁
語
仕
立
で
詠
む
趣
向
は
、b 

の
貫
之
詠
を
も
と
に
好
忠
の
『
毎
月
集
』
、
重
之
百
首
な
ど
に
摂
取
さ
れ
、
流
行
し
た
も
の
で
も
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
惟
成
の
出
詠
歌
の
多
く
に
は
、
好
忠
・
重
之
・
恵
慶
ら
の
定
数
歌
の
新
趣
向
を
学
ん
だ
様
子
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
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し
て
同
時
に
そ
れ
ら
は
、
好
忠
ら
と
同
質
の
万
葉
や
古
歌
的
な
も
の
へ
の
興
味
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
き
せ
る
。

か
な
り
安
易
に

模
倣
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
趣
向
や
表
現
が
由
来
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
好
忠
ら
と
同
様
の
理
解
と
認
識
を
持
ち
、そ
れ
に
基

づ
い
て
詠
作
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
例
も
少
な
く
な
い
。
惟
成
に
は
河
原
院
と
の
接
点
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
好
忠
ら
河
原
院
周
辺
の

歌
人
と
近
し
い
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
よ
う
。
惟
成
は
従
来
、
政
治
家
と
し
て
の
側
面
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
来
た
が
、河
原

院
と
内
裏
歌
壇
と
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
た
歌
人
の
一
人
と
し
て
、
意
外
に
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
こ
こ
で
、
後
に
「
拾
遺
集
』
に
入
集
す
る
万
葉
歌
や
古
歌
と
の
関
係
が
少
な
か
ら
ず
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

こ
れ
は
既
に
寛
和
期
に
お
い
て
、
惟
成
周
辺
で
万
葉
や
古
歌
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
『
拾
遺
集
』
に
お

け
る
多
量
の
万
葉
歌
の
入
集
と
い
っ
た
現
象
は
、

そ
う
し
た
花
山
天
皇
周
辺
の
古
歌
評
価
の
動
き
の
延
長
上
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き



ト
品
、
っ
。

（
ニ
）
高
遠
の
出
詠
歌

き
て
先
述
し
た
如
く
、
本
歌
合
の
惟
成
作
以
外
の
出
詠
歌
に
は
、
先
行
歌
に
依
拠
し
た
無
難
な
作
が
多
い
の
だ
が
、そ
の
中
で
高
遠
の
歌

に
は
新
風
的
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
高
遠
の
出
詠
歌
に
つ
い
て
は
、
「
袋
草
紙
』
な
ど
に
よ
っ
て
好
忠
の
代
作
説
が
唱
え
ら

(M
) 

れ
て
お
り
、
作
者
を
決
し
難
い
と
い
う
問
題
が
存
す
る
。
こ
こ
で
は
高
遠
作
で
あ
る
可
能
性
を
持
つ
二
首
（
一
七
・
二
一
二
）
に
つ
い
て
、
好

忠
の
作
で
あ
る
可
能
性
を
残
し
つ
つ
、
検
討
し
て
お
く
。

① 

鳴
く
声
も
き
こ
え
ぬ
も
の
の
悲
し
き
は
し
の
び
に
燃
ゆ
る
畿
な
り
け
り
（
一
七
）

b 

同
じ
く
は
告
げ
て
を
恋
ひ
む
難
波
女
の
し
の
び
に
の
み
や
燃
え
て
わ
た
ら
む

小
倉
山
下
草
ま
で
に
根
を
認
め
て
さ
や
か
に
見
ゆ
る
夜
半
の
月
影
（
二
三
）

（
兼
盛
集
・
一
八
）
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a 

音
も
せ
で
思
ひ
に
燃
ゆ
る
佳
こ
そ
鳴
く
虫
よ
り
も
あ
は
れ
な
り
け
れ

重
之
集
・
百
首
・
二
六
四
／
後
拾
遺
・
夏
・
二
一
六

② 
a 

く
ま
ご
と
に
こ
こ
ら
さ
や
け
き
秋
の
月
小
倉
の
山
の
影
は
い
か
が
ぞ

（
好
忠
集
・
毎
・
二
三O
）

b 

大
荒
木
の
下
草
ま
で
に
風
吹
け
ば
な
ぴ
き
て
神
を
ま
つ
り
あ
へ
る
か
も
（
好
忠
集
・
毎
・
一
O
五
）

①
は
、
『
詞
花
集
』
夏
部
に
「
大
弐
高
遠
」
作
と
し
て
入
集
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は

a

の
重
之
百
首
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
②
は
、
月
影
の
明
る
き
を
「
下
草
ま
で
に
根
を
認
め
て
」
と
表
現
し
た
点
に
新
鮮
な
着
想
が
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
が
、

好
忠
の
a

に
類
似
の
設
定
が
、
b

に
「
下
草
ま
で
に
」
の
同
一
句
が
存
し
、
こ
れ
ら
と
の
関
係
が
想
像
さ
れ
る
。

高
速
に
関
し
て
は
、
伝
記
研
究
か
ら
も
好
忠
と
比
較
的
近
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
高
遠
の
い
わ
ゆ
る
「
月
次
歌
」
が



（
日
）

形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
、
好
忠
の
「
毎
月
集
」
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
該

二
首
が
高
遠
の
詠
歌
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
好
忠
周
辺
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
必
然
性
の
あ
る
こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
寛
和
元
年

内
裏
歌
合
」
に
つ
い
て

前
節
で
述
べ
た
如
く
、
寛
和
二
年
の
歌
合
で
は
、
惟
成
や
高
遠
の
出
詠
歌
に
「
河
原
院
周
辺
の
新
風
和
歌
と
の
近
接
性
、
万
葉
・
古
歌
へ

の
着
目
」
と
い
っ
た
特
徴
が
認
め
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
特
徴
は
、
惟
成
や
高
遠
個
人
の
詠
歌
傾
向
や
志
向
性
に
起
因
す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
次
に
示
す
寛

和
元
年
の
内
裏
歌
合
の
傾
向
を
併
せ
て
考
え
る
に
、
そ
れ
は
個
人
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
こ
の
時
期
の
内
裏
歌
壇
全
体
の
方
向
性
を
示
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し
て
い
る
と
見
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
寛
和
二
年
の
内
裏
歌
合
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
、
寛
和
元
年
の
歌
合
に

つ
い
て
分
析
し
て
み
た
い
。

寛
和
元
年
八
月
十
日
の
歌
合
は
、
歌
合
記
に
「
殿
上
に
俄
か
に
出
で
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
、
侍
ふ
人
人
を
取
り
分
か
せ
給
ひ
て
、
歌
合
せ

さ
せ
給
ひ
け
る

（
以
下
略
）
」
と
あ
り
、天
皇
の
発
案
に
よ
る
即
興
的
催
し
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
歌
題
は
「
月
・
風
・
野
（
野
花
）
・

露
・
腐
・
虫
」
の
六
題
、
惟
成
を
判
者
に
、
左
方
に
天
皇
・
為
理
・
惟
成
、
右
方
に
公
任
・
長
能
と
い
う
構
成
で
行
わ
れ
た
。
本
歌
合
は
参

加
歌
人
か
ら
見
て
、
内
裏
歌
合
と
は
い
う
も
の
の
、
天
皇
と
側
近
の
み
で
構
成
さ
れ
た
極
め
て
私
的
性
格
の
強
い
催
し
で
あ
り
、そ
の
意
味

で
は
こ
の
時
期
の
「
花
山
院
サ
ー
ク
ル
」
の
雰
囲
気
を
寛
和
二
年
の
場
合
よ
り
も
、
よ
り
直
接
的
に
表
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

天
皇

自
ら
が
歌
を
詠
み
、
方
人
と
な
っ
て
、

そ
れ
を
臣
下
の
詠
と
番
え
る
と
い
う
方
法
は
特
異
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
小
規
模
な
歌
合
で
あ

り
な
が
ら
、
歌
合
史
上
、
重
要
視
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。



歌
合
全
体
を
評
す
る
な
ら
、
即
興
の
催
し
に
し
て
は
出
詠
歌
は
な
か
な
か
の
水
準
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
特
徴
と
し
て
は
「
妹
」

「
我
妹
子
」
「
背
子
」
と
い
っ
た
古
風
な
用
語
や
詠
み
ぶ
り
の
も
の
が
目
に
付
き
、
参
加
者
た
ち
が
古
風
な
歌
を
詠
む
こ
と
に
興
じ
て
い
る
様

子
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
特
質
を
以
下
に
指
摘
す
る
。

（
一
）
新
趣
向
へ
の
興
味

ま
ず
、
本
歌
合
の
「
露
」
題
の
歌
に
注
目
し
た
い
。

① 

荻
の
葉
に
置
け
る
白
露
珠
か
と
て
袖
に
つ
つ
め
ど
と
ま
ら
ぎ
り
け
り
（
七
／
御
製
）

a 

つ
つ
め
ど
も
袖
に
た
ま
ら
ぬ
白
玉
は
人
を
見
ぬ
目
の
涙
な
り
け
り
（
古
今
・
恋
二
・
五
五
六
・
安
倍
清
行
）

ぬ

い
か
に
し
て
玉
に
も
貫
か
む
夕
き
れ
ば
荻
の
葉
分
け
に
結
ぶ
白
露
（
八
／
長
能
）

玉
笹
の
葉
分
き
に
お
け
る
白
露
の
今
い
く
よ
へ
む
我
な
ら
な
く
に
（
古
今
六
帖
・
三
九
五
O
）

② 
c 

朝
ぼ
ら
け
荻
の
上
葉
の
露
見
れ
ば
や
、
は
だ
寒
し
秋
の
初
風
（
好
忠
集
・
毎
・
一
九
二
／
新
古
今
・
秋
上
・
一
二
一
一
）
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b d 

今
日
よ
り
ぞ
荻
の
葉
露
け
く
吹
く
風
の
音
に
つ
け
て
も
ま
づ
と
は
れ
け
る
（
元
輔
集
・
一
九
二
）

e 

荻
の
葉
に
そ
よ
と
聞
こ
え
て
吹
く
風
に
落
つ
る
涙
や
露
と
置
く
ら
む

（
安
法
法
師
集
・
七
）

秋
は
な
ほ
思
ふ
こ
と
な
き
荻
の
葉
も
末
た
わ
む
ま
で
露
は
お
き
け
り
（
和
泉
式
部
集
・
八
三
ご

両
歌
と
も
、
「
露
」
を
玉
に
見
立
て
る
と
い
う
伝
統
的
手
法
を
用
い
つ
つ
、
「
荻
の
葉
」
に
置
く
露
を
詠
ん
だ
点
で
共
通
し
て
い
る
。
支
」
〉
り

に
い
え
ば
、
①
は
有
名
な
a

の
古
今
集
詠
に
依
拠
し
て
詠
ん
だ
も
の
、
②
の
「
荻
の
葉
分
け
」
と
い
う
新
し
い
表
現
は
、b
の
古
今
六
帖
歌

の
「
玉
笹
の
葉
分
け
（
き
）
」
を
応
用
し
た
も
の
か
と
推
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
「
荻
」
は
周
知
の
通
り
、
風
に
そ
よ
ぐ
葉
音
を
詠
む
趣
向
が
類
型
化
し
て
お
り
、
荻
の
葉
の
上
に
置
い
た
露
を
詠
む
と
い
う
趣



向
は
、
好
忠
の
周
辺
で
発
し
た
と
推
察
さ
れ
る
、
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
詠
歌
年
次
の
特
定
は
困
難
だ
が
、
c
j
f

に
そ
の
早
い
例

と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
示
し
た
。
河
原
院
周
辺
歌
人
の
間
で
の
広
が
り
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
但
し
、

、

A
U
 

e
f

は
「
露
」
に
涙
の
比
喰
を

重
ね
る
と
い
う
趣
向
の
方
に
主
眼
が
置
か
れ
て
お
り
、
こ
の
中
で
は
純
粋
な
叙
景
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る

c

の
好
忠
の
例
が
、
人
々
に
季

節
歌
の
素
材
と
し
て
「
荻
の
露
」
を
認
識
さ
せ
、
そ
の
流
行
の
端
緒
を
開
い
た
可
能
性
が
最
も
高
い
と
い
え
よ
う
。

「
露
」
題
に
お
い
て
、
左
右
と
も
が
同
一
の
素
材
（
荻
）
を
選
ぴ
取
っ
て
い
る
の
は
、
「
露
」
の
詠
み
方
と
し
て
こ
れ
が
当
時
、
参
加
者
の

間
で
最
も
注
目
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
事
例
は
、
こ
の
時
期
の
内
裏
歌
壇
が
好
忠
ら
河
原
院
周
辺
歌
人
の
新

趣
向
に
高
い
関
心
を
有
し
、
そ
れ
を
積
極
的
に
受
容
し
よ
う
と
し
て
い
た
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
表
現
上
の
特
質

次

こ
の
他
の
出
詠
歌
に
つ
い
て
参
加
歌
人
別
に
検
討
し
、
詠
歌
傾
向
の
分
析
を
試
み
た
い
。
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回

惟
成

① 

い
つ
し
か
も
行
き
て
早
見
む
秋
の
野
の
花
の
下
紐
と
け
は
て
ぬ
ら
む

（
五

a 

も
、
草
の
花
の
ひ
も
と
く
秋
の
野
を
思
ひ
た
は
れ
む
人
な
と
が
め
そ
（
古
今
・
秋
上
・
二
四
六
・
不
知
）

b 

山
も
せ
に
咲
け
る
つ
つ
じ
の
に
く
か
ら
ぬ
君
を
い
つ
し
か
行
き
て
早
見
む

（
家
持
集
・
三
六
／
万
葉
・
巻
八
・
一
四
二
八
長
歌
の
後

半
部
、
但
し
異
同
あ
り
。
）

c 

い
で
我
が
駒
早
く
行
き
こ
そ
真
土
山
待
つ
ら
む
妹
を
行
き
て
早
見
む

万
葉
・
巻
十
二
・
一
三
五
四
／
古
今
六
帖
・
二
九
八
七
／
催

馬
楽
「
我
が
駒
」
）

② 

わ
が
背
子
が
旅
の
衣
を
う
ち
は
へ
て
ま
つ
雁
が
ね
の
い
ま
も
鳴
か
な
む

九



a 

風
寒
み
鳴
く
雁
が
音
に
あ
は
す
れ
ば
夜
の
衣
は
打
ち
ま
き
り
け
り
（
順
集
・
扉
風
歌
・
一
八

O
）

b 

衣
打
つ
砧
の
声
を
聞
く
な
へ
に
霧
立
つ
空
に
雁
ぞ
鳴
く
な
る

（
好
忠
集
・
毎
・
二
三
八
）

c 

雁
鳴
き
て
吹
く
風
寒
み
唐
衣
君
待
ち
が
て
に
打
た
ぬ
夜
ぞ
な
き
（
新
古
今
・
秋
下
・
四
八
二
／
貫
之
集
・
二
六
二
）

↓
「
月
帯
新
霜
色

砧
和
遠
雁
声
」
（
「
白
氏
文
集
』の
翻
案
。
）

惟
成
の
二
首
の
う
ち
、
①
は
a

の
古
今
集
詠
に
依
拠
し
つ
つ
、
「
い
つ
し
か
も
行
き
て
早
見
む
」
と
い
っ
た
表
現
をb
や
c

と
い
っ
た
古

歌
に
学
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
花
の
下
紐
」
も
古
風
な
感
じ
を
ね
ら
っ
た
表
現
と
い
え
よ
う
。
②
は
「
わ
が
背
子
」
と
い
う
万
葉
風

の
語
を
用
い
、
女
性
の
立
場
に
立
っ
て
詠
ん
だ
構
衣
詠
で
あ
る
。
こ
の
簿
衣
と
雁
の
声
を
併
せ
て
詠
む
趣
向
は
『
白
氏
文
集
』
の
詩
句
を
踏

（
日
）

ま
え
た
も
の
で
、
早
く
c

に
挙
げ
た
貫
之
の
歌
に
見
え
る
。
こ
れ
を
受
容
し
、
展
開
し
た
の
が
a

、

b

と
い
っ
た
初
期
定
数
歌
周
辺
の
歌
で

が
窺
わ
れ
る
。
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あ
り
、
当
該
歌
も
こ
れ
ら
と
の
関
係
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
①
、
②
に
は
、
惟
成
の
古
歌
や
初
期
定
数
歌
の
新
趣
向
へ
の
関
心
の
強
き

き
て
、
先
に
言
及
し
た
通
り
、
惟
成
は
小
家
集
を
残
し
て
い
る
が
、
家
集
に
見
え
る
詠
歌
で
、
惟
成
の
特
質
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
例
を
、
併
せ
て
こ
こ
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

③ 

と
も
わ
か
み
荻
の
下
葉
に
置
く
露
の
さ
も
ほ
の
め
か
す
風
の
な
き
か
な
（
惟
成
弁
集
・
四
）

④ 

な
に
な
れ
や
い
ふ
に
ま
さ
れ
る
花
の
色
も
井
手
の
里
人
心
く
ま
ね
ば

（
同
・
五
）

a 

山
吹
の
花
の
き
か
り
に
井
手
に
来
て
こ
の
里
人
に
な
り
ぬ
べ
き
か
な
（
拾
遺
［
抄
］
・
春
・
六
九
・
恵
慶
法
師
／
恵
慶
集
・
四
二
）

↓
も
ろ
と
も
に
い
で
の
里
こ
そ
恋
ひ
し
け
れ
一
人
を
り
う
き
山
吹
の
花
（
古
今
六
帖
・
二
二
三
二
／
大
和
物
語
一
一
三
段
）

b 

月
の
い
る
山
の
あ
な
た
の
里
人
と
こ
よ
ひ
ば
か
り
は
身
を
ゃ
な
き
ま
し
（
恵
慶
集
・
二
ハ
五
）



c 

わ
ら
び
生
ふ
る
八
田
の
ひ
ろ
野
に
う
ち
む
れ
て
折
り
暮
ら
し
つ
つ
か
へ
る
里
人
（
好
忠
集
・
毎
・
六
五
）

⑤ 

風
吹
け
ば
室
の
八
嶋
の
夕
け
ぶ
り
心
の
内
に
た
ち
に
け
る
か
な
（
惟
成
弁
集
・
一
八
／
新
古
今
・
恋
一
・
一

O

一
O
）

a 

下
野
や
室
の
八
嶋
に
立
つ
煙
思
ひ
あ
り
と
も
今
こ
そ
は
知
れ
（
古
今
六
帖
・
一
九
一O

b 

い
か
で
か
は
思
ひ
あ
り
と
は
知
ら
す
べ
き
室
の
八
嶋
の
煙
な
ら
で
は
（
金
葉
三
奏
本
・
三
七
八
／
詞
花
・
一
八
八
・
実
方
）

③
は
惟
成
が
先
に
言
及
し
た
「
荻
の
露
」
と
い
う
題
材
を
詠
み
込
ん
で
い
る
例
で
あ
る
。
特
に
傍
線
部
は
（
一
）
の
c

に
示
し
た
好
忠
詠

の
「
荻
の
上
葉
の
露
」
と
い
う
表
現
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
直
接
的
な
影
響
関
係
を
想
定
さ
せ
る
。
④
の
「
井
出
の
里
人
」
は
、

『
拾
遺
集
』
に
入
る
a

の
恵
慶
詠
と
の
関
係
が
想
像
さ
れ
よ
う
。
「
里
人
」
は
万
葉
に
多
い
語
だ
が
、b
や
c

の
如
く
、
こ
の
時
期
、
好
忠
周

辺
で
再
び
詠
ま
れ
た
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
⑤
は
『
新
古
今
集
』
に
入
る
惟
成
の
代
表
歌
で
あ
る
。
豆
半
の
八
嶋
」
はb
の
実
方
の
歌
で
有
名

る
。
惟
成
の
古
歌
や
歌
枕
へ
の
関
心
を
窺
わ
せ
る
例
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
③
i

⑤
に
は
、
惟
成
の
歌
合
出
詠
歌
と
同
様
の
傾
向
が
指
摘
さ
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－
園
、
、
、
．

4

、

大
・
刀

そ
の
背
景
に
は
a

の
古
今
六
帖
に
見
え
る
古
歌
の
存
在
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
⑤
は
そ
の
受
容
例
と
し
て
か
な
り
早
い
も
の
と
い
え

れ
る
の
で
あ
り
、
彼
と
河
原
院
周
辺
歌
人
た
ち
と
の
親
近
性
を
裏
付
け
る
特
徴
を
示
し
て
い
る
。

固

長
能

次
に
長
能
の
出
詠
歌
を
検
討
す
る
。
八
番
歌
に
関
し
て
は
既
に
述
べ
た
が
、
「
風
」
題
の
「
み
か
き
野
の
草
こ
そ
な
ぴ
け
万
づ
代
の
は
じ

め
の
秋
の
風
の
声
か
も
」
（
四
）は
、
漢
詩
文
に
多
く
見
ら
れ
る
、

天
皇
の
徳
に
よ
っ
て
君
臣
が
草
の
如
く
磨
く
、

と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に

祝
意
を
込
め
た
、
古
風
な
調
べ
の
歌
と
い
え
よ
う
。
「
野
」
題
は
次
の
一
首
で
あ
る
。

か
り
に
と
や
妹
は
待
つ
ら
む
秋
の
野
の
花
見
る
ほ
ど
は
家
路
わ
す
れ
ぬ

六
）



a 

か
り
に
と
て
来
べ
か
り
け
り
ゃ
秋
の
野
の
花
見
る
ほ
ど
に
日
は
暮
れ
に
け
り
（
古
今
六
帖
・
二
二
八
／
拾
遺
・
秋
・
二
ハ
三
・
不

知
b 

わ
が
家
は
行
く
ほ
ど
遠
し
佐
保
川
の
し
ば
し
は
を
や
め
妹
も
待
つ
ら
む

好
忠
集
・
毎
・
二
六
七

散
り
そ
む
る
花
を
見
す
て
て
か
へ
ら
め
や
お
ぼ
つ
か
な
し
と
妹
は
ま
っ
と
も
（
拾
遺
［
抄
］
・
春
・
五
九
・
能
官
一
）

（
口
）

当
該
歌
は
a

と
よ
く
似
た
表
現
を
有
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
妹
は
待
つ
ら
む
」
と
い
っ
た
万
葉
風
の
発

c 
想
・
趣
向
は
、
b

な
ど
に
見
え
る
好
忠
周
辺
の
新
風
に
影
響
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
c

が
『
拾
遺
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も

こ
う
し
た
古
風
な
趣
向
が
当
時
か
ら
注
目
き
れ
、
評
価
を
受
け
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
長
能
の
家
集
の
詠
歌
に

は
、
好
忠
周
辺
か
ら
の
影
響
が
き
ら
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
。
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回
,r¥.. 
品J、

任

公
任
の
出
詠
歌
の
う
ち
、
「
虫
」
題
の
も
の
を
見
る
。

秋
ご
と
に
と
こ
め
づ
ら
な
る
鈴
虫
の
振
り
て
も
旧
り
ぬ
声
ぞ
き
こ
ゆ
る
，－－司、、

一
一
一、、』＿＿，

難
波
人
あ
し
火
た
く
屋
は
す
、
た
れ
ど
を
の
が
つ
ま
こ
そ
と
こ
め
づ
ら
な
れ

ナ
ニ
ハ
ヒ
ト
ア
シ
ヒ
タ
ク
ヤ
ノ
ス
ス
タ
レ
ド
オ
ノ
ガ
ツ

7
コ
ソ
仏

r
恒
L
P
U
r－p
b
1
L
F

↓
難
波
人
葦
火
煉
屋
之
酢
四
手
難
有
己
妻
許
増
常
目
頬
次
吉
（
万
葉
・
巻
十
一（

拾
遺
・
恋
四
・
八
八
七
・
人
麿
／
人
麿
集
・一
七
）

・
二
六
五
二

※
新
訓
で
は
結
句
「
つ

ね
め
づ
ら
し
き
」
。

当
該
歌
は
「
振
り
て
も
旧
り
ぬ
」
に
言
語
的
趣
向
を
ほ
ど
こ
し
た
一
首
だ
が
、
「
と
こ
め
づ
ら
な
る
」
と
い
う
語
に
注
意
さ
れ
る
。
こ
の

語
は
『
拾
遺
集
』
に
入
る
万
葉
歌
に
見
え
、
当
該
万
葉
歌
の
訓
点
を
契
機
と
し
て
、
関
心
を
呼
ん
だ
と
想
像
き
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に



こ
う
し
た
用
語
が
見
え
る
の
は
、
本
歌
合
で
公
任
が
意
図
的
に
古
風
な
語
を
用
い
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
難
波
人
」
の

万
葉
歌
は
、
当
時
注
目
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
く

『
高
遠
集
』
に
は
「
あ
し
火
た
く
屋
」
の
語
を
受
容
し
た
「
冬
ご
も
る
難
波
の
浦
を

見
渡
せ
ば
あ
し
火
た
く
屋
ぞ
い
ぶ
せ
か
り
け
る
」
（
高
遠
集
・
三
八
九
）
と
い
う
歌
も
存
す
る
。

公
任
の
「
花
山
院
サ
ー
ク
ル
」
に
お
け
る
役
割
や
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
別
途
の
考
察
を
要
す
る
大
き
な
問
題
と
考
え
る
が
、
寛
和
と

きい
よ（う
う坦早

時
期

花
山
天
皇
の
文
芸
志
向
に
親
し
み
、
古
歌
や
万
葉
歌
へ
の
関
心
を
窺
わ
せ
て
い
る
様
子
を
こ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が
で

回

為
理

為
理
は
、
天
皇
に
近
侍
す
る
一
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
人
物
考
証
に
お
い
て
説
が
分
か
れ
て
お
り
、
特
定
し
難
い
。
『
夫
木
抄
」

（
日
）

こ
れ
に
「
橘
為
義
」
を
当
て
て
お
り
、
萩
谷
氏
は
「
菅
原
為
理
」
を
、
今
井
氏
は
「
源
為
理
」
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。
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そ
の
他
で
は
、

為
理
の
出
詠
歌
は
「
風
」
題
の
下
に
詠
ま
れ
た
、
次
の
歌
で
あ
る
。

大
荒
木
の
森
の
葛
葉
も
吹
く
風
に
も
み
ぢ
も
あ
へ
ず
散
り
や
し
ぬ
ら
む
（
三
）

「
大
荒
木
の
森
」
と
い
え
ば
周
知
の
通
り
、
『
古
今
集
』
に
有
名
な
「
大
荒
木
の
森
の
下
草
お
い
ぬ
れ
ば
駒
も
す
き
め
ず
か
る
人
も
な
し
」

（
古
今
・
雑
上
・
八
九
二
・
不
知
）
が
あ
る
。
当
該
古
今
集
歌
の
「
大
荒
木
」
に
関
し
て
は
諸
説
が
存
す
る
も
の
の
、
以
後
の
「
大
荒
木
の

森
」
詠
に
お
い
て
は
、
「
森
の
下
草
」
を
詠
む
こ
と
が
類
型
化
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

」
う
し
た
類
型
を
は
ず
れ
て
い
る
点
で
、
当
該
歌
は

特
異
な
発
想
に
依
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

当
該
歌
の
背
景
と
し
て
、
初
期
定
数
歌
に
次
の
二
首
が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。



a 

大
荒
木
の
多
く
の
枝
も
な
び
く
ま
で
た
え
ず
は
げ
し
き
冬
の
山
風
（
好
忠
集
・
毎
・
三
五
八
）

大
荒
木
の
を
ざ
き
が
は
ら
や
夏
を
あ
き
み
春
ま
く
葛
は
う
ら
わ
か
き
か
も
（
順
百
首
・
四
九
七
）

b a

は
「
大
荒
木
」
と
い
う
地
名
に
、
風
の
荒
い
森
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
た
独
自
の
詠
み
方
の
歌
と
い
え
る
。
為
理
が
「
風
」
題
に
お

い
て
、
「
大
荒
木
の
森
」
を
詠
ん
だ
の
は

こ
の
好
忠
詠
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

b

の
順
百
首
の
歌
に

「
大
荒
木
」の
「
葛
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
も
、
他
に
例
の
見
ら
れ
な
い
詠
み
ぶ
り
で
あ
り
、
当
該
歌
へ
の
影
響
が
想
像
さ
れ
る
。つ
ま
り

僅
か
一
首
な
が
ら
、
為
理
詠
に
も
初
期
定
数
歌
の
新
趣
向
と
の
関
わ
り
が
感
受
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
分
析
か
ら
、
寛
和
元
年
の
内
裏
歌
合
に
お
い
て
、
参
加
者
の
聞
に
好
忠
を
中
心
と
す
る
河
原
院
周
辺
の
新
趣
向
や
万
葉
・
古
歌
風

よ
っ
て
確
認
・
展
開
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
詠
歌
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
こ
う
し
た
類
の
催
し
は
、
記
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の
表
現
に
対
す
る
同
質
の
興
味
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
き
ら
に
そ
の
興
味
は
、
即
興
の
歌
合
と
い
う
方
法
に

録
に
残
ら
な
い
形
で
も
、

か
な
り
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
歌
合
の
サ
ー
ク
ル
的
構
成
か
ら
見
て
、で，
、ー

れ
は
花
山
天
皇
の
内
裏
歌
壇
そ
の
も
の
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
先
に
指
摘
し
た
寛
和
二
年
の
内
裏
歌
合
で
惟
成
や
高
速
に
顕
著
で
あ
っ
た
詠
歌
傾
向
は
、
個
人
的
な
詠
風
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
内
裏
歌
壇
の
志
向
性
を
強
く
反
映
し
て
い
る
と
判
断
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
寛
和
二
年
の
歌
合
に
、
慣
例
を

破
っ
て
好
忠
が
召
さ
れ
た
の
も
、
内
裏
歌
壇
の
新
風
和
歌
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
関
心
の
証
左
と
な
ろ
う
。

（
況
）

こ
の
時
期
か
な
り
傾
倒
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
花
山
天
皇
の
内
裏
歌

壇
は
河
原
院
周
辺
の
新
風
に
、



結
ぴ

以
上
、
寛
和
年
間
両
度
の
内
裏
歌
合
の
検
討
か
ら
、
内
裏
歌
壇
一
の
特
質
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
結
論
と
し
て
、
以
下
の

こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

第
一
に
、
寛
和
期
の
両
度
歌
合
の
出
詠
歌
に
は
、

天
皇
周
辺
の
い
わ
ゆ
る
「
花
山
院
サ
ー
ク
ル
」
の
歌
人
た
ち
が
河
原
院
周
辺
の
新
風
和

歌
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
そ
れ
を
積
極
的
に
摂
取
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
、
花

山
天
皇
の
内
裏
歌
壇
が
示
す
文
芸
性
の
高
き
と
い
っ
た
も
の
が
、
河
原
院
周
辺
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
特
質
を
継
承
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
特
に
、
惟
成
、
長
能
と
い
っ
た
歌
人
は
、

河
原
院
周
辺
の
特
質
を
「
花
山
院
サ
l
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ク
ル
」
に
導
入
す
る
役
割
に
お
い
て
、
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
内
裏
歌
合
の
出
詠
歌
に
は
、

万
葉
や
古
歌
表
現
へ
の
興
味
と
そ
れ
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

そ
れ
は
特
に
寛
和
元
年
の
歌
合
に
顕
著
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
古
風
な
歌
を
詠
む
こ
と
に
興
じ
て
い
る
様
子
が
感
じ
ら
れ
る
。

き
て
、
万
葉
や
古
歌
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
、
こ
の
頃
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
が
成
立
し
、
万
葉
の
古
点
資
料
の
流
れ
を
汲
む
「
人
麿
集
』

や
『
赤
人
集
』
が
、
『
拾
遺
集
』
ご
ろ
ま
で
に
成
立
し
て
く
る
と
い
っ
た
現
象
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
内
裏
歌
壇
の
周
辺
に
は
、

関
心
の
高
ま
り
に
応
じ
て
、

そ
う
し
た
和
歌
的
資
料
が
当
然
、
多
く
集
め
ら
れ
た
と
想
像
き
れ
る
。
万
葉
の
二
次
的
資
料
を
多
く
含
む
、
こ

う
し
た
資
料
類
の
集
積
が
、
寛
和
期
に
お
け
る
内
裏
歌
壇
の
特
質
を
形
成
す
る
一
助
と
な
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

但
し
、
斯
く
の
如
き
万
葉
・
古
歌
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
、

や
は
り
河
原
院
周
辺
の
動
向
に
連
関
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
り

わ
け
好
忠
の
「
毎
月
集
」
が
、
万
葉
取
り
と
い
う
手
法
に
お
い
て
新
し
い
和
歌
表
現
の
可
能
性
を
提
示
し
た
意
義
は
大
き
か
っ
た
と
い
う
べ



き
で
あ
ろ
う
。
若
く
、
進
取
の
気
性
に
富
ん
だ
歌
人
た
ち
に
と
っ
て
、
好
忠
の
新
風
が
ど
れ
ほ
ど
魅
力
的
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
た
か
は
想
像

に
難
く
な
い
。

若
き
花
山
天
皇
の
側
近
に
惟
成
、
長
能
と
い
っ
た
新
風
を
志
向
す
る
者
た
ち
が
お
り
、
同
時
に
天
皇
自
身
も
そ
れ
を
好
ま
れ
た
こ
と
、
加

え
て
豊
か
な
和
歌
的
資
料
の
存
在
を
背
景
に
公
任
や
実
方
と
い
っ
た
優
れ
た
歌
人
が
お
り
、

さ
ら
に
梨
査
の
五
人
の
一
人
で
あ
る
能
宣
、
河

原
院
の
新
風
の
担
い
手
・
好
忠
ら
を
取
り
込
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
寛
和
期
の
内
裏
歌
壇
は
時
代
に
先
駆
け
た
文
芸
性
を
持
ち
得
た
の
で
あ

ろ
、
っ
。

通
説
に
従
え
ば

こ
の
二
十
年
ほ
ど
後
に

公
任
の

『
拾
遺
抄
』
を
増
補
す
る
形
で
、
花
山
院
の

『
拾
遺
集
』
が
編
ま
れ
た
こ
と
に
な

る
。
寛
和
期
に
既
に
し
て
認
め
ら
れ
る
、
天
皇
周
辺
の
志
向
性
や
特
性
は
、
そ
う
し
た
和
歌
史
的
展
開
を
十
分
に
予
測
さ
せ
る
も
の
と
い
え
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る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
は
、

さ
ら
な
る
分
析
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
寛
和
年
間
と
い
う
短
期
間
の
検
討
に
留

ま
っ
た
が
、

天
皇
退
位
後
の
「
花
山
院
サ
ー
ク
ル
」
の
展
開
に
関
し
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

、
迂

(1 
2 

歌
合
に
つ
い
て
は
、
久
曾
神
昇
氏
『
伝
宗
尊
親
王
筆
歌
合
巻
研
究
』
（
尚
古
会
・
昭
ロ
）
、
萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成

出
版
・
平
7

）
な
ど
の
文
献
を
参
照
し
た
。

今
井
源
衛
氏
「
花
山
院
の
生
涯
』
（
桜
楓
社
・
昭
必
）
に
詳
し
い
。
能
官
一
ら
の
家
集
を
召
し
た
こ
と
は
『
能
宣
集
』
序
文
に
、
「
そ
れ
三
十
一

字
の
詠
、
わ
づ
か
に
家
風
を
あ
ふ
ぐ
と
い
へ
ど
も
、
万
葉
集
の
っ
た
へ
す
で
に
古
賢
に
お
よ
び
が
た
し
、
（
中
略
）
む
な
し
く
数
年
を
送
り

て
よ
り
こ
の
か
た
、
円
融
太
上
法
皇
の
在
位
の
す
ゑ
に
、
勅
あ
り
て
家
集
を
召
す
、
今
上
花
山
聖
代
、
ま
た
勅
あ
り
て
同
じ
き
集
を
召
す
」

（
西
本
願
寺
本
）
と
見
え
る
。

一
』
（
同
朋
社



(3
) 

(4
) 

(5
) 

小
町
谷
照
彦
氏
「
拾
遺
集
時
代
の
和
歌
」
（
国
語
と
国
文
学
・
昭
叫
・7
）
、
「
拾
遺
集
の
本
質
」
（
同
・
昭
必
・
叩
）
な
ど
。

久
保
木
寿
子
氏
「
和
泉
式
部
の
詠
歌
環
境
ー
そ
の
始
発
期
｜
」
（
国
文
学
研
究
・
昭
日
・
6

）
。

以
下
、
歌
合
本
文
に
つ
い
て
は
、
萩
谷
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成
一
』
八
七
・
八
八
所
載
の
『
十
巻
本
歌
合
』
に
拠
り
、
必
要
な
場
合
は
異

同
を
記
し
た
。
そ
の
他
の
引
用
歌
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
「
好
忠

集
』
内
の
「
毎
月
集
」
の
歌
に
は
「
毎
」
、
「
百
首
歌
」
の
歌
に
は
「
百
」
の
略
称
を
用
い
て
あ
る
。
「
順
百
首
」
は
『
好
忠
集
』
の
歌
番
号

を
記
し
た
。
ま
た
、
『
拾
遺
集
』
の
歌
の
う
ち
、
『
拾
遺
抄
』
に
も
あ
る
も
の
に
関
し
て
は
「
拾
遺
［
抄
］
」
の
よ
う
に
示
し
た
。

萩
谷
氏
（
前
掲
書
）
、
「
史
的
評
価
」
の
項
。

一
二
番
歌
は
、
『
拾
遺
集
』
そ
の
他
か
ら
、
道
綱
母
の
代
作
で
あ
る
と
知
ら
れ
て
い
る
。
三
四
番
歌
は
、
十
巻
本
に
「
能
官
こ
と
あ
る
が
右

方
の
歌
の
た
め
、
実
方
（
二
十
巻
本
の
表
記
に
拠
る
）
の
詠
と
見
な
し
た
。

こ
の
出
詠
数
の
不
均
衡
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
今
井
氏
は
花
山
政
権
の
政
治
的
孤
立
か
ら
、
歌
合
当
日
、
欠
席
者
が
相
次
ぎ
、
惟
成
が
そ

の
穴
埋
め
を
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
さ
れ
、
萩
谷
氏
は
惟
成
が
君
寵
を
侍
ん
で
、
撰
歌
合
で
あ
り
な
が
ら
、
過
半
数
を

自
歌
で
一
人
占
め
す
る
程
に
我
物
顔
に
振
る
舞
っ
た
、
と
解
き
れ
て
い
る
。
真
相
は
不
明
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
撰
歌
合
で
あ

る
こ
と
を
重
く
見
る
な
ら
、
惟
成
の
新
風
的
傾
向
が
評
価
さ
れ
、
結
果
的
に
過
半
数
も
の
出
詠
が
実
現
し
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ

、
フ
か
。

惟
成
に
関
し
て
は
、
今
井
氏
（
前
掲
書
）
、
臼
田
甚
五
郎
氏
「
藤
原
惟
成
」
（
『
平
安
歌
人
研
究
』
三
弥
井
書
店
・
昭
日
）
、
久
保
木
哲
夫
氏

「
惟
成
弁
と
そ
の
集
」
（
『
平
安
時
代
私
家
集
の
研
究
』
笠
間
書
院
・
昭
ω
）
な
ど
の
ご
論
が
あ
る
。

当
該
歌
は
、
二
十
巻
本
に
「
昨
こ
そ
一
憲
ふ
り
し
か
」
と
い
う
、
よ
り
先
行
歌
に
近
い
形
で
見
え
る
。

拙
稿
「
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
と
初
期
百
首
の
成
立
」
（
三
田
国
文
・
平
3

・
6

）
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

重
之
百
首
に
つ
い
て
は
、
川
村
晃
生
氏
「
簡
校
「
重
之
百
首
』
」
（
『
摂
関
期
和
歌
史
の
研
究
」
三
弥
井
書
店
・
平
3

）
を
参
照
し
、

類
に
拠
っ
た
。

「
万
葉
集
』
の
歌
は
旧
番
号
を
示
し
た
。
特
に
必
要
な
場
合
は
、

（
岩
波
書
店
）
を
参
照
し
た
。

「
歌
仙
も
晴
れ
の
時
歌
を
人
に
乞
ふ
、
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13 

西
本
願
寺
本
の
原
文
と
訓
を
挙
げ
た
。

訓
に
つ
い
て
は
『
校
本
万
葉
集
』

14 

常
の
事
な
り
。

高
遠
卿
は
好
忠
に
詠
ま
し
む
。
」
（
『
袋
草
紙
』
）
と
あ
る
。

花
山
院
歌
合
の
時
、
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藤
原
高
遠
の
「
月
次
歌
」
に
つ
い
て
は
、
鷲
頭
裕
子
氏
「
大
弐
高
遠
の
歌
風
に
つ
い
て
」
（
大
妻
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
・
平

4

・
3

）
、
松
本
真
奈
美
氏
「
『
大
弐
高
遠
集
』
「
月
次
」
歌
に
つ
い
て
」
（
国
語
と
国
文
学
・
平

7

・
7

）
が
あ
る
。

貫
之
の
構
衣
詠
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
秀
夫
氏
「
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
（
勉
誠
杜
・
平3
）
な
ど
に
詳
し
い
。

『
古
今
和
歌
六
帖
』
は
、
通
説
で
は
九
七
六
年
か
ら
九
八
三
年
の
成
立
と
さ
れ
て
お
り
、
寛
和
頃
、
既
に
形
を
成
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い

と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
長
能
が
『
拾
遺
集
』
の
撰
集
に
関
わ
っ
た
と
い
う
説
と
の
関
係
に
於
い
て
、

a

の
歌
が
『
拾
遺
集
』
に
入
っ
て
い
る

の
は
、
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。

公
任
に
つ
い
て
は
、
村
瀬
敏
夫
氏
『
平
安
朝
歌
人
の
研
究
』
（
新
典
杜
・
平
6

）
、
伊
井
春
樹
氏
「
歌
壇
の
動
向
｜
花
山
院
と
藤
原
公
任
」

（
国
文
学
・
平
元
・
8

）
、
な
ど
の
ご
論
を
参
照
し
た
。

『
後
拾
遺
集
」
は
、
本
歌
合
の
八
番
歌
「
い
か
に
し
て
珠
に
も
貫
か
む
夕
き
れ
ば
荻
の
葉
分
け
に
結
ぶ
白
露
」
を
「
寛
和
二
年
八
月
七
日
内

裏
歌
合
に
よ
み
侍
け
る
／
橘
為
義
朝
臣
」
と
し
て
掲
載
す
る
。

十
巻
本
で
は
、
初
旬
「
お
は
ら
き
の
」
と
あ
る
が
、
二
十
巻
本
、
『
夫
木
抄
」
の
如
く
「
大
荒
木
の
」
が
本
来
の
形
と
考
え
た
。

ち
な
み
に
、
花
山
院
の
詠
歌
を
検
討
し
て
み
る
と
、
三
例
程
度
な
が
ら
同
様
の
傾
向
の
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。
但
し
、
『
花
山
院
御
集
』
は

散
逸
し
て
い
る
た
め
、
今
井
氏
が
他
文
献
か
ら
収
集
さ
れ
た
一
二

O
首
弱
に
久
保
木
哲
夫
氏
が
古
筆
断
簡
と
推
定
き
れ
た
も
の
（
「
花
山
院

御
集
考
」
『
平
安
時
代
の
和
歌
と
物
語
』
桜
楓
社
・
昭
日
に
拠
る
）
を
加
え
て
検
討
を
行
っ
た
。
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本
稿
は
、
平
成
八
年
十
一
月
の
慶
応
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
、
お
よ
び
十
二
月
の
和
歌
文
学
会
例
会
に
於
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て

い
る
。
御
教
示
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


