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平
安
時
代
末
期
の
六
条
藤
家
清
輔
（
一
一
〇
四
年
－
一
一
七
七
）
は
今
ま
で
と
も
す
れ
ば
歌
学
者
と
い
う
こ
と
だ
け
が
強
調
さ
れ
論
じ

ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
藤
原
定
家
『
近
代
秀
歌
』
に
、
「
近
き
世
」
の
歌
人
と
し
て
源
経
信
、
源
俊
頼
、
藤
原
顕
輔
、
藤
原
俊
成
、
藤

原
基
俊
と
共
に
清
輔
を
上
げ
て
い
る
よ
う
に
、
歌
人
と
し
て
も
け
っ
し
て
等
閑
視
で
き
な
い
人
物
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
詠
歌
に
っ

い
て
の
検
討
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
ず
、
わ
ず
か
に
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
こ
ろ
成
立
の
『
久
安
百
首
』
出
詠
歌
を
対
象
に
立
論
し
た
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加
藤
睦
氏
の
高
説
や
清
輔
本
『
古
今
集
』
が
彼
の
詠
作
に
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
か
を
み
た
拙
論
く
ら
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
者
は
「
注

釈
的
に
検
討
し
、
そ
の
詠
歌
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
り
、
後
者
は
清
輔
本
『
古
今
集
』
の
本
文
に
拠
っ
て
詠
ま

れ
た
例
歌
を
上
げ
て
、
本
文
の
優
秀
さ
を
誇
示
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
論
じ
た
。

　
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
『
万
葉
集
』
歌
を
主
な
る
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
清
輔
は
ど
う
受
容
し
て
彼
の
詠
作
に
生
か
し
た
か
、

そ
の
実
情
を
述
べ
て
み
た
い
。
。
こ
こ
に
清
輔
の
詠
歌
技
法
を
窺
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
当
時
は
古
語
尊
重

と
い
う
時
代
風
潮
で
あ
り
、
そ
し
て
祖
父
顕
季
が
六
条
藤
家
の
象
徴
と
な
っ
た
「
人
丸
影
供
」
を
催
行
し
、
ま
た
顕
季
の
、

　
　
歌
読
ハ
万
葉
ヨ
ク
取
マ
デ
也
。
是
ヲ
心
得
テ
ヨ
ク
盗
ヲ
歌
読
ト
ス
（
袋
草
紙
。
上
巻
）

と
い
う
立
言
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
に
清
輔
は
生
ま
れ
育
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
自
身
も
『
無
名
抄
』
「
清
輔
宏
才
事
」
の
勝
命
の
言
に
、

藤
原
清
輔
の
詠
歌



二

　
　
晴
の
寄
よ
ま
ん
と
て
は
、
「
大
事
は
い
か
に
も
古
き
集
を
見
て
こ
そ
」
と
い
ひ
て
、
萬
葉
集
を
返
々
見
ら
れ
侍
し
。

と
あ
る
よ
う
に
『
万
葉
集
』
を
座
右
の
書
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
何
よ
り
も
二
条
院
御
本
『
万
葉
集
』
は
清
輔
が
訓
を
つ
け
た
一
次
点
）

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
平
安
末
期
の
『
万
葉
集
』
訓
読
に
つ
い
て
は
、
顕
昭
『
袖
中
抄
』
第
二
十
に
拠
れ
ば
、
一
一
九
三
番
歌
の
第
四
句
「
居
名
之
湖
ホ
」
の

「
湖
」
の
訓
み
に
つ
い
て
、

　
　
或
ハ
ウ
ミ
ト
ヨ
、
・
・
或
ハ
ウ
ラ
ト
ヨ
ミ
或
ハ
シ
ホ
ト
ヨ
ミ
或
ハ
ミ
ナ
ト
・
ヨ
ミ
或
ハ
ミ
ヅ
ウ
ミ
ト
ヨ
メ
リ

と
み
え
る
よ
う
に
、
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
る
。
ま
た
、
清
輔
白
身
の
訓
み
も
大
部
分
が
不
明
で
あ
り
、
推
測
す
る
に
し

て
も
お
の
ず
と
隈
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
ま
仙
覚
本
『
万
葉
集
』
中
最
古
の
写
本
で
あ
る
西
本
願
寺
本
に
拠
っ
て
お
く
が
、
清
輔
自
著

の
中
に
彼
の
訓
み
か
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
で
き
る
だ
け
見
付
け
出
し
、
い
ち
い
ち
上
げ
て
い
く
よ
う
に
し
た
い
。
そ
し
て
清
輔
の
歌
に

っ
い
て
は
、
総
数
で
約
六
〇
〇
首
現
存
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
晩
年
の
自
撰
と
一
応
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
『
清
輔
朝

臣
集
』
所
収
の
四
四
四
首
を
そ
の
対
象
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
絞
っ
て
み
て
も
所
論
に
大
過
は
な
い
と
思
う
。

　
清
輔
詠
で
『
万
葉
集
』
の
影
響
を
う
け
た
と
お
ぼ
し
い
も
の
は
お
お
よ
そ
五
十
数
首
く
ら
い
あ
り
、
『
清
輔
朝
臣
集
』
所
収
の
約
一
割

強
と
な
る
が
、
こ
れ
を
多
い
と
み
る
か
少
な
い
と
み
る
か
は
見
方
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、
次
に
上
げ
る
よ
う
な
方
法

で
詠
ま
れ
て
い
る
歌
が
多
く
あ
る
。

　
細
お
く
山
の
し
た
ひ
が
し
た
に
鳴
く
と
り
の
お
と
に
も
い
か
で
人
に
き
か
れ
じ

「
述
懐
百
首
の
う
ち
に
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
万
葉
集
』
巻
十
の
、

　
㎜
あ
き
（
か
な
）
や
ま
の
し
た
ひ
が
し
た
に
な
く
と
り
の
こ
ゑ
だ
に
き
か
ば
な
に
か
な
げ
か
軌

に
拠
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
上
句
全
体
が
ほ
ぼ
同
じ
措
辞
で
あ
り
、
「
音
」
や
「
声
」
を
起
こ
す
序
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
し
か
し
、



万
葉
歌
は
「
秋
相
聞
」
、
清
輔
詠
は
述
懐
歌
で
あ
り
、
お
の
お
の
の
詠
ま
れ
方
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
。

　
獅
あ
ふ
こ
と
を
い
な
さ
ほ
そ
江
の
み
を
つ
く
し
ふ
か
き
し
る
し
も
な
き
世
な
り
け
り

歌
題
は
「
恋
」
。
『
久
安
百
首
』
出
詠
歌
で
あ
り
、
の
ち
『
千
載
集
』
恋
四
に
入
集
す
る
。
こ
れ
は
、
巻
十
四
の
、

　
舳
と
ほ
つ
あ
ふ
み
い
な
さ
ほ
そ
え
の
み
を
つ
く
し
あ
れ
を
た
の
め
て
あ
さ
ま
し
も
の
を

の
影
響
下
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
久
安
百
首
』
以
前
の
成
立
と
さ
れ
る
『
奥
義
抄
』
「
出
萬
葉
集
所
名
」
項
の
「
江
」
に
「
い

な
さ
ほ
そ
江
」
と
あ
る
。
「
い
な
さ
ほ
そ
江
の
み
を
つ
く
し
」
は
清
輔
以
前
に
用
例
を
見
出
せ
な
い
。
万
葉
歌
が
「
と
ほ
つ
あ
ふ
み
い
な
さ
」

で
あ
る
の
を
、
「
あ
ふ
こ
と
を
い
な
」
と
し
て
「
い
な
」
を
掛
詞
に
し
た
の
が
趣
向
で
あ
る
。
そ
し
て
「
み
を
っ
く
し
」
も
掛
詞
で
あ
り
、

「
い
な
さ
ほ
そ
江
の
み
を
つ
く
し
」
が
「
ふ
か
き
」
を
導
く
序
と
も
な
っ
て
い
る
。
身
を
尽
く
し
て
も
相
手
が
応
じ
て
く
れ
な
い
恋
の
嘆

き
を
詠
む
の
に
対
し
て
、
万
葉
歌
は
相
手
の
不
実
を
責
め
て
い
る
。

　
2
8
わ
が
門
の
い
つ
も
と
柳
い
か
に
し
て
や
ど
に
よ
そ
な
る
春
を
し
る
ら
ん

「
柳
」
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
こ
れ
は
巻
二
十
の
、

　
…
…
わ
が
か
ど
の
い
っ
も
と
や
な
ぎ
い
っ
も
い
っ
も
お
も
が
こ
ひ
す
す
な
り
ま
し
っ
し
も

に
拠
っ
て
い
よ
う
。
万
葉
歌
は
『
和
歌
童
蒙
抄
』
に
み
え
、
初
句
「
わ
か
や
ど
の
」
と
あ
る
。
初
、
第
二
句
は
清
輔
以
前
に
見
ら
れ
な
い

詞
句
で
あ
る
。
万
葉
歌
は
、
初
め
二
句
が
第
三
句
を
導
き
出
す
た
め
の
同
音
に
よ
る
序
で
あ
り
、
防
人
が
母
を
慕
う
歌
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
清
輔
詠
は
同
じ
詞
句
を
序
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
内
容
的
に
は
主
人
の
沈
檎
を
詠
ん
で
い
る
。

　
万
葉
歌
一
首
だ
け
を
基
に
し
て
詠
ん
だ
単
純
な
三
例
を
上
げ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
本
歌
に
ご
く
近
い
形
で

は
な
く
、
何
ら
か
の
点
で
異
な
っ
た
風
に
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、
『
奥
義
抄
』
「
盗
古
歌
証
歌
」

項
に
例
と
し
て
上
げ
る
、
『
万
葉
集
』
の

　
㎜
…
ま
ち
か
ね
て
う
ち
に
は
い
ら
じ
し
ろ
た
へ
の
わ
が
そ
で
の
上
に
（
西
本
願
寺
本
「
わ
が
こ
ろ
も
で
に
」
）
し
も
は
お
き
ぬ
と
も
（
西

　
　
本
願
寺
本
「
つ
ゆ
は
お
き
ぬ
と
も
」
）
（
巻
十
一
）

と
『
古
今
集
』
恋
四
の
、

藤
原
清
輔
の
詠
歌

三



　
鰯
君
こ
ず
は
ね
や
へ
も
い
ら
じ
こ
紫
わ
が
も
と
ゆ
ひ
に
し
も
は
お
く
と
も

と
い
う
関
係
と
は
お
お
よ
そ
様
相
を
異
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二

　
以
下
に
お
い
て
、
『
万
葉
集
』
を
中
心
に
、
万
葉
歌
や
他
の
歌
何
首
か
と
を
い
わ
ば
合
成
さ
せ
て
一
首
を
詠
作
し
た
例
歌
を
上
げ
て
い

一
」
う
。
清
輔
が
い
か
に
万
葉
歌
に
馴
染
ん
で
い
た
か
が
よ
く
分
か
り
、
ま
た
彼
の
才
気
を
窺
わ
せ
る
に
足
り
る
も
の
で
あ
る
。

　
脳
お
の
づ
か
ら
ゆ
き
あ
ひ
の
わ
せ
を
か
り
そ
め
に
み
し
人
ゆ
ゑ
や
い
ね
が
て
に
す
る

「
恋
」
と
し
て
入
る
。
『
久
安
百
首
』
出
詠
歌
で
あ
る
が
、
第
五
句
は
「
い
ね
が
て
に
せ
ん
」
。
「
わ
せ
」
「
か
り
」
「
い
ね
」
が
縁
語
に
な
っ

て
い
る
。

　
加
藤
氏
は
次
の
三
首
か
ら
の
影
響
を
指
摘
す
る
。

　
㎜
を
と
め
ら
に
ゆ
き
あ
ひ
の
わ
せ
を
か
る
と
き
に
な
り
に
け
ら
し
も
は
ぎ
の
は
な
さ
く
（
巻
十
）

『
袖
中
抄
』
第
十
九
は
同
じ
訓
み
で
あ
る
。
「
ゆ
き
あ
ひ
の
わ
せ
」
は
清
輔
以
前
に
見
出
せ
な
い
辞
句
で
あ
る
が
、
『
久
安
百
首
』
以
後
の

成
立
で
あ
る
『
和
歌
初
学
抄
』
（
以
下
、
『
初
学
抄
』
と
す
る
）
の
、
別
称
や
類
義
語
を
集
め
た
「
物
名
」
項
に
「
稲
…
…
ユ
キ
ア
ヒ
ノ
ワ

セ
」
と
見
え
、
清
輔
が
関
心
を
払
う
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
清
輔
詠
は
、
本
歌
と
は
違
っ
て
「
ゆ
き
あ
ひ
の
わ
せ
を
」
が
序
に
な
っ

て
お
り
、
こ
れ
は
本
歌
の
「
わ
せ
を
か
る
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
ゆ
き
あ
ひ
」
に
は
「
出
会
い
」
の
意
が

込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
二
首
目
は
、

　
一
…
ゆ
ふ
づ
き
（
く
）
よ
あ
か
っ
き
や
み
の
ほ
の
か
に
も
（
ぼ
の
に
）
み
し
ひ
と
ゆ
ゑ
に
こ
ひ
わ
た
る
か
も
（
巻
十
二
）

で
あ
り
、
第
四
句
が
似
る
。
い
ま
一
首
は
、

　
㎜
ゆ
ふ
さ
れ
ば
き
み
き
ま
す
や
と
ま
ち
し
よ
の
な
ご
り
ぞ
い
ま
も
い
ね
か
て
に
す
る
（
巻
十
一
）



と
も
に
相
聞
歌
で
あ
る
。
『
久
安
百
首
』
出
詠
時
の
「
い
ね
が
て
に
せ
ん
」
を
、
家
集
に
入
れ
る
に
際
し
て
よ
り
万
葉
歌
に
近
づ
け
た
と

い
え
よ
う
。

　
こ
れ
ら
三
首
を
取
り
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
一
首
に
ま
と
め
上
げ
た
感
の
あ
る
作
品
で
あ
る
が
、
内
容
の
面
で
は
、
清
輔
の
歌
は
三
〇
一

七
番
歌
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
の
、
出
会
っ
た
状
況
や
煩
悶
の
様
子
が
違
っ
て
い
る
。
辞
句
を
っ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
ど
の
本
歌
か

ら
も
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
比
較
的
自
由
に
作
り
得
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
古
語
の
羅
列
と
い
う
印
象
を
強
く

与
え
る
結
果
と
な
り
、
古
風
な
感
じ
の
歌
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
は
、
「
恋
」
と
し
て
見
え
る
、

　
鵬
河
千
鳥
な
く
や
さ
は
べ
の
お
ほ
ゐ
草
す
そ
う
ち
お
ほ
ひ
一
夜
ね
に
け
り

で
あ
る
。
「
河
千
鳥
」
は
『
万
葉
集
』
に
二
例
、
私
家
集
に
は
清
輔
以
前
に
見
ら
れ
る
が
、
勅
撰
集
で
は
『
玉
葉
集
』
初
出
と
い
う
、
そ

れ
ほ
ど
あ
り
ふ
れ
た
歌
語
で
は
な
い
。
「
お
ほ
ゐ
草
」
は
八
代
集
に
は
ま
っ
た
く
見
出
せ
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
『
万
葉
集
』
に
典
拠
を
有

す
る
。
ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
は
、

　
…
…
か
は
ち
ど
り
す
む
さ
は
の
う
へ
に
た
っ
き
り
の
い
ち
し
ろ
け
む
な
あ
ひ
い
ひ
そ
め
て
ば
（
巻
十
一
）

　
…
…
よ
く
た
ち
て
な
く
か
は
ち
ど
り
う
べ
し
こ
そ
む
か
し
の
ひ
と
も
し
の
ひ
き
に
け
れ
（
巻
十
九
）

と
あ
る
。
相
聞
歌
と
河
千
鳥
の
鳴
き
声
を
称
賛
す
る
歌
で
あ
る
。
初
め
の
第
二
句
「
す
む
さ
は
の
う
へ
」
は
「
住
沢
上
」
と
表
記
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

お
り
、
『
初
学
抄
』
の
、
詠
歌
の
参
考
と
す
べ
き
古
い
詞
を
集
め
る
「
古
歌
詞
」
項
の
「
萬
葉
集
」
に
「
す
む
や
さ
は
べ
」
と
見
え
る
。

次
点
を
付
し
た
と
さ
れ
る
清
輔
は
『
奥
義
抄
』
等
を
見
る
と
、
か
な
り
特
異
な
訓
み
を
施
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
彼
が
こ
の
よ
う

に
訓
ん
で
い
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
清
輔
は
「
す
む
や
」
の
代
り
に
、
四
一
七
一
番
に
拠
っ
て
「
な
く
や
」
と
詠

ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
「
お
ほ
ゐ
草
」
に
つ
い
て
は
、

1
舳
か
み
つ
け
の
い
な
ら
の
ぬ
ま
の
お
ほ
ゐ
ぐ
さ
よ
そ
に
み
し
よ
は
い
ま
こ
そ
ま
さ
れ
（
巻
十
四
）

に
拠
っ
て
い
る
。
相
聞
歌
で
あ
る
。
『
奥
義
抄
』
「
出
萬
葉
集
所
名
」
項
の
「
江
」
に
「
い
そ
ら
の
ぬ
ま
」
が
あ
る
が
、
『
万
葉
集
』
に
は

こ
の
名
が
存
せ
ず
、
あ
る
い
は
「
い
な
ら
の
ぬ
ま
」
の
誤
写
か
。
こ
れ
は
「
伊
奈
良
能
奴
麻
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
よ
み
間
違
え
る
は

藤
原
清
輔
の
詠
歌

五



ノ、

ず
が
な
い
。
清
輔
は
こ
の
歌
を
知
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
第
五
句
は
そ
れ
ほ
ど
珍
ら
し
い
表
現
と
も
思
わ
れ
な
い
が
、
あ
る
い
は
、
『
古
今
集
』
仮
名
序
に
引
か
れ
る
万
葉
歌
の
、

　
…
…
は
る
の
の
に
す
み
れ
っ
み
に
と
こ
し
わ
れ
ぞ
の
を
な
っ
か
し
み
ひ
と
よ
ね
に
け
る
（
巻
八
）

に
倣
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
歌
に
お
い
て
も
、
内
容
の
面
で
本
歌
に
似
せ
る
こ
と
も
な
く
数
首
の
詞
句
を
合
わ
せ
て
一
首
に
ま
と
め
上
げ
た
と
い
え
る
。
そ
の

折
に
、
先
行
歌
の
句
の
運
び
を
襲
用
し
た
。
従
っ
た
の
は
『
古
今
集
』
恋
一
の
、

　
螂
郭
公
な
く
や
さ
月
の
あ
や
め
ぐ
さ
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
こ
ひ
も
す
る
か
な

で
あ
る
。
初
句
に
鳥
、
第
二
句
に
「
な
く
や
」
、
第
三
句
に
草
、
と
形
の
上
で
も
似
て
お
り
、
同
音
反
復
で
「
あ
や
め
ぐ
さ
」
が
「
あ
や
め
」

を
導
き
出
す
よ
う
に
、
「
お
ほ
ゐ
草
」
が
「
す
そ
う
ち
お
ほ
ひ
」
を
引
き
出
す
こ
と
ま
で
も
同
じ
で
あ
る
。

　
次
は
、
「
寒
夜
千
鳥
」
と
す
る
、

　
㎜
ひ
さ
ぎ
お
ふ
る
あ
そ
の
か
は
ら
の
川
お
ろ
し
に
た
ぐ
ふ
ち
鳥
の
声
の
さ
や
け
さ

で
あ
る
。
「
ひ
さ
ぎ
お
ふ
る
」
「
ち
鳥
」
に
は
次
の
歌
が
影
響
を
与
え
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
卿
ぬ
ば
た
ま
の
よ
の
ふ
け
ゆ
け
ば
ひ
さ
ぎ
お
ふ
る
き
よ
き
か
は
ら
に
ち
ど
り
し
ば
な
く
（
巻
六
）

『
初
学
抄
』
に
は
、
「
古
歌
詞
」
項
の
「
萬
葉
集
」
に
「
ひ
さ
ぎ
お
ふ
る
き
よ
き
河
原
」
と
上
が
る
。
「
き
よ
き
か
は
ら
」
の
代
わ
り
に
「
あ

そ
の
か
は
ら
」
と
歌
枕
を
も
っ
て
き
て
変
化
を
っ
け
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
語
は
『
万
葉
集
』
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
…
州
し
も
っ
け
の
あ
そ
の
か
は
ら
よ
い
し
ふ
ま
ず
そ
ら
ゆ
と
き
ぬ
よ
な
が
こ
こ
ろ
の
れ
（
巻
十
四
）

東
歌
の
相
聞
で
あ
る
。
『
奥
義
抄
』
「
出
萬
葉
集
所
名
」
項
の
「
河
」
に
「
あ
そ
の
か
は
ら
」
と
あ
る
が
、
こ
の
語
は
こ
れ
以
降
清
轍
こ
ろ

ま
で
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
歌
で
一
番
問
題
に
な
る
の
は
第
五
句
で
あ
る
。

　
㎜
…
こ
の
こ
ろ
の
あ
き
の
あ
さ
け
に
き
り
が
く
れ
っ
ま
よ
ぶ
し
か
の
お
と
の
は
る
け
さ
（
巻
十
）

こ
の
万
葉
歌
の
第
五
句
は
「
音
之
亮
左
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
現
代
で
は
「
声
の
さ
や
け
さ
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
『
校
本
萬
葉
集
』



に
拠
れ
ば
、
次
点
本
の
「
元
暦
校
本
」
「
類
聚
古
集
」
は
「
亮
」
が
無
く
、
「
神
田
本
」
は
「
亮
」
が
「
毫
」
と
あ
る
。
訓
み
に
つ
い
て
は
、

「
元
暦
校
本
」
「
類
聚
古
集
」
は
「
お
と
の
は
る
け
さ
」
で
あ
る
が
、
前
者
は
「
は
る
」
の
右
に
墨
筆
で
「
サ
ヤ
」
、
後
者
は
「
は
る
」
に

朱
筆
の
合
点
が
あ
り
、
そ
の
右
に
朱
筆
で
「
サ
ヤ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
「
音
の
さ
や
け
さ
」
と
い
う
異
訓
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
歌
は
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
二
に
、
第
四
、
五
句
が
「
つ
ま
よ
ぶ
し
か
の
お
と
の
さ
び
し
さ
」
、
十
二
世
紀
初
め
の
成
立

で
あ
る
『
精
語
抄
』
下
に
「
っ
ま
こ
ふ
し
か
の
お
と
の
と
も
し
さ
」
と
あ
り
、
訓
み
が
一
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
書
陵
部

蔵
『
柿
本
集
』
（
五
〇
一
。
四
七
）
に
は
、

　
m
こ
の
比
の
あ
き
の
あ
さ
け
の
き
り
が
く
れ
妻
よ
ぶ
し
か
の
こ
ゑ
の
さ
や
け
さ

と
見
え
、
「
こ
ゑ
の
」
も
含
め
て
第
五
句
が
清
輔
詠
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
『
柿
本
集
』
は
最
初
か
ら
一
八
四
番
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
『
万

葉
集
』
巻
十
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
。
清
輔
の
万
葉
歌
の
訓
み
は
特
異
な
も
の
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
て
お
い
た
が
、
「
音
」
を
「
こ
ゑ
」
と

よ
め
ば
（
実
際
こ
の
例
は
多
い
）
、
こ
こ
も
そ
の
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
柿
本
集
』
の
こ
と
が
清
輔
の
著
作
に
頻
出

す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
に
従
っ
た
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。
特
に
、
「
鳥
の
声
」
に
っ
い
て
は
、
清
輔
は
、

　
鋤
お
く
山
の
し
た
ひ
が
し
た
に
鳴
く
と
り
の
お
と
に
も
い
か
で
人
に
き
か
れ
じ

と
詠
ん
で
お
り
（
前
出
）
、
こ
こ
に
「
と
り
の
お
と
」
と
す
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
万
葉
歌
の
清
輔
の
訓
み
は
「
お
と
の
さ
や
け
さ
」
で
あ
っ

た
か
と
推
測
で
き
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
声
の
さ
や
け
さ
」
と
詠
ん
だ
の
は
『
柿
本
集
』
に
倣
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
さ
や
け
さ
」
に
っ
い
て
は
、
『
初
学
抄
』
の
、
歌
語
を
抄
出
し
簡
単
な
説
明
を
施
す
「
由
緒
詞
」
項
に
「
さ
や
け
し
　
清
也
」
と
あ

る
の
で
、
清
輔
好
み
の
語
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
「
さ
や
け
し
」
に
執
し
た
の
は
そ
の
あ
た
り
に
あ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
万
葉
歌
の
九
三
〇
番
歌
に
拠
っ
て
顕
季
は
次
の
よ
う
に
詠
む
。
『
六
条
修
理
大
夫
集
』
に
、

　
㎜
よ
く
た
ち
に
ち
ど
り
し
ば
な
く
ひ
さ
ぎ
お
ふ
る
き
よ
き
か
は
ら
に
か
ぜ
や
ふ
く
ら
ん

と
あ
る
。
清
輔
は
当
然
こ
れ
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
『
万
葉
集
』
一
首
だ
け
に
拠
り
、
し
か
も
句
順
を
適
当
に
変
え
た

だ
け
で
は
も
の
足
り
ず
、
他
の
万
葉
歌
等
を
用
い
て
一
首
に
ま
と
め
上
げ
た
の
で
あ
る
。
内
容
の
面
で
は
、
万
葉
歌
の
九
三
〇
番
歌
が
千

鳥
の
鳴
く
理
由
を
問
題
に
す
る
よ
う
に
、
顕
季
も
千
鳥
が
鳴
く
の
は
風
の
ゆ
え
だ
と
詠
む
。
こ
れ
に
対
し
て
、
清
輔
詠
は
川
風
に
伴
っ
て

藤
原
清
輔
の
詠
歌

七



八

聞
こ
え
て
く
る
千
鳥
の
声
の
「
さ
や
け
さ
」
が
眼
目
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
清
輔
詠
に
似
る
歌
が
あ
る
。
3
源
三
位
頼
政
集
』
の
、

　
㎜
あ
づ
ま
め
と
ね
覚
め
て
き
け
ば
下
野
や
あ
そ
の
川
原
に
千
鳥
な
く
な
り

で
あ
り
、
「
河
辺
千
烏
」
と
し
て
入
る
。
こ
の
詠
作
年
時
は
不
明
で
あ
り
、
両
詠
の
先
後
関
係
も
分
か
ら
な
い
が
、
「
あ
そ
の
川
原
」
は
清

輔
こ
ろ
ま
で
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
出
詠
の
折
に
二
人
は
あ
ら
か
じ
め
作
晶
を
提
示
し
合
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
清
輔
と
源
頼
政
は
同
い
年
で
あ
り
、
歌
林
苑
の
会
衆
で
あ
っ
た
。
頼
政
詠
は
た
だ
東
女
と
千
鳥
の
声
を
聞
い
た
と
い
う

も
の
で
、
清
輔
詠
の
方
が
や
は
り
秀
れ
た
歌
に
な
り
得
て
い
る
。

三

　
こ
こ
に
お
い
て
は
、
『
万
葉
集
』
歌
を
二
首
合
わ
せ
て
詠
じ
た
例
を
上
げ
て
み
よ
う
。

　
㎜
ひ
く
ま
野
に
か
り
し
め
さ
し
し
あ
さ
ぢ
原
雪
の
し
た
に
て
朽
ち
ぞ
は
て
ぬ
る

「
野
径
寒
草
」
と
し
て
入
る
。
『
夫
木
和
歌
抄
』
巻
二
十
二
に
拠
れ
ば
、
詞
書
に
「
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
閨
十
二
月
東
山
歌
合
、
連

日
雪
」
と
見
え
、
第
二
句
は
「
か
り
し
め
さ
せ
る
」
。
こ
の
歌
合
の
主
催
者
は
藤
原
教
長
で
あ
る
。
歌
枕
「
ひ
く
ま
野
」
は
清
輔
以
前
い

ろ
い
ろ
な
詠
み
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
2
6
は
る
が
す
み
た
ち
か
く
せ
ど
も
ひ
め
小
松
ひ
く
ま
の
野
辺
に
我
は
き
に
け
り
（
『
金
葉
集
』
三
奏
本
。
春
。
大
江
匡
房
作
。
『
堀
河
百

　
　
首
』
に
出
詠
）

　
㎜
ひ
く
ま
の
の
か
や
が
下
な
る
お
も
ひ
草
ま
た
二
心
な
し
と
し
ら
ず
や
（
『
堀
河
百
首
』
藤
原
伸
実
作
）

　
皿
た
づ
ね
く
る
ひ
く
ま
の
野
辺
に
み
だ
る
る
や
よ
る
か
た
も
な
く
あ
そ
ぶ
い
と
ゆ
ふ
（
『
為
忠
家
初
度
百
首
』
藤
原
盛
忠
作
）

歌
題
は
お
の
お
の
「
子
日
」
「
思
」
「
野
外
遊
糸
」
で
あ
る
が
、
清
輔
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
で
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
清
輔
が
こ

れ
ら
か
ら
思
い
付
い
て
詠
ん
だ
と
す
る
よ
り
も
、
当
歌
以
前
に
成
立
の
『
奥
義
抄
』
「
出
萬
葉
集
所
名
」
項
の
「
野
」
に
「
ひ
く
ま
の
」
、



『
初
学
抄
』
「
古
歌
詞
」
項
の
「
萬
葉
集
」
に
「
ひ
く
ま
の
に
・
ほ
ふ
は
ぎ
は
ら
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
万
葉
集
』
を
見
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
該
歌
は
、

　
5
7
ひ
く
ま
の
に
に
ほ
ふ
は
ぎ
は
ら
い
り
み
だ
る
こ
ろ
も
に
ほ
は
せ
た
び
の
し
る
し
に
（
巻
一
）

で
あ
る
。
し
か
し
、
『
初
学
抄
』
が
既
に
上
げ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
に
ほ
ふ
は
ぎ
は
ら
」
を
詠
み
込
ま
ず
、
た
だ
「
ひ
く
ま
の
」

だ
け
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
第
二
、
三
句
も
万
葉
歌
に
倣
っ
て
い
る
。

　
㎜
あ
さ
ぢ
は
ら
か
り
し
め
さ
し
て
そ
ら
こ
と
も
よ
せ
て
し
き
み
が
こ
と
を
し
ま
た
む
（
巻
十
一
）

相
聞
で
あ
る
。
初
め
二
句
に
異
訓
は
な
い
。
こ
の
部
分
、
『
初
学
抄
』
「
古
歌
詞
」
項
の
「
萬
葉
集
」
に
「
あ
さ
ぢ
は
ら
か
り
し
め
さ
し
て
」

と
あ
る
。
「
に
ほ
ふ
は
ぎ
は
ら
」
よ
り
も
こ
れ
に
拠
っ
て
詠
歌
し
た
の
は
　
　
句
順
を
逆
に
し
て
は
い
る
が
　
　
、
一
に
清
輔
の
好
尚
に
関
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
既
に
『
奥
義
抄
』
や
『
初
学
抄
』
に
上
げ
た
語
を
詠
み
込
む
こ
と
は
、
清
輔
の
所
論
を
強
調
す
る
意
味

で
も
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
内
容
の
面
で
は
、
万
葉
歌
二
首
に
何
ら
従
う
こ
と
は
な
く
、
詞
句
だ
け
を
借
用
し
た
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
も
今
ま
で
と
同
じ
方
法
で
あ
る
。

　
次
は
、
「
冬
夜
」
と
し
て
見
え
る
、

　
㎜
君
こ
ず
は
ひ
と
り
や
ね
な
ん
篠
の
は
の
み
山
も
そ
よ
に
さ
や
ぐ
霜
よ
を

を
論
じ
た
い
。
『
久
安
百
首
』
出
詠
歌
で
あ
り
、
第
三
句
は
「
さ
さ
の
葉
の
」
と
あ
る
。
の
ち
『
新
古
今
集
』
冬
に
「
さ
さ
の
葉
の
」
で

入
集
す
る
。
群
書
類
従
本
、
国
歌
大
系
本
そ
し
て
諸
写
本
の
『
清
輔
朝
臣
集
』
も
第
三
句
『
久
安
百
首
』
等
と
同
じ
。
平
安
時
代
や
鎌
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
｝

時
代
の
辞
書
類
は
「
篠
」
を
「
さ
さ
」
と
し
て
お
り
、
こ
の
「
篠
の
は
」
も
「
さ
さ
の
は
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
次
の
万

葉
歌
を
思
い
浮
か
べ
て
の
作
で
あ
ろ
う
。

　
峨
さ
さ
の
は
は
み
や
ま
も
さ
や
に
み
だ
れ
ど
も
わ
れ
は
い
も
お
も
ふ
わ
か
れ
き
ぬ
れ
ば
（
巻
二
）

別
れ
て
き
た
ば
か
り
の
妻
を
思
う
歌
で
あ
る
。
第
三
、
四
句
が
万
葉
歌
の
初
、
第
二
句
と
類
似
す
る
が
、
「
さ
や
に
」
が
「
そ
よ
に
」
と

あ
る
。
『
初
学
抄
』
「
古
歌
詞
」
項
の
「
萬
葉
集
」
に
「
さ
・
の
は
・
み
山
も
さ
や
に
み
だ
る
れ
ど
」
と
見
え
る
。
清
輔
は
こ
の
部
分
を
詠

む
に
際
し
て
、
な
ぜ
「
そ
よ
に
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
さ
や
に
」
と
「
そ
よ
に
」
に
大
き
な
意
味
の
違
い
は
な
く
、
そ
し
て
「
さ

藤
原
清
輔
の
詠
歌

九



一
〇

や
に
さ
や
ぐ
霜
よ
を
」
と
な
り
、
調
子
も
良
い
。
「
さ
や
に
」
は
「
清
爾
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
次
点
本
の
「
元
暦
校
本
」
に
は
「
そ

よ
に
」
と
い
う
他
と
は
異
な
る
訓
が
あ
り
、
そ
の
右
に
朱
筆
で
「
サ
ヤ
或
本
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
「
元
暦
校
本
」
は
清
輔
甥
の
顕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
η

家
（
重
家
息
）
が
校
合
し
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
清
輔
の
訓
み
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
前
出
の

書
陵
部
蔵
『
柿
本
集
』
（
五
〇
一
邊
四
七
）
に
は
、
こ
の
万
葉
歌
が
、

　
㎜
さ
・
の
は
は
み
や
ま
も
そ
よ
に
み
だ
る
め
り
わ
れ
は
い
も
お
も
ふ
わ
か
れ
き
ぬ
れ
ば

と
あ
り
、
こ
こ
に
も
「
そ
よ
に
」
の
本
文
が
見
え
る
。
ま
た
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
『
柿
本
集
』
も
「
そ
よ
に
」
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
清
輔
が
「
そ
よ
に
」
と
訓
ん
で
い
た
蓋
然
性
は
高
い
。
そ
れ
に
し
て
も
『
初
学
抄
』
に
な
ぜ
「
さ
や
に
」
と
あ

る
の
か
は
分
明
で
な
い
。

　
次
に
、
第
五
句
「
さ
や
ぐ
霜
よ
を
」
と
い
う
措
辞
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
加
藤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
こ
れ
も
万
葉
歌
が
念
頭
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　
…
…
さ
さ
が
は
の
さ
や
く
し
も
よ
に
な
な
へ
か
る
こ
ろ
も
に
ま
せ
る
こ
ろ
が
は
だ
は
も
（
巻
二
十
）

重
ね
着
に
ま
さ
る
共
寝
の
あ
た
た
か
さ
を
詠
む
。
初
句
に
「
笹
が
葉
」
と
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
こ
の
万
葉
歌
に
類
す
る
も
の
に
、

『
六
条
修
理
大
夫
集
』
の

　
郷
さ
む
し
ろ
に
お
も
ひ
こ
そ
や
れ
さ
さ
の
葉
の
さ
や
ぐ
し
も
よ
の
を
し
の
ひ
と
り
ね

が
あ
り
（
加
藤
氏
は
指
摘
し
て
い
な
い
）
、
祖
父
詠
は
当
然
清
輔
の
脳
裏
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
金
葉
集
』
冬
（
二
度
本
）
に
入

集
す
る
が
、
第
四
句
「
さ
ゆ
る
し
も
夜
の
」
と
あ
り
、
万
葉
歌
や
清
輔
詠
と
異
な
る
。
顕
季
詠
は
先
行
歌
を
参
考
に
し
た
と
考
え
て
よ
い

だ
ろ
う
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
『
古
今
集
』
歌
が
あ
る
。

　
㎜
さ
か
し
ら
に
夏
は
人
ま
ね
さ
さ
の
は
の
さ
や
ぐ
し
も
よ
を
わ
が
ひ
と
り
ぬ
る
（
雑
体
）

鴛
鴛
の
独
り
寝
で
な
い
違
い
は
あ
る
が
、
顕
季
詠
の
本
文
と
通
じ
て
お
り
、
顕
季
は
ま
た
『
古
今
集
』
詠
を
も
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
第
三
、
四
句
は
『
初
学
抄
』
「
古
歌
詞
」
項
の
「
古
今
集
」
に
「
さ
・
の
は
の
さ
や
く
し
も
よ
」
と
出
、
清
輔
の
注
目
す
る
措
辞
で
あ
っ

た
。



　
こ
の
よ
う
に
、
「
さ
や
ぐ
霜
よ
」
に
つ
い
て
、
た
と
え
顕
季
詠
や
古
今
歌
を
介
し
て
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
万
葉
歌
が
清
輔
の
意
識
裡
に
あ
っ

た
と
し
て
お
い
て
も
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
加
藤
氏
は
清
輔
詠
の
第
二
句
を
、
『
万
葉
集
』
の
、

　
7
4
み
よ
し
の
の
や
ま
し
た
か
ぜ
の
さ
む
け
く
に
は
た
や
こ
よ
ひ
も
わ
れ
ひ
と
り
ね
む
（
巻
一
）

の
第
五
句
に
拠
る
と
し
て
い
る
が
、
古
今
歌
の
第
五
句
に
倣
っ
て
い
る
と
解
し
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
は
、
「
愁
ふ
る
雑
歌
の
う
ち
に
」
と
詞
書
の
あ
る
五
首
中
の
、

　
搬
ふ
る
さ
と
を
し
き
し
の
ぶ
る
も
あ
や
む
し
ろ
を
に
な
る
物
と
い
ま
ぞ
し
り
ぬ
る

で
あ
る
。
第
二
句
は
『
万
葉
集
』
に
見
え
る
。

　
脳
に
は
に
た
つ
あ
さ
で
か
り
ほ
し
し
き
し
の
ぶ
あ
づ
ま
を
と
め
（
を
う
な
）
を
わ
す
れ
た
ま
ふ
な
（
巻
四
）

こ
れ
は
『
奥
義
抄
』
「
古
歌
萬
葉
集
」
項
に
、
第
四
句
「
あ
づ
ま
を
ん
な
を
」
と
し
て
引
か
れ
て
お
り
、
詠
ま
れ
た
状
況
と
「
あ
さ
で
」

の
意
味
を
述
べ
て
い
る
。
共
に
見
え
る
「
し
き
し
の
ぶ
」
は
「
布
暴
」
を
「
布
慕
」
と
誤
写
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
歌
語
と
さ
れ
て
お

副り
、
「
頻
り
に
し
の
ぶ
」
の
意
。
現
代
は
「
布
暴
」
に
従
っ
て
「
ぬ
の
さ
ら
す
」
と
訓
む
。
こ
れ
は
清
輔
以
前
に
も
詠
ま
れ
て
お
り
、
た

と
え
ば
『
堀
河
百
首
』
の
源
俊
頼
詠
に
、

　
…
…
あ
さ
で
ほ
す
あ
づ
ま
乙
女
の
か
や
莚
敷
き
し
の
び
て
も
過
す
比
か
な

と
あ
り
、
『
散
木
奇
歌
集
』
恋
上
や
『
千
載
集
』
恋
三
に
も
入
る
。
こ
れ
は
万
葉
歌
と
「
あ
さ
で
ほ
す
」
「
あ
づ
ま
を
と
め
」
「
し
き
し
の
ぶ
」

が
共
通
し
て
い
る
が
、
上
句
が
「
敷
き
」
に
掛
か
っ
て
い
く
序
と
な
っ
て
お
り
、
万
葉
歌
と
は
こ
の
点
で
異
な
る
。
そ
も
そ
も
俊
頼
は
万

葉
歌
に
依
拠
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
、
い
わ
ば
陳
腐
に
な
っ
た
三
代
集
の
表
現
に
代
わ
っ
て
用
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
清
輔

は
こ
の
歌
を
知
っ
て
い
た
と
思
う
。

　
他
に
、
「
し
き
し
の
ぶ
」
は
『
久
安
百
首
』
に
出
詠
さ
れ
た
次
の
二
首
に
も
見
え
る
。

　
抑
あ
さ
て
か
り
し
き
し
の
び
け
む
あ
づ
ま
め
も
我
が
恋
ば
か
り
お
も
ひ
け
む
や
ぞ

作
者
は
清
輔
父
顕
輔
で
あ
る
。
万
葉
歌
と
三
句
に
わ
た
っ
て
同
一
で
あ
り
、
ま
た
同
じ
よ
う
に
恋
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。

　
㎜
し
き
忍
ぶ
床
だ
に
絶
え
ぬ
な
み
だ
に
も
恋
は
く
ち
せ
ぬ
物
に
ぞ
有
り
け
る

藤
原
清
輔
の
詠
歌



二
一

俊
成
作
で
あ
り
、
の
ち
『
千
載
集
』
恋
五
に
入
集
す
る
。
こ
れ
は
初
句
に
し
か
万
葉
歌
の
影
響
は
見
ら
れ
な
い
が
、
恋
の
歌
で
あ
る
こ
と

は
万
葉
歌
と
同
じ
で
あ
る
。

　
清
輔
詠
の
制
作
年
時
が
明
確
で
な
い
こ
と
か
ら
、
後
の
二
首
と
の
影
響
関
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
、
俊
頼
の
歌
を
知
っ
た
上
で

あ
れ
、
清
輔
が
二
、
三
十
歳
代
の
比
較
的
若
い
こ
ろ
に
『
奥
義
抄
』
に
こ
の
万
葉
歌
を
引
い
て
注
を
付
し
て
お
り
、
し
か
も
万
葉
歌
の
下

句
を
承
け
て
「
ふ
る
さ
と
を
し
き
し
の
ぶ
る
」
と
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ

ろ
う
。

　
清
輔
の
「
あ
や
む
し
ろ
を
に
な
る
物
と
」
い
う
言
い
回
し
も
『
万
葉
集
』
に
拠
り
所
が
あ
る
。

　
㎜
…
ひ
と
り
ぬ
と
（
ぬ
る
）
こ
も
（
と
こ
）
く
ち
め
や
も
あ
や
む
し
ろ
を
に
な
る
ま
で
に
き
み
を
し
ま
た
む
（
巻
十
一
）

「
あ
や
む
し
ろ
」
は
『
初
学
抄
』
「
物
名
」
項
に
「
態
　
ア
ヤ
ム
シ
ロ
」
と
見
え
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
俊
頼
等
が
万
葉
歌
一
首
だ
け
に
拠
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
清
輔
は
二
首
を
取
り
合
わ
せ
て
詠
作
し
、
ま
た
、
俊
頼
等

が
相
聞
歌
に
倣
っ
て
恋
を
詠
ん
だ
の
と
は
異
な
っ
て
雑
歌
の
述
懐
風
に
し
た
の
が
清
輔
の
創
意
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
清
輔
詠
に
酪
似
す
る
俊
恵
の
歌
が
あ
る
。
『
林
葉
和
歌
集
』
恋
歌
に
見
え
る
、

　
朋
し
る
ら
め
や
涙
の
床
の
あ
や
む
し
ろ
を
に
な
る
ま
で
に
し
き
忍
ぶ
と
は

で
あ
り
、
詞
書
は
「
又
、
歌
林
、
人
人
歌
十
首
よ
み
侍
り
し
に
」
。
清
輔
詠
と
は
三
句
ま
で
共
通
し
て
い
る
。
「
歌
林
」
は
い
わ
ゆ
る
歌
林

苑
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
俊
恵
が
自
坊
歌
林
苑
で
催
し
た
歌
人
グ
ル
ー
プ
の
歌
会
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
似
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
歌
会
に
よ
く
出
席
す
る
清
輔
が
こ
の
折
に
も
参
加
し
、
二
人
は
あ
ら
か
じ
め
相
談
し
て
い
た
か
、
作
歌
の
途
中
で
作
品
を
提

示
し
合
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
（
承
安
二
年
一
一
一
七
二
）
催
行
の
「
公
通
家
十
首
会
」
’
に
お
い
て
、
清
輔
と
俊
恵
が
こ
こ
と
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釧

よ
う
に
詠
歌
し
合
っ
た
事
実
を
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
）
し
か
し
、
内
容
の
面
で
は
清
輔
が
雑
歌
、
俊
恵
が
恋
歌
で
あ
る
こ
と
、
清

輔
詠
が
五
首
見
え
る
の
に
対
し
て
俊
恵
詠
は
十
首
、
な
ど
で
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
前
者
に
っ
い
て
は
、
『
林
葉
和
歌
集
』
の
詞
書
に

お
い
て
、
参
加
者
が
同
じ
歌
題
で
詠
み
合
っ
た
時
に
は
「
師
光
君
の
家
に
て
人
人
花
歌
読
み
侍
り
し
に
」
（
一
二
二
）
、
「
人
人
卯
花
の
う

た
読
み
侍
り
し
に
」
一
二
〇
五
）
、
「
人
人
月
歌
十
首
よ
み
侍
り
し
に
」
（
四
二
八
一
の
よ
う
に
必
ず
歌
題
が
表
記
さ
れ
て
お
り
、
当
歌
の
詞



書
と
は
違
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
参
加
者
が
お
の
お
の
異
な
っ
た
歌
題
で
詠
作
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
後
者
に
つ
い

て
は
、
清
輔
詠
の
詞
書
は
「
…
：
の
う
ち
に
」
と
あ
り
、
何
首
か
詠
ん
だ
う
ち
の
一
部
と
い
う
書
き
方
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
十
首
詠
ま

れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
清
輔
の
方
が
俊
恵
よ
り
九
歳
年
上
で
も
あ
り
、
清
輔
に
合
成
し
て
詠
歌
す
る
好
尚
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
清
輔
の

方
が
働
き
か
け
た
と
い
ま
考
え
た
い
。
そ
の
際
、
俊
恵
の
父
俊
頼
の
『
堀
河
百
首
』
歌
の
、
特
に
「
し
き
し
の
ぶ
」
を
詠
み
込
む
こ
と
を

当
初
か
ら
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
構
図
は
次
の
例
に
も
あ
て
は
ま
る
。
清
輔
の
「
七
夕
」
の
歌
に
、

　
9
9
あ
ま
の
河
水
か
げ
草
に
お
く
露
や
あ
か
ぬ
わ
か
れ
の
涙
な
る
ら
ん

が
あ
る
。
初
、
第
二
句
の
表
現
は
『
万
葉
集
』
の
、

　
…
あ
ま
の
が
は
み
づ
か
げ
く
さ
の
あ
き
か
ぜ
に
な
び
く
を
み
れ
ば
と
き
は
き
ぬ
ら
し
（
巻
十
）

か
ら
取
っ
て
い
る
。
特
に
「
水
か
げ
草
」
は
万
葉
歌
に
こ
の
例
し
か
な
く
、
そ
し
て
八
代
集
に
は
見
出
せ
な
い
。
清
輔
詠
に
類
す
る
も
の

に
俊
恵
の
歌
が
あ
る
。
『
林
葉
和
歌
集
』
秋
歌
に
、

　
鋤
あ
ま
の
川
水
か
げ
草
の
夕
露
に
そ
ふ
さ
へ
あ
や
な
袖
な
ぬ
ら
し
そ

と
あ
り
、
詞
書
は
「
師
光
の
君
家
に
て
、
七
夕
歌
あ
ま
た
人
人
読
み
侍
り
し
に
、
十
首
」
。
歌
題
が
同
じ
で
、
初
、
第
二
句
が
同
じ
、
さ

ら
に
第
三
句
に
「
露
」
を
詠
む
こ
と
で
も
似
る
。
主
催
者
源
師
光
は
六
条
藤
家
や
歌
林
苑
に
近
し
い
歌
人
で
あ
り
、
清
輔
が
「
あ
ま
た
人

人
」
の
一
人
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
清
輔
と
俊
恵
の
聞
で
相
談
し
合
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
俊
頼
の
歌
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

『
散
木
奇
歌
集
』
恋
下
に
「
寄
草
恋
」
と
し
て
入
る
、

　
㎜
谷
ふ
か
み
水
か
げ
草
の
し
た
露
や
し
ら
れ
ぬ
恋
の
涙
な
る
ら
む

で
あ
る
。
特
に
、
清
輔
詠
は
創
意
が
な
い
く
ら
い
に
内
容
も
用
語
も
詞
っ
づ
き
も
そ
の
ま
ま
襲
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
、
歌
題
の
関
係
か
ら
、

俊
頼
詠
に
は
な
い
「
あ
ま
の
河
」
を
詠
む
が
、
こ
れ
は
万
葉
歌
が
脳
裏
に
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
歌
会
に
お
い
て
も
清
輔
が
俊
恵

を
導
い
た
と
い
っ
て
よ
く
、
俊
頼
、
俊
恵
父
子
を
引
き
立
た
せ
る
行
為
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

藤
原
清
輔
の
詠
歌

二
二



一
四

　
こ
こ
で
は
、
『
万
葉
集
』
一
首
に
、
万
葉
歌
以
外
の
歌
と
を
組
み
合
わ
せ
た
例
を
み
て
い
こ
う
。

　
「
桜
」
の
、

　
3
9
か
ざ
し
を
る
み
わ
の
桧
原
の
木
の
ま
よ
り
ひ
れ
ふ
る
花
や
神
の
や
を
と
め

の
第
三
、
四
句
に
類
す
る
も
の
は
万
葉
歌
に
数
例
見
え
る
表
現
で
あ
り
、
た
と
え
ば
人
麿
作
の
著
名
な
、

　
醐
い
は
み
の
う
み
う
っ
た
の
や
ま
の
こ
の
ま
よ
り
わ
が
ふ
る
そ
で
を
い
も
み
っ
ら
む
か
（
巻
二
）

が
あ
る
が
、
「
ひ
れ
」
と
「
そ
で
」
に
違
い
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
初
学
抄
』
の
、
複
数
の
地
名
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
上
げ
る
「
両
所
ヲ
詠

歌
」
項
に
ま
っ
た
く
同
じ
本
文
で
見
え
る
。
そ
し
て
、
第
四
句
の
類
似
だ
け
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
、

　
胴
う
な
は
ら
の
お
き
ゆ
く
ふ
ね
を
か
へ
れ
と
か
ひ
れ
ふ
ら
し
け
む
ま
っ
ら
さ
よ
ひ
め
（
巻
五
）

が
あ
る
。
「
ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め
」
は
『
初
学
抄
』
「
古
歌
詞
」
項
に
見
え
、
こ
の
歌
は
『
奥
義
抄
』
「
古
歌
萬
葉
集
」
項
に
第
三
句
「
か
へ

れ
と
や
」
と
し
て
上
が
り
、
松
浦
佐
用
姫
の
説
明
と
地
名
起
源
を
述
べ
て
い
る
。
第
三
、
四
句
で
、
こ
れ
ら
よ
り
も
似
る
の
が
『
堀
河
百

首
』
に
出
詠
さ
れ
た
藤
原
基
俊
の
歌
で
あ
る
。

　
㎜
木
の
間
よ
り
ひ
れ
ふ
る
袖
を
よ
そ
に
み
て
い
か
が
は
す
べ
き
松
浦
さ
よ
姫

の
ち
『
千
載
集
』
恋
四
に
入
集
す
る
。
万
葉
歌
の
、
前
述
二
首
を
下
敷
き
に
し
、
佐
用
姫
と
離
別
し
た
大
伴
佐
提
比
古
の
心
に
な
っ
て
詠

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
清
輔
が
万
葉
歌
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
類
似
の
程
度
か
ら
し
て
基
俊
の
歌
に
傲
っ
た
と
い
ま
考
え

て
お
く
。

清
輔
詠
の
初
、
第
二
句
は
次
の
万
葉
歌
か
ら
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
㎜
一
い
に
し
へ
に
あ
り
け
む
ひ
と
も
わ
が
ご
と
か
み
わ
の
ひ
は
ら
に
か
ざ
し
を
り
け
む
（
巻
七
）

『
拾
遺
集
』
雑
上
に
第
三
句
「
わ
が
ご
と
や
」
と
し
て
入
集
す
る
（
『
拾
遺
抄
』
に
は
見
え
な
い
）
。
『
初
学
抄
』
「
古
歌
詞
」
項
の
「
萬
葉



集
」
に
「
み
わ
の
ひ
ば
ら
に
か
ざ
し
を
り
け
む
」
と
あ
り
、
清
輔
好
み
の
表
現
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
句
順
を
逆
に
し
て
詠
み
入
れ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
『
奥
義
抄
』
「
出
萬
葉
集
所
名
」
項
の
「
原
」
に
「
み
わ
の
ひ
ば
ら
」
と
見
え
る
。
清
輔
詠
は
、
三
輸
山
周
辺
を
い
う
「
み
わ
」

か
ら
大
神
神
社
を
連
想
し
、
佐
用
姫
の
代
わ
り
に
「
神
の
や
を
と
め
」
を
用
い
て
そ
の
美
し
さ
を
称
賛
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
万
葉

歌
か
ら
「
か
ざ
し
を
る
」
を
枕
詞
的
に
転
用
し
た
の
も
こ
の
歌
の
眼
目
で
あ
る
。

　
こ
の
枕
詞
的
表
現
は
次
の
歌
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。
『
新
古
今
集
』
雑
歌
中
の
、

　
㎜
か
ざ
し
を
る
三
輸
の
し
げ
山
か
き
わ
け
て
あ
は
れ
と
ぞ
お
も
ふ
杉
た
て
る
門

は
同
じ
よ
う
に
「
三
輸
」
に
か
か
る
。
作
者
般
富
門
院
大
輔
は
清
輔
よ
り
二
十
数
歳
年
少
と
さ
れ
て
い
る
が
、
歌
林
苑
の
会
衆
で
あ
る
こ
．

と
か
ら
清
輔
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
続
古
今
集
』
春
上
に
あ
る
“

　
3
8
か
ざ
し
を
る
み
わ
の
ひ
ば
ら
の
ゆ
ふ
が
す
み
む
か
し
や
と
ほ
く
へ
だ
て
き
ぬ
ら
ん

は
初
、
第
二
句
は
清
輔
詠
と
ま
っ
た
く
同
じ
。
詞
書
は
「
建
保
四
年
一
二
二
六
）
た
て
ま
っ
り
け
る
百
首
の
春
歌
」
、
作
者
は
「
入
道

前
太
政
大
臣
」
（
藤
原
実
氏
）
で
あ
る
。

　
次
は
「
暁
望
山
花
」
と
題
す
る
歌
で
あ
る
。

　
虹
み
吉
野
の
水
わ
け
山
の
た
か
ね
よ
り
こ
す
白
浪
や
花
の
ゆ
ふ
ば
へ

内
容
か
ら
み
て
、
群
書
類
従
本
の
よ
う
に
、
「
暁
」
は
「
晩
」
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
八
月
十
五
日
催
行
の
「
新

羅
社
歌
合
」
に
「
少
輔
君
」
と
し
て
出
詠
さ
れ
て
い
る
が
、
清
輔
の
代
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
同
じ
歌
合
に
清
輔
は
も
う
一
首
同
じ
人

の
代
作
を
し
て
い
る
）
。
清
輔
最
晩
年
の
作
で
あ
る
。
こ
の
初
、
第
二
句
が
『
万
葉
集
』
に
拠
っ
て
い
る
。

　
㎜
か
み
さ
ぶ
る
い
は
ね
こ
ご
し
き
み
よ
し
の
の
み
づ
わ
け
や
ま
を
み
れ
ば
か
な
し
も
（
巻
七
）

こ
の
制
作
年
時
以
前
に
成
立
の
自
著
に
清
輔
は
多
く
こ
れ
を
引
く
。
ま
ず
、
『
奥
義
抄
』
「
出
萬
葉
集
所
名
」
項
の
「
山
」
仁
「
水
わ
け
山

ミ
ョ
シ
ノ
」
、
『
初
学
抄
』
「
萬
葉
集
所
名
」
項
に
「
み
よ
し
の
・
水
わ
け
山
」
、
さ
ら
に
『
初
学
抄
』
「
両
所
ヲ
詠
歌
」
項
に
第
二
句
「
い

は
ね
こ
き
し
き
」
と
し
て
歌
が
上
が
る
。
そ
し
て
「
み
よ
し
の
㌧
み
づ
わ
け
や
ま
」
は
清
輔
こ
ろ
ま
で
詠
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
み
づ
わ
け
や
ま
」
だ
け
な
ら
ば
承
安
三
年
以
前
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
『
平
忠
盛
集
』
に
、

藤
原
清
輔
の
詠
歌

一
五



一
六

　
1
け
さ
み
れ
ば
み
づ
わ
け
や
ま
を
お
し
こ
め
て
か
す
み
な
が
る
る
は
る
は
き
に
け
り

と
出
る
が
、
制
作
年
時
は
不
明
で
あ
る
。
忠
盛
男
の
『
平
経
盛
集
』
に
も
、
「
家
歌
合
」
と
し
て
、

　
4
ゆ
ふ
が
す
み
み
づ
わ
け
や
ま
に
ふ
か
け
れ
ば
た
っ
と
も
み
え
ず
は
な
の
し
ら
な
み

と
見
え
る
。
経
盛
主
催
の
仁
安
二
年
（
一
ニ
ハ
七
）
の
歌
合
で
清
輔
は
判
者
を
務
め
て
お
り
、
親
し
い
聞
柄
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
経
盛
が

自
家
に
催
し
た
歌
合
と
し
、
同
じ
折
に
出
詠
さ
れ
た
『
重
家
集
』
の
配
列
や
春
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
承
安
元
年
春
の
催
行
と
考
え
ら
れ
て

　
Φ
　
⑪

い
る
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
忠
盛
は
既
に
没
し
て
お
り
（
一
一
五
三
年
没
）
、
経
盛
が
「
み
づ
わ
け
や
ま
」
「
か
す
み
」
を
詠
み
込
ん
だ
の

は
父
に
倣
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ま
一
例
「
み
づ
わ
け
や
ま
」
を
上
げ
る
と
、
清
輔
弟
の
『
重
家
集
』
に
「
按
察
の
こ
は
れ
し

か
ば
、
十
首
題
を
」
の
「
落
花
」
に
、

　
螂
桜
さ
く
み
づ
わ
け
や
ま
に
か
ぜ
ふ
け
ば
む
っ
だ
の
よ
ど
に
ゆ
き
っ
も
り
け
り

が
あ
る
。
こ
れ
は
承
安
二
年
三
－
十
月
に
催
さ
れ
た
「
大
塑
言
公
通
家
十
首
会
」
の
折
の
歌
で
あ
り
、
清
輔
も
こ
れ
に
参
加
し
て
出
詠
す

る
。　

こ
れ
ら
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
清
輔
が
万
葉
歌
に
よ
っ
て
「
み
よ
し
の
の
」
と
付
け
た
と
こ
ろ
が
新
奇
と
い
え
よ
う
か
。

　
清
輔
詠
の
第
五
句
「
花
の
ゆ
ふ
ば
へ
」
は
彼
以
前
に
一
例
し
か
見
出
せ
な
い
表
現
で
あ
る
。
『
散
木
奇
歌
集
』
春
に
「
修
理
大
夫
顕
季

卿
六
条
家
に
て
、
桜
歌
十
首
人
人
に
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
」
と
す
る
、

　
7
4
せ
り
っ
み
し
こ
と
を
も
い
は
じ
さ
か
り
な
る
花
の
ゆ
ふ
ば
え
見
け
る
身
な
れ
ば

に
見
え
る
。
詠
歌
状
況
か
ら
し
て
清
輔
は
こ
の
歌
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
花
が
夕
映
え
し
て
い
る
美
し
さ
を
俊
頼
が
詠
む
の
に
対
し
て
、

花
の
夕
映
え
の
景
色
を
水
分
山
を
越
す
白
波
に
見
立
て
て
い
る
と
こ
ろ
が
清
輔
詠
の
趣
向
で
あ
り
、
花
を
白
波
に
見
立
て
る
経
盛
詠
と
も

異
な
っ
て
い
る
。
万
葉
歌
と
も
ま
っ
た
く
視
点
が
違
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
清
輔
独
自
の
新
し
い
一
つ
の
景
に
至
り
得
た
と
い
え
よ
う
。

　
最
後
の
例
歌
を
上
げ
よ
う
。

　
㎎
紫
の
ね
は
ふ
よ
こ
野
に
て
る
月
は
そ
の
色
な
ら
ぬ
影
も
む
っ
ま
し

「
月
三
十
五
首
の
な
か
に
」
と
す
る
歌
群
二
十
九
首
の
中
に
入
る
。
摂
政
藤
原
忠
通
が
自
邸
に
催
し
た
月
三
十
五
首
を
詠
む
歌
会
で
の
詠



で
あ
り
、
参
加
者
の
一
人
の
『
重
家
集
』
の
配
列
か
ら
お
お
よ
そ
永
暦
元
年
（
二
六
〇
）
こ
ろ
の
秋
、
あ
る
い
は
翌
年
の
七
月
上
旬
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
坤

催
行
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
初
、
第
二
句
の
表
現
は
『
万
葉
集
』
の
、

　
㎜
む
ら
さ
き
の
ね
ば
ふ
よ
こ
の
の
は
る
の
に
は
き
み
を
か
け
っ
っ
う
ぐ
ひ
す
な
く
も
（
巻
十
）

か
ら
取
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
会
以
前
に
成
立
の
『
奥
義
抄
』
「
出
萬
葉
集
所
名
」
項
の
「
野
」
に
「
よ
こ
の
ム
ラ
サ
キ
ノ
ネ
ハ
フ
」

と
見
え
る
。
第
四
、
五
句
の
詞
句
は
『
小
町
集
』
の
次
の
歌
に
似
る
。

　
8
3
む
さ
し
の
に
お
ふ
と
し
き
け
ば
む
ら
さ
き
の
そ
の
色
な
ら
ぬ
草
も
む
っ
ま
し

詞
書
は
「
見
し
人
の
な
く
な
り
し
こ
ろ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
古
今
集
』
雑
歌
上
の
、

　
鮒
紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
に
む
さ
し
の
の
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
『
小
町
集
』
に
つ
い
て
は
、
総
数
六
十
九
首
の
清
輔
所
持
本
を
清
輔
甥
の
顕
家
が
複
写
し
て
架

蔵
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
現
在
こ
の
歌
数
を
持
っ
の
は
神
宮
文
庫
蔵
本
で
あ
る
が
、
顕
家
本
と
の
関
係
は
不
明
。
こ
の
本
に
当

歌
は
見
出
せ
な
い
）
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
歌
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
ま
た
、
東
宮
学
士
藤
原
義
忠
が
万
寿
二
年
（
一

〇
二
五
）
五
月
五
日
に
催
し
た
自
歌
自
判
の
歌
合
に
見
え
る
歌
と
も
通
じ
る
。

　
1
5
な
で
し
こ
の
つ
ゆ
に
に
ほ
へ
る
ま
せ
の
う
ち
は
そ
の
い
ろ
な
ら
ぬ
く
さ
も
め
で
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切

歌
題
は
「
嬰
麦
匂
露
」
。
下
句
が
『
小
町
集
』
に
似
て
い
る
が
、
『
小
町
集
』
が
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
ご
く
初
期
に
成
っ
た
と
す
れ
ば

義
忠
が
こ
れ
に
傲
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
歌
は
、
『
袋
草
紙
』
下
巻
に
「
義
忠
朝
臣
歌
合
」
と
し
て
三
番
一
十
番
の
う
ち
）
上
が
っ

て
い
る
う
ち
に
見
え
、
本
文
は
第
三
句
が
「
ま
せ
の
う
ち
に
」
と
あ
る
。
義
忠
は
前
述
の
『
古
今
集
』
歌
を
踏
ま
え
た
の
だ
が
、
「
心
は

あ
ま
り
て
詞
の
た
ら
ぬ
也
」
と
判
じ
て
い
る
。
東
宮
学
士
と
い
う
職
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
義
忠
は
漢
学
者
で
あ
る
が
、
和
歌
に
も
通

じ
て
博
覧
強
記
の
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
清
輔
と
似
て
い
る
。
義
忠
は
『
袋
草
紙
』
に
も
頻
出
す
る
が
、
特
に
、
大
中
臣
輔
親
が
月

次
の
使
の
途
中
客
死
し
た
事
を
承
け
る
形
で
、
「
義
忠
ハ
為
二
大
和
守
一
之
時
、
遊
二
浮
吉
野
河
一
之
聞
、
入
レ
水
死
去
」
（
上
巻
）
と
、
い

わ
ば
余
分
な
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
清
輔
の
義
忠
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
以
上
に
清
輔
詠
に
似
る
歌
が
、
こ
れ
以
前
成
立
の
『
久
安
百
首
』
に
見
出
せ
る
。
藤
原
俊
成
の
、

藤
原
清
輔
の
詠
歌

一
七



一
八

　
㎜
紫
の
ね
は
ふ
よ
こ
の
の
っ
ぼ
す
み
れ
ま
袖
に
っ
ま
む
色
も
む
っ
ま
し

で
あ
る
が
、
初
、
第
二
、
五
句
が
ほ
ぼ
同
じ
。
万
葉
歌
と
も
初
め
二
句
が
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
俊
成
は
万
葉
歌
を
用
い
、
『
小
町
集
』

詠
や
義
忠
詠
か
ら
の
影
響
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
と
も
か
く
古
今
歌
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
清
輔
は
、
俊
成
詠
以
前
成
立
の
『
奥

義
抄
』
か
ら
み
て
、
も
と
か
ら
万
葉
歌
に
熟
知
し
て
お
り
、
さ
ら
に
俊
成
の
を
も
知
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
他
の
歌
が
紫
草
の

関
係
で
草
花
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
て
、
月
を
詠
む
意
外
性
が
清
輔
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
『
万
葉
集
』
を
軸
に
据
え
て
、
清
輔
の
万
葉
歌
の
取
り
入
れ
方
や
制
作
方
法
を
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
本
歌
と
し
た
万

葉
歌
は
ど
う
い
う
基
準
で
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
奥
義
抄
』
「
秀
歌
体
」
項
に
、

　
　
又
内
外
典
の
ふ
み
、
ふ
る
き
詩
歌
も
し
は
物
が
た
り
な
ど
の
心
を
も
と
と
し
て
よ
め
る
事
あ
り
。
古
歌
の
心
、
も
の
が
た
り
な
ど
は
、

　
　
古
き
こ
と
の
み
な
人
の
知
り
ぬ
べ
き
な
ら
ず
は
よ
む
べ
か
ら
ず
。
わ
れ
は
思
ひ
え
た
り
と
お
も
へ
ど
も
、
人
の
心
え
ぬ
事
は
か
ひ
な

　
　
く
な
む
あ
る
。

と
あ
る
。
古
歌
な
ど
に
拠
る
場
合
に
は
、
人
が
そ
れ
を
本
歌
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
な
周
知
の
歌
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
。
ま
た
、
仁
安
二
年
（
一
ニ
ハ
七
）
八
月
の
「
太
皇
太
后
宮
亮
平
経
盛
朝
臣
家
歌
合
」
に
お
い
て
、
判
者
の
清
輔
は
、

　
　
万
葉
集
に
あ
り
と
て
も
、
い
ひ
な
ら
は
さ
ぬ
こ
と
は
よ
し
な
し
。

と
評
す
る
。
万
葉
歌
で
あ
っ
て
も
よ
く
理
解
し
て
か
ら
で
な
い
と
使
っ
て
は
い
け
な
い
と
、
そ
れ
を
活
用
す
る
場
合
の
心
得
を
述
べ
て
い

る
。
『
万
葉
集
』
が
い
わ
ゆ
る
市
民
権
を
得
た
で
あ
ろ
う
清
輔
当
時
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
揚
言
は
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
初

学
抄
』
の
い
わ
ば
序
の
部
分
で
、

　
　
歌
を
よ
ま
む
に
は
ま
づ
題
を
よ
く
思
ひ
と
き
心
う
べ
し
。
花
を
よ
ま
む
に
は
花
の
面
白
く
覚
え
む
ず
る
事
、
月
を
詠
ぜ
む
に
は
月
の

　
　
あ
か
ず
見
ゆ
る
心
を
思
ひ
っ
“
け
て
を
か
し
く
取
り
な
し
て
、
古
き
詞
の
や
さ
し
か
ら
む
を
選
び
1
て
な
び
や
か
に
っ
“
く
べ
き
也
。



と
述
べ
る
。
こ
れ
は
詠
作
方
法
に
っ
い
て
清
輔
が
論
じ
た
唯
一
の
例
で
あ
る
が
、
当
面
の
問
題
に
限
っ
て
言
え
ば
、
「
古
き
詞
の
や
さ
し

か
ら
む
を
選
」
ぶ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
要
す
る
に
、
『
万
葉
集
』
を
本
歌
に
す
る
場
合
に
は
、
著
名
な
歌
を
充
分
に
理
解
鑑
賞
し
、
そ
の
上
で
優
美
な
古
い
歌
語
を

選
び
用
い
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
だ
け
の
心
構
え
を
清
輔
は
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
ほ
ぼ
適
っ
て
い

る
と
判
断
し
た
詞
句
が
『
奥
義
抄
』
や
『
初
学
抄
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
見
え
て
い
る
歌
は
大
部

．
分
が
そ
う
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
清
輔
が
評
価
し
た
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
清
輔
が
歌
を
詠
む
に
際
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
詞
句
を
ま
っ
た
く
同
じ
形
で
、
あ
る
い
は
一
部
分
だ
け
を
取
り
、
ま
た
は
句
順
を
逆
に
す

る
な
ど
、
い
っ
さ
い
頓
着
せ
ず
に
、
特
に
『
初
学
抄
』
の
「
古
歌
詞
」
「
由
緒
詞
」
「
物
名
」
に
上
げ
た
も
の
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
「
な
び
や
か
に
っ
・
」
け
、
っ
ま
り
な
だ
ら
か
な
詞
の
続
け
柄
に
な
る
よ
う
留
意
し
て
一
首
に
ま
と
め
上
げ
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
内
容
の
面
で
は
、
本
歌
を
意
識
的
に
ず
ら
し
て
詠
む
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
こ
れ
は
周
知
の
万
葉
歌
を
享
受
す
る

人
に
強
く
印
象
付
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
い
わ
ば
清
輔
の
腕
の
見
せ
所
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
詠
ま
れ
た
歌
は
ど
う
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
新
し
さ
を
や
や
後
の
歌
人
に
は
与
え
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
鴨
長
明
の
『
無
名
抄
』
の
「
近
代
歌
体
事
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
現
代
の
歌
人
は
、
歌
が
古
さ
れ
て
し
ま
っ

た
と
認
め
、
い
っ
た
ん
古
風
に
立
ち
返
っ
て
そ
こ
か
ら
出
直
し
て
幽
玄
の
体
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
「
中
古
」
風
の
伝
統
に
従
っ

て
い
る
人
達
が
非
難
し
て
い
る
と
し
、
具
体
的
に
源
頼
政
、
俊
恵
、
登
蓬
と
共
に
清
輔
を
上
げ
て
、
彼
ら
を
現
代
歌
人
達
は
無
視
で
き
な

い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
『
後
鳥
羽
天
皇
御
口
伝
』
に
は
、

　
　
清
輔
さ
れ
る
事
な
け
れ
ど
も
、
さ
す
が
に
ふ
る
め
か
し
き
事
時
々
見
ゆ
。

と
あ
り
、
酒
落
れ
た
趣
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
古
風
な
雅
趣
が
備
わ
っ
て
い
る
と
評
し
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
六
条
藤
家
に
は
古
語
尊
重
の
傾
向
が
強
く
あ
り
、
清
輔
が
優
美
な
古
語
を
合
わ
せ
て
一
首
に
ま
と
め
上
げ
る
と
い
う
技
法
な

の
で
、
そ
こ
に
目
新
し
さ
を
求
め
る
こ
と
が
無
理
な
の
で
あ
ろ
う
し
、
清
輔
自
身
が
け
っ
し
て
こ
れ
を
意
図
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

藤
原
清
輔
の
詠
歌

一
九



二
〇

注
ω
「
藤
原
清
輔
の
『
久
安
百
首
』
に
つ
い
て
」
（
「
東
京
水
産
大
学
論
集
」
第
2
4
号
）
。
以
下
、
加
藤
氏
の
論
は
こ
れ
に
拠
る
。

　
ω
「
藤
原
清
輔
詠
と
清
輔
本
『
古
今
集
』
」
（
「
島
大
国
文
」
第
二
十
一
号
）

　
㈹
括
弧
内
は
本
文
の
左
に
付
さ
れ
て
い
る
異
訓
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
と
ぱ

　
ω
「
古
歌
詞
」
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
西
村
加
代
子
氏
「
古
き
詞
の
時
代
を
慕
っ
て
」
一
山
本
一
氏
編
『
中
世
歌
人
の
心
』
所
収
）

　
㈲
『
私
家
集
大
成
　
中
古
1
』
に
拠
る
。

　
㈹
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
「
索
引
」
に
は
「
し
の
の
は
の
」
と
し
て
あ
が
る
。

　
ω
辻
彦
三
郎
氏
「
元
暦
校
本
万
葉
集
と
藤
原
顕
家
」
（
『
藤
原
定
家
明
月
記
の
研
究
』
所
収
）

　
㈹
久
保
田
淳
氏
校
注
『
千
載
和
歌
集
』
（
岩
波
文
庫
）
な
ど
。

　
㈹
「
藤
原
清
輔
の
「
公
通
家
十
首
会
」
へ
の
参
加
を
め
ぐ
っ
て
」
一
「
和
歌
文
学
研
究
」
第
六
十
四
号
）

　
㈹
萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成
七
』
三
八
三
「
承
安
元
年
〔
春
〕
太
皇
太
后
宮
亮
経
盛
歌
合
」

　
⑪
拙
論
側
に
同
じ
。

　
⑫
松
野
陽
一
氏
「
平
安
末
期
散
侠
歌
会
考
ω
　
　
法
性
寺
忠
通
家
月
三
十
五
首
会
　
　
」
（
「
和
歌
史
研
究
会
会
報
」
六
十
号
）

　
⑬
浅
田
徹
氏
「
六
条
家
　
　
承
安
－
元
暦
頃
を
中
心
に
　
　
」
（
和
歌
文
学
論
集
『
平
安
後
期
の
和
歌
』
所
収
）

　
叫
片
桐
洋
一
氏
『
小
野
小
町
追
跡
』

　
　
本
稿
の
引
用
は
、
和
歌
は
、
特
に
断
っ
た
も
の
を
除
い
て
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
っ
た
。
歌
学
書
に
つ
い
て
は
、
『
袋
草
紙
』

　
上
巻
部
は
『
袋
草
紙
考
証
』
（
全
二
冊
）
（
藤
岡
忠
美
先
生
、
西
村
加
代
子
氏
、
中
村
康
夫
氏
、
芦
田
耕
一
共
著
）
、
『
無
名
抄
』
は
日

　
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
論
集
　
能
楽
論
集
』
、
『
袖
中
抄
』
は
『
袖
中
抄
の
校
本
と
研
究
』
（
橋
本
不
美
男
氏
、
後
藤
祥
子
氏
共
著
）

　
に
拠
る
以
外
は
す
べ
て
『
日
本
歌
学
大
系
』
よ
り
引
用
し
た
。




