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六
条
藤
家
藤
原
清
輔
（
一
一
〇
四
年
∫
七
七
）
は
歌
学
者
の
み
な
ら
ず
歌
人
と
し
て
も
優
れ
て
い
た
こ
と
は
定
家
『
近
代
秀
歌
』
に
い

う
が
ご
と
く
で
あ
る
。
稿
者
は
か
っ
て
清
輔
の
詠
歌
活
動
を
『
古
今
集
』
や
『
万
葉
集
』
と
の
関
わ
り
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
前
者
は

清
輔
本
『
古
今
集
』
の
本
文
に
拠
っ
て
詠
ま
れ
た
例
歌
を
挙
げ
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
と
よ
り
詠
法
に
は
焦
点
を
あ
ま

り
あ
て
ず
に
、
清
輔
本
を
と
り
あ
げ
た
目
的
を
問
題
に
し
、
当
本
の
優
秀
さ
を
誇
示
す
る
意
図
が
あ
る
と
考
え
て
お
い
た
。
『
万
葉
集
』

　
刎の

方
は
、
万
葉
歌
の
取
り
入
れ
方
や
制
作
方
法
を
調
べ
、
著
名
な
歌
を
充
分
に
理
解
鑑
賞
し
て
優
美
な
古
語
を
選
び
用
い
る
こ
と
、
こ
れ

ら
を
な
だ
ら
か
な
詞
の
続
け
柄
に
な
る
よ
う
に
留
意
し
て
一
首
に
ま
と
め
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
、
複
数
の
歌
を
合
成
し
て
詠
作
す
る
こ

と
、
そ
し
て
内
容
の
面
で
は
本
歌
を
意
識
的
に
ず
ら
し
て
詠
む
こ
と
な
ど
が
万
葉
歌
を
詠
み
込
む
特
徴
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
お
い
た
。

　
で
は
、
歌
の
家
柄
で
あ
る
清
輔
が
祖
父
顕
季
や
父
顕
輔
の
詠
歌
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
果
し
て
、
父
祖
詠
を
拠
り
所
に

し
て
い
る
の
が
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
の
詠
作
技
法
が
近
親
者
の
歌
の
場
合
は
万
葉
歌
と
は
違
う
の
か
否
か
な
ど
大
い
に
興
味
を
持
っ
と
こ

ろ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
こ
に
重
点
を
置
い
て
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
な
お
、
清
輔
の
歌
は
総
数
で
約
六
〇
〇
首
存
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
晩
年
の
自
撰
か
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
『
清
輔

集
』
所
収
の
四
四
四
首
を
い
ま
対
象
と
し
て
お
く
。

ま
ず
、
歌
全
体
の
構
成
や
着
想
が
似
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
い
こ
う
。

㎜
谷
河
に
や
ど
れ
る
月
の
浮
雲
は
岩
間
に
よ
ど
む
み
く
さ
な
り
け
り

藤
原
清
輔
詠
歌
の
父
祖
詠
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

『
清
輔
集
』
（
以
下
、

こ
れ
を
略
す
）

に

「
月
」
と
し
て
入
る
、

三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

が
あ
る
。
こ
れ
に
似
通
う
顕
輔
の
歌
が
見
え
る
。
『
顕
輔
集
』
（
以
下
、
顕
輔
詠
が
『
顕
輔
集
』
に
入
る
場
合
は
こ
れ
を
略
す
）
に
「
人
人

来
り
て
歌
よ
む
に
、
海
辺
月
を
」
と
し
て
、

　
蝸
す
み
の
え
に
や
ど
れ
る
月
の
む
ら
く
も
は
ま
っ
の
し
づ
え
の
か
げ
に
ぞ
有
り
け
る

と
あ
る
。
と
も
に
「
1
は
ー
け
り
」
型
で
あ
る
。
水
に
「
や
ど
れ
る
月
」
を
歌
に
お
い
て
検
す
る
に
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
よ
う
に
「
霊
芒

と
共
に
詠
む
例
は
な
く
、
単
に
「
や
ど
れ
る
月
」
を
見
て
の
感
懐
が
詠
ま
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
清
輔
に
近
い
八
代
集
か
ら
引
く

と
、　

蝸
わ
れ
こ
そ
は
あ
か
し
の
せ
と
に
た
び
ね
せ
め
お
な
じ
み
づ
に
も
や
ど
る
月
か
な
（
金
葉
集
）

　
獅
い
け
み
づ
に
や
ど
れ
る
月
は
そ
れ
な
が
ら
な
が
む
る
人
の
か
げ
ぞ
か
は
れ
る
（
詞
花
集
）

　
2

　
m
さ
も
こ
そ
は
か
げ
と
ど
む
べ
き
世
な
ら
ね
ど
あ
と
な
き
水
に
や
ど
る
月
か
な
（
千
載
集
）

　
最
初
は
題
詠
（
「
旅
宿
月
」
）
、
二
首
目
は
出
家
後
に
池
に
月
が
映
っ
て
い
る
の
を
眺
め
て
の
月
、
三
首
目
は
題
詠
（
「
水
上
月
」
）
で
あ

り
、
特
に
後
の
二
首
は
無
常
が
詠
ま
れ
る
。
実
は
清
輔
自
身
も
次
の
よ
う
に
う
た
う
。
「
月
三
十
五
首
の
な
か
に
」
と
し
て
、

　
峨
み
な
底
に
や
ど
れ
る
月
の
影
を
こ
そ
し
づ
め
る
人
は
み
る
べ
か
り
け
れ

　
摂
政
藤
原
忠
通
が
催
行
し
た
歌
会
で
の
詠
で
あ
り
、
永
暦
元
年
（
一
：
ハ
○
）
こ
ろ
の
秋
、
あ
る
い
は
翌
年
七
月
上
旬
と
考
え
ら
れ
て

　
割い

る
。
時
に
清
輔
は
五
十
七
歳
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
も
無
常
感
を
前
面
に
出
し
て
い
る
。
顕
輔
と
さ
き
の
清
輔
の
両
詠
は
こ
れ
ら
と
は
異

な
り
、
そ
の
形
式
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
一
種
の
見
立
て
が
眼
目
と
な
っ
て
い
る
。
父
が
水
中
の
月
に
か
か
る
叢
雲
を
松
の
下
枝
の
影
と

す
る
の
に
対
し
て
、
清
輔
は
水
中
の
月
に
か
か
る
浮
雲
を
も
の
の
影
で
は
な
く
て
水
中
に
生
え
る
水
草
そ
の
も
の
と
す
る
点
で
異
な
っ
て

い
る
。
「
む
ら
く
も
」
に
対
し
て
「
浮
雲
」
と
し
た
の
は
、
水
草
が
浮
く
ゆ
え
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
父
に
拠
り
な
が
ら
も
、

単
な
る
模
倣
に
は
終
っ
て
い
な
い
。

　
「
岩
間
に
よ
ど
む
」
と
い
う
措
辞
は
『
金
葉
集
』
恋
下
の
次
の
歌
が
念
頭
に
あ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
蝸
め
づ
ら
し
や
い
は
ま
に
よ
ど
む
わ
す
れ
み
づ
い
く
か
を
す
ぎ
て
お
も
ひ
い
づ
ら
ん

　
離
れ
た
男
か
ら
の
便
り
に
対
す
る
返
事
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
。
清
輔
撰
『
和
歌
初
学
抄
』
「
楡
来
物
」
に
「
な
か
た
ゆ
る
事
に
は
…
・
－



ワ
ス
レ
ミ
ヅ
」
と
見
え
、
こ
の
語
が
八
代
集
中
の
唯
一
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
清
輔
が
こ
の
歌
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
推
察
で
き
る
。

　
次
に
、
「
暮
春
」
と
し
て
見
え
る
、

　
5
9
お
ほ
か
た
も
春
ぞ
く
る
る
は
を
し
き
か
と
花
な
き
や
ど
の
人
に
と
は
ば
や

と
似
通
う
も
の
に
、
顕
季
の
『
六
条
修
理
大
夫
集
』
（
以
下
、
顕
季
詠
が
『
六
条
修
理
大
夫
集
』
に
入
る
場
合
は
こ
れ
を
略
す
）
の
、
「
人

人
、
は
る
の
こ
こ
ろ
は
な
に
あ
り
と
い
ふ
心
を
よ
み
侍
り
し
に
」
と
し
て
見
え
る
、

　
4
1
心
見
に
さ
て
も
や
は
る
は
う
れ
し
き
と
は
な
な
き
と
し
に
あ
ふ
よ
し
も
が
な

が
あ
る
。
こ
れ
は
清
輔
撰
『
和
歌
一
字
抄
』
に
「
春
情
有
花
」
で
採
収
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
三
旬
目
以
下
が
酷
似
す
る
。
祖
父
詠
は
、

花
が
な
い
年
な
ら
ば
春
が
嬉
し
い
も
の
か
否
か
を
試
し
て
み
た
い
か
ら
、
そ
う
い
う
年
が
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
歌
意
で
あ
り
、
こ
れ
は

『
古
今
集
』
恋
五
の
、

　
㎜
わ
が
ご
と
く
我
を
お
も
は
む
人
も
が
な
さ
て
も
や
う
き
と
世
を
心
み
む

を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
だ
ろ
う
。
清
輔
が
焦
点
を
あ
て
て
い
る
の
は
春
が
過
ぎ
去
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
『
後
拾

遺
集
』
春
下
の
、

　
脳
さ
く
ら
ば
な
ま
だ
き
な
ち
り
そ
な
に
に
よ
り
は
る
を
ば
人
の
を
し
む
な
ら
ぬ
に

の
よ
う
に
、
散
る
花
ゆ
え
に
春
を
惜
し
む
と
い
う
趣
向
が
一
般
的
で
あ
る
。
愛
惜
の
情
を
清
輔
が
「
花
な
き
や
ど
」
の
人
に
尋
ね
て
み
た

い
と
し
た
と
こ
ろ
が
発
想
の
上
で
目
新
し
い
。
こ
の
「
花
な
き
や
ど
」
と
い
う
辞
句
は
祖
父
詠
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
は

な
な
き
と
し
」
は
あ
る
は
ず
も
な
い
か
ら
、
春
の
嬉
し
さ
が
確
か
め
ら
れ
な
い
と
す
る
よ
う
に
、
清
輔
の
場
合
は
「
花
な
き
や
ど
」
は
存

在
し
な
い
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
そ
れ
ゆ
え
人
々
が
借
春
の
情
を
持
っ
か
ど
う
か
は
決
定
で
き
な
い
と
な
る
の
だ
ろ
う
。
視
点
は
違
っ
て

い
る
が
、
共
に
春
を
調
歌
し
た
詠
と
思
し
い
。

　
次
の
例
を
上
げ
よ
う
。
「
八
月
十
五
夜
」
の
、

　
㎜
お
ほ
か
た
の
秋
は
半
と
き
く
も
の
を
月
の
光
は
み
ち
に
け
る
か
な

　
こ
れ
と
似
る
の
が
、
顕
季
の
「
九
月
十
三
夜
、
詠
月
和
歌
卉
恋
各
一
首
」
と
し
て
見
え
る
、

　
藤
原
清
輔
詠
歌
の
父
祖
詠
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



茉

　
㎜
あ
き
は
い
ま
は
な
か
ば
も
い
ま
は
す
ぎ
ぬ
る
に
さ
か
り
と
見
ゆ
る
よ
は
の
月
か
な

で
あ
る
。
顕
季
は
「
半
ば
を
過
ぎ
る
」
と
い
う
言
い
回
し
を
好
ん
で
い
た
ら
し
く
、
「
山
寒
花
遅
」
の
歌
題
で
、

　
㎜
よ
し
の
や
ま
は
る
は
な
か
ば
に
す
ぎ
ぬ
れ
ど
ゆ
き
き
え
や
ら
で
は
な
さ
か
ぬ
か
も

と
あ
り
、
『
和
歌
一
字
抄
』
に
撰
入
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
き
は
い
ま
は
」
詠
に
倣
っ
た
で
あ
ろ
う
も
の
に
、
『
為
忠
家
後
度
百
首
』
「
十
五
夜
月
」
の
藤
原
親
隆
詠
が
あ
る
。

　
鋤
か
ぞ
ふ
れ
ば
あ
き
は
な
か
ば
に
な
り
ぬ
れ
ど
月
は
こ
よ
ひ
ぞ
み
ち
ま
さ
り
け
る

こ
の
成
立
は
保
延
元
年
（
一
二
二
五
）
で
あ
り
、
顕
季
は
保
安
四
年
（
一
二
…
）
に
没
す
る
。
清
輔
が
親
隆
詠
を
知
っ
て
い
た
と
し
て

も
、
顕
季
詠
を
ま
ず
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
親
隆
詠
と
清
輔
詠
は
「
月
（
の
光
）
が
満
っ
」
が
共
通
し
て
い
る

が
（
前
者
は
満
月
と
い
う
状
態
を
指
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
）
、
こ
れ
は
顕
輔
の
歌
に
も
見
ら
れ
る
。
九
月
十
三
夜
の
月
を
詠
ん
だ
と

い
う
、

　
㎜
く
れ
の
あ
き
月
の
す
が
た
は
た
え
ね
ど
も
ひ
か
り
は
そ
ら
に
み
ち
に
け
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
あ
る
。
顕
季
に
は
見
ら
れ
な
い
、
月
の
光
が
満
っ
と
い
う
点
が
通
じ
る
こ
と
か
ら
も
清
輔
は
こ
の
歌
を
脳
裏
に
思
い
浮
か
べ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
想
像
を
巡
ら
せ
ば
、
祖
父
詠
を
親
隆
が
拠
り
所
に
し
た
こ
と
を
誇
り
に
思
い
、
そ
れ
故
に
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
歌
を
基
に
し
、
さ
ら

に
父
詠
を
詠
み
入
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
祖
父
が
「
九
月
士
二
夜
」
、
清
輔
が
「
八
月
十
五
夜
」
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
「
半
分
を

過
ぎ
た
の
に
盛
り
で
あ
る
」
と
一
見
相
反
す
る
こ
と
を
眼
目
と
す
る
の
に
対
し
て
、
清
輔
は
「
半
ば
な
の
に
満
ち
て
い
る
」
と
同
じ
よ
う

に
応
じ
て
お
り
、
発
想
は
似
る
。

　
次
は
「
雪
」
の
、

　
㎜
き
の
ふ
け
ふ
ふ
じ
の
高
ね
は
か
き
く
れ
て
き
よ
見
が
関
に
ふ
れ
る
初
雪

で
あ
る
。
「
富
士
」
と
「
清
見
が
関
」
両
所
を
詠
み
込
む
の
は
、
た
と
え
ば
既
に
『
詞
花
集
』
恋
上
に
、

　
㎜
む
ね
は
ふ
じ
そ
で
は
き
よ
み
が
せ
き
な
れ
や
け
ぶ
り
も
な
み
も
た
た
ぬ
ひ
ぞ
な
き

と
見
え
る
。
し
か
し
、
清
輔
は
句
の
運
び
が
そ
っ
く
り
な
父
の
歌
に
拠
っ
て
い
る
。
「
歌
合
し
侍
り
し
に
、
月
」
と
す
る
、



　
5
6
よ
も
す
が
ら
ふ
じ
の
た
か
ね
に
く
も
き
え
て
き
よ
見
が
せ
き
に
す
め
る
月
か
げ

で
あ
り
、
『
詞
花
集
』
雑
上
に
顕
輔
自
身
撰
入
し
て
い
る
。
こ
れ
は
長
承
三
年
（
二
三
四
）
九
月
「
中
宮
亮
顕
輔
家
歌
合
」
に
出
詠
さ

れ
、
判
者
基
俊
は
雲
は
瞬
時
に
消
え
る
の
で
「
よ
も
す
が
ら
」
を
用
い
る
の
は
不
適
切
で
あ
り
、
ま
た
富
士
は
雲
で
は
な
く
煙
を
詠
む
べ

き
で
あ
る
と
い
う
二
つ
の
難
か
ら
負
と
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
顕
輔
の
反
論
は
前
者
に
だ
け
行
わ
れ
て
お
り
（
『
袋
草
紙
』
下
巻
）
、
後
者

の
難
は
認
め
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
詞
花
集
』
に
何
ら
改
変
す
る
こ
と
な
く
入
集
さ
せ
、
清
輔

も
『
和
歌
初
学
抄
』
「
両
所
ヲ
詠
歌
」
項
の
「
関
」
に
紹
介
す
る
な
ど
、
よ
ほ
ど
の
目
言
作
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
の
ち
の
『
古
来

風
躰
抄
』
に
は
『
詞
花
集
』
か
ら
の
抄
出
歌
と
し
て
見
え
て
い
る
。

　
顕
輔
詠
は
、
「
清
見
」
に
月
の
清
く
見
え
る
こ
と
を
掛
け
、
「
す
め
る
」
を
導
く
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
清
輔
詠
は
「
清
見
」
に
同
じ
事

を
響
か
せ
る
点
で
父
と
似
て
お
り
、
そ
し
て
富
士
が
「
か
き
く
れ
」
る
の
と
対
照
的
に
清
見
関
の
方
は
「
清
く
見
え
る
」
と
し
、
そ
こ
で

の
初
雪
の
美
し
さ
を
強
調
し
た
の
が
清
輔
の
工
夫
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
「
恋
」
と
し
て
入
る
、

　
㎜
と
し
ふ
れ
ど
し
る
し
も
み
え
ぬ
わ
が
こ
ひ
や
と
き
は
の
山
の
時
雨
な
る
ら
ん

を
検
討
し
よ
う
。
久
安
六
年
∫
仁
平
二
（
一
一
五
〇
∫
二
）
こ
ろ
成
立
し
た
『
久
安
百
首
』
の
歌
で
あ
り
、
の
ち
に
「
新
勅
撰
集
』
恋
一

に
入
集
す
る
。
こ
れ
は
、
顕
輔
の
「
恋
」
、

　
2
9
年
ふ
れ
ど
人
も
す
さ
め
ぬ
わ
が
こ
ひ
や
く
ち
き
の
そ
ま
の
た
に
の
む
も
れ
木

と
酷
似
す
る
。
『
金
葉
集
』
恋
上
に
撰
入
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
歌
に
拠
っ
た
も
の
か
、
『
和
歌
初
学
抄
』
に
「
近
江
く
ち
き
の
杣
　
ク
チ
ヌ

ル
コ
ト
ニ
」
、
「
す
さ
む
　
許
容
也
但
人
ノ
常
ノ
コ
ト
グ
サ
ニ
ハ
ァ
ラ
ズ
不
許
容
ヲ
ス
サ
ム
ト
ィ
フ
如
何
」
と
見
え
て
い
る
。
『
金
葉
集
』

の
成
立
年
時
（
一
二
一
五
年
）
か
ら
み
て
清
輔
の
方
が
後
で
あ
ろ
う
。
実
は
、
こ
れ
ら
父
子
詠
に
似
る
歌
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
『
和

歌
一
字
抄
』
（
原
撰
本
の
成
立
は
ほ
ぼ
『
久
安
百
首
』
と
同
じ
こ
ろ
）
に
、
関
白
（
藤
原
忠
通
）
作
と
し
て
見
え
る
、

　
幽
年
ふ
れ
ど
猶
と
き
は
な
る
我
が
恋
や
色
も
か
は
ら
ぬ
住
吉
の
松

が
あ
る
。
忠
通
は
長
寛
二
年
（
一
ニ
ハ
四
）
没
、
顕
輔
は
久
寿
二
年
（
二
五
五
）
没
と
い
う
こ
と
か
ら
、
二
人
の
歌
の
先
後
関
係
は
分

　
藤
原
清
輔
詠
歌
の
父
祖
詠
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

明
で
な
い
。
両
詠
は
初
旬
と
三
句
目
の
歌
詞
が
同
じ
で
あ
り
、
二
句
目
に
恋
の
状
況
を
打
ち
出
し
、
下
の
句
に
お
い
て
こ
れ
を
比
職
で
も
っ

て
説
明
す
る
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
比
楡
は
共
に
木
で
あ
り
、
「
く
ち
き
の
そ
ま
」
「
住
吉
」
と
い
う
歌
枕
を
置
く
と
こ
ろ
な
ど
よ
く
似
る
。

た
だ
、
進
展
し
な
い
自
分
の
恋
と
相
手
に
問
題
に
も
さ
れ
な
い
自
分
の
恋
と
状
況
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
影
響
関
係
は
あ
る
だ
ろ
う
。
関

白
作
は
清
輔
自
ら
撰
し
た
も
の
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
い
ま
一
方
は
父
詠
で
あ
り
、
共
に
清
輔
の
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
。

内
容
の
面
で
い
え
ば
、
二
旬
目
が
全
く
発
展
の
な
い
状
況
で
あ
り
、
下
の
旬
が
そ
れ
に
応
じ
る
べ
く
変
色
し
な
い
こ
と
を
詠
む
点
で
清
輔

詠
は
忠
通
詠
に
似
通
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
父
の
作
が
『
金
葉
集
』
に
入
集
す
る
こ
と
故
に
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
と
い
ま
考
え
て
、
当
歌

を
こ
こ
に
取
り
上
げ
て
お
い
た
。
な
お
、
清
輔
の
下
の
句
「
と
き
は
の
山
の
時
雨
」
は
次
の
歌
に
想
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
平
忠
盛

集
』
に
見
え
る
、

　
螂
な
が
ら
へ
て
ふ
る
か
ひ
も
な
き
わ
が
身
こ
そ
と
き
は
の
や
ま
の
し
ぐ
れ
な
り
け
れ

　
忠
盛
は
仁
平
三
年
（
二
五
三
）
没
で
あ
り
、
顕
輔
主
催
の
歌
合
に
出
詠
し
（
谷
山
本
忠
盛
集
）
、
ま
た
『
久
安
百
首
』
の
作
者
に
も

加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
清
輔
に
は
熟
知
の
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
歌
に
よ
っ
て
詠
作
す
る
こ
と
は
清
輔
の
よ
く
す
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。

　
次
に
は
、
構
成
と
い
う
点
で
今
ま
で
上
げ
て
き
た
ほ
ど
に
は
似
て
い
な
い
も
の
を
み
よ
う
。
「
鶯
」
の
、

　
1
0
鶯
の
な
く
こ
の
も
と
に
ふ
る
雪
は
羽
か
ぜ
に
花
の
ち
る
か
と
ぞ
見
る

　
こ
れ
と
通
う
の
が
、
顕
輔
の
、
『
千
載
集
』
春
上
に
「
む
め
の
木
に
雪
の
ふ
り
け
る
に
、
う
ぐ
ひ
す
の
な
き
け
れ
ば
、
よ
め
る
」
と
し

て
入
集
す
る
、

　
1
7
む
め
が
え
に
ふ
り
っ
む
雪
は
鶯
の
は
か
ぜ
に
ち
る
も
花
か
と
ぞ
見
る

で
あ
り
、
も
と
も
と
『
久
安
百
首
』
出
詠
の
歌
。
共
に
鶯
が
止
ま
る
梅
が
枝
に
雪
が
降
り
積
も
っ
て
い
る
の
が
景
で
あ
る
。
鶯
と
雪
の
結

び
っ
き
は
、
た
と
え
ば
『
古
今
集
』
春
上
に
、

　
5
梅
が
え
に
き
ゐ
る
う
ぐ
ひ
す
は
る
か
け
て
な
け
ど
も
い
ま
だ
雪
は
ふ
り
っ
っ

と
あ
り
、
け
っ
し
て
珍
し
く
は
な
い
。
「
羽
か
ぜ
」
に
関
し
て
、
八
代
集
で
は
「
鴛
鴛
」
「
雁
」
「
水
鳥
」
「
鴨
」
の
羽
風
が
多
く
、
「
鶯
」



は
「
う
ぐ
ひ
す
の
な
く
を
よ
め
る
」
と
す
る
『
古
今
集
』
春
下
だ
け
で
あ
る
。

　
㎜
こ
づ
た
へ
ば
お
の
が
は
か
ぜ
に
ち
る
花
を
た
れ
に
お
ほ
せ
て
こ
こ
ら
な
く
ら
む

　
「
は
か
ぜ
」
は
、
清
輔
本
『
古
今
集
』
の
永
治
二
年
本
（
宮
本
家
本
に
拠
る
）
と
保
元
二
年
本
（
前
田
家
本
）
は
共
に
「
は
ぷ
き
」
と

あ
る
。
清
輔
本
の
態
度
は
証
本
と
さ
れ
る
本
文
に
不
審
を
抱
い
た
と
し
て
も
そ
の
誤
ま
り
を
正
す
こ
と
な
く
、
か
な
り
忠
実
に
書
写
さ
れ

　
　
4

て
い
る
の
で
、
清
輔
が
「
羽
か
ぜ
」
を
認
め
て
い
な
い
と
は
一
概
に
言
え
な
い
。
古
今
歌
の
異
伝
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
『
古
今
和
歌
六

帖
』
第
六
の
、
四
三
九
九
番
で
あ
り
、
初
旬
は
「
う
ぐ
ひ
す
の
」
、
以
下
は
全
く
同
じ
。
そ
し
て
、
古
今
歌
と
同
じ
く
、
鶯
の
羽
風
に
梅

花
が
散
る
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
に
、
『
能
宣
集
』
の
、

　
捌
う
ぐ
ひ
す
の
は
か
ぜ
に
は
な
は
ち
り
に
け
り
か
き
ね
が
く
れ
に
ほ
と
と
ぎ
す
な
け

が
あ
る
。
清
輔
は
こ
れ
ら
に
倣
っ
て
春
の
淡
雪
を
鶯
の
羽
風
で
散
る
梅
花
と
見
紛
う
と
し
て
お
り
、
羽
風
で
雪
が
散
る
と
詠
む
顕
輔
と
は

異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
例
歌
も
着
想
は
似
る
が
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

二

　
こ
こ
に
お
い
て
は
、
構
成
は
似
て
い
な
い
が
、
明
ら
か
に
祖
父
顕
季
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
思
し
い
歌
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
「
桜
」
と
あ
る
、

　
3
1
を
と
め
ご
の
柚
ふ
る
山
を
き
て
み
れ
ば
花
の
挟
も
ほ
こ
ろ
び
に
け
り

　
上
の
句
は
『
万
葉
集
』
巻
四
の
次
の
歌
に
負
う
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
脳
を
と
め
ら
が
そ
で
ふ
る
や
ま
の
み
づ
か
き
の
ひ
さ
し
き
よ
よ
り
お
も
ひ
き
わ
れ
は

　
こ
の
異
伝
と
思
わ
れ
る
も
の
が
『
万
葉
集
』
巻
十
一
（
二
四
一
九
番
）
に
、
初
旬
「
を
と
め
ら
を
（
が
）
」
と
し
て
見
え
る
。
こ
れ
は
、

『
奥
義
抄
』
に
初
旬
「
を
と
め
ご
が
」
、
下
の
句
「
久
し
き
よ
㌧
り
思
ひ
そ
め
て
き
」
と
少
異
を
も
っ
て
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
清
輔
熟
知
の

歌
で
あ
っ
た
。
い
ま
問
題
に
し
た
い
の
は
下
の
句
で
あ
る
が
、
顕
季
は
次
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
「
春
雨
」
に
、

　
㎜
か
す
み
し
く
こ
の
め
は
る
さ
め
ふ
る
ご
と
に
は
な
の
た
も
と
は
ほ
こ
ろ
び
に
け
り

　
藤
原
清
輔
詠
歌
の
父
祖
詠
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
『
堀
河
百
首
』
に
出
詠
さ
れ
、
の
ち
に
『
新
勅
撰
集
』
春
上
に
入
集
す
る
。
両
詠
の
下
の
句
は
全
く
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
。
「
花
の
挟
」

の
用
例
を
八
代
集
で
検
す
る
に
、

　
雌
か
り
に
の
み
人
の
見
ゆ
れ
ば
を
み
な
へ
し
花
の
た
も
と
ぞ
つ
ゆ
け
か
り
け
る
（
拾
遺
集
）

　
4

　
0
2
い
か
で
か
く
は
な
の
た
も
と
を
た
ち
か
へ
て
う
ら
な
る
た
ま
を
わ
す
れ
ざ
り
け
ん
（
後
拾
遺
集
）

　
1

　
5
3
た
づ
ね
き
て
た
を
る
ざ
く
ら
の
あ
さ
露
に
花
の
た
も
と
の
ぬ
れ
ぬ
日
ぞ
な
き
（
千
載
集
）

　
峨
夏
ご
ろ
も
は
な
の
た
も
と
に
ぬ
ぎ
か
へ
て
春
の
か
た
み
も
と
ま
ら
ざ
り
け
り
（
千
載
集
）

と
あ
り
、
特
に
『
後
拾
遺
集
』
の
例
は
出
家
し
た
女
に
送
っ
た
も
の
。
こ
れ
ら
は
「
扶
」
の
華
や
か
さ
を
形
容
す
る
た
め
に
「
花
」
が
添

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
顕
季
と
清
輔
の
両
詠
は
「
花
」
の
方
が
眼
目
と
な
っ
て
い
る
。
祖
父
詠
は
「
は
る
さ
め
」
に
「
張
る
」

を
響
か
せ
、
花
が
「
ほ
こ
ろ
ぶ
」
の
関
係
で
「
た
も
と
」
を
も
っ
て
来
、
「
は
る
」
「
た
も
と
」
「
ほ
こ
ろ
ぶ
」
と
い
う
縁
語
仕
立
て
の
歌

に
な
っ
て
い
る
。
清
輔
の
歌
は
二
首
を
合
成
さ
せ
る
方
法
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
袖
」
「
挟
」
「
ほ
こ
ろ
ぶ
」
が
縁
語
と
な
っ
て
お

り
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
顕
季
作
と
似
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
清
輔
は
「
花
の
」
を
冠
す
る
措
辞
を
よ
く
用
い
る
。
例
を
上
げ
て
み
る
と
、
「
桜
」
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
爾
　
　
⑧
　
　
⑧
　
　
⑧
　
　
⑧

　
3
7
神
が
き
の
み
む
ろ
の
山
は
春
き
て
ぞ
花
の
し
ら
ゆ
ふ
か
け
て
み
え
け
る

　
桜
花
を
白
木
綿
に
見
立
て
て
い
る
。
「
花
の
し
ら
ゆ
ふ
」
は
既
に
『
散
木
奇
歌
集
』
一
〇
七
番
歌
に
見
ら
れ
、
同
じ
技
法
で
詠
ま
れ
る
。

　
　
（
マ
マ
）

　
「
暁
望
山
花
」
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
⑧
　
　
⑧
　
　
⑱
　
　
⑧
　
　
⑧

　
4
1
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

　
実
景
の
桜
花
の
タ
映
え
を
白
浪
と
見
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詞
旬
は
『
散
木
奇
歌
集
』
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

と
見
え
る
が
、
こ
れ
は
見
立
て
の
詠
法
で
は
な
い
。

　
「
落
花
続
醐
」
の
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
⑧
　
　
⑧
　
　
⑧
　
　
⑧

　
4
5
け
さ
見
れ
ば
軒
ば
と
め
ゆ
く
あ
ま
水
の
な
が
れ
ぞ
花
の
と
ま
り
な
り
け
る

　
こ
れ
は
祖
父
詠
に
「
秋
の
と
ま
り
な
る
ら
ん
」
（
二
一
二
五
）
「
春
の
と
ま
り
な
る
ら
ん
」
（
二
二
九
）
が
あ
り
、
こ
れ
に
従
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
前
二
首
と
は
異
な
り
、
見
立
て
と
し
て
詠
ま
れ
て
は
い
な
い
。

　
最
後
に
「
叢
夜
虫
」
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
⑧
　
　
⑧
　
　
⑧
　
　
⑧

　
m
も
ろ
ご
ゑ
に
秋
の
夜
す
が
ら
な
く
む
し
は
花
の
ね
ぐ
ら
や
露
け
か
る
ら
ん

　
こ
の
「
花
の
」
は
八
代
集
に
見
ら
れ
た
「
花
の
た
も
と
」
と
同
じ
よ
う
に
「
ね
ぐ
ら
」
の
形
容
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
花
の
」
は
清
輔
の
好
尚
に
合
っ
た
ゆ
え
に
「
花
の
挟
」
を
祖
父
に
倣
い
、
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
で
詠

ん
だ
の
で
あ
る
。

　
次
は
「
紅
葉
」
と
あ
る
、

　
m
を
ぐ
ら
山
木
木
の
紅
葉
の
く
れ
な
ゐ
は
み
ね
の
嵐
の
お
ろ
す
な
り
け
り

を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
撰
歌
合
と
さ
れ
る
「
永
暦
元
年
（
二
六
〇
）
七
月
太
皇
太
后
宮
大
進
清
輔
歌
合
」
に
入
れ
ら
れ
る
。

顕
季
詠
に
こ
れ
と
似
通
う
も
の
が
二
首
見
出
さ
れ
る
。

　
9
9
を
ぐ
ら
や
ま
み
ね
の
あ
ら
し
の
ふ
く
か
ら
に
谷
の
か
け
は
し
も
み
ぢ
し
に
け
り

　
㎜
を
ぐ
ら
や
ま
み
ね
の
あ
ら
し
の
ふ
く
か
ら
に
と
な
せ
の
た
き
ぞ
も
み
ぢ
し
に
け
る

　
こ
れ
ら
の
歌
題
は
「
落
葉
埋
橋
」
「
於
大
井
河
、
落
葉
水
紅
」
と
あ
る
の
で
別
の
折
に
詠
ま
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
か
が
改

作
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
『
金
葉
集
』
秋
、
『
和
歌
一
字
抄
』
、
後
者
は
『
和
歌
一
字
抄
』
に
採
収
さ
れ
て
い
る
。
前
者
が
小
倉
山
の
峰
吹
く

嵐
で
谷
の
掛
け
橋
が
紅
葉
す
る
景
を
詠
む
の
に
対
し
て
、
後
者
は
同
じ
嵐
で
も
紅
葉
さ
せ
る
の
が
小
倉
山
で
は
な
く
、
『
八
雲
御
抄
』
に

拠
れ
ば
「
山
城
　
大
井
川
也
」
と
す
る
「
と
な
せ
の
た
き
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
共
に
「
み
ね
の
あ
ら
し
」
が
「
ふ
く
」
と
す
る
が
、
特

に
後
者
の
よ
う
に
大
井
川
に
吹
く
と
す
る
な
ら
ば
、
吹
き
降
ろ
す
意
の
「
お
ろ
す
」
を
用
い
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
清
輔
詠
は
、
小
倉
山
の
紅
葉
を
詠
む
こ
と
で
は
前
者
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「
ー
は
－
な
り
け
り
」
型
で
紅
葉
す
る
原
因
を
詠
む
点
で
は

異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
お
ろ
す
」
を
詠
み
入
れ
て
い
る
。
（
峰
の
）
嵐
が
「
降
ろ
す
」
と
す
る
例
は
少
な
く
、
わ
ず
か
に
清
輔
撰

　
藤
原
清
輔
詠
歌
の
父
祖
詠
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



一
三

『
続
詞
花
集
』
秋
下
の
、
斎
院
中
将
作
、

　
㎜
紅
に
や
し
ほ
そ
め
た
る
も
み
ぢ
ば
を
お
ろ
す
嵐
の
ね
に
か
へ
す
か
な

と
、
『
堀
河
百
首
』
出
詠
で
、
の
ち
に
『
千
載
集
』
秋
下
に
撰
入
さ
れ
る
肥
後
作
の
、

　
㎜
み
む
ろ
や
ま
お
ろ
す
あ
ら
し
の
さ
び
し
き
に
っ
ま
よ
ぶ
し
か
の
声
た
ぐ
ふ
な
り
（
千
載
集
）

く
ら
い
で
あ
り
、
清
輔
は
こ
れ
に
従
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
も
清
輔
詠
は
祖
父
に
倣
い
な
が
ら
も
新
し
さ
を
求
め
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

　
「
乍
随
不
会
恋
」
と
あ
る
、

　
獅
水
ゆ
け
ば
川
そ
ひ
柳
打
ち
な
び
き
も
と
の
心
は
ゆ
る
ぎ
げ
も
な
し

を
み
よ
う
。
「
川
そ
ひ
柳
」
は
清
輔
の
少
し
前
か
ら
盛
ん
に
詠
ま
れ
る
。
源
俊
頼
は
『
堀
河
百
首
』
に
お
い
て
、

　
㎜
藻
か
り
舟
ほ
づ
つ
し
め
な
は
心
せ
よ
川
ぞ
ひ
柳
風
に
波
よ
る

『
散
木
奇
歌
集
』
に
は
、

　
㎜
五
月
雨
は
川
そ
ひ
柳
み
が
く
れ
て
そ
こ
の
た
ま
も
と
な
り
に
け
る
か
な

と
見
え
る
。
し
か
し
、
歌
語
士
じ
て
共
通
す
る
だ
け
で
あ
り
、
当
歌
へ
の
影
響
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
顕
季
の
歌
に
、
『
堀
河
百
首
』
に
出

詠
さ
れ
、
の
ち
に
「
荒
和
祓
」
と
し
て
収
め
ら
れ
る
、

　
㎜
み
な
づ
き
の
か
は
ぞ
ひ
や
な
ぎ
う
ち
な
び
き
な
ご
し
の
は
ら
へ
せ
ぬ
人
ぞ
な
き

が
存
す
る
。
二
、
三
旬
目
は
清
輔
詠
と
全
く
同
じ
で
あ
る
が
、
祖
父
詠
の
実
景
的
な
詠
法
に
対
し
て
、
清
輔
は
川
沿
い
柳
が
摩
く
よ
う
に

思
い
人
が
摩
く
と
す
る
比
楡
的
詠
み
方
を
し
て
い
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
四
、
五
句
目
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
似
通
っ
て
い
る
の
は
、

長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
五
月
二
十
六
日
催
行
の
「
左
近
権
中
将
俊
忠
朝
臣
家
歌
合
」
で
の
藤
原
仲
実
詠
、

　
2
4
い
か
に
せ
ん
ち
び
き
の
い
し
は
く
だ
く
と
も
人
の
心
は
ゆ
る
ぎ
げ
も
な
し

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
柳
は
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。
当
歌
合
か
ら
『
袋
草
紙
』
下
巻
に
三
首
と
判
詞
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
（
こ
の

歌
は
出
な
い
）
、
清
輔
の
承
知
す
る
歌
合
で
あ
っ
た
。



　
「
川
そ
ひ
柳
」
を
詠
む
歌
で
言
え
ば
、
次
の
二
首
に
影
響
さ
れ
て
い
よ
う
か
。
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
六
に
、

　
5

　
1
5
い
な
む
し
ろ
か
は
ぞ
ひ
や
な
ぎ
み
づ
ゆ
け
ば
お
き
ふ
し
す
れ
ど
そ
の
ね
た
え
せ
ず

　
4

と
見
え
、
『
奥
義
抄
』
に
は
四
、
五
句
目
「
な
び
き
お
き
ふ
し
そ
の
ね
は
た
え
ず
」
と
し
、
「
柳
の
す
ゑ
は
と
か
く
な
れ
ど
根
は
う
ご
か
ぬ

を
、
我
身
に
よ
せ
て
と
か
く
ま
ど
へ
ど
わ
が
も
と
は
た
え
じ
と
よ
め
る
也
」
と
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
清
輔
の
「
ゆ
る
ぎ
げ
も
な
し
」
が

こ
の
五
句
目
に
通
じ
る
。
い
ま
一
首
は
、
『
頼
輔
集
』
の
、
「
同
会
（
注
、
後
白
河
法
皇
の
供
花
会
）
、
乍
随
不
逢
恋
」
と
す
る
、

　
7
2
み
づ
ひ
け
ば
か
は
ぞ
ひ
や
な
ぎ
な
び
け
ど
も
そ
の
ね
は
っ
よ
き
も
の
を
こ
そ
お
も
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

　
清
輔
詠
と
同
題
で
あ
る
が
、
同
じ
折
の
も
の
か
否
か
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
同
一
の
会
で
詠
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、
上
の
句
が
似
る

こ
と
か
ら
前
も
っ
て
話
し
合
っ
た
か
、
あ
る
い
は
作
歌
す
る
途
中
で
互
い
に
作
晶
を
提
示
し
合
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
頼
輔
は
下
の
旬

で
強
靭
な
根
を
詠
み
、
清
輔
も
同
様
の
旨
を
別
の
言
い
方
で
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
清
輔
の
、

　
螂
な
に
か
思
ふ
な
が
れ
に
な
び
く
河
柳
そ
の
ね
は
っ
よ
し
朽
ち
も
は
て
じ
ぞ

に
も
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
次
は
以
前
に
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
簡
略
に
述
べ
て
お
こ
う
。
「
寒
夜
千
鳥
」
の
、

　
犯
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
」
は
『
万
葉
集
』
巻
六
に
見
え
て
い
る
。

　
蜘
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

　
こ
れ
に
拠
り
顕
季
は
次
の
よ
う
に
詠
む
。
『
堀
河
百
首
』
に
出
詠
さ
れ
、
の
ち
に
「
千
鳥
」
と
し
て
見
え
る
、

　
湖
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

　
清
輔
は
こ
の
歌
に
よ
っ
て
万
葉
歌
を
知
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
祖
父
が
万
葉
歌
と
同
じ
よ
う
に
千
鳥
が
鳴
く
原
因
を
詠
む
の
に

対
し
て
、
清
輔
詠
は
川
風
に
伴
っ
て
聞
一
」
え
て
く
る
千
鳥
の
声
の
「
さ
や
け
さ
」
が
眼
目
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
清
輔
の
五
旬
目
は
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
η

陵
部
蔵
『
柿
本
集
』
（
五
〇
一
⑧
四
七
）
の
、

　
山
こ
の
比
の
あ
き
の
あ
さ
け
の
き
り
か
く
れ
妻
よ
ふ
し
か
の
こ
ゑ
の
さ
や
け
さ

　
藤
原
清
輔
詠
歌
の
父
祖
詠
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…



二
四

に
負
う
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
次
に
、
い
ま
ま
で
と
は
趣
の
異
な
る
例
歌
を
上
げ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
「
神
砥
」
の
、

　
湖
は
ふ
り
こ
が
さ
す
玉
ぐ
し
の
ね
ぎ
ご
と
に
み
だ
る
る
か
み
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

で
あ
る
が
、
清
輔
に
こ
う
詠
ま
し
め
た
の
は
、
祖
父
の
「
い
の
れ
ど
あ
は
ぬ
恋
」
と
す
る
、

　
蝸
は
ふ
り
こ
が
い
の
り
を
神
や
う
け
ざ
ら
ん
わ
が
に
し
き
ぎ
を
と
る
人
も
な
き

に
拠
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
共
通
す
る
語
は
「
は
ふ
り
こ
」
「
か
み
」
く
ら
い
し
か
な
い
。
顕
季
は
、
「
錦
木
」
の
故
事
を
踏
ま
え
て
、

祝
子
の
祈
り
を
無
視
し
て
神
は
恋
し
い
女
が
気
に
入
る
よ
う
に
計
ら
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
と
い
う
恨
み
を
詠
む
。
清
輔
は
、
祝
子
の
願
掛

け
に
対
し
て
神
は
思
い
悩
む
こ
と
も
な
く
、
願
い
事
を
叶
え
る
だ
ろ
う
と
す
る
。
っ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
相
反
す
る
内
容
を
詠
ん
で
い
る
の

で
あ
り
、
影
響
関
係
を
想
定
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
実
は
、
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
が
清
輔
の
歌
に
は
多
く
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
萩
花
勝
春
花
」
の
、

　
m
小
萩
原
や
な
ぎ
さ
く
ら
を
こ
き
ま
ぜ
し
春
の
錦
も
し
か
じ
と
ぞ
お
も
ふ

は
言
う
ま
で
も
な
く
『
古
今
集
』
春
上
に
見
え
る
、

　
5
6
み
わ
た
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
宮
こ
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る

を
意
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
若
菜
」
の
、

　
1
6
し
ろ
た
へ
の
袖
ふ
り
は
へ
て
春
の
野
の
わ
か
な
は
雪
も
っ
む
に
ぞ
有
り
け
る

は
『
古
今
集
』
春
上
、
貫
之
作
の
、

　
2
2
か
す
が
の
の
わ
か
な
つ
み
に
や
白
妙
の
袖
ふ
り
は
へ
て
人
の
ゆ
く
ら
む

を
踏
ま
え
て
い
る
。
古
今
歌
が
若
菜
を
摘
み
に
人
々
が
行
く
と
詠
む
の
に
対
し
て
、
清
輔
は
雪
が
積
も
っ
て
い
る
の
で
人
だ
け
で
な
く
雪

も
若
菜
を
摘
む
と
作
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
後
拾
遺
集
』
春
上
の
、

　
3
2
ひ
と
は
み
な
の
べ
の
こ
ま
っ
を
ひ
き
に
ゆ
く
け
さ
の
わ
か
な
は
ゆ
き
や
っ
む
ら
ん

に
拠
り
所
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
題
不
知
」
詠
で
あ
る
、



　
㎜
思
ふ
こ
と
の
こ
ら
ぬ
物
は
鹿
の
ね
を
聞
き
あ
か
し
つ
る
ね
覚
な
り
け
り

は
同
じ
く
『
古
今
集
』
秋
上
の
次
の
歌
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

　
犯
山
里
は
秋
こ
そ
こ
と
に
わ
び
し
け
れ
し
か
の
な
く
ね
に
め
を
さ
ま
し
っ
っ

　
古
今
歌
は
山
里
に
限
定
し
て
そ
の
淋
し
さ
を
鹿
の
音
で
象
徴
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
。
清
輔
は
寝
覚
め
し
て
鹿
の
音
を
聞
き
明
か
し
た

こ
と
の
満
足
感
を
詠
ん
で
お
り
、
お
お
よ
そ
対
照
的
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
「
秋
は
な
」
の
、

　
㎜
う
す
ぎ
り
の
ま
が
き
の
花
の
あ
さ
じ
め
り
秋
は
夕
と
た
れ
か
い
ひ
け
ん

の
下
の
句
は
、
た
と
え
ば
『
枕
草
子
』
に
代
表
さ
れ
る
「
秋
は
タ
暮
」
な
ど
を
通
念
と
す
る
の
に
対
す
る
反
発
で
あ
ろ
う
。
「
は
ふ
り
こ

が
」
詠
は
こ
れ
ら
と
同
じ
様
相
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

三

　
次
に
、
父
顕
輔
の
歌
を
脳
裏
に
思
い
浮
か
べ
て
い
る
例
を
上
げ
て
み
よ
う
。
「
山
家
早
春
」
の
、

　
4
を
の
山
の
春
の
し
る
し
は
炭
が
ま
の
煙
よ
り
こ
そ
霞
み
そ
め
け
れ

で
あ
る
が
、
「
炭
が
ま
」
と
「
を
の
山
」
の
取
り
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
『
和
歌
初
学
抄
』
に
「
炭
が
ま
　
大
原
山
　
ヲ
ノ
山
　
カ
サ
ト
リ

山
」
と
あ
り
、
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
の
は
『
堀
河
百
首
』
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
源
師
時
詠
、
の
ち
に
『
金
葉
集
』
冬
に
入
集
す
る
、

　
1

　
㎜
す
み
が
ま
に
た
っ
け
ぷ
り
さ
へ
を
の
山
は
雪
げ
の
雲
と
み
ゆ
る
な
り
け
り

や
源
師
頼
詠
に
、

　
6

　
㎝
お
ほ
原
や
を
の
の
す
み
が
ま
雪
ふ
り
て
心
ぼ
そ
げ
に
立
っ
け
ぶ
り
か
な

　
ー

と
あ
る
。
そ
し
て
顕
季
も
、

　
7

　
0
7
炭
が
ま
や
そ
こ
と
も
み
え
ず
ふ
る
雪
に
道
た
え
ぬ
ら
ん
を
の
の
里
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
1

と
詠
ん
で
お
り
、
家
集
に
入
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
炭
竃
」
題
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
「
冬
」
の
一
歌
題
で
あ
る
。
清
輔
は
「
か
す

み
」
を
詠
ん
で
お
り
、
春
の
景
と
な
っ
て
い
る
。
実
は
清
輔
詠
に
こ
れ
と
同
じ
趣
の
も
の
が
「
炭
竃
」
と
し
て
、

　
藤
原
清
輔
詠
歌
の
父
祖
詠
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻



二六

　
㎜
炭
が
ま
の
け
ぷ
り
に
か
す
む
を
の
山
は
年
に
し
ら
れ
ぬ
春
や
た
つ
ら
ん

と
あ
り
（
『
久
安
百
首
』
出
詠
歌
）
、
春
に
詠
ま
れ
る
。
清
輔
が
次
の
顕
輔
詠
を
襲
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
「
霞
」
に
、

　
7
4
す
み
が
ま
の
け
ぶ
り
に
む
せ
ぶ
を
の
山
は
み
ね
の
か
す
み
も
お
も
な
れ
に
け
り

と
あ
り
、
清
輔
両
詠
と
同
じ
「
を
の
山
」
「
す
み
が
ま
」
「
け
ぶ
り
」
「
か
す
み
」
が
見
え
て
お
り
、
特
に
「
炭
が
ま
の
」
詠
と
上
の
旬
は

酷
似
す
る
。
父
が
擬
人
化
し
て
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
う
た
い
上
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
清
輔
は
「
年
に
し
ら
れ
ぬ
春
」
と
、
同
じ
よ
う
に
擬

人
的
に
詠
出
し
て
い
る
。
こ
の
措
辞
は
『
拾
遺
集
』
春
、
貫
之
作
の
、

　
6
4
さ
く
ら
ち
る
こ
の
し
た
風
は
さ
む
か
ら
で
そ
ら
に
し
ら
れ
ぬ
ゆ
き
ぞ
ふ
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副

に
範
を
と
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
『
詞
花
集
』
雑
上
の
、

　
胴
す
ま
の
う
ら
に
や
く
し
ほ
が
ま
の
け
ぷ
り
こ
そ
は
る
に
し
ら
れ
ぬ
か
す
み
な
り
け
れ

と
、
「
け
ぷ
り
」
「
か
す
み
」
が
共
通
す
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
「
は
る
に
し
ら
れ
ぬ
」
に
倣
っ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
こ
れ
は
二
首
の
歌
を
合
成
し
て
詠
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
次
は
、
「
鶯
」
に
見
え
る
、

　
1
4
谷
の
と
に
か
へ
り
や
し
ぬ
る
鶯
の
花
の
ね
ぐ
ら
は
ち
り
つ
も
り
つ
つ

で
あ
る
が
、
「
花
の
ね
ぐ
ら
」
は
既
述
し
た
よ
う
に
清
輔
の
好
む
表
現
で
あ
っ
た
。
「
花
の
ね
ぐ
ら
」
が
鶯
と
う
た
い
合
わ
さ
れ
る
の
は
、

古
く
は
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
六
月
十
四
日
内
裏
歌
合
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
む

　
4
う
ぐ
ひ
す
の
な
く
ね
の
ど
か
に
き
こ
ゆ
な
り
花
の
ね
ぐ
ら
も
う
ご
か
ざ
る
べ
し

で
あ
り
、
こ
れ
は
『
袋
草
紙
』
の
流
布
本
に
欠
落
す
る
巻
末
部
分
に
見
ら
れ
（
陽
明
文
庫
蔵
本
）
、
こ
れ
に
は
最
後
が
「
ざ
る
ら
し
」
と

あ
る
。
こ
れ
以
降
、
顕
輔
ま
で
詠
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
鶯
」
に
、

　
7
3
う
ぐ
ひ
す
の
は
な
の
ね
ぐ
ら
に
と
ま
ら
ず
は
夜
ぶ
か
き
こ
ゑ
を
い
か
で
き
か
ま
し

と
見
え
る
。
「
花
の
ね
ぐ
ら
」
は
共
に
塒
が
咲
い
て
い
る
梅
の
木
で
あ
る
こ
と
を
こ
う
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
清
輔
詠
に
つ
い
て
、

「
国
歌
大
系
」
本
は
「
ち
り
」
に
「
塵
」
を
当
て
て
い
る
。
父
が
鶯
の
声
を
詠
む
の
に
対
し
て
清
輔
詠
は
視
覚
を
も
っ
て
作
ら
れ
た
歌
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帽

な
っ
て
い
る
。
歌
合
の
歌
も
声
を
対
象
に
し
て
お
り
、
ま
た
清
輔
没
の
翌
年
に
右
大
臣
九
条
兼
実
が
催
し
た
百
首
歌
に
お
い
て
も
、
俊
恵

の
『
林
葉
和
歌
集
』
に
「
右
大
臣
家
百
首
内
、
鶯
五
首
」
と
す
る
、

　
5
8
い
く
ほ
ど
も
住
み
は
っ
ま
じ
き
宿
と
て
や
花
の
ね
ぐ
ら
に
鶯
の
な
く

　
6
1
枝
ご
と
に
う
つ
ろ
ひ
鳴
く
は
う
ぐ
ひ
す
の
花
の
ね
ぐ
ら
や
住
み
う
か
る
ら
ん

が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
、
清
輔
は
先
例
に
も
従
う
こ
と
な
く
、
独
自
の
詠
み
方
を
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。

　
最
後
に
、
「
郭
公
」
に
見
え
る
歌
を
検
討
し
よ
う
。

　
6
7
郭
公
よ
こ
雲
わ
た
る
山
の
は
に
さ
も
ほ
の
め
き
て
過
ぎ
ぬ
な
る
か
な

　
「
よ
こ
雲
」
は
比
較
的
新
し
く
用
い
ら
れ
た
歌
語
で
あ
り
、
大
江
匡
房
作
（
一
〇
四
一
年
∫
一
一
一
一
）
で
、
『
和
歌
一
字
抄
』
に
、
．

　
㎜
山
桜
わ
き
ぞ
か
ね
つ
る
み
よ
し
の
の
よ
こ
雲
渡
る
春
の
明
ぼ
の

と
詠
ま
れ
る
の
が
初
出
で
あ
る
。
次
に
永
久
四
年
（
一
一
ニ
ハ
）
成
立
の
『
永
久
百
首
』
「
春
曙
」
に
、

　
2
6
山
の
は
の
よ
こ
雲
ば
か
り
わ
た
り
っ
っ
み
ど
り
に
み
ゆ
る
あ
け
ぼ
の
の
空

が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
「
よ
こ
雲
わ
た
る
」
と
す
る
の
は
清
輔
詠
と
同
じ
。
し
か
し
、
共
に
春
の
景
を
詠
む
こ
と
で
は
清
輔
と
は
異
な
る
。

次
い
で
見
え
る
、
清
輔
と
同
じ
郭
公
が
詠
ま
れ
る
顕
輔
の
歌
に
酷
似
す
る
も
の
が
あ
る
。
「
暁
月
聞
郭
公
」
の
、

　
9
月
か
げ
に
た
づ
ね
き
た
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
な
く
や
ま
の
は
に
よ
こ
ぐ
も
わ
た
る

　
こ
の
三
句
目
以
下
の
句
順
を
変
え
て
清
輔
は
上
の
句
に
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
内
容
的
に
は
、
顕
輔
詠
は
横
雲
の
方
に
い
わ
ば
主
眼

が
あ
る
が
、
清
輔
の
方
は
横
雲
は
添
え
物
に
す
き
ず
、
あ
く
ま
で
も
郭
公
を
詠
む
。
郭
公
を
正
面
に
据
え
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
．

か
ら
み
れ
ば
、
新
し
い
観
点
の
顕
輔
に
対
し
て
清
輔
は
旧
来
の
詠
み
方
と
言
え
よ
う
か
。
「
ほ
の
め
く
」
は
八
代
集
に
限
れ
ば
五
例
見
出

せ
る
が
、
こ
の
う
ち
郭
公
に
詠
ま
れ
る
の
は
次
の
二
首
で
あ
り
、
両
者
の
っ
な
が
り
は
け
っ
し
て
一
般
的
な
も
の
で
は
な
く
、
清
輔
は
特

に
前
者
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
㎜
ほ
と
と
ぎ
す
ほ
の
め
く
こ
ゑ
を
い
づ
か
た
と
き
き
ま
ど
は
し
っ
あ
け
ほ
の
の
そ
ら
（
金
葉
集
）

　
藤
原
清
輔
詠
歌
の
父
祖
詠
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



／、

蜥
心
を
ぞ
っ
く
し
は
て
っ
る
ほ
と
と
ぎ
す
ほ
の
め
く
よ
ひ
の
村
雨
の
そ
ら
（
千
載
集
）

　
最
後
に
、
清
輔
が
祖
父
、
父
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
を
詠
作
し
た
例
を
上
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
「
柳
」
の
、

　
2
9
わ
ぎ
も
子
が
す
そ
野
に
な
び
く
玉
柳
う
ち
た
れ
が
み
の
心
ち
こ
そ
す
れ

で
あ
る
が
、
二
句
目
「
す
そ
野
」
は
古
く
か
ら
詠
ま
れ
る
歌
語
で
は
な
い
。
確
実
な
例
と
し
て
は
、
『
後
拾
遺
集
』
秋
下
に
一
例
、
そ
し

て
顕
季
詠
に
、
「
兵
衛
督
の
家
歌
合
、
夏
風
」
と
あ
り
、
の
ち
に
『
金
葉
集
』
夏
、
『
袋
草
紙
』
下
巻
に
見
ら
れ
る
、

　
㎜
な
っ
ご
ろ
も
す
そ
の
の
く
さ
ば
ふ
く
か
ぜ
に
お
も
ひ
も
あ
へ
ず
し
か
や
な
く
ら
ん

の
二
首
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
承
け
た
清
輔
詠
に
、
『
久
安
百
首
』
に
出
詠
さ
れ
、
の
ち
に
「
鹿
」
と
し
て
収
め
ら
れ
る
、

　
㎜
た
か
さ
ご
の
を
の
へ
の
風
や
さ
む
か
ら
ん
す
そ
の
の
原
に
鹿
ぞ
な
く
な
る

が
あ
る
。
裾
野
を
吹
く
夏
の
涼
し
い
風
で
鹿
が
秋
の
到
来
を
待
望
す
る
祖
父
詠
に
対
し
て
、
清
輔
は
風
の
寒
さ
を
鹿
が
悲
し
む
と
し
て
お

り
、
例
の
よ
う
に
異
な
っ
た
詠
み
方
で
あ
る
。
で
は
、
「
わ
ぎ
も
子
が
」
詠
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
わ
ぎ
も
子
が
」
は
「
す
そ
」
に

か
か
る
枕
詞
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
倣
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
も
の
の
一
つ
に
『
久
安
百
首
』
出
詠
の
顕
輔
作
が
あ
る
。

　
鋤
わ
ぎ
も
こ
が
す
そ
野
に
匂
ふ
ふ
ぢ
ば
か
ま
露
は
む
す
べ
ど
ほ
こ
ろ
び
に
け
り

　
の
ち
に
『
新
勅
撰
集
』
秋
上
に
撰
入
さ
れ
る
。
そ
し
て
同
じ
顕
輔
詠
が
「
蘭
」
に
、

　
4
7
わ
ぎ
も
こ
が
す
そ
の
に
に
ほ
ふ
ふ
ぢ
ば
か
ま
お
も
ひ
そ
め
て
し
心
た
が
ふ
な

と
見
え
、
両
詠
は
上
の
旬
が
全
く
一
緒
で
あ
る
が
、
後
者
は
上
の
旬
が
序
詞
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
顕
季
の
次
の
歌
に
負
う
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
「
早
苗
」
に
、

　
㎜
わ
ぎ
も
こ
が
す
そ
わ
の
た
ゐ
に
ひ
き
っ
れ
て
た
ご
の
て
ま
な
く
と
る
さ
な
へ
か
な

と
あ
る
が
、
「
す
そ
の
」
で
は
な
く
「
す
そ
わ
」
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
『
万
葉
集
』
巻
九
の
、

　
2

　
7
6
つ
く
は
ね
の
す
そ
わ
の
た
ゐ
に
あ
き
た
か
る
い
も
が
り
や
ら
む
も
み
ち
た
を
ら
な

　
1



に
拠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
顕
季
は
「
わ
ぎ
も
こ
が
」
を
「
す
そ
」
に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
る
が
（
こ
れ
は
顕
季
に

　
　
　
　
　
　
　
　
岨

始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
、
顕
輔
は
顕
季
「
な
つ
ご
ろ
も
」
詠
に
あ
る
「
す
そ
の
」
を
使
っ
て
こ
れ
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

清
輔
詠
の
三
、
四
旬
目
は
『
堀
河
百
首
』
の
大
江
匡
房
作
、

　
山
さ
ほ
ひ
め
の
う
ち
た
れ
が
み
の
玉
柳
た
だ
春
風
の
け
づ
る
な
り
け
り

の
二
、
三
句
目
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
「
わ
ぎ
も
こ
」
の
関
係
で
「
う
ち
た
れ
が
み
」
は
相
応
し
い
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
は
「
留
言
失
恋
」
と
し
て
見
え
る
、

　
m
中
中
に
か
く
れ
の
を
野
の
を
み
な
へ
し
露
の
か
た
み
を
な
に
に
置
き
け
ん

で
あ
る
。
「
か
く
れ
の
を
野
」
と
い
う
歌
枕
は
次
の
顕
季
詠
が
初
出
で
あ
ろ
う
。
『
堀
河
百
首
』
に
出
詠
し
、
の
ち
「
女
郎
花
」
と
し
て
収

め
ら
れ
る
。

　
㎜
あ
き
ぎ
り
に
か
く
れ
の
を
の
の
を
み
な
へ
し
わ
が
た
も
と
に
は
に
ほ
へ
と
ぞ
お
も
ふ

　
「
か
く
れ
」
に
「
隠
れ
」
を
掛
け
る
の
が
眼
目
で
あ
る
。
顕
輔
は
「
萩
」
と
し
て
、

　
9
9
人
も
見
ぬ
か
く
れ
の
を
の
に
さ
く
は
ぎ
は
こ
れ
こ
そ
よ
る
の
に
し
き
な
り
け
れ

と
詠
ん
で
お
り
、
女
郎
花
に
代
わ
っ
て
「
萩
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、
「
か
く
れ
の
を
の
」
で
は
な
い
が
、
『
万
葉
集
』
巻
八
の
、

　
0

　
5
4
よ
ひ
に
あ
ひ
て
あ
さ
か
ほ
は
づ
る
か
く
れ
の
の
は
ぎ
は
ち
り
に
き
も
み
ち
は
や
っ
げ

　
1

が
脳
裏
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
顕
輔
詠
も
顕
季
を
承
け
て
「
隠
れ
」
を
掛
け
る
。
清
輔
詠
も
二
、
三
旬
目
は
顕
季
と
同
じ
よ
う
に

「
隠
れ
」
を
掛
け
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
序
詞
と
し
て
機
能
さ
せ
て
い
る
点
で
は
異
な
る
。
そ
し
て
「
を
み
な
へ
し
」
に
女
を
響
か
せ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
姿
を
消
し
た
女
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
文
を
残
し
た
こ
と
を
か
え
っ
て
恨
ん
で
い
る
男
の
歌
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
な
お
、
四
句
目
は
『
拾
遺
集
』
雑
上
の
、

　
螂
ゆ
く
す
ゑ
の
忍
草
に
も
有
り
や
と
て
つ
ゆ
の
か
た
み
も
お
か
ん
と
ぞ
思
ふ

に
拠
っ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。

藤
原
清
輔
詠
歌
の
父
祖
詠
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

二九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇

　
以
上
、
清
輔
が
父
祖
詠
か
ら
い
か
に
影
響
を
う
け
た
か
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
他
に
一
句
だ
け
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は

省
略
に
従
っ
て
お
い
た
。
こ
の
稿
に
お
い
て
も
、
清
輔
は
複
数
の
歌
を
合
成
し
て
作
歌
す
る
こ
と
、
構
成
や
着
想
は
似
る
が
、
単
な
る
模

倣
に
終
る
こ
と
な
く
工
夫
を
凝
ら
し
て
お
り
、
い
わ
ば
清
輔
ら
し
さ
を
際
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
と

思
う
。
そ
も
そ
も
清
輔
は
い
わ
ゆ
る
本
歌
取
り
に
興
味
が
あ
り
、
歌
学
書
の
中
で
も
最
も
早
い
著
述
（
一
二
二
五
年
∫
四
四
）
で
、
時
に

清
輔
三
十
二
∫
四
十
一
歳
こ
ろ
の
『
奥
義
抄
』
に
も
、
こ
と
に
「
盗
古
歌
証
歌
」
項
を
設
け
て
お
り
、
数
多
く
の
例
を
上
げ
て
い
る
。
そ

こ
の
冒
頭
に
、

　
ふ
る
き
歌
の
こ
㌧
ろ
は
よ
む
ま
じ
き
こ
と
な
れ
共
、
よ
く
よ
み
っ
れ
ば
み
な
も
ち
ゐ
ら
る
。
名
を
え
た
ら
む
人
は
あ
な
が
ち
の
名
歌
に

　
あ
ら
ず
は
、
よ
み
だ
に
ま
し
て
ば
揮
る
ま
じ
き
な
り
。
又
な
か
ら
を
と
り
て
よ
め
る
歌
も
あ
り
。
そ
れ
は
猶
こ
㌧
ろ
え
ぬ
こ
と
也
。

と
の
立
言
が
あ
る
。
一
般
的
に
は
古
歌
と
同
じ
内
容
の
歌
は
詠
む
べ
き
で
は
な
い
が
、
上
手
に
詠
め
ば
良
い
。
著
名
な
人
は
、
特
別
な
秀

歌
で
は
な
い
古
歌
を
本
歌
よ
り
上
手
に
詠
め
ば
差
し
支
え
な
い
。
し
か
し
、
半
分
を
古
歌
を
取
り
用
い
て
詠
む
歌
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
や

は
り
納
得
で
き
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
意
で
あ
ろ
う
。
清
輔
は
基
本
的
に
は
本
歌
取
り
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

う
ち
、
「
又
な
か
ら
…
…
」
の
部
分
に
っ
い
て
は
、
特
に
「
以
下
歌
已
取
レ
半
」
と
し
て
具
本
例
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
万

葉
集
』
巻
十
一
の
（
以
下
、
『
奥
義
抄
』
に
見
え
る
歌
は
『
奥
義
抄
』
本
文
に
拠
る
）
、

　
6

　
4
3
こ
と
に
い
で
て
い
は
ゾ
ゆ
㌧
し
み
山
川
の
た
ぎ
っ
こ
㌧
ろ
を
せ
き
ぞ
か
ね
っ
る

　
2

と
下
の
旬
が
共
通
す
る
『
古
今
集
』
恋
一
の
、

　
蜘
あ
し
び
き
の
山
し
た
水
の
こ
が
く
れ
て
た
ぎ
っ
心
を
せ
き
ぞ
か
ね
っ
る

が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
類
す
る
も
の
が
前
出
の
清
輔
詠
に
あ
り
、
一
四
、
三
一
、
二
六
七
、
二
七
一
番
歌
は
二
句
に
わ
た
っ
て
本

歌
と
同
じ
で
あ
る
。
三
一
番
歌
は
下
の
句
全
体
が
通
じ
て
お
り
、
こ
の
例
歌
と
ほ
ぼ
同
じ
。
他
は
五
七
音
の
二
句
が
共
通
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
は
「
取
レ
半
」
に
該
当
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
お
お
よ
そ
観
点
や
詠
法
が
違
っ
て
お
り
、
序
詞
と

し
て
用
い
て
い
る
こ
と
な
ど
に
お
い
て
父
祖
詠
と
は
異
な
る
。
『
奥
義
抄
』
の
同
じ
箇
所
に
上
げ
る
、
『
万
葉
集
』
巻
十
一
の
、

　
7

　
㎜
た
か
山
の
い
は
も
と
た
ぎ
り
ゆ
く
水
の
音
に
は
た
て
じ
こ
ひ
は
し
ぬ
と
も



と
『
古
今
集
』
恋
一
の
、

　
棚
よ
し
の
川
い
は
き
り
と
ほ
し
行
く
水
の
音
に
は
た
て
じ
恋
ひ
は
し
ぬ
と
も

の
関
係
と
比
べ
て
み
れ
ば
（
こ
れ
ら
の
方
が
共
通
す
る
旬
数
は
多
い
が
）
、
そ
の
違
い
は
瞭
然
で
あ
る
。
た
と
え
多
く
を
他
の
歌
に
拠
っ

た
と
し
て
も
、
工
夫
を
凝
ら
し
て
新
た
に
歌
を
作
り
上
げ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
清
輔
は
理
想
的
な
「
盗
古
歌
」
歌
と
し
て
ど
う
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
『
奥
義
抄
』
の
先
述
の

立
言
の
あ
と
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
歌
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
『
拾
遺
集
』
秋
の
、

　
㎜
河
ぎ
り
の
ふ
も
と
を
こ
め
て
立
ち
ぬ
れ
ば
そ
ら
に
ぞ
秋
の
山
は
み
え
け
る

と
『
続
詞
花
集
』
秋
下
の
、

　
捌
麓
を
ば
宇
治
の
河
霧
立
ち
こ
め
て
雲
ゐ
に
み
ゆ
る
朝
日
山
か
な

が
見
ら
れ
る
。
後
者
は
『
袋
草
紙
』
雑
談
部
に
紹
介
さ
れ
、
公
実
が
本
歌
取
り
を
自
讃
し
た
逸
話
と
し
て
伝
わ
っ
て
お
り
、
の
ち
に
『
新

古
今
集
』
秋
下
に
撰
入
さ
れ
る
。
麓
の
川
霧
に
山
が
浮
か
ん
で
見
え
る
と
い
う
本
歌
を
承
け
て
、
朝
日
山
に
代
表
さ
せ
て
宇
治
の
情
趣
を

巧
み
に
詠
み
上
げ
て
い
る
こ
と
を
清
輔
も
称
賛
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
と
一
例
を
見
る
と
、
『
後
撰
集
』
春
中
の
、

　
6
0
か
へ
る
か
り
雲
井
に
ま
ど
ふ
こ
ゑ
す
な
り
か
す
み
ふ
き
と
け
こ
の
め
は
る
風

と
『
金
葉
集
』
夏
、

　
峨
ほ
と
㌧
ぎ
す
く
も
ぢ
に
ま
ど
ふ
声
す
な
り
を
や
み
だ
に
せ
よ
五
月
雨
の
そ
ら

が
あ
る
。
こ
れ
に
っ
い
て
、
渡
部
泰
明
氏
は
『
金
葉
集
』
歌
が
題
詠
（
「
雨
中
雷
公
鳥
」
）
の
歌
で
あ
り
、
こ
れ
を
作
者
源
経
信
が
上
手
に

詠
み
こ
な
し
た
こ
と
を
注
視
さ
せ
る
た
め
に
清
輔
は
上
げ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
確
か
に
「
主
題
や
季
節
を
変
え
た
転
換
の
仕
方
が
巧

ωみ
」
な
歌
で
あ
る
。

　
父
祖
詠
を
脳
裏
に
思
い
浮
か
べ
て
作
ら
れ
た
自
詠
は
こ
れ
ら
と
同
じ
よ
う
な
手
際
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
清
輔
は
言
い
た
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
清
輔
の
拠
り
所
と
し
た
歌
が
『
金
葉
集
』
『
詞
花
集
』
に
入
集
し
、
清
輔
自
撰
の
『
和
歌
一
字
抄
』
『
和
歌
初
学
抄
』
に
採
収

　
藤
原
清
輔
詠
歌
の
父
祖
詠
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三

さ
れ
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
（
清
輔
没
後
の
『
千
載
集
』
『
古
来
風
鉢
抄
』
に
採
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
）
、
清
輔
の
営
為
は
父
祖
を
顕
彰
す
る

ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

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

　
　
ω
「
藤
原
清
輔
の
詠
歌
－
特
に
、
万
葉
歌
の
受
容
に
つ
い
て
ー
」
（
本
誌
、
第
二
十
二
号
）

　
　
㈹
松
野
陽
一
氏
「
平
安
末
期
散
侠
歌
会
考
ω
1
法
性
寺
忠
通
家
月
三
十
五
首
会
1
」
（
「
和
歌
史
研
究
会
会
報
」
六
十
号
）

　
　
ω
鳥
井
千
佳
子
氏
「
清
輔
本
古
今
集
の
性
格
」
（
「
和
歌
文
学
研
究
」
第
四
十
九
号
）

　
　
⑤
久
保
田
淳
氏
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』
第
二
篇
第
二
章
、
拙
稿
「
藤
原
清
輔
の
「
公
通
家
十
首
会
」
へ
の
参
加
を
め
ぐ
っ
て
」

　
　
　
（
「
和
歌
文
学
研
究
」
第
六
十
四
号
）
、
村
上
さ
や
か
氏
「
崇
徳
院
句
題
百
首
考
」
（
「
和
歌
文
学
研
究
」
第
六
十
七
号
）

　
　
㈹
注
②
に
同
じ
。

　
　
m
『
私
家
集
大
成
　
中
古
1
』
に
拠
る
。

　
　
㈱
加
藤
睦
氏
「
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
）

　
　
㈱
松
野
陽
一
氏
『
藤
原
俊
成
の
研
究
』
第
一
篇
第
；
阜
第
二
節

　
　
ω
安
田
純
生
氏
「
藤
原
顕
輔
の
和
歌
1
『
久
安
百
首
』
の
作
晶
に
つ
い
て
1
」
（
『
講
座
平
安
文
学
論
究
』
第
三
輯
）

　
　
ω
「
藤
原
清
輔
の
「
本
歌
取
り
」
意
識
1
『
奥
義
抄
』
「
盗
古
歌
証
歌
」
を
め
ぐ
っ
て
1
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
平
七
年
五
月
号
）

　
　
　
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
。
た
だ
し
、
『
金
葉
集
』
は
二
度
本
を
用

　
　
　
い
、
『
万
葉
集
』
は
西
本
願
寺
本
の
訓
み
に
従
っ
た
。
歌
学
書
に
っ
い
て
は
『
日
本
歌
学
大
系
』
を
用
い
た
。


