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は
じ
め
に

﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
の
原
型
は
、
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
六
月
頃

に
詠
進
さ
れ
た
後
鳥
羽
院
の
第
三
度
応
制
百
首
歌
で
あ
る
。
後
鳥
羽

院
は
翌
年
九
月
、
こ
の
百
首
歌
を
と
り
ま
と
め
て
二
十
巻
の
歌
合
と

し
、
十
人
の
判
者
に
分
配
し
て
判
進
を
命
じ
た
。
そ
れ
は
当
代
随
一

の
権
勢
を
誇
っ
た
源
通
親
の
死
の
、
一
个
月
ほ
ど
前
で
あ
っ
た
。

通
親
は
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
お
よ
び
、
後
鳥
羽
院
最
初
の
応
制
百

首
﹃
正
治
初
度
百
首
﹄
の
作
者
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
薨
去
に
よ
り

無
判
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
夏
部
の
判
者
に
も
指

名
さ
れ
て
い
た
。
通
親
が
後
鳥
羽
院
歌
壇
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ

は
久
保
田
淳
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り⎠

1
⎝

、
ま
た
通
親
家
の
影

供
歌
合
の
重
要
性
も
、
上
野
順
子
氏
に
よ
り
示
さ
れ⎠

2
⎝

て
い
る
。﹃
擬

香
山
模
草
堂
記
﹄
等
の
作
者
で
も
あ
り
、﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
の
作
者

の
中
で
も
様
々
な
観
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
な
歌
人
だ
ろ
う
。
近
年

は
尾
葉
石
真
理
氏
に
よ
り
、﹃
正
治
初
度
百
首
﹄
に
お
け
る
通
親
の
表

現
や
﹃
万
葉
集
﹄
摂
取
の
方
法
に
つ
い
て
も
検
討
が
進
め
ら
れ
た⎠

3
⎝

。

本
稿
で
は
通
親
の
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
百
首
（
以
下
「
通
親
百
首
」
と

呼
ぶ
）
の
先
行
作
品
摂
取
に
主
に
着
目
し
な
が
ら
、
通
親
百
首
の
特

色
の
一
端
を
考
え
た
い
。

以
後
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
の
本
文
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
館
蔵

高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス⎠

4
⎝

の
高
松
宮
本
の
白
黒
写
真
に

よ
り
、
有
吉
保
氏
の
校
本⎠

5
⎝

を
参
照
し
た
。
た
だ
し
引
用
に
あ
た
っ
て

は
私
意
に
よ
り
表
記
を
改
め
た
。﹃
万
葉
集
﹄
は
﹃
校
本
萬
葉
集
﹄

に
よ
り
廣
瀬
本
の
訓
を
用
い
、
歌
番
号
は
旧
国
歌
大
観
に
従
っ
た
。

そ
の
他
の
作
品
は
、
歌
番
号
、
本
文
と
も
に
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に

源
通
親
の
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
百
首
に
お
け
る
先
行
作
品
摂
取

岡
本　

光
加
里
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よ
り
、
表
記
を
適
宜
改
め
て
引
い
た
。
ま
た
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
よ

り
通
親
詠
を
引
用
す
る
際
は
、
通
親
百
首
の
中
で
の
通
し
番
号
を
歌

の
冒
頭
に
付
し
、
歌
の
末
尾
の
括
弧
内
に
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
の
歌

番
号
を
示
す
。

一　

季
部
に
お
け
る
﹃
古
今
集
﹄﹃
伊
勢
物
語
﹄
摂
取

最
初
に
、
通
親
の
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
春
部
二
十
首
の
先
行
作
品

摂
取
を
み
て
み
た
い
。
先
行
作
品
摂
取
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
左

に
そ
の
先
行
作
品
を
一
字
下
げ
小
字
で
併
記
し
、
摂
取
元
の
歌
と
新

歌
に
共
通
す
る
表
現
に
傍
線
を
引
い
て
い
る
。

１ 

よ
を
こ
め
て
竹
に
囀
る
鶯
の
声
の
色
に
や
春
の
み
ど
り
は

（
四
）

２ 

石
そ
そ
ぐ
た
る
ひ
の
う
へ
に
さ
す
日
か
げ
う
ち
と
け
に
け
る

春
の
は
つ
空
（
三
二
）

　
　

 

石
そ
そ
ぐ
垂
水
の
上
の
早
蕨
の
萌
え
出
る
春
に
な
り
に
け
る
か

も
（
万
葉
集
巻
八
・
一
四
一
八
・
志
貴
皇
子
）

３ 

昨
日
ま
で
つ
ら
ら
の
そ
こ
に
見
し
ね
ぜ
り
今
朝
は
雪
消
の
水

に
こ
そ
つ
め
（
九
〇
）

４ 

春
風
に
な
び
く
の
み
か
は
鶯
の
き
ゐ
る
に
た
へ
ぬ
青
柳
の
糸

（
一
一
八
）

５ 

な
が
む
れ
ば
見
え
み
見
え
ず
み
は
る
が
す
み
た
ち
ゐ
る
野
辺

に
若
菜
つ
む
人
（
一
四
六
）

　
　

 

難
波
潟
浦
ふ
く
風
に
波
た
て
ば
つ
の
ぐ
む
葦
の
み
え
み
み
え
ず

み
（
後
拾
遺
集
春
上
・
四
四
・
読
人
不
知
）

６ 

く
れ
は
ど
り
あ
や
に
な
が
め
の
な
り
ゆ
く
か
み
ど
り
の
空
に

あ
そ
ぶ
い
と
ゆ
ふ
（
一
七
四
）

　
　
野
草
芳
菲
紅
錦
地　

遊
糸
繚
乱
碧
羅
天

 

（
和
漢
朗
詠
集
春
・
春
興
・
劉
禹
錫
）

７ 

は
る
が
す
み
た
て
る
や
い
づ
こ
は
る
を
ま
つ
こ
こ
ろ
よ
り
こ

そ
た
ち
は
じ
め
け
れ
（
二
〇
二
）

　
　

 

春
霞
た
て
る
や
い
づ
こ
み
吉
野
の
吉
野
の
山
に
雪
は
ふ
り
つ
つ

（
古
今
集
春
上
・
三
・
読
人
不
知
）

８ 

春
雨
に
こ
ぬ
れ
か
く
れ
て
鶯
の
声
う
ち
し
め
る
夕
暮
れ
の
空

（
二
三
〇
）

　
　

 

春
去
れ
ば
木
末
隠
り
て
鶯
ぞ
な
き
て
い
ぬ
な
る
梅
が
し
づ
え
に

（
万
葉
集
巻
五
・
八
二
七
・
作
者
未
詳
）

９ 

ひ
き
つ
ら
ね
帰
る
こ
し
ぢ
に
日
は
暮
れ
ぬ
雲
の
い
づ
こ
に
宿

を
か
り
が
ね
（
二
五
八
）

　
　

 

夏
の
夜
は
ま
だ
宵
な
が
ら
明
け
ぬ
る
を
雲
の
い
づ
こ
に
月
宿
る

ら
む
（
古
今
集
夏
・
一
六
六
・
深
養
父
）

10 
春
雨
の
心
細
く
も
ふ
る
さ
と
は
人
く
と
い
と
ふ
鳥
の
み
ぞ
な

く
（
二
八
六
）
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梅
の
花
み
に
こ
そ
来
つ
れ
鶯
の
人
く
人
く
と
厭
ひ
し
も
を
る
（
古

今
集
雑
躰
・
一
〇
一
一
・
読
人
不
知
）

11 

春
草
を
と
び
た
つ
き
ぎ
す
つ
ま
ご
め
に
今
日
な
焼
き
そ
と
な

く
に
や
あ
る
ら
む
（
三
一
四
）

　
　

 

春
日
野
は
今
日
は
な
焼
き
そ
若
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
我
も
こ

も
れ
り
（
古
今
集
春
上
・
一
七
・
読
人
不
知
、
伊
勢
物
語
・
一

二
段
、
初
句
「
武
蔵
野
は
」）

12 

む
め
も
む
め
わ
が
身
も
わ
が
身
や
ど
も
や
ど
春
や
昔
の
と
の

み
な
が
め
て
（
三
四
二
）

　
　

 

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
我
身
一
つ
は
元
の
身
に
し
て

（
古
今
集
恋
五
・
七
四
七
・
在
原
業
平
、
伊
勢
物
語
・
四
段
）

　
　

 

今
日
も
今
日
菖
蒲
も
菖
蒲
変
は
ら
ぬ
に
宿
こ
そ
あ
り
し
宿
と
覚

え
ね
（
後
拾
遺
夏
・
二
一
三
・
伊
勢
大
輔
）

13 

花
散
ら
ぬ
も
り
と
な
さ
ば
や
ね
ぎ
ご
と
を
さ
の
み
き
き
け
む

社
た
づ
ね
て
（
三
七
〇
）

　
　

 

ね
ぎ
ご
と
を
さ
の
み
聞
き
け
む
社
こ
そ
果
は
嘆
き
の
杜
と
な
る

ら
め
（
古
今
集
雑
躰
・
一
〇
五
五
・
讃
岐
）

14 

春
ご
と
に
花
も
な
げ
き
や
つ
も
る
ら
む
散
る
を
う
ら
み
ぬ
人

し
な
け
れ
ば
（
三
九
八
）

　
　

 

春
雨
の
ふ
る
は
涙
か
桜
花
散
る
を
惜
し
ま
ぬ
人
し
な
け
れ
ば
（
古

今
集
春
下
・
八
八
（
一
本
）
大
伴
黒
主
）

15 

あ
か
ざ
り
し
花
の
な
ご
り
を
な
が
め
よ
と
木
の
間
も
り
く
る

春
の
夜
の
月
（
四
二
六
）

　
　

 

木
の
間
よ
り
も
り
く
る
月
の
影
見
れ
ば
心
尽
し
の
秋
は
き
に
け

り
（
古
今
集
秋
上
・
一
八
四
・
読
人
不
知
）

16 

わ
び
人
の
す
む
と
は
き
け
ど
あ
し
び
き
の
山
の
か
ひ
あ
る
い

は
つ
つ
じ
か
な
（
四
五
四
）

　
　

 

わ
び
し
ら
に
猿
な
鳴
き
そ
足
引
の
山
の
か
ひ
あ
る
今
日
に
や
は

あ
ら
ぬ
（
古
今
集
雑
躰
一
〇
六
七
・
躬
恒
）

17
（
空
白
、
二
百
四
十
一
番⎠

6
⎝

）

　
　

 

紫
の
根
ば
ふ
よ
こ
野
の
春
野
に
は
君
を
か
け
つ
つ
鶯
鳴
く
も
（
万

葉
集
巻
一
〇
・
一
八
二
五
・
作
者
未
詳
）

18 

昔
た
れ
井
手
の
山
吹
う
ゑ
お
き
て
花
ゆ
ゑ
里
の
名
を
の
こ
す

ら
む
（
五
三
九
）

19 

花
ち
り
ぬ
な
に
か
は
春
も
を
し
か
ら
む
花
ゆ
ゑ
に
こ
そ
春
を

待
ち
し
か
（
五
六
七
）

　
　

 

長
閑
な
れ
心
を
さ
ら
に
つ
く
し
つ
つ
花
ゆ
ゑ
に
こ
そ
春
は
ま
ち

し
か
（
山
家
集
春
・
八
二
）

20 

春
の
色
も
今
日
を
か
ぎ
り
の
夕
づ
く
ひ
さ
し
も
や
藤
の
う
ら

む
ら
さ
き
に
（
五
九
五
）

　
　

 
と
は
ぬ
ま
を
う
ら
む
ら
さ
き
に
さ
く
藤
の
何
と
て
ま
つ
に
か
か

り
そ
め
け
む
（
詞
花
集
恋
下
・
二
五
七
・
俊
子
内
親
王
大
進
）
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こ
の
う
ち
﹃
万
葉
集
﹄
摂
取
と
考
え
ら
れ
る
の
は
二
首
（
17
の
逸
文

を
含
め
れ
ば
三
首
）
で
あ
る
。
春
部
は
﹃
万
葉
集
﹄
摂
取
が
最
も
多

い
部
立
で
あ
り
、
他
に
﹃
万
葉
集
﹄
摂
取
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
通

親
百
首
全
体
で
も
63
「
こ
ゆ
る
ぎ
の
磯
の
松
風
音
す
れ
ば
夕
波
千
鳥

た
ち
騒
ぐ
な
り
」（
冬
・
一
八
八
九
）、
76
「
玉
垂
れ
の
こ
す
の
ひ
ま

の
み
し
げ
け
れ
ば
か
け
て
も
人
を
頼
む
べ
き
か
は
」（
恋
・
二
二
五
三
）

の
二
首
し
か
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、﹃
古
今
集
﹄
を
摂
取
す
る
歌
は

春
部
に
九
首
、
夏
部
に
三
首
、
秋
部
に
五
首
、
冬
部
に
四
首
あ
り
、

そ
の
他
の
勅
撰
集
摂
取
は
順
に
三
首
、
三
首
、
五
首
、
三
首
あ
る
。

合
計
す
れ
ば
、
季
部
七
〇
首
中
二
一
首
が
﹃
古
今
集
﹄、
一
四
首
が

そ
の
他
の
勅
撰
集
入
集
歌
の
摂
取
で
あ
る
。

通
親
の
先
行
作
品
摂
取
に
つ
い
て
は
、桑
原
博
史
氏
の
指
摘
以
来
、

﹃
正
治
初
度
百
首
﹄
の
﹃
万
葉
集
﹄
摂
取
が
注
目
さ
れ
て
き
た⎠

7
⎝

。
尾

葉
石
真
理
氏
の
調
査
に
よ
る
と
﹃
正
治
初
度
百
首
﹄
全
体
に
は
二
二

首
の
﹃
万
葉
集
﹄
摂
取
が
あ
る
と
い
う
。
目
良
有
子
氏
の
指
摘
さ
れ

た
よ
う
に⎠

8
⎝

、
た
し
か
に
﹃
正
治
初
度
百
首
﹄
時
と
は
、﹃
万
葉
集
﹄
と

﹃
古
今
集
﹄
の
比
重
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
通
親
は
、
従
来
の
路
線
を
違
え
て
﹃
古
今
集
﹄
歌

を
多
数
摂
取
し
た
の
か
。
こ
の
背
景
を
見
定
め
る
こ
と
は
容
易
で
は

な
い
が
、
多
数
の
先
行
歌
摂
取
、
と
り
わ
け
﹃
古
今
集
﹄
な
ど
の
勅

撰
集
や
﹃
伊
勢
物
語
﹄
か
ら
の
摂
取
は
、﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
中
通
親

の
み
に
限
ら
な
い
。
詳
し
く
は
前
稿⎠

9
⎝

に
お
い
て
述
べ
た
が
、﹃
千
五
百

番
歌
合
﹄
で
は
後
鳥
羽
院
か
ら
近
臣
の
源
家
長
に
至
る
ま
で
、
幅
広

い
歌
人
に
﹃
古
今
集
﹄
や
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
摂
取
が
多
数
み
ら
れ
る
。

こ
の
状
況
か
ら
す
る
と
、﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
の
先
行
作
品
摂
取
は
、

個
々
の
歌
人
が
偶
然
同
時
多
発
的
に
行
っ
た
こ
と
と
み
な
す
よ
り

も
、
下
命
者
後
鳥
羽
院
の
意
向
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
と
考
え
る
ほ

う
が
自
然
だ
ろ
う
。
応
制
百
首
の
下
命
者
が
、
百
首
に
詠
む
べ
き
題

材
を
表
だ
っ
た
形
で
は
な
く
ゆ
る
や
か
に
指
定
し
た
例
は
、
す
で
に

崇
徳
院
の
﹃
久
安
百
首
﹄、
後
鳥
羽
院
の
﹃
正
治
初
度
百
首
﹄
に
つ

い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る⎠

₁₀
⎝

。

﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
は
後
鳥
羽
院
の
勅
撰
集
（
の
ち
の
﹃
新
古
今
集
﹄）

編
纂
事
業
が
始
ま
る
直
前
か
ら
そ
の
初
期
に
か
け
て
成
立
し
て
お

り
、
後
に
は
﹃
新
古
今
集
﹄
最
大
の
撰
集
資
料
と
な
っ
た
。
応
制
百

首
と
勅
撰
集
の
編
纂
が
顕
著
に
連
動
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
後
代
の

こ
と
だ
が
、
前
代
の
応
制
百
首
と
勅
撰
集
と
の
関
係
が
、
す
で
に
村

尾
誠
一
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る⎠

₁₁
⎝

。﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
詠
進
当

時
の
後
鳥
羽
院
の
胸
中
に
勅
撰
集
編
纂
の
企
図
が
な
か
っ
た
と
は
考

え
に
く
く
、
周
辺
の
歌
人
も
そ
れ
を
察
知
・
予
期
し
て
い
た
可
能
性

が
あ
る⎠

₁₂
⎝

。
か
つ
、
後
鳥
羽
院
が
勅
撰
集
編
纂
に
あ
た
り
﹃
古
今
集
﹄

を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
名
を
﹃
新
古
今

4

4

和
歌
集
﹄
と
定
め

た
こ
と
は
無
論
、
成
立
の
干
支
を
﹃
古
今
集
﹄
成
立
（
延
喜
五
年
︹
九
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〇
五
︺）
の
そ
れ
に
揃
え
る
べ
く
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
竟
宴
を

行
わ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
遡
れ
ば
、
後

の
﹃
新
古
今
集
﹄﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
に
多
数
の
﹃
古
今
集
﹄
摂
取

が
み
ら
れ
る
こ
と
に
も
不
思
議
は
な
い
。﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
に
お

い
て
、
後
鳥
羽
院
が
先
行
作
品
の
中
で
も
と
り
わ
け
﹃
古
今
集
﹄
の

摂
取
を
推
奨
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
摂
取
す
る
作
品
の
指
定
は

特
に
な
か
っ
た
も
の
の
、
歌
人
た
ち
が
後
鳥
羽
院
の
復
古
的
姿
勢
を

汲
み
、
進
ん
で
﹃
古
今
集
﹄
を
重
ん
じ
た
の
か
は
目
下
判
断
し
か
ね

て
い
る
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
仮
説
は
い
ま
だ
状
況
か
ら
の
想
定
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

今
後
も
重
ね
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
通
親
の
季

部
に
お
け
る
﹃
古
今
集
﹄
摂
取
は
、
こ
の
仮
説
を
否
定
し
な
い
。

二　

恋
部
に
お
け
る
非
勅
撰
集
的
な
作
品
の
摂
取

問
題
は
、
恋
部
の
場
合
で
あ
る
。
春
部
の
場
合
と
同
様
に
し
て
、

十
五
首
を
す
べ
て
掲
げ
る
。

76 

玉
垂
れ
の
こ
す
の
ひ
ま
の
み
し
げ
け
れ
ば
か
け
て
も
人
を
た

の
む
べ
き
か
は
（
二
二
五
三
）

　
　

 

た
ま
だ
れ
の　

こ
す
の
き
け
き
に　

い
り
か
よ
ひ
き
ね　

た
ら

ち
ね
の　

は
は
が
と
は
れ
ば　

か
ぜ
と
ま
う
さ
む
（
万
葉
集
・

巻
一
一
・
二
三
六
四
）

77 

つ
つ
む
袖
誰
が
こ
ふ
る
と
は
も
ら
さ
ず
と
つ
く
ら
ん
墨
を
あ

は
れ
と
も
見
よ
（
二
二
八
一
）

　
　

 

わ
ぎ
も
こ
が
額
の
髪
や
し
じ
く
ら
む
あ
や
し
く
袖
に
墨
の
つ
く

か
な
（
俊
頼
髄
脳
）

78 

せ
き
と
む
る
心
も
苦
し
い
ざ
さ
ら
ば
い
さ
ら
ゐ
の
水
も
ら
し

は
て
て
ん
（
二
三
三
九
）

　
　

 

な
き
人
の
か
げ
だ
に
見
え
ず
つ
れ
な
く
て
心
を
や
れ
る
い
さ
ら

ゐ
の
水
（
源
氏
物
語
・
藤
裏
葉
）

　
　

 

い
さ
ら
ゐ
は
は
や
く
の
こ
と
も
忘
れ
じ
を
も
と
の
主
や
面
が
は

り
せ
る
（
源
氏
物
語
・
松
風
）

79 

あ
ふ
こ
と
は
筑
摩
の
神
に
祈
り
て
き
な
べ
て
の
数
に
入
れ
じ

と
や
さ
は
（
二
三
六
七
）

　
　

 

近
江
な
る
筑
摩
の
祭
と
く
せ
な
む
つ
れ
な
き
人
の
鍋
の
数
見
む

（
伊
勢
物
語
・
一
二
〇
段
、
拾
遺
集
雑
恋
・
一
二
一
九
・
読
人
不

知
︹
初
句
「
い
つ
し
か
も
」︺）

80 

い
く
よ
し
も
あ
ら
じ
も
の
ゆ
ゑ
あ
ぢ
き
な
く
う
き
身
を
か
へ

て
思
ふ
べ
き
か
は
（
二
三
九
五
）

　
　

 

い
く
よ
し
も
あ
ら
じ
我
が
身
を
な
ぞ
も
か
く
海
人
の
刈
る
藻
に

思
ひ
乱
る
る
（
古
今
集
雑
下
・
九
三
四
・
読
人
不
知
）

81 
見
し
夢
を
し
の
ぶ
る
雨
の
も
ら
さ
ば
や
う
つ
つ
と
も
な
き
袖

の
雫
を
（
二
四
二
三
）
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見
し
夢
を
あ
ふ
よ
あ
り
や
と
嘆
く
ま
に
目
さ
へ
あ
は
で
ぞ
こ
ろ

も
へ
に
け
る
（
源
氏
物
語
・
帚
木
）

82 
し
の
ぶ
れ
ど
よ
そ
め
や
い
か
に
あ
さ
で
あ
ら
ふ
た
ら
ひ
の
水

の
影
も
は
づ
か
し
（
二
四
五
一
）

　
　

 

あ
さ
で
あ
ら
ふ
た
ら
ひ
の
水
に
か
げ
み
れ
ば
恋
に
わ
が
身
は
お

も
や
せ
に
け
り
（
顕
昭
判
詞
所
引
）

83 

明
け
暮
れ
は
な
れ
し
昔
の
忘
れ
つ
つ
夢
か
と
の
み
ぞ
思
ひ
な

さ
る
る
（
二
四
七
九
）

　
　

 

忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
思
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む

と
は
（
古
今
集
雑
下
・
九
七
〇
・
在
原
業
平
、
伊
勢
物
語
・
八

三
段
。
業
平
集
初
句
「
忘
れ
つ
つ
」）

84 

な
が
む
れ
ば
心
さ
へ
こ
そ
う
き
雲
や
そ
の
古
の
夕
暮
れ
の
空

（
二
五
〇
七
）

　
　

 

雨
と
な
り
し
ぐ
る
る
空
の
浮
雲
を
い
づ
れ
の
方
と
わ
き
て
な
が

め
む
（
源
氏
物
語
・
葵
）

　
　

 

見
し
人
の
煙
を
雲
と
な
が
む
れ
ば
夕
べ
の
空
も
む
つ
ま
し
き
か

な
（
源
氏
物
語
・
夕
顔
）

85 

山
城
の
こ
ま
の
瓜
生
の
世
の
中
や
な
ら
し
は
は
て
で
人
の
つ

れ
な
き
（
二
五
三
五
）

　
　

 

音
に
聞
く
こ
ま
の
渡
り
の
瓜
作
り
と
な
り
か
く
な
り
な
る
心
か

な
（
拾
遺
集
雑
下
・
五
五
七
・
藤
原
国
章
）

　
　

 

山
城
の
こ
ま
の
わ
た
り
の
瓜
作
り　

な　

な
よ
や　

ら
い
し
な

や　

さ
い
し
な
や　

瓜
作
り
瓜
作
り　

は
れ　

瓜
作
り　

あ
を

ほ
し
と
い
ふ
い
か
に
せ
む　

な　

な
よ
や　

ら
い
し
な
や　

さ

い
し
な
や　

い
か
に
せ
む
い
か
に
せ
む　

は
れ　

い
か
に
せ
む　

な
り
や
し
な
ま
し　

瓜
た
つ
ま
で
に
や　

ら
い
し
な
や　

さ
い

し
な
や　

瓜
た
つ
ま　

瓜
た
つ
ま
で
に
（
催
馬
楽
・
山
城
）

86 

恋
ひ
死
な
ん
い
づ
か
た
へ
と
て
息
の
を
の
絶
え
ん
命
の
名
こ

そ
を
し
け
れ
（
二
五
六
三
）

　
　

 

息
の
を
の
た
え
な
ん
後
は
君
に
て
も
あ
は
れ
い
づ
こ
と
我
を
尋

ね
ん
（
伊
勢
大
輔
集
・
一
五
二
）

87 

忘
れ
草
お
ふ
る
野
辺
を
ば
た
づ
ぬ
れ
ど
昔
偲
ぶ
ぞ
猶
も
露
け

き
（
二
五
九
一
）

　
　

 

忘
れ
草
生
ふ
る
野
べ
と
は
見
る
ら
め
ど
こ
は
忍
ぶ
な
り
後
も
た

の
ま
む
（
続
古
今
集
恋
四
・
一
二
六
二
・
在
原
業
平
、
伊
勢
物

語
・
一
〇
〇
段
）

88 

し
の
ぶ
と
も
の
き
の
た
ま
水
つ
ぶ
つ
ぶ
と
あ
り
し
雨
夜
の
物

語
せ
よ
（
二
六
一
九
）

　
　

 

雨
ふ
れ
ば
の
き
の
た
ま
水
つ
ぶ
つ
ぶ
と
い
は
ば
や
も
の
を
心
ゆ

く
ま
で
（
俊
頼
髄
脳
）

89 
伊
勢
の
海
人
の
み
る
め
の
果
て
よ
い
か
な
ら
ん
お
ふ
の
浦
梨

な
り
も
な
ら
ず
も
（
二
六
四
七
）



－59－

　
　

 

お
ふ
の
浦
に
片
枝
さ
し
覆
ひ
な
る
梨
の
な
り
も
な
ら
ず
も
ね
て

語
ら
は
む
（
古
今
集
東
歌
・
一
〇
九
九
）

90 

な
ほ
つ
ら
し
聞
か
ず
顔
に
て
明
か
す
夜
に
枕
に
近
き
鳥
の
う

き
ね
よ
（
二
六
七
五
）

　
　

 

可
憎
病
鵲
半
夜
驚
レ
人　

薄
媚
狂
鶏
三
更
唱
レ
暁
（
遊
仙
窟
、新
撰

朗
詠
集
雑
・
七
三
二
「
あ
な
に
く
の
や
も
め
が
ら
す
の
よ
な
か
に

ひ
と
を
お
ど
ろ
か
す　

な
さ
け
な
き
う
か
れ
ど
り
の
あ
け
も
は

て
ぬ
に
あ
か
つ
き
を
と
な
ふ
る
」）

﹃
古
今
集
﹄
摂
取
が
三
首
で
あ
る
の
は
、
春
部
に
比
べ
れ
ば
少
な

い
が
季
部
と
共
通
の
傾
向
で
あ
る
。
た
だ
、
恋
部
で
は
出
典
の
不
確

か
な
古
歌
、
俗
謡
の
類
と
考
え
ら
れ
る
歌
か
ら
と
っ
て
い
る
も
の
が

三
首
（
77 

82 

88
）、
催
馬
楽
お
よ
び
催
馬
楽
摂
取
歌
を
と
る
も
の
が

一
首
（
85
）
あ
る
。
先
程
﹃
古
今
集
﹄
摂
取
と
し
た
中
で
も
、
89
の

摂
取
し
た
歌
は
同
音
反
復
を
特
色
と
す
る
東
歌
で
あ
り
、
こ
う
し
た

傾
向
と
遠
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
﹃
伊
勢
物
語
﹄
摂
取
歌
の

う
ち
に
も
、
近
江
筑
摩
社
の
奇
祭
を
詠
む
79
が
含
ま
れ
る
。
十
五
首

目
の
摂
取
元
の﹃
遊
仙
窟
﹄は
顕
昭
判
が
指
摘
す
る
も
の
で
あ
り
、﹃
正

治
初
度
百
首
﹄
に
お
い
て
も
通
親
ら
数
名
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
作
品

だ
が
、
周
知
の
ご
と
く
好
色
性
が
濃
い
。

つ
ま
り
、
恋
部
で
は
季
部
と
は
異
な
り
、
俗
謡
・
歌
謡
の
類
や
、

や
や
奇
抜
な
内
容
を
持
つ
歌
の
摂
取
の
数
が
﹃
古
今
集
﹄
摂
取
を
上

回
っ
て
い
る
。
部
立
や
題
設
定
に
応
じ
て
多
少
詠
歌
の
性
格
は
異
な

る
も
の
だ
が
、﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
百
首
は
無
題
の
四
季
・
祝
・
恋
・

雑
と
ご
く
穏
当
な
構
成
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
百
首
の
中
で
の
俗
謡

の
類
の
摂
取
は
、
応
制
百
首
に
望
ま
れ
る
規
範
か
ら
逸
脱
し
か
ね
な

い
危
う
さ
も
持
つ
。
恋
部
後
半
の
判
者
を
務
め
た
顕
昭
も
、
82
に
つ

い
て
「
右
歌
は
、
世
俗
の
く
ち
ず
さ
み
に
﹃
あ
さ
で
あ
ら
ふ
た
ら
ひ

の
水
に
影
み
れ
ば
恋
に
わ
が
身
は
面
痩
せ
に
け
り
﹄、
こ
の
戯
れ
ご

と
に
通
ひ
て
侍
る
に
つ
け
て
も
を
か
し
く
侍
り
。
但
し
、
晴
れ
の
歌

合
に
も
か
や
う
の
戯
咲
歌
は
と
り
い
づ
る
事
、
古
く
も
侍
る
め
り
。

寛
平
太
上
天
皇
の
御
時
后
宮
歌
合
に
﹃
い
く
ば
く
の
田
を
つ
く
れ
ば

か
郭
公
し
で
の
た
を
さ
を
あ
さ
な
あ
さ
な
よ
ぶ
﹄、
藤
敏
行
歌
な
り
。

﹃
秋
風
に
ほ
こ
ろ
び
ぬ
ら
し
藤
袴
つ
づ
り
さ
せ
て
ふ
き
り
ぎ
り
す
な

く
﹄、
在
原
棟
梁
歌
な
り
。」
と
先
例
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
判
詞
は

通
親
詠
の
摂
取
を
評
価
す
る
も
の
だ
が
、
同
時
に
、
先
例
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
「
戯
れ
ご
と
」
の
摂
取
が
許
容
さ
れ
た
可
能
性
も
示
し
て

い
よ
う
。
こ
の
顕
昭
の
判
詞
は
歌
合
の
場
に
即
し
た
も
の
だ
が
、
応

制
百
首
も
「
晴
れ
の
歌
合
」
同
様
、
第
一
級
の
公
の
和
歌
行
事
で
あ

り
、
あ
ま
り
卑
近
に
流
れ
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

作
り
物
語
で
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
摂
取
が
81 

84
の
二
首
あ
る
ほ
か
、

88
が
「
雨
夜
の
物
語
」
と
帚
木
巻
を
強
く
想
起
さ
せ
る⎠

₁₃
⎝

言
葉
を
用
い

る
。
78
の
「
い
さ
ら
ゐ
」
は
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
の
少
な
い
語
だ
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が
、
歌
中
に
用
い
ら
れ
た
先
例
を
探
す
と
、﹃
源
氏
物
語
﹄
藤
裏
葉
・

松
風
巻
の
歌
に
ゆ
き
あ
た
る
。﹃
源
氏
物
語
﹄
摂
取
は
季
歌
に
も
数

首
認
め
ら
れ
る
が
、
恋
部
で
は
や
や
頻
度
が
上
が
っ
て
い
る
。

無
論
、﹃
源
氏
物
語
﹄
は
右
に
述
べ
た
卑
俗
な
歌
と
は
異
な
り
、
新

古
今
時
代
大
い
に
尊
重
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄

で
は
後
鳥
羽
院
以
下
様
々
な
歌
人
に
多
数
摂
取
さ
れ
、「
た
づ
ね
見
る

つ
ら
き
心
の
奥
の
海
よ
潮
干
の
潟
の
い
ふ
か
ひ
も
な
し
」（
千
五
百
番

歌
合
・
二
四
三
七
・
定
家
、
新
古
今
・
恋
四
・
一
三
三
二
）
な
ど
の
秀
逸

の
母
胎
と
も
な
っ
た
。
し
か
し
作
り
物
語
で
あ
る
以
上
、
勅
撰
集
入

集
歌
や
漢
籍
と
同
列
に
は
扱
わ
れ
ず
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
歌
そ
の
も
の

は
勅
撰
集
に
は
入
集
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
通
親
の
恋
十
五
首
は
応
制
百
首
に
ふ
さ
わ
し
い

正
統
的
な
、
規
範
的
な
詠
み
方
か
ら
や
や
外
れ
て
い
る
。
そ
の
摂
取

元
の
作
品
の
多
く
は
勅
撰
集
に
入
集
し
え
な
い
た
め
、
勅
撰
集
編
纂

時
の
古
歌
発
掘
に
も
寄
与
し
な
い
。
通
親
の
恋
部
が
、
勅
撰
集
編
纂

を
目
前
と
し
た
応
制
百
首
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
か
疑
問
が
残
る
。
た

だ
し
通
親
の
恋
部
で
は
十
五
首
す
べ
て
に
先
行
作
品
摂
取
を
指
摘
で

き
、
勅
撰
集
歌
の
摂
取
も
六
首
に
の
ぼ
る
。
も
し
仮
説
の
通
り
、
先

行
作
品
の
摂
取
が
後
鳥
羽
院
の
意
向
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

恋
部
は
確
か
に
そ
れ
を
満
た
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
通
親
恋
部
は
後
鳥

羽
院
の
意
向
を
満
た
し
、
勅
撰
集
的
な
歌
を
摂
取
し
つ
つ
も
、
同
時

に
非
勅
撰
集
的
な
性
格
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

三　

恋
部
84
番
歌
と
顕
昭
判

さ
て
、
恋
部
十
五
首
の
う
ち
、
84
「
な
が
む
れ
ば
心
さ
へ
こ
そ
う

き
雲
や
そ
の
古
の
夕
暮
れ
の
空
」
に
つ
い
て
、
顕
昭
は
「
右
歌
は
源

氏
物
語
に
、﹃
君
も
さ
は
あ
は
れ
を
か
は
せ
人
し
れ
ず
わ
が
身
に
し
む

る
秋
の
夕
暮
れ
﹄
と
侍
る
歌
の
心
に
や
、
あ
し
く
も
は
べ
ら
ず
」
と

述
べ
、
薄
雲
巻
の
光
源
氏
詠
を
引
い
た
。
本
節
で
は
一
度
、
こ
の
顕

昭
判
に
集
中
し
て
考
え
て
み
た
い
。

顕
昭
判
は
先
行
作
品
を
引
用
す
る
際
幅
広
い
語
彙
を
見
せ
る
が
、

こ
こ
で
用
い
た
「
心
」
は
、
歌
の
作
者
の
意
識
的
な
摂
取
を
認
め
て

指
摘
す
る
際
に
も
、
ま
た
作
者
の
狙
い
と
は
関
わ
り
な
く
、
類
例
や

傍
証
等
を
あ
げ
る
際
に
も
用
い
て
い
る⎠

₁₄
⎝

。
し
か
し
84
の
場
合
、
顕
昭

判
の
示
し
た
歌
と
は
表
現
、
歌
意
、
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
重
な
り
が

小
さ
い
。
顕
昭
は
一
体
何
を
示
そ
う
と
し
て
、
こ
の
引
用
を
行
っ
た

の
か
。

ま
ず
は
、
薄
雲
巻
の
光
源
氏
「
君
も
さ
は
あ
は
れ
を
か
は
せ
人
知

れ
ず
我
が
身
に
し
む
る
秋
の
夕
暮
れ
」
の
詠
作
状
況
を
確
認
し
て
お

く
。
当
該
場
面
で
は
、
梅
壺
女
御
（
秋
好
中
宮
）
に
関
心
を
持
つ
光

源
氏
が
、
二
条
院
に
里
下
が
り
し
て
い
た
彼
女
の
も
と
を
訪
ね
、
春

秋
優
劣
論
を
も
ち
か
け
た
。
秋
と
答
え
た
女
御
に
、
源
氏
は
右
の
歌
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を
詠
み
か
け
て
共
感
を
示
し
、
そ
れ
に
こ
と
よ
せ
て
近
付
こ
う
と
す

る
。こ

う
し
た
複
雑
な
状
況
を
、
通
親
詠
か
ら
読
み
取
る
の
に
は
無
理

が
あ
る
だ
ろ
う⎠

₁₅
⎝

。
そ
れ
で
も
な
お
、
源
氏
の
歌
を
84
の
解
釈
に
援
用

す
る
道
筋
を
探
す
な
ら
ば
、
二
首
に
共
通
す
る
唯
一
の
要
素
「
夕
暮

れ
」
が
注
目
さ
れ
る
。「
夕
暮
れ
」
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄
当
該
場
面
中

で
は
、故
人
を
し
の
ば
せ
る
よ
す
が
で
あ
っ
た
。
源
氏
詠
の
初
句「
君

も
さ
は
」
は
、
梅
壺
女
御
の
「
あ
や
し
と
聞
き
し
夕
こ
そ
、
は
か
な

う
消
え
た
ま
ひ
に
し
露
の
よ
す
が
に
も
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ
ぬ
べ
け

れ
」と
い
う
返
答
を
受
け
て
い
る
。「
あ
や
し
と
聞
き
し
夕
べ
」は﹃
古

今
集
﹄
歌⎠

₁₆
⎝

よ
り
、
人
恋
し
い
秋
の
夕
暮
れ
を
指
し
、「
は
か
な
う
消
え

た
ま
ひ
に
し
露
」
は
、前
年
の
秋
に
他
界
し
た
六
条
御
息
所
を
指
す
。

光
源
氏
は
こ
の
女
御
の
﹃
古
今
集
﹄
引
用
と
亡
母
追
慕
の
心
を
理
解

し
た
か
ら
こ
そ
、
自
詠
に
「
秋
の
夕
暮
れ
」
を
詠
み
入
れ
て
共
感
を

示
し
た
。
藤
壺
が
薨
去
し
た
巻
中
の
一
場
面
と
思
え
ば
、
光
源
氏
が

「
人
知
れ
ず
」
偲
ん
で
い
た
の
は
六
条
御
息
所
一
人
で
は
な
い
だ
ろ

う
が
、
と
ま
れ
源
氏
詠
の
「
秋
の
夕
暮
れ
」
に
は
、
故
人
を
偲
ぶ
意

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
顕
昭
は
、
通
親
84
を

死
別
し
た
恋
人
を
思
う
歌
と
理
解
し
、
そ
の
解
釈
を
示
す
た
め
に
薄

雲
巻
の
歌
を
引
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

薄
雲
巻
の
引
用
は
、
84
の
解
釈
を
示
す
方
法
と
し
て
は
、
い
さ
さ

か
も
っ
て
ま
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
の
歌
合
に
お
い
て
不
吉
な

表
現
を
忌
ん
だ
こ
と
は
、﹃
無
名
抄
﹄
の
逸
話⎠

₁₇
⎝

な
ど
か
ら
窺
え
る
。
か

つ
、
前
節
に
一
例
あ
げ
た
よ
う
に
、
顕
昭
判
が
歌
合
に
ふ
さ
わ
し
い

規
範
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
端
々
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

顕
昭
は
本
作
の
晴
儀
性
を
重
く
見
て
、
84
歌
の
歌
意
を
直
接
述
べ
る

こ
と
を
避
け
た
の
だ
ろ
う
。
無
論
、
死
別
を
恋
歌
の
中
に
仄
め
か
す

こ
と
自
体
を
、
歌
合
に
は
不
適
切
で
あ
る
と
咎
め
る
こ
と
も
で
き
た

だ
ろ
う
が
、
こ
の
歌
の
作
者
は
権
門
の
通
親
で
あ
る
。﹃
千
五
百
番

歌
合
﹄
の
判
者
の
中
に
は
作
者
の
位
相
に
さ
し
て
言
及
し
な
い
者
も

あ
る
が
、
顕
昭
は
貴
顕
の
番
に
お
い
て
し
ば
し
ば
恐
縮
す
る
姿
勢
を

見
せ
る⎠

₁₈
⎝

。
顕
昭
は
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
が
晴
れ
の
歌
合
で
あ
っ
た
こ

と
と
84
の
作
者
が
当
代
随
一
の
権
勢
家
で
あ
っ
た
こ
と
、
双
方
を
憚

っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
が
、﹃
源
氏
物
語
﹄
引
用
に
よ
る

遠
回
し
な
解
釈
の
説
明
と
、「
あ
し
く
も
は
べ
ら
ず
」
と
の
評
価
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　

恋
歌
と
亡
妻
哀
傷

そ
れ
で
は
顕
昭
判
か
ら
通
親
詠
に
戻
り
、
84
「
眺
む
れ
ば
心
さ
へ

こ
そ
う
き
雲
や
そ
の
古
の
夕
暮
れ
の
空
」の
解
釈
を
確
認
し
て
お
く
。

こ
の
歌
が
詠
む
の
は
「
そ
の
古
」
と
同
じ
よ
う
に
「
夕
暮
れ
の
空
」

に
う
か
ぶ
「
浮
雲
」
で
あ
り
、そ
の
雲
を
「
眺
め
」
つ
つ
、「
そ
の
古
」
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を
思
い
返
し
て
い
る
主
体
の
心
に
か
か
る
「
憂
き
雲
」
で
あ
る
。
つ

ま
る
と
こ
ろ
、「
そ
の
古
」
に
何
が
あ
っ
た
の
か
確
定
し
な
い
こ
と
に

は
84
の
歌
意
を
定
め
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
目
下
、「
そ
の
古
」
が
さ
す

具
体
的
な
古
歌
や
故
事
は
見
出
さ
れ
な
い
。「
そ
の
古
」
の
仔
細
は
、

作
者
の
胸
の
う
ち
に
し
ま
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
を
通
親
の
拙

さ
ゆ
え
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
あ
る
い
は
、「
そ
の
古
」

が
通
親
に
と
っ
て
詳
述
す
る
必
要
が
な
い
、
ま
た
は
述
べ
ら
れ
な
い

こ
と
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
第
三
者
に
は
不
十
分
な
表
現
に
留
ま
っ
た

可
能
性
も
あ
る
。

そ
う
考
え
て
み
る
と
き
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
正
治
二
年
（
一

二
〇
〇
）
八
月
四
日
、
通
親
の
妻
の
一
人
で
あ
っ
た
、
藤
原
範
子
が

世
を
去
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
範
子
は
後
鳥
羽
院
の
乳
母
で
あ
り
、
土

御
門
天
皇
生
母
の
在
子
（
後
の
承
明
門
院
）
お
よ
び
、
嫡
男
通
光
の

母
で
も
あ
っ
た
。
後
鳥
羽
院
院
政
下
の
通
親
に
と
っ
て
、
彼
女
が
ど

れ
ほ
ど
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。
通
親
に
と

っ
て
は
建
久
九
年
（
一
一
九
九
）
五
月
、
長
男
通
宗
を
失
っ
た
の
に

続
く
悲
報
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
死
か
ら
程
を
経
ず
し
て
詠
進
さ
れ
た

だ
ろ
う
﹃
正
治
初
度
百
首
﹄
に
亡
妻
哀
悼
の
心
が
反
映
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
、
久
保
田
淳
氏
は
「
恋
十
首
は
す
べ
て
愛
す
る
者
を
失
っ
た

嘆
き
の
歌
と
し
て
読
め
る
」
と
指
摘
さ
れ
た⎠

₁₉
⎝

が
、
同
じ
傾
向
が
﹃
千

五
百
番
歌
合
﹄
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
と
に

﹃
正
治
初
度
百
首
﹄
の
「
思
ひ
暮
ら
す
な
が
め
は
上
の
空
な
れ
ば
夕

の
雲
の
な
つ
か
し
き
か
な
」（
恋
・
五
七
八
）
は
、﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄

の
84
と
「
な
が
む
」「
雲
」「
夕
」「
空
」
と
い
っ
た
要
素
が
共
通
し

て
お
り
、
両
百
首
の
恋
部
が
地
続
き
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ

る
。
な
お
、
こ
の
﹃
正
治
初
度
百
首
﹄
詠
に
関
し
て
は
、
近
い
時
期

に
藤
原
定
家
、
家
隆
が
荼
毘
の
煙
を
暗
示
す
る
「
雲
」
の
歌
を
詠
ん

で
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る⎠

₂₀
⎝

。﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
84
の
場
合

も
同
様
の
暗
示
を
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
通
親
百
首
の
恋
部
を
見
渡
す
と
、
述
懐
歌
か
の
よ
う
に
沈

痛
な
歌
が
目
に
つ
く
。
例
え
ば
83
「
明
け
暮
れ
は
な
れ
し
昔
の
忘
れ

つ
つ
夢
か
と
の
み
ぞ
思
ひ
な
さ
る
る
」
の
傍
線
部
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄

の
惟
喬
親
王
の
不
遇
を
嘆
く
「
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
思
ひ
き
や

雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
と
は
」（
業
平
集
で
は
初
句
「
忘
れ
つ
つ
」）

に
よ
っ
て
い
る
。「
な
れ
し
昔
」
も
、「
朝
夕
に
な
れ
し
昔
の
も
も
し

き
を
花
の
た
よ
り
に
み
る
ぞ
露
け
き
」（
頼
政
集
・
六
三
一
）
な
ど
の

例
が
あ
る
。
83
番
歌
は
、
雑
部
に
お
か
れ
た
と
し
て
も
、
失
わ
れ
た

昔
を
思
う
懐
旧
の
述
懐
歌
と
し
て
成
立
し
た
だ
ろ
う
。
ま
た
80
「
い

く
よ
し
も
あ
ら
じ
も
の
ゆ
ゑ
あ
ぢ
き
な
く
う
き
身
を
か
へ
て
思
ふ
べ

き
か
は
」
を
、木
船
重
昭
氏
は
「
逢
え
る
の
は
幾
夜
も
あ
る
ま
い
に
、

詮
な
く
、
つ
ら
い
わ
が
身
に
か
え
て
、
思
う
べ
き
で
は
な
い
。」
と

通
釈
さ
れ
て
い
る⎠

₂₁
⎝

。「
い
く
よ
」
を
「
幾
夜
」
と
解
す
る
の
は
、
恋
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歌
で
は
ま
ず
穏
当
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
初
句
が
避
け
が

た
く
想
起
さ
せ
る
の
は
﹃
古
今
集
﹄
の
、
人
の
身
の
は
か
な
さ
を
詠

ん
だ
「
幾
世
し
も
あ
ら
じ
わ
が
身
を
な
ぞ
も
か
く
海
人
の
刈
る
藻
に

思
ひ
み
だ
る
る
」（
雑
下
・
九
三
四
・
読
人
不
知
）
で
あ
る
。
こ
れ
を

踏
ま
え
れ
ば
、
80
の
初
二
句
は
「
何
年
も
生
き
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う

に
」
と
、
下
句
の
「
憂
き
身
」
の
は
か
な
さ
を
言
う
も
の
と
し
て
も

解
せ
る
。
こ
の
著
名
歌
が
あ
る
以
上
、「
い
く
よ
」
を
「
幾
夜
」
の
意

味
に
取
っ
て
も
、
命
の
短
さ
の
イ
メ
ー
ジ
は
排
し
が
た
く
つ
き
ま
と

う
。通

親
百
首
恋
部
に
は
、
嘆
き
や
懐
旧
、
喪
失
感
、
人
の
命
の
短
さ

を
い
う
述
懐
的
な
表
現
の
み
な
ら
ず
、
哀
傷
歌
に
頻
出
す
る
表
現
も

多
数
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
87
「
忘
れ
草
お
ふ
る
野
辺
を
ば
尋
ぬ
れ

ど
昔
偲
ぶ
ぞ
猶
も
露
け
き
」
は
、
い
っ
そ
忘
れ
ら
れ
な
い
か
と
忘
れ

草
の
生
え
る
野
を
尋
ね
て
も
、
し
の
ぶ
草
の
よ
う
に
、
昔
を
偲
ぶ
涙

に
く
れ
て
い
る
主
体
の
心
情
を
歌
う
。
か
つ
て
の
恋
を
思
う
歌
と
し

て
も
解
釈
で
き
る
が
、「
野
辺
」「
尋
ぬ
」
の
取
り
合
わ
せ
に
は
、「
白

雪
の
降
り
つ
む
野
辺
は
跡
絶
え
て
い
づ
く
を
は
か
と
君
を
尋
ね
む
」

（
栄
花
物
語
・
鳥
辺
野
・
中
納
言
隆
家
）
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
類
語
の

場
合
で
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
「
う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね

て
も
草
の
原
を
ば
と
は
じ
と
ぞ
思
ふ
」（
花
宴
巻
・
朧
月
夜
）
が
著
名

で
あ
る
。「
し
の
ぶ
」
も
、
や
は
り
哀
傷
歌
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

語
で
あ
る
が
、
通
親
百
首
の
恋
部
で
は
83 

88
に
も
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
先
述
の
83
お
よ
び
81
「
見
し
夢
を
し
の
ぶ
る
雨
の
も
ら
さ
ば
や

う
つ
つ
と
も
な
き
袖
の
雫
を
」
は
「
夢
」
の
語
を
含
む
。
死
は
往
々

に
し
て
夢
に
例
え
ら
れ
る
が
、
特
に
「
見
し
夢
」
に
つ
い
て
は
、
通

親
が
承
安
五
年
（
一
一
七
五
）
秋
、
春
に
他
界
し
た
父
雅
通
を
「
見

し
夢
を
忘
る
る
時
は
な
け
れ
ど
も
秋
の
寝
覚
め
は
げ
に
ぞ
悲
し
き
」

（
殷
富
門
院
大
輔
集
・
一
七
〇
、
新
古
今
集
哀
傷
・
七
九
一
）
と
詠
ん
で
い

る
。﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
に
近
い
時
期
で
は
、正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）

秋
、
藤
原
良
経
が
「
見
て
も
ま
た
あ
ふ
よ
ま
れ
な
る
夢
の
う
ち
に
や

が
て
ま
ぎ
る
る
我
が
身
と
も
が
な
」（﹃
源
氏
物
語
﹄
若
紫
巻
・
光
源
氏
）

を
本
歌
に
、「
見
し
夢
に
や
が
て
ま
ぎ
れ
ぬ
我
が
身
こ
そ
と
は
る
る
今

日
も
ま
づ
か
な
し
け
れ
」（
秋
篠
月
清
集
・
一
五
六
二
、
新
古
今
集
・
哀

傷
・
八
二
九
）
と
詠
ん
で
い
る
。
妻
の
一
条
能
保
女
に
先
立
た
れ
た

良
経
に
対
す
る
、俊
成
の
弔
問
に
こ
た
え
た
歌
だ
。
81
番
歌
に
つ
き
、

顕
昭
判
は
「
見
し
夢
を
あ
ふ
よ
あ
り
や
と
嘆
く
ま
に
目
さ
へ
あ
は
で

ぞ
こ
ろ
も
へ
に
け
る
」（
源
氏
物
語
・
帚
木
）
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
、「
見
し
夢
」
の
哀
傷
歌
で
の
作
例
も
考
慮
す
べ
き
だ
ろ

う
。再

度
84
「
眺
む
れ
ば
心
さ
へ
こ
そ
う
き
雲
や
そ
の
古
の
夕
暮
れ
の

空
」
に
戻
る
と
、
こ
の
歌
に
も
「
古
」
や
「
う
き
雲
」
な
ど
、
哀
傷

歌
に
も
用
い
ら
れ
る
語
が
確
認
さ
れ
る⎠

₂₂
⎝

。
か
つ
、
こ
の
歌
は
﹃
源
氏
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物
語
﹄
の
夕
顔
哀
傷
歌
「
見
し
人
の
煙
を
雲
と
眺
む
れ
ば
夕
べ
の
空

も
む
つ
ま
し
き
か
な
」（
夕
顔
巻
・
光
源
氏
）
や
、葵
の
上
追
悼
歌
「
雨

と
な
り
時
雨
る
空
の
う
き
雲
を
い
づ
れ
の
方
と
わ
き
て
眺
め
む
」（
葵

巻
・
頭
中
将
）
と
表
現
が
近
い
。
夕
顔
巻
の
場
合
、
詠
ま
れ
て
い
る

景
物
の
大
半
が
共
通
し
て
い
る
。
葵
巻
の
歌
の
場
合
は﹃
源
氏
物
語
﹄

に
お
け
る
詠
歌
の
場
面
も
「
時
雨
う
ち
し
て
も
の
あ
は
れ
な
る
暮
れ

つ
方
」
で
あ
り
、
通
親
84
の
「
夕
暮
れ
」
と
合
致
す
る
。
夕
顔
巻
・

葵
巻
、
ど
ち
ら
の
女
君
哀
傷
歌
も
通
親
が
想
起
・
摂
取
し
た
可
能
性

を
十
分
に
持
つ
だ
ろ
う
。
先
述
の
通
り
、
84
は
表
現
の
み
を
見
て
も

亡
妻
哀
傷
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
摂
取
を
考
慮
に
入

れ
れ
ば
、哀
傷
の
心
は
よ
り
確
か
に
な
る
。
な
お
、先
に
引
い
た
﹃
正

治
初
度
百
首
﹄
恋
部
の
類
歌
「
思
ひ
暮
ら
す
な
が
め
は
上
の
空
な
れ

ば
夕
の
雲
の
な
つ
か
し
き
か
な
」（
五
七
八
）
も
夕
顔
巻
の
「
見
し
人

の
︙
」
を
本
歌
と
し
て
い
る
。

以
上
を
見
れ
ば
、﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄恋
部
に
も
、﹃
正
治
初
度
百
首
﹄

同
様
の
亡
妻
哀
傷
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
、﹃
源

氏
物
語
﹄
が
し
ば
し
ば
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
光
源

氏
の
生
涯
は
実
母
の
桐
壺
更
衣
に
先
立
た
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

り
、
夕
顔
、
葵
の
上
、
藤
壺
、
紫
の
上
と
、
女
君
と
の
死
別
を
繰
り

返
し
て
い
く
。
作
中
人
物
の
死
を
伴
わ
な
い
場
合
で
も
、
花
宴
巻
・

朧
月
夜
の
前
掲
「
う
き
身
世
に
︙
」
な
ど
死
を
暗
示
す
る
印
象
的
な

歌
が
、
中
世
初
期
の
歌
人
た
ち
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。
こ
と
に
俊
成

や
良
経
の
亡
妻
追
悼
を
始
め
と
す
る
、
哀
傷
歌
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
の

関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
は
、
渡
部
泰
明
氏
の
論
考
が
あ
る⎠

₂₃
⎝

。﹃
千
五
百

番
歌
合
﹄
の
通
親
百
首
の
検
討
に
よ
り
、
通
親
も
同
時
代
の
風
潮
の

中
に
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
か
つ
前
節
で
は
、
顕
昭
判
が

﹃
源
氏
物
語
﹄
を
経
由
す
る
こ
と
で
亡
妻
哀
傷
歌
と
の
解
釈
を
示
そ

う
と
し
て
い
る
と
考
え
た
が
、
そ
れ
も
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
死
別
を
歌

う
際
の
表
現
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
く
現
象
の
、
一
つ
の
現
れ
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五　

雑
部
の
構
成

こ
こ
ま
で
先
行
作
品
摂
取
に
注
目
し
つ
つ
、
季
部
・
恋
部
の
通
親

詠
を
み
て
き
た
。
雑
部
に
も
﹃
古
今
集
﹄
等
の
摂
取
は
認
め
ら
れ
る

が
、
一
方
で
、
ま
た
別
の
注
意
を
要
す
る
特
色
も
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
ず
は
、
十
首
中
前
半
の
五
首
を
掲
げ
る
。

91 

そ
の
か
み
や
祈
り
し
こ
と
は
豊
受
の
し
る
し
ぞ
君
が
恵
み
な

り
け
る
（
二
七
〇
四
）

92 

榊
葉
や
い
つ
も
み
ど
り
の
標
の
う
ち
に
鳩
吹
く
秋
は
風
ぞ
身

に
し
む
（
二
七
三
三
）

93 
そ
さ
の
を
も
君
が
み
こ
と
の
た
め
と
て
や
八
雲
の
し
る
し
思

ひ
た
ち
け
ん
（
二
七
九
一
）
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94 
神
垣
に
夜
や
あ
け
が
た
に
な
り
ぬ
ら
ん
木
綿
付
鳥
の
声
の
き

こ
ゆ
る
（
二
八
一
九
）

95 

す
み
の
え
の
松
風
通
ふ
か
ら
こ
と
を
波
の
緒
か
け
て
潮
や
引

く
ら
ん
（
二
八
四
七
）

こ
の
う
ち
太
字
に
し
た
の
は
、神
明
や
神
域
に
関
わ
る
語
で
あ
る
。

91
は
、
伊
勢
の
豊
受
大
神
の
名
を
詠
み
こ
み
、
か
つ
て
祈
っ
た
こ
と

が
神
に
納
受
さ
れ
た
証
が
、
君
、
す
な
わ
ち
後
鳥
羽
院
の
恵
み
で
あ

る
と
詠
ん
で
み
せ
る
。
伊
勢
に
ま
つ
わ
る
「
そ
の
か
み
」
は
、
良
経

の
「
神
風
や
御
裳
濯
河
の
そ
の
か
み
に
契
り
し
こ
と
の
末
を
た
が
ふ

な
」（
新
古
今
・
神
祇
・
一
八
七
一
）
が
二
神
約
諾
を
、
西
行
の
「
岩

戸
あ
け
し
あ
ま
つ
み
こ
と
の
そ
の
か
み
に
櫻
を
誰
か
植
ゑ
始
め
け

む
」（
西
行
法
師
集
・
六
〇
五
）
が
天
岩
戸
を
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
、

は
る
か
神
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、
通
親
91
が
具
体
的

に
い
つ
、
誰
の
、
ど
の
よ
う
な
祈
り
を
詠
ん
で
い
る
の
か
は
定
か
で

な
い
。
た
だ
、
通
親
は
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
公
卿
勅
使
と
し
て

伊
勢
に
赴
い
て
お
り
、
そ
の
折
の
経
験
が
詠
歌
に
影
響
し
た
可
能
性

も
あ
る
だ
ろ
う
。
93
は
素
盞
嗚
命
の
「
八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
妻
ご

め
に
八
重
垣
作
る
そ
の
八
重
垣
を
」
を
引
き
、
や
は
り
「
君
」
こ
と

後
鳥
羽
院
を
讃
え
て
い
る
。﹃
古
今
集
﹄
仮
名
序
に
人
の
世
の
歌
の

始
ま
り
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
歌
を
引
い
て
い
る
以
上
、
こ
れ
は
た
だ

和
歌
興
隆
を
讃
え
る
も
の
で
は
な
く
、
後
の
﹃
新
古
今
集
﹄
や
﹃
最

勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
﹄
に
結
実
し
て
ゆ
く
、
国
家
事
業
と
し
て
の

和
歌
行
事
へ
の
賛
美
な
の
だ
ろ
う
。

一
方
92 

94
は
特
定
の
神
や
社
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
社
頭

の
光
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
92
の
「
鳩
吹
く
秋
」
は
難
義
の
語

と
し
て
諸
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
語
だ
が
、
お
よ
そ
、
狩
人
が

鳩
の
鳴
き
真
似
を
す
る
こ
と
を
言
っ
た
ら
し
い
。
殺
生
に
関
わ
る
言

葉
が
神
域
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
か
覚
束
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
「
ち

は
や
ぶ
る
神
の
斎
垣
に
は
ふ
葛
も
秋
に
は
あ
へ
ず
紅
葉
し
に
け
り
」

（
古
今
集
秋
下
・
二
六
二
・
貫
之
）
の
よ
う
な
歌
の
変
奏
を
、
特
異
な
語

に
よ
っ
て
試
み
た
の
だ
ろ
う
。
94
の
「
木
綿
付
鳥
」
も
、
木
綿
と
神

垣
の
言
葉
の
縁
か
ら
詠
み
込
ん
だ
も
の
か
。「
木
綿
付
鳥
」
と
い
う

鶏
の
別
称
は
、﹃
古
今
集
﹄
の
後
は
作
例
が
少
な
く
、「
鳥
」
題
が
設
け

ら
れ
た
﹃
正
治
初
度
百
首
﹄
に
お
い
て
、
に
わ
か
に
多
数
詠
ま
れ
た

語
で
あ
る
。
そ
の
後
さ
ら
に
一
般
化
し
て
い
く
語
で
は
あ
る
が
、﹃
千

五
百
番
歌
合
﹄
の
時
点
で
は
目
を
引
く
言
葉
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
95

は
「
都
ま
で
響
き
通
へ
る
か
ら
こ
と
は
波
の
緒
す
げ
て
風
ぞ
ひ
き
け

る
」（
古
今
集
雑
上
・
九
二
一
・
真
静
法
師
）
を
本
歌
と
す
る
。
住
吉
社

の
名
物
の
松
か
ら
詠
み
始
め
る
が
、
松
風
と
の
縁
で
琴
、
ま
た
﹃
古

今
集
﹄
に
見
え
る
地
名
の
「
か
ら
こ
と
」
を
引
き
寄
せ
、
そ
の
ま
ま

海
上
の
景
へ
と
移
動
す
る
。
住
吉
三
神
は
海
の
神
で
は
あ
る
が
、「
か

ら
こ
と
」
は
現
在
の
岡
山
県
倉
敷
市
児
島
唐
琴
か
と
も
推
定
さ
れ
て
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お
り
、
住
吉
か
ら
は
距
離
が
あ
る
。
こ
れ
も
92 

94
同
様
、
や
や
変

わ
っ
た
表
現
と
、
そ
の
言
葉
の
縁
に
興
じ
た
も
の
と
取
り
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
通
親
雑
十
首
の
う
ち
前
半
五
首
は
天
神
地
祇
に

ま
つ
わ
る
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
う
ち
の
二
首
は
後
鳥

羽
院
の
賛
美
に
核
が
あ
る
。
三
首
は
社
頭
に
関
わ
る
情
景
を
詠
ん
で

は
い
る
も
の
の
、
表
現
の
工
夫
に
関
心
が
向
か
っ
て
お
り
、
社
頭
の

美
景
を
讃
え
て
神
を
賛
美
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
般
に
、
勅
撰
集

や
百
首
歌
で
「
神
祇
」
に
分
類
さ
れ
る
歌
は
、
天
神
地
祇
へ
の
崇
敬

や
本
地
垂
迹
思
想
を
背
景
に
、
神
域
を
賛
美
し
、
胸
中
を
吐
露
し
、

祈
り
を
捧
げ
る
も
の
だ
ろ
う
。
以
上
の
雑
部
前
半
の
五
首
は
、
一
般

の
神
祇
歌
の
枠
組
み
に
は
収
ま
り
そ
う
に
な
い
。

さ
ら
に
後
半
の
五
首
で
は
、
ま
た
別
の
傾
向
を
見
せ
る
よ
う
に
な

る
。
な
お
、
97
は
一
見
前
半
に
近
い
も
の
に
見
え
る
が
、
本
地
の
強

調
か
ら
し
て
釈
教
歌
に
近
い
も
の
と
捉
え
て
お
く
。

96 

老
い
の
の
ち
月
に
す
み
け
ん
唐
人
の
あ
と
を
た
づ
ね
て
入
る

山
路
か
な
（
二
八
七
五
）

97 

八
百
万
神
の
誓
ひ
も
ま
こ
と
に
は
三
世
の
仏
の
恵
み
な
り
け

り
（
二
九
〇
三
）

98 

位
山
跡
を
尋
ね
て
の
ぼ
れ
ど
も
子
を
思
ふ
道
に
猶
ま
よ
ひ
ぬ

る
（
二
九
三
一
）

99 

世
を
厭
ふ
人
の
入
る
な
る
山
里
に
ま
た
す
み
わ
び
て
い
づ
ち

ゆ
か
ま
し
（
二
九
五
九
）

100 

年
を
経
て
こ
し
か
た
の
み
ぞ
し
の
ば
る
る
あ
ら
ま
し
か
ば
と

思
ふ
人
ゆ
ゑ
（
二
九
八
七
）

こ
の
う
ち
96
の
「
月
に
す
み
け
ん
」
と
は
、﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
山
家
題

「
銜
嶺
暁
月
出
窓
中
」（
五
六
二
・
直
幹
）
の
よ
う
に
、
月
が
間
近
く

感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
山
中
で
、
月
に
心
を
澄
ま
せ
つ
つ
暮
ら
し
た
隠

逸
の
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
う
し
た
趣
旨
の
漢
詩
文

は
無
数
に
あ
り
、「
唐
人
」
に
特
定
の
人
物
は
比
定
し
が
た
い
。
あ
る

い
は
昇
仙
し
て
月
に
昇
っ
た
者
の
伝
説
を
踏
ま
え
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
が
、
目
下
典
拠
を
見
い
出
せ
な
い
。
と
も
あ
れ
主
体
は
、
何
か

し
ら
の
古
例
を
襲
っ
て
、
山
中
に
隠
棲
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
さ
ら
に
99
の
主
体
は
、
山
中
に
も
住
み
か
ね
て
身
の
置
き
所
を

見
失
っ
て
い
る
。「
世
を
捨
て
て
山
に
い
る
人
山
に
て
も
な
ほ
憂
き

と
き
は
い
づ
ち
ゆ
く
ら
む
」（
古
今
集
雑
下
・
九
五
六
・
躬
恒
）
が
想
起

さ
れ
る
。
96 

99
の
よ
う
な
遁
世
の
希
望
は
、
多
分
に
虚
構
的
な
も

の
で
あ
っ
て
実
現
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
二
首
の
主
体
は
、

限
り
な
く
作
者
通
親
自
身
に
近
い
だ
ろ
う
。
通
親
は
若
年
の
頃
に
も

白
居
易
の
﹃
廬
山
草
堂
記
﹄
に
な
ら
っ
て
、﹃
擬
香
山
模
草
堂
記
﹄
を

著
し
て
い
る
。

ま
た
98
は
通
光
と
通
具
の
二
人
が
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
作
者
に
召

さ
れ
て
い
た
た
め
も
あ
っ
て
か
、
我
が
子
を
思
う
心
の
闇
を
歌
う
。
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本
歌
は
兼
輔
の
「
人
の
親
の
心
は
闇
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
思
ふ
道
に

ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」（
雑
一
・
一
一
〇
二
）
で
あ
る
。「
跡
を
尋
ね
て
の

ぼ
れ
ど
も
」
と
い
う
の
は
父
雅
通
の
極
位
極
官
で
あ
る
、
正
二
位
内

大
臣
に
昇
っ
た
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
こ
の
歌
の
主
体
も
、
限
り

な
く
通
親
に
近
い
も
の
と
み
な
し
た
い
。
96
と
同
じ
「
あ
と
を
た
づ

ね
て
」
を
用
い
て
い
る
の
は
意
識
的
な
工
夫
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
96 

98
の
違
い
に
、
文
芸
の
中
で
は
文
人
の
古
例
を
慕
い
、

現
実
の
社
会
に
あ
っ
て
は
家
祖
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
権
門
歌
人

の
姿
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
100
も
率
直
な
感
懐
が
吐
露
し
て
お
り
、

通
親
自
身
の
心
境
を
反
映
し
た
も
の
と
思
し
い
。
以
上
、
雑
部
十
首

中
の
後
半
に
は
お
お
む
ね
、
胸
中
を
吐
露
す
る
、
述
懐
的
な
性
格
の

五
首
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
通
親
雑
部
に
お
い
て
は
、
前
半
と
後
半
で
大
別
で

き
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
前
半
部
が
、
神
祇
歌
と
共
通
す
る
表
現
を
持

ち
つ
つ
も
、
神
祇
歌
と
は
み
な
し
が
た
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
特
色
も
、﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄雑
部
中
、

通
親
一
人
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

例
え
ば
前
半
部
と
後
半
部
に
顕
著
な
変
化
が
見
ら
れ
る
例
と
し
て

は
、
ま
ず
良
経
の
雑
十
首
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
十
首
に
関
し
て
は

谷
知
子
氏
が
詳
細
に
検
討
さ
れ⎠

₂₄
⎝

、
前
半
五
首
に
漢
詩
文
的
な
諷
諭
的

述
懐
、
後
半
五
首
に
和
歌
的
な
述
懐
を
置
く
と
い
う
和
漢
融
合
の
実

験
作
と
み
る
説
を
出
さ
れ
た
。

あ
る
い
は
、
通
親
の
前
半
五
首
が
神
に
ま
つ
わ
る
語
を
用
い
つ
つ

も
神
祇
題
の
歌
と
は
認
め
が
た
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
表
現
は
特
定

の
部
立
や
歌
題
を
思
わ
せ
る
が
、
内
容
は
必
ず
し
も
そ
の
範
疇
に
収

ま
ら
な
い
歌
を
詠
む
歌
人
も
い
る
。
例
え
ば
小
侍
従
の
雑
部
に
は
、

恋
歌
に
ほ
ど
近
い
表
現
の
歌
が
多
数
含
ま
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
恋
歌
の
範
疇
に
は
収
ま
ら
な
い
。

本
来
雑
部
と
は
、
他
の
部
立
に
比
べ
て
詠
む
べ
き
内
容
が
多
彩
で

あ
り
、
季
部
や
恋
部
の
よ
う
な
強
固
な
時
間
的
秩
序
を
持
っ
て
い
な

い
。
比
較
的
自
由
度
の
高
い
部
立
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
類
似

す
る
傾
向
が
、
歌
風
や
位
相
の
異
な
る
歌
人
に
も
認
め
ら
れ
る
と
な

る
と
、
雑
部
に
関
し
て
も
後
鳥
羽
院
の
何
か
し
ら
の
意
向
が
働
い
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
全

体
に
か
か
る
こ
と
は
後
稿
を
期
す
と
し
て
、
通
親
詠
に
み
ら
れ
る
特

色
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
が
後
鳥
羽
院
の
意
向
の
強
く
働
く

応
制
百
首
で
あ
っ
た
こ
と
、
通
親
は
﹃
古
今
集
﹄
等
の
摂
取
を
通
じ

て
そ
れ
に
こ
た
え
つ
つ
、
同
時
に
応
制
百
首
の
規
範
を
侵
犯
し
か
ね

な
い
、
俗
謡
の
摂
取
や
、
亡
妻
追
悼
も
行
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
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ま
た
そ
の
亡
妻
哀
悼
に
は
同
時
代
の
他
の
歌
人
と
同
様﹃
源
氏
物
語
﹄

が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
も
触
れ
た
。

久
保
田
淳
氏
は
通
親
の
﹃
正
治
初
度
百
首
﹄
の
﹃
遊
仙
窟
﹄
摂
取

歌
に
関
し
て
「
私
的
な
動
機
で
こ
の
本
文
を
踏
ま
え
、
そ
れ
の
み
な

ら
ず
「
恋
」
の
十
首
を
も
個
人
的
な
追
懐
の
情
で
埋
め
た
通
親
の
意

識
の
あ
り
方
は
、
や
は
り
問
題
と
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る⎠

₂₅
⎝

。
こ
の
疑
義
は
、﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
に
も
あ
て
は
ま
る

だ
ろ
う
。
通
親
は
そ
の
百
首
全
体
を
、「
年
を
経
て
こ
し
方
の
み
ぞ
し

の
ば
る
る
あ
ら
ま
し
か
ば
と
思
ふ
人
ゆ
ゑ
」（
二
九
八
七
）
を
も
っ
て

閉
じ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
亡
妻
を
含
む
泉
下
の
人
を
思
い
、
生
前

を
懐
か
し
む
歌
だ
が
、
こ
れ
は
、
他
の
歌
人
ら
が
百
首
目
を
「
君
に

か
く
あ
ひ
ぬ
る
身
こ
そ
嬉
し
し
け
れ
名
や
は
朽
ち
せ
ん
世
々
の
末
ま

で
」（
雑
・
二
九
七
四
・
良
経
）
な
ど
と
結
ん
で
い
る
の
と
比
べ
て
、

お
よ
そ
応
制
百
首
の
掉
尾
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
と
は
思
え
な
い
。

た
だ
し
、
通
親
の
百
首
目
は
、
同
時
に
﹃
拾
遺
集
﹄
の
「
世
の
中

に
あ
ら
ま
し
か
ば
と
思
ふ
人
な
き
が
多
く
も
な
り
に
け
る
か
な
」（
哀

傷
・
一
二
九
九
・
藤
原
為
頼
）
の
摂
取
な
の
で
あ
る
。
前
節
で
み
た
他

の
述
懐
歌
も
多
く
は
勅
撰
集
の
歌
に
基
づ
い
て
お
り
、
亡
妻
哀
悼
に

あ
た
っ
て
も
、
同
時
代
広
く
仰
が
れ
て
い
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
摂
取

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
、
先
行
作
品
摂
取
は
私
的
な
歌
に
、

応
制
百
首
ら
し
い
正
統
性
を
持
た
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
は
勅
撰
集
に
準
じ
た
部
立
構
成
を
持
つ
応
制

百
首
で
あ
る
。
加
え
て
そ
こ
に
後
鳥
羽
院
に
よ
る
先
行
作
品
摂
取
の

ゆ
る
や
か
な
指
示
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
歌
人
に
許
さ
れ
た
選
択

の
幅
は
広
く
な
い
。
し
か
し
通
親
は
、
先
行
作
品
摂
取
と
い
う
指
定

に
従
う
こ
と
で
、
か
え
っ
て
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
の
場
に
卑
俗
な
も

の
や
私
的
な
も
の
を
持
ち
込
み
得
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
言
及
で
き
な
か
っ
た
祝
賀
の
歌
に
も
簡
単
に

触
れ
て
お
く
。
通
親
の
場
合
、﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
は
﹃
正
治
初
度
百

首
﹄
に
比
べ
て
祝
賀
の
表
現
を
持
つ
歌
が
減
少
し
て
お
り
、
季
部
中

祝
意
を
持
つ
歌
は
次
の
一
首
の
み
で
あ
る
。

35 

水
無
月
の
今
日
く
れ
た
け
の
節
折
り
に
ぞ
君
が
千
歳
の
数
は

添
へ
け
る
（
夏
・
一
〇
四
五
）

こ
こ
で
詠
ま
れ
た
「
節
折
り
」
は
、
六
月
、
十
二
月
の
晦
日
の
祓
に

お
い
て
、
竹
の
枝
を
天
皇
や
東
宮
の
背
の
丈
に
応
じ
て
折
り
寸
法
を

計
る
行
事
で
、﹃
江
家
次
第
﹄
等
の
故
実
書
の
ほ
か
、
平
安
末
期
成
立

と
さ
れ
る
﹃
東
宮
年
中
行
事
﹄
に
も
見
え
る
。﹃
猪
熊
関
白
記
﹄
に

は
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
六
月
か
ら
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
六
月

ま
で
、
半
年
ご
と
の
祓
の
折
に
節
折
の
記
述
を
確
認
で
き
る
。
こ
の

行
事
は
上
皇
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
35
の
祝
賀
の
対
象
に

は
土
御
門
天
皇
お
よ
び
、
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
四
月
に
立
坊
し

た
東
宮
守
成
親
王
（
の
ち
の
順
徳
天
皇
）
が
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
通
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親
は
土
御
門
天
皇
生
母
承
明
門
院
在
子
の
養
父
で
あ
る
か
ら
、
土
御

門
天
皇
の
外
祖
父
で
あ
る
。
な
お
か
つ
通
親
は
、
守
成
親
王
立
坊
に

伴
い
東
宮
傅
と
な
っ
て
お
り
、
嫡
子
通
光
は
東
宮
権
亮
と
な
っ
て
い

る
。
天
皇
・
東
宮
に
祝
意
を
示
す
理
由
は
十
分
に
あ
る
は
ず
だ
。
政

治
家
と
し
て
の
通
親
が
す
で
に
後
鳥
羽
院
以
後
を
見
据
え
て
い
た
こ

と
が
、﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
と
﹃
正
治
初
度
百
首
﹄
の
比
較
か
ら
は
、
こ

の
他
に
も
多
々
検
討
す
べ
き
課
題
が
見
出
さ
れ
る
。
積
み
残
し
た
も

の
は
多
い
が
、
今
後
も
考
察
を
重
ね
て
ゆ
き
た
い
。

︻
注
︼

（
1
）
久
保
田
淳
氏
「
源
通
親
の
文
学
―
そ
の
和
歌
に
つ
い
て
―
」（﹃
論
叢

王
朝
文
学
﹄︹
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
︺）

（
2
）
上
野
順
子
氏
「
正
治
・
建
仁
期
の
影
供
歌
合
に
つ
い
て
―
土
御
門
通

親
を
中
心
に
―
」（﹃
和
歌
文
学
研
究
﹄
六
七
号
、
一
九
九
六
・
一
）

（
3
）
尾
葉
石
真
理
氏
「
源
通
親
の
﹃
正
治
初
度
百
首
﹄」（﹃
国
語
と
国
文
学
﹄

九
二
︲
二
、
二
〇
一
五
・
二
）
な
ど
。

（
4
）（https://w

w
w

.rekihaku.ac.jp/doc/t-db-index.htm
l

）

（
5
）
有
吉
保
氏
﹃
千
五
百
番
歌
合
の
校
本
と
そ
の
研
究
﹄（
一
九
六
八
、
風

間
書
房
）

（
6
）
当
該
和
歌
の
本
文
は
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
諸
伝
本
お
よ
び
﹃
夫
木
和

歌
抄
﹄﹃
怜
野
集
﹄
等
の
類
題
集
で
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

だ
し
、
判
詞
（
春
三
・
俊
成
）
に
は
「
右
歌
、
根
は
ふ
よ
こ
の
、
万

葉
集
の
心
、
花
の
色
む
ら
さ
き
む
つ
ま
し
く
な
ど
は
見
え
侍
る
を
、

上
の
三
句
、
か
か
る
歌
を
見
侍
り
し
心
地
ぞ
し
侍
れ
ど
、
さ
や
か
に

は
覚
え
侍
ら
ぬ
上
に
︙
」
と
あ
り
、﹃
万
葉
歌
﹄
摂
取
で
あ
っ
た
こ
と

が
伺
わ
れ
る
。
ま
た
俊
成
の
口
吻
か
ら
は
、
通
親
の
上
句
が
﹃
久
安

百
首
﹄
の
俊
成
「
紫
の
ね
は
ふ
よ
こ
の
の
つ
ぼ
す
み
れ
ま
袖
に
つ
ま

ん
色
も
む
つ
ま
し
」
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
量
さ
れ
る
。

（
7
）
桑
原
博
史
氏
「
源
通
親
伝
素
描
」（﹃
山
岸
徳
平
先
生
頌
寿
中
古
文
学

論
考
﹄、
一
九
七
二
・
一
二
）

（
8
）
目
良
有
子
氏
「
源
通
親
の
和
歌
」（﹃
甲
南
女
子
大
学
大
学
院
論
叢
﹄

一
〇
、
一
九
九
八
）

（
9
）拙
稿「﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄恋
部
の
先
行
作
品
摂
取
」（﹃
国
語
と
国
文
学
﹄

九
六
︲
一
、
二
〇
一
九
・
一
）

（
10
）
野
本
瑠
美
氏
「﹃
久
安
百
首
﹄
の
羈
旅
歌
」（﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
八
六

︲
一
、
二
〇
〇
九
・
一
）、
山
崎
桂
子
氏
﹃
正
治
百
首
の
研
究
﹄（
勉

誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
）
四
五
九
・
四
六
二
頁
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）
村
尾
誠
一
氏
「
後
鳥
羽
院
正
治
初
度
百
首
と
勅
撰
和
歌
集
へ
の
意
志

―
﹃
正
治
和
字
奏
状
﹄
の
再
検
討
を
発
端
に
」（﹃
国
語
と
国
文
学
﹄

八
五
―
四
、
二
〇
〇
八
・
四
）

（
12
）﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
で
は
幾
人
か
の
歌
人
に
後
鳥
羽
院
の
和
歌
行
事
を
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礼
賛
す
る
よ
う
な
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
通
親
の
場
合
は
、「
そ

さ
の
を
も
君
が
み
こ
と
の
た
め
と
て
や
八
雲
の
し
る
し
思
ひ
た
ち
け

ん
」（
雑
部
・
二
七
九
一
）
と
﹃
古
今
集
﹄
仮
名
序
を
踏
ま
え
た
賛
美

を
見
せ
て
い
る
。

（
13
）
顕
昭
も
判
詞
で
「
右
歌
は
、
世
俗
の
く
ち
ず
さ
み
の
歌
に
「
雨
ふ
れ

ば
の
き
の
玉
水
つ
ぶ
つ
ぶ
と
い
は
ば
や
も
の
を
心
ゆ
く
ま
で
」
と
侍

る
歌
に
、
源
氏
の
雨
夜
の
物
語
を
を
か
し
く
よ
み
つ
が
れ
て
侍
る
歟
」

（
一
三
一
〇
番
判
）
と
指
摘
す
る
。

（
14
）
例
え
ば
一
二
〇
一
番
の
左
方
、
後
鳥
羽
院
の
「
眺
む
れ
ば
こ
ぬ
人
ま

た
る
わ
び
つ
つ
も
今
宵
の
月
に
あ
か
ず
か
も
ね
ん
」（
二
四
〇
〇
）
に

対
し
て
は
「
左
歌
は
、﹃
月
夜
に
は
こ
ぬ
人
ま
た
る
か
き
く
も
り
雨
も

ふ
ら
な
ん
わ
び
つ
つ
も
ね
ん
」と
申
す
歌
の
心
に
こ
そ
侍
る
め
れ
。「
雨

も
ふ
ら
な
ん
」
の
詞
を
す
て
て
、
ひ
と
へ
に
「
今
宵
の
月
に
あ
か
ず

か
も
ね
ん
」
と
侍
る
、
お
そ
ら
く
は
月
を
翫
ぶ
心
も
深
く
な
り
て
、

本
歌
よ
り
も
勝
り
て
こ
そ
き
こ
え
侍
る
め
れ
（
以
下
略
）﹄
と
、
作
者

が
本
歌
の
要
素
を
取
捨
選
択
し
た
過
程
と
そ
の
効
果
を
論
じ
た
。
一

方
一
三
一
八
番
の
右
方
、
定
家
詠
「
か
れ
ぬ
る
は
さ
ぞ
な
た
め
し
と

な
が
め
て
も
な
ぐ
さ
ま
な
く
に
霜
の
下
草
」（
二
六
三
五
）
に
つ
い
て

は
、「
右
歌
は
、
も
し
源
氏
物
語
に
、「
ほ
の
め
か
す
風
に
つ
け
て
も
下

荻
の
な
か
ば
は
霜
に
む
す
ぼ
れ
に
け
り
」
な
ど
侍
る
歌
の
心
に
や
。

か
や
う
に
申
す
べ
き
に
て
も
侍
ら
ね
ど
、
歌
の
よ
し
わ
ろ
し
も
き
こ

え
侍
ら
ね
ば
、
お
ど
ろ
か
し
申
す
に
つ
け
て
歌
の
ほ
ど
は
み
ゆ
る
事

に
て
侍
れ
ば
、心
に
く
く
も
な
り
侍
る
歟
、ま
さ
り
侍
る
べ
し
」
と
、﹃
源

氏
物
語
﹄
引
用
が
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
い
こ
と
を
断
り
つ
つ
、
右

歌
の
特
色
を
示
す
た
め
に
引
用
し
て
い
る
。

（
15
）
な
お
、﹃
愚
管
抄
﹄
に
は
「
承
明
門
院
ヲ
ゾ
母
ウ
セ
テ
後
ハ
ア
イ
シ
参

ラ
セ
ケ
ル
。
院
ハ
範
季
ガ
ム
ス
メ
ヲ
思
召
テ
三
位
セ
サ
セ
テ
。
美
福

門
院
ノ
例
ニ
モ
ニ
テ
有
ケ
ル
ニ
」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
を
信
頼
す
る

な
ら
ば
、
六
条
御
息
所
・
秋
好
中
宮
・
光
源
氏
の
関
係
と
藤
原
範
子

（
通
親
妻
）・
源
在
子
（
通
親
養
女
）・
通
親
の
関
係
に
は
通
う
と
こ
ろ

が
あ
り
、
顕
昭
判
が
薄
雲
巻
の
歌
を
引
い
た
こ
と
の
含
意
も
考
え
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
慈
円
の
記
述
の
信
憑
性
は
じ
め
問

題
点
も
多
く
、
慎
重
に
な
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
16
）「
い
つ
と
て
も
恋
し
か
ら
ず
は
あ
ら
ね
ど
も
秋
の
夕
べ
は
あ
や
し
か
り

け
り
」（
古
今
集
恋
一
・
五
四
六
・
読
人
不
知
）

（
17
）
長
明
が
高
松
女
院
姝
子
内
親
王
家
で
の
歌
合
に
「
く
づ
る
」
の
語
を

含
む
歌
を
出
詠
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、「
崩
御
」
を
思
わ
せ
る
と
し

て
止
め
ら
れ
た
と
の
逸
話
が
見
え
る
。

（
18　

顕
昭
は
良
経
、
慈
円
の
歌
を
負
け
と
す
る
際
に
は
恐
縮
す
る
旨
を
述

べ
て
い
る
。
例
え
ば
一
二
三
三
番
（
左
慈
円
、右
定
家
）
で
は
「（
前
略
）

と
り
ど
り
に
侍
れ
ど
、
な
ほ
歌
合
の
法
、
う
る
は
し
き
に
つ
き
て
右

を
か
ち
と
定
め
申
す
、
お
そ
れ
を
わ
す
れ
て
道
を
執
之
故
な
り
」
と
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述
べ
る
。

（
19
）
注
1
参
照
。

（
20
）
和
歌
文
学
大
系
四
九
﹃
正
治
二
年
院
初
度
百
首
﹄（
二
〇
一
六
、
明
治

書
院
）。
通
親
の
百
首
は
久
保
田
淳
氏
が
担
当
さ
れ
た
。

（
21
）
木
船
重
昭
氏
﹃
千
五
百
番
歌
合
全
釈
﹄（
二
〇
〇
一
、
私
家
版
）。

（
22
）「
熊
野
に
詣
で
侍
り
け
る
に
小
一
条
院
の
通
ひ
給
ひ
け
る
な
に
は
と
い

ふ
所
に
と
ま
り
て
昔
を
思
ひ
い
で
て
よ
め
る
」
と
の
詞
書
を
持
つ
「
古

に
な
に
は
の
こ
と
も
変
は
ら
ね
ど
涙
の
か
か
る
た
び
は
な
か
り
き
」

（
後
拾
遺
集
哀
傷
・
五
九
五
・
源
信
宗
）
や
、
陽
明
門
院
の
法
事
の
翌

日
詠
ま
れ
た
「
定
め
な
き
世
を
う
き
雲
ぞ
あ
は
れ
な
る
頼
み
し
君
が

煙
と
思
へ
ば
」（﹃
金
葉
集
﹄
二
度
本
雑
下
・
六
二
二
・
藤
原
資
信
）

等
の
例
が
あ
る
。

（
23
）
渡
部
泰
明
氏
﹃
中
世
和
歌
史
論　

様
式
と
方
法
﹄（
二
〇
一
七
、
岩
波

書
店
）
第
三
編
第
四
章
。

（
24
）
谷
知
子
氏
「
藤
原
良
経
の
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
雑
十
首
を
読
む
」（﹃
和

歌
文
学
研
究
﹄
一
〇
四
、
二
〇
一
二
・
六
）。

（
25
）
注
1
参
照
。


