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一
　
は
じ
め
に

　

藤
原
実
定
と
実
家
は
、
大
炊
御
門
右
大
臣
公
能
を
父
、
藤
原
俊
忠
女
の
豪

子
を
母
と
す
る
兄
弟
で
あ
る
。
同
母
の
兄
弟
姉
妹
に
は
他
に
実
守
、
公
衡
、

忻
子
、
多
子
ら
が
い
る１
。
実
定
、
実
家
と
も
に
勅
撰
集
入
集
歌
人
で
あ
り
、

藤
原
俊
成
は
叔
父
、
定
家
は
従
兄
弟
に
あ
た
る
。
そ
れ
ぞ
れ
家
集
が
残
っ
て

お
り
、
実
定
の
『
林
下
集
』
は
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
頃
ま
で
の
詠
三
七

九
首
を
収
め
、
自

撰
と
考
え
ら
れ

る２
。
一
方
、『
実

家
集
』
は
四
一
九

首
を
収
め
、
寿
永

二
年
（
一
一
八
三
）

四
月
か
ら
文
治
元

年
（
一
一
八
五
）

三
月
ま
で
の
間

に
、『
千
載
集
』
の
撰
集
に
供
す
る
た
め
自
撰
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る３
。
閑
院
流
に
生
ま
れ
、
御
子
左
家
と
繋
が
り
を
持
ち
、
と
も
に
家
集
を
残

す
こ
の
兄
弟
は
、
実
定
が
『
百
人
一
首
』
作
者
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
和

歌
史
上
の
存
在
は
決
し
て
小
さ
く
な
く
、
研
究
も
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る４
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
家
集
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
究
す
べ
き
余
地
が
残
さ

れ
て
い
よ
う
。
本
稿
で
は
、
主
に
『
林
下
集
』
を
軸
に
、『
実
家
集
』
や
そ

の
他
の
家
集
に
も
収
載
さ
れ
る
同
じ
贈
答
歌
に
着
目
す
る
。
こ
れ
ら
の
中
に

は
、
家
集
に
よ
っ
て
表
現
や
順
序
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
も

と
よ
り
誤
写
の
可
能
性
も
あ
り
、
慎
重
に
取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
が
、
同
一

贈
答
歌
の
差
異
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
集
の
編
集
態
度
を
炙
り
出
す
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
糸
口
と
し
て
、
平
安
末
期
に
お
け
る
私
家
集
編

纂
の
一
斑
を
捉
え
る
こ
と
を
目
論
み
た
い
。

二
　『
林
下
集
』
と
諸
家
集

　

松
野
陽
一５
と
黒
田
彰
子６
は
、『
実
定
集
』
と
『
師
光
集
』
と
に
収
め
ら
れ

る
次
の
贈
答
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

『
林
下
集
』『
実
家
集
』
と
諸
家
集

─
─ 

平
安
末
期
の
私
家
集
編
纂
意
識
一
斑 

─
─

小
　
林
　
賢
　
太

公
実

　
　実
能

　
　公
能

　
　実
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　実
家

　
　
　
　俊
忠

　
　豪
子

　
　実
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　公
衡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　忻
子
（
後
白
河
后
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　多
子
（
近
衛
・
二
条
后
）

　
　
　
　
　
　
　
　俊
成

　
　定
家

略
系
図



〔　　〕14

な
に
は
よ
り
か
へ
り
て
侍
し
に
、
左
大
臣
実
定
の
も
と
よ
り

み
や
こ
だ
に
秋
の
あ
は
れ
は
あ
る
も
の
を
ひ
な
の
な
が
ぢ
の
も
の
が
た

り
せ
よ返

し

お
も
ひ
や
れ
ひ
な
の
な
が
ぢ
の
さ
び
し
さ
は
い
と
ふ
み
や
こ
へ
か
へ
る

こ
ゝ
ろ
に 

（
師
光
集
・
六
六
～
六
七
）

を
の
ゝ
宮
の
じ
ゞ
う
も
ろ
み
つ
、
九
月
ば
か
◦り

に
、
し
ほ
ゆ
あ
み

に
な
に
は
の
か
た
へ
ま
か
り
て
、
か
へ
り
た
り
と
き
ゝ
て
、
申
つ

か
は
し
ゝ

み
や
こ
だ
に
秋
の
あ
は
れ
は
あ
る
も
の
を
ひ
な
の
な
が
ぢ
の
も
の
が
た

り
せ
よ返

ご
と 

も
ろ
み
つ
君　

お
も
ひ
や
れ
ひ
な
の
す
ま
ひ
の
さ
び
し
さ
は
な
に
は
の
事
を
か
た
る
べ

き
み
と 

（
林
下
集
・
一
三
〇
～
一
三
一
）

　

傍
線
部
の
異
同
に
つ
い
て
松
野
は
、「
単
な
る
伝
写
上
の
異
文
と
い
う
よ

り
、
師
光
自
身
の
改
稿
の
可
能
性
が
強
い
。
常
識
的
に
は
相
手
の
実
定
の
手

に
残
っ
た
方
が
初
案
、
師
光
集
の
方
は
撰
集
に
際
し
て
の
、
歌
群
構
成
を
意

識
し
て
の
改
作
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
黒
田
は
「
師
光
集
に
み

え
る
贈
答
歌
の
う
ち
、
他
出
資
料
の
残
存
す
る
も
の
と
比
較
す
る
と
、
130
歌

の
改
編
は
あ
ま
り
に
も
顕
著
で
あ
る
」、「
印
象
と
し
て
は
、『
ひ
な
の
な
が

ぢ
』
と
い
う
語
が
両
首
に
み
え
る
こ
と
、
実
定
集
（
引
用
者
注
：
本
稿
で
は
『
林

下
集
』
と
称
す
）
の
場
合
、『
な
に
は
の
こ
と
』
が
『
難
波
』『
何
は
』
を
か

け
て
詞
書
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
師
光
集
の
も
の
の
方
が
本
来
の
か

た
ち
で
あ
り
、
む
し
ろ
実
定
集
の
方
が
よ
り
整
っ
た
か
た
ち
を
求
め
た
改
変

を
経
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
る
。
贈
答
歌

に
お
い
て
相
手
の
歌
の
語
句
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
み
返
歌
す
る
こ
と
は
一
般

的
で
、「
ひ
な
の
な
が
ぢ
」
が
鸚
鵡
返
し
に
さ
れ
る
『
師
光
集
』
の
本
文
の

方
が
、
詠
時
の
形
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
稿
者
は
黒
田
説
に
同
意
す
る
が
、

留
意
し
た
い
の
は
、『
師
光
集
』
で
は
両
首
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
ひ
な
の
な

が
ぢ
」
が
、『
林
下
集
』
で
は
師
光
歌
が
「
ひ
な
の
す
ま
ひ
」
と
異
な
る
表

現
と
な
っ
て
い
る
点
、
ま
た
同
じ
く
『
師
光
集
』
で
は
両
首
に
繰
り
返
さ
れ

る
「
み
や
こ
」
と
い
う
語
彙
が
、『
林
下
集
』
の
師
光
歌
に
は
使
わ
れ
て
い

な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、『
林
下
集
』
収
載
贈
答
歌
と
、
そ
の
他
出
資
料
を
比
較
す
る
。

と
し
ご
ろ
の
妻
に
お
く
れ
た
る
人
の
も
と
へ
つ
か
は
し
け
る

い
も
せ
川
か
へ
ら
ぬ
水
の
わ
か
れ
路
は
き
ゝ
わ
た
る
に
も
袖
ぞ
ぬ
れ
け

る

か
へ
し

き
ゝ
わ
た
る
袖
だ
に
ぬ
る
ゝ
い
も
せ
川
水
の
心
を
く
み
て
し
ら
な
む

 

（
清
輔
集
・
三
四
一
～
三
四
二
）

亡
室
の
お
も
ひ
に
は
べ
り
し
こ
ろ
、
清
輔
朝
臣
の
申
お
く
り
た
り

し

い
も
せ
が
は
か
へ
ら
ぬ
み
づ
の
わ
か
れ
ぢ
は
き
ゝ
わ
た
る
に
も
そ
で
ぞ

ぬ
れ
け
る

返
事

き
ゝ
わ
た
る
そ
で
だ
に
ぬ
る
ゝ
な
か
ゞ
は
の
水
の
心
を
く
み
て
し
ら
な
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む 

（
林
下
集
・
二
六
二
～
二
六
三
）

　

右
の
清
輔
と
の
贈
答
は
、
傍
線
部
の
異
同
が
あ
り
、『
清
輔
集
』
で
は
両

歌
に
「
い
も
せ
川
」
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
林
下
集
』
の
実

定
詠
は
そ
こ
が
「
な
か
ゞ
は
の
」
と
な
っ
て
い
る
。
先
の
『
師
光
集
』
の
贈

答
と
同
じ
現
象
で
あ
る
。
こ
の
贈
答
は
『
続
千
載
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

後
徳
大
寺
左
大
臣
室
身
ま
か
り
に
け
る
比
申
し
お
く
り
け
る

 

清
輔
朝
臣　

い
も
せ
河
か
へ
ら
ぬ
水
の
別
ぢ
は
き
き
わ
た
る
に
も
袖
ぞ
ぬ
れ
け
る

返
し 

後
徳
大
寺
左
大
臣　

き
き
わ
た
る
袖
だ
に
ぬ
る
る
中
河
の
水
の
心
を
汲
み
て
し
ら
な
む

 

（
巻
第
十
九
・
哀
傷
歌
・
二
一
七
二
～
二
一
七
三
）

　

実
定
詠
は
『
林
下
集
』
の
形
で
採
ら
れ
て
お
り
、
同
集
か
ら
採
歌
さ
れ
た

と
思
し
い
。
次
に
、
寂
蓮
と
の
贈
答
が
あ
る
。

世
を
遁
ぬ
と
聞
て
、
左
大
将
実
定
の
許
よ
り

世
の
中
を
出
ぬ
と
な
ど
か
告
ざ
り
し
お
く
れ
じ
と
思
ふ
心
あ
る
物
を

返
し

人
を
さ
へ
導
く
程
の
身
な
り
せ
ば
世
を
出
ぬ
と
は
告
も
し
て
ま
し

 

（
寂
蓮
集
Ⅰ
・
六
六
～
六
七
）

お
な
じ
こ
ろ（
六
、
七
字
分
空
白
）

　
　
　
　
　
　
　
　

む
お
く
れ
し
に
一
ま（
以
下
欠
）

　
　
　
　

返
事

人
を
さ
へ
み
ち
び
く
ほ
ど
の
身
な
り
せ
ば
よ
を
い
で
ぬ
と
は
い
ひ
も
し

て
ま
し 

（
林
下
集
・
二
八
八
）

　
『
林
下
集
』
に
欠
脱
が
あ
る
が
、『
寂
蓮
集
』
の
寂
蓮
歌
は
結
句
「
告
も
し

て
ま
し
」
で
、
実
定
歌
の
「
告
」
と
対
応
す
る
が
、『
林
下
集
』
は
「
い
ひ
」

と
な
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
贈
答
も
、『
続
千
載
集
』
に
収
め
ら
れ
る
。

寂
蓮
法
師
世
を
の
が
れ
ぬ
と
き
き
侍
り
て
申
し
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
徳
大
寺
左
大
臣

世
の
中
を
い
で
ぬ
と
な
ど
か
つ
げ
ざ
り
し
お
く
れ
じ
と
お
も
ふ
心
あ
る

も
の
を返

し 

寂
蓮
法
師　

人
を
さ
へ
道
び
く
ほ
ど
の
身
な
り
せ
ば
世
を
い
で
ぬ
と
は
つ
げ
も
し
て

ま
し 

（
雑
歌
下
・
二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
六
）

　

寂
蓮
詠
は
『
寂
蓮
集
』
の
形
で
採
ら
れ
て
い
る７
。
次
に
源
頼
政
と
の
贈
答

が
あ
る
。

祝
言
の
次
に
も
む
か
し
思
ひ
出
ら
れ
て
こ
そ
と
て
、
か
れ
よ
り
遣

し
け
る

木
が
く
れ
て
み
し
夜
の
月
の
か
は
ら
ず
は
お
な
じ
雲
井
を
哀
と
や
お
も

ふ

か
へ
し

木
が
く
れ
て
そ
の
夜
の
月
に
な
れ
に
し
に
雲
井
を
み
て
は
哀
と
ぞ
お
も

ふ 

（
頼
政
集
Ⅰ
・
五
九
九
～
六
〇
〇
）

お
な
じ
き
こ
ろ
、
よ
り
ま
さ
の
朝
臣
の
も
と
へ
申
や
り
し

こ
が
く
れ
て
み
し
よ
の
月
を
わ
す
れ
ず
は
お
な
じ
く
も
ゐ
を
あ
は
れ
と

や
お
も
ふ

返
し

こ
が
く
れ
て
そ
の
夜
の
月
に
な
れ
ぬ
る
は
く
も
ぢ
を
み
て
も
あ
は
れ
と
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ぞ
お
も
ふ 

（
林
下
集
・
三
二
二
～
三
二
三
）

　

こ
の
贈
答
で
は
、
頼
政
歌
と
実
定
歌
の
双
方
に
異
同
が
認
め
ら
れ
る
が
、

第
四
句
「
雲
井
」「
く
も
ぢ
」
に
注
す
る
。『
頼
政
集
』
で
は
実
定
と
頼
政
の

双
方
の
第
四
句
が
「
く
も
ゐ
」
で
対
応
す
る
が
、『
林
下
集
』
で
は
頼
政
歌

の
第
四
句
が
「
く
も
ぢ
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
四
例
は
、
転
写
の
誤
り
が
介
在
し
た
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
し

き
れ
な
い
も
の
の
、
他
の
家
集
で
繰
り
返
し
と
な
っ
て
い
る
語
句
が
、『
林

下
集
』
で
は
異
な
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
点
が
共
通
す
る
。
前
述
の
通
り
、

贈
答
歌
に
お
い
て
核
と
な
る
語
句
が
鸚
鵡
返
し
さ
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
事
象
は
、
贈
答
当
時
の
「
原
表
現
」
を
伝
え
る
の
が
、『
林
下
集
』

で
は
な
い
方
の
家
集
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
。
逆
に
捉
え
る
な

ら
、
例
に
挙
げ
た
『
林
下
集
』
の
贈
答
歌
は
改
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
も

し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
師
光
、
寂
蓮
、
頼
政
と
の
贈
答
で
は
、
実
定
は
相
手

の
歌
を
も
加
工
し
た
こ
と
に
な
る
。
家
集
編
纂
時
に
自
分
の
歌
に
手
を
加
え

る
と
い
う
行
為
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
定
は
相
手

の
歌
を
も
改
作
し
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
清
輔
と
の
贈
答
歌
で
は
自

詠
の
方
を
改
作
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
師
光
、
寂
蓮
、
頼
政
と

の
贈
答
歌
で
は
相
手
の
歌
を
改
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
四
つ
の
贈
答

歌
は
い
ず
れ
も
答
歌
の
方
が
改
作
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
贈
歌
は
そ
の
ま

ま
で
答
歌
の
方
に
手
を
加
え
る
と
い
う
方
法
が
、『
林
下
集
』
に
お
い
て
贈

答
歌
を
加
工
す
る
際
の
方
針
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

三
　『
林
下
集
』
と
『
実
家
集
』

　

次
に
『
林
下
集
』
と
『
実
家
集
』
に
収
め
ら
れ
る
兄
弟
間
の
贈
答
歌
を
比

較
す
る
。

月
い
み
じ
く
あ
か
き
よ
、
内
大
臣
の
大
納
言
に
て
お
は
せ
し
こ
ろ

お
も
ひ
や
る
こ
ゝ
ろ
は
き
み
が
ゝ
げ
な
が
ら
ひ
と
り
な
が
む
る
よ
は
の

月
か
げか

へ
り
ご
と

い
ま
ぞ
し
る
こ
ゝ
ろ
は
き
み
に
か
よ
ひ
け
り
ひ
と
つ
く
も
井
の
月
を
な

が
め
て 

（
実
家
集
・
一
五
六
～
一
五
七
）

月
の
あ
か
ゝ
り
し
夜
、
と
う
の
中
将
さ
ね
い
へ
の
も
と
へ
申
つ
か

は
し
ゝ

お
も
ひ
や
る
こ
ゝ
ろ
は
き
み
が
ゝ
げ
な
が
ら
ひ
と
り
な
が
む
る
よ
は
の

月
か
なか

へ
し

い
ま
ぞ
き
く
心
は
き
み
に
か
よ
ひ
け
り
お
な
じ
く
も
ゐ
の
つ
き
を
な
が

め
て 

（
林
下
集
・
三
〇
四
～
三
〇
五
）

　

前
節
で
確
認
し
た
傾
向
に
照
ら
せ
ば
、傍
線
部
と
点
線
部
の
よ
う
に
、『
実

家
集
』
で
贈
歌
答
歌
に
対
応
し
て
い
る
「
ひ
と
り
／
ひ
と
つ
」
が
、『
林
下
集
』

答
歌
で
は
「
お
な
じ
」
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
実
定
詠
も
『
実
家
集
』
で

二
度
繰
り
返
さ
れ
る
「
か
げ
」
が
、『
林
下
集
』
本
文
で
は
結
句
が
「
か
な
」

と
な
っ
て
い
る
。

　

実
家
詠
の
歌
意
を
考
え
る
と
、「
お
な
じ
雲
居
の
月
を
眺
め
て
」
の
方
が

解
し
や
す
く
、
先
例
を
見
て
も
「
ひ
と
つ
雲
居
」
は
ほ
ぼ
な
い
が
、「
お
な

じ
雲
居
」
は
多
く
詠
ま
れ
、「
月
」
と
の
詠
み
合
わ
せ
た
例
も
多
い
。
贈
答

時
は
相
手
歌
の
語
句
を
そ
の
ま
ま
取
っ
て
返
歌
し
、
即
時
詠
と
し
て
は
問
題
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な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
家
集
収
録
に
際
し
て
実
定
が
実
家
詠
を
改
作
し

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
実
定
詠
も
贈
っ
た
時
は
あ
え
て
「
か
げ
」
を
重
ね

て
興
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
家
集
収
録
に
あ
た
り
、
い
わ
ば
同
心
病
を

避
け
て
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
異
同
で
な

く
、
さ
ら
に
複
雑
な
異
同
を
呈
す
る
の
が
、
次
の
贈
答
歌
群
で
あ
る
。
対
応

関
係
を
整
理
す
る
た
め
、
便
宜
的
に
和
歌
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
符
号
を
付

す
。

内
大
臣
、
さ
き
の
大
納
言
と
申
し
ゝ
と
き
、
う
へ
に
お
く
れ
ら

れ
た
る
こ
ろ
、
ほ
ど
へ
て
か
れ
よ
り
い
ひ
つ
か
は
し
た
り
し

（
Ａ
） 

も
の
お
も
ふ
や
ど
の
こ
ず
ゑ
の
も
み
ぢ
こ
そ
な
み
だ
と
ゝ
も
に
と
ま

ら
ざ
り
け
れ

か
へ
し

（
Ｂ
） 

も
み
ち
ば
の
も
ろ
き
に
た
ぐ
ふ
の
み
な
ら
ず
な
み
だ
も
と
も
に
い
ろ

や
み
ゆ
ら
ん

そ
の
と
し
の
し
は
す
の
つ
ご
も
り
の
日
お
も
ひ
や
り
し
、
あ
は

れ
に
て
、
さ
き
の
大
納
言
の
御
も
と
に

（
Ｃ
） 

う
か
り
け
る
と
し
の
か
た
み
も
け
ふ
く
れ
ば
ま
た
へ
だ
ゝ
ら
ん
こ
と

や
か
な
し
き

（
Ｄ
） 

お
も
ふ
ら
ん
こ
と
し
も
く
れ
ぬ
か
く
し
お
き
て
む
か
し
が
た
り
に
な

ら
ん
あ
は
れ
を

か
へ
り
ご
と

（
Ｅ
） 

よ
の
つ
ね
の
と
し
の
く
れ
だ
に
あ
る
も
の
を
い
か
に
か
す
べ
き
け
ふ

の
か
な
し
さ 

（
実
家
集
・
三
九
四
～
三
九
八
）

お
な
じ
こ
ろ
、
左
宰
相
中
将
、
嵐
の
い
た
く
ふ
き
し
あ
し
た
に

（
B’
） 

も
み
ち
ば
の
ふ
か
き
い
ろ
に
も
た
ぐ
ふ
覧
な
げ
き
の
も
と
に
も
ろ
き

な
み
だ
は

返
歌

（
A’
） 

も
の
お
も
ふ
や
ど
の
こ
ず
ゑ
の
も
み
ぢ
ば
ゝ
な
み
だ
と
ゝ
も
に
と
ま

ら
ざ
り
け
り

亡
室
の
鏡
を
梵
字
に
し
て
月
に
出
て
障
子
に
か
き
て
、
供
養
し

は
べ
り
し
導
師
に
て
、
澄
憲
僧
都
朝
に
申
お
く
り
た
り
し

み
し
ひ
と
の
か
げ
も
な
け
れ
ば
ま
す
か
ゞ
み
む
な
し
き
こ
と
を
い
ま

や
し
り
ぬ
る

返
歌

む
な
し
と
は
お
も
ひ
し
れ
ど
も
ま
す
か
ゞ
み
よ
そ
ふ
る
月
は
ま
た
も

い
で
け
り

こ
れ
に
ぐ
し
て
申
た
り
し

う
き
と
し
も
く
れ
ぬ
る
は
て
は
あ
る
も
の
を
い
か
に
つ
き
せ
ぬ
あ
き

の
こ
ゝ
ろ
ぞ

僧
都
返
事

な
が
き
よ
の
あ
け
ぬ
か
ぎ
り
は
つ
ら
か
り
し
秋
の
心
も
つ
き
じ
と
ぞ

お
も
ふと

し
の
く
れ
に
、
左
宰
相
中
将

（
C’
） 
う
か
り
け
る
と
し
と
い
ひ
て
も
け
ふ
く
れ（
一
字
分
空
白
）

　

そ
の
な
ご
り
さ
へ
た
ち

や
へ
だ
て
む

返
事

（
E’
） 

よ
の
つ
ね
の
と
し
の
く
れ
だ
に
あ
る
も
の
を
い
か
に
か
す
べ
き
け
ふ
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の
か
な
し
さ 

（
林
下
集
・
二
七
〇
～
二
七
七
）

　
『
実
家
集
』
で
は
、
妻
を
亡
く
し
た
実
定
か
ら
歌
が
贈
ら
れ
、
実
家
が
弔

意
を
込
め
返
歌
し
て
い
る
が
、『
林
下
集
』
で
は
先
に
実
家
が
歌
を
贈
っ
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
（
Ａ
）
の
歌
は
（
A’
）
と
同
じ
と
見
て
よ
か
ろ

う
が
、（
Ｂ
）
と
（
B’
）
は
同
一
歌
と
す
る
の
が
躊
躇
わ
れ
る
ほ
ど
大
き
な

異
同
が
存
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
森
本
元
子
は
、（
Ｂ
）
と
（
B’
）
は
「
内

容
の
上
で
は
同
様
の
こ
と
を
詠
じ
て
い
て
、
た
だ
実
家
集
の
方
が
よ
り
強
く

表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
お
そ
ら
く
は
、
実
家
集
自
撰
の
折
、
自
作

の
本
文
を
改
め
、
位
置
を
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
一
贈
答
歌
が
当
事
者
両

人
の
家
集
に
収
め
ら
れ
る
場
合
、
こ
う
い
う
例
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
」
と

述
べ
る８
。
一
方
、
黒
田
彰
子
は
、（
Ｂ
）
と
（
B’
）
を
別
の
歌
と
み
れ
ば
、

（
B’
）（
Ａ
＝
（
A’
））（
Ｂ
）
の
順
に
贈
答
さ
れ
た
と
解
せ
な
く
も
な
い
が
、

そ
れ
で
は
収
ま
り
が
悪
く
、（
Ｂ
）
と
（
B’
）
は
「
い
ず
れ
か
が
改
作
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
に
傾
く
」
と
し
た
上
で
、「
相
手
が
家
集
に

入
れ
る
際
自
詠
を
改
変
し
た
の
か
、
実
定
が
相
手
の
歌
を
改
変
し
た
の
か
は

判
断
が
む
つ
か
し
い
が
、
か
な
ら
ず
し
も
自
詠
を
変
え
る
こ
と
が
常
識
と
は

断
定
で
き
な
い
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
私
見
を
提
出
し
て
お
き
た

い
」
と
述
べ
る
。

　

内
容
を
考
え
る
と
、（
Ｂ
）
と
（
B’
）
は
相
似
の
内
容
を
詠
じ
て
お
り
、

両
首
は
元
は
同
じ
歌
の
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
事
例
同

様
、
こ
れ
も
実
定
の
手
に
よ
る
改
作
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
語
句
の
重
複
を

観
察
す
れ
ば
、『
実
家
集
』
で
は
四
句
目
「
な
み
だ
と
ゝ
も
に
」「
な
み
だ
も

と
も
に
」
が
素
直
に
対
応
す
る
が
、『
林
下
集
』
で
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。

　

歌
の
完
成
度
を
吟
味
し
て
も
、『
実
家
集
』（
Ｂ
）
は
、「
た
ぐ
ふ
の
み
な

ら
ず
」
な
ど
、
口
を
突
い
て
出
た
か
の
よ
う
な
物
言
い
で
あ
り
、
説
明
的
で

句
切
れ
も
な
く
稚
拙
な
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
が
『
林
下
集
』（
B’
）
で
は

倒
置
法
を
用
い
、
ず
っ
と
解
し
や
す
い
。「
歎
き
」
が
「
木
」
や
「
投
げ
木
（
薪

木
）」
と
の
掛
詞
に
な
る
例
は
多
く９
、
こ
こ
で
も
「
木
の
も
と
」
と
重
ね
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
も
み
ぢ
」
か
ら
「
な
げ
き
の
も
と
」

の
語
句
が
選
ば
れ
て
い
る
の
も
、『
林
下
集
』
の
方
が
『
実
家
集
』
よ
り
彫

琢
さ
れ
た
形
と
評
せ
る
。
さ
ら
に
『
林
下
集
』
で
は
、
歌
に
直
接
「
紅
葉
の

も
ろ
さ
」
は
詠
ま
れ
な
い
が
、
詞
書
「
嵐
の
い
た
く
ふ
き
し
あ
し
た
に
」
に

お
い
て
「
も
み
じ
の
も
ろ
さ
」
が
表
現
さ
れ
、
詞
書
と
和
歌
の
呼
応
が
認
め

ら
れ
る
。
実
定
と
実
家
は
、
実
定
室
の
死
を
め
ぐ
っ
て
「
遣
懐
哀
傷
十
首
」

と
称
す
る
十
首
歌
贈
答
を
交
わ
す
が
、
そ
の
中
に
は
（
A’
）、（
B’
）
に
非
常

に
類
似
し
た
贈
答
歌
が
存
す
るＡ
。

さ
て
も
な
ほ
あ
き
の
こ
の
は
の
も
ろ
き
さ
へ
な
げ
き
の
も
と
に
あ
は
れ

そ
ふ
ら
ん 

（
実
家
集
・
四
〇
一
・
実
家
）

お
も
へ
た
ゞ
か
な
し
き
あ
き
を
あ
ま
た
へ
て
こ
の
は
の
い
ろ
に
た
ぐ
ふ

な
み
だ
を 

（
実
家
集
・
四
一
一
・
実
定
）

　

実
家
詠
の
「
な
げ
き
の
も
と
」
と
い
う
語
彙
は
、
改
作
さ
れ
た
後
と
考
え

ら
れ
る
『
林
下
集
』（
B’
）
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
し
、
紅
葉
の
色
と
涙
の
色

を
重
ね
て
弔
意
を
表
す
と
い
う
内
容
も
（
B’
）
に
通
じ
、（
B’
）
は
こ
の
両

首
を
踏
ま
え
、
兄
実
定
が
家
集
編
纂
時
に
弟
の
作
を
改
め
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
妻
の
死
を
嘆
く
兄
の
も
と
へ
、
弟
が
弔
歌
を
送
る
と
の
経
緯
は
演

技
的
で
、
意
図
的
構
成
が
感
じ
ら
れ
る
。
な
お
家
集
編
纂
時
に
贈
答
歌
な
ど

の
記
録
、
資
料
が
ど
の
よ
う
な
形
で
保
存
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
り
、

何
ら
か
の
混
乱
が
生
じ
た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
仮
に
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『
実
家
集
』
の
形
で
詠
歌
記
録
が
残
っ
て
い
た
場
合
、（
Ａ
）
で
「
私
の
涙
は

紅
葉
が
脆
く
散
る
の
と
同
じ
く
止
ま
り
ま
せ
ん
」
と
あ
る
の
を
受
け
て
、

（
Ｂ
）
で
「
あ
な
た
の
涙
が
紅
葉
と
同
じ
な
の
は
脆
さ
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

色
ま
で
も
同
じ
で
し
ょ
う
ね
」
と
詠
ん
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
で
、（
Ｂ
）

→
（
Ａ
）
と
い
っ
た
順
序
は
不
自
然
で
あ
る
。
そ
の
後
の
（
C’
）（
E’
）
の

贈
答
は
実
家
か
ら
実
定
へ
見
舞
う
形
で
あ
り
、
弟
か
ら
弔
問
さ
れ
る
兄
と
い

う
構
図
を
繰
り
返
す
べ
く
、（
Ａ
）（
Ｂ
）
は
実
定
が
家
集
編
纂
時
に
順
を
入

れ
替
え
、
そ
の
際
に
歌
の
表
現
を
磨
く
だ
け
で
な
く
、
展
開
の
不
自
然
さ
を

解
消
す
る
た
め
に
（
Ｂ
）
を
（
B’
）
に
改
作
し
た
と
想
定
さ
れ
るＢ
。

四
　
加
工
す
る
『
林
下
集
』

　
『
林
下
集
』
は
生
の
詠
歌
資
料
を
そ
の
ま
ま
並
べ
た
記
録
で
は
な
く
、
表

現
や
配
列
に
趣
向
を
凝
ら
し
て
自
己
を
演
出
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
り
出
そ

う
と
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
松
野
陽
一
は
『
林
下
集
』
に
「
沈
淪

訴
歎
か
ら
還
任
祝
賀
で
ま
と
め
る
編
纂
意
図
」
が
あ
る
点
を
指
摘
し
たＣ
。『
林

下
集
』
の
雑
に
当
た
る
冒
頭
部
に
は
、「
し
づ
む
こ
と
を
な
げ
き
侍
し
こ
ろ
、

九
月
つ
い
た
ち
に
や
、
法
輪
に
ま
ゐ
り
た
り
し
に
、
大
井
に
三
日
の
月
の
う

つ
り
て
侍
し
を
み
て
」（
二
九
五
番
詞
書
）、「
し
づ
み
は
べ
り
し
こ
ろ
、
月
を

み
て
」（
二
九
六
番
詞
書
）
と
沈
淪
を
嘆
く
歌
群
が
置
か
れ
、
そ
れ
に
続
き
贈

答
を
中
心
と
し
た
歌
が
並
ん
だ
果
て
に
、「
大
将
に
な
り
は
べ
り
た
り
し
時
、

俊
成
入
道
の
申
お
く
る
二
首
」（
三
七
四
番
詞
書
）
か
ら
始
ま
る
大
将
任
官
を

祝
う
俊
成
、
頼
政
、
師
光
ら
と
の
贈
答
歌
が
巻
軸
を
な
す
。
淪
落
を
嘆
く
歌

群
と
大
将
就
任
の
祝
意
歌
群
と
を
、
雑
の
最
初
と
最
後
に
配
す
る
点
、
確
か

に
沈
淪
か
ら
還
任
祝
賀
へ
の
物
語
を
演
出
す
る
実
定
の
企
図
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

先
に
取
り
上
げ
た
『
林
下
集
』
二
七
〇
～
二
七
七
番
歌
に
も
、
同
様
に
意

図
的
な
演
出
が
巧
ま
れ
て
い
そ
う
で
あ
る
。
同
歌
群
を
含
む
哀
傷
二
六
二
～

二
八
三
番
歌
は
、
亡
妻
挽
歌
群
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
江
藤
芙
紗

子
は
「
抒
情
的
な
和
歌
は
自
己
告
白
に
近
く
、
表
現
さ
れ
た
世
界
は
作
者
の

主
体
的
状
況
と
ほ
ぼ
次
元
を
等
し
く
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べＤ
、
家

集
は
実
定
の
実
人
生
世
界
を
反
映
さ
せ
た
も
の
と
す
る
。
し
か
し
『
林
下
集
』

の
配
列
や
表
現
に
、
様
々
な
加
工
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
中
村
文
が

「
彼
自
身
の
不
遇
な
体
験
か
ら
来
る
嘆
息
を
投
影
さ
せ
つ
つ
も
、
そ
う
し
た

心
情
に
文
学
的
な
昇
華
を
通
過
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
い
沈
淪
に
嘆
く

一
人
の
男
の
像
を
、
よ
り
普
遍
性
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
創
作
し
よ
う
と
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
す
る
よ
う
にＥ
、『
林
下
集
』
は
虚
構
を
も
交

え
た
、
演
出
的
な
側
面
を
持
つ
作
品
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
亡
妻

挽
歌
は
万
葉
時
代
か
ら
詠
ま
れＦ
、
珍
し
い
主
題
で
は
な
い
。
し
か
し
、
奇
し

く
も
俊
成
、
隆
信
、
覚
綱
ら
同
時
代
の
歌
人
た
ち
も
亡
妻
を
偲
ぶ
歌
群
を
家

集
に
収
録
し
て
い
るＧ
。
こ
う
し
た
中
で
実
定
も
亡
妻
哀
傷
歌
群
を
編
み
、
そ

の
際
に
歌
群
内
部
に
一
貫
し
た
世
界
観
を
構
築
す
る
た
め
、
悲
し
み
に
沈
む

中
で
弟
か
ら
弔
問
の
歌
を
贈
ら
れ
る
経
緯
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
実

家
と
の
贈
答
を
分
断
す
る
か
の
よ
う
に
途
中
に
配
さ
れ
る
澄
憲
と
の
贈
答

も
、
実
定
詠
「
う
き
と
し
も
く
れ
ぬ
る
は
て
は
あ
る
も
の
を
い
か
に
つ
き
せ

ぬ
あ
き
の
こ
ゝ
ろ
ぞ
」
で
、
自
身
の
憂
愁
を
詠
む
と
共
に
「
年
が
暮
れ
る
」

こ
と
を
示
唆
し
、
秋
か
ら
冬
へ
の
時
間
の
経
緯
を
言
葉
の
連
想
で
繋
ぎ
、
直

後
の
実
家
と
の
「
と
し
の
く
れ
」
を
め
ぐ
る
応
酬
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。

　

後
半
、『
実
家
集
』（
Ｃ
）（
Ｄ
）
の
、
実
家
か
ら
実
定
へ
の
二
首
は
、『
林
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下
集
』
で
は
（
Ｄ
）
が
略
さ
れ
て
お
り
、（
C’
）
も
下
句
が
大
き
く
異
な
る
。

こ
こ
で
も
、『
実
家
集
』
歌
は
「
か
な
し
き
」「
か
な
し
さ
」
が
対
応
す
る
が
、

『
林
下
集
』
は
そ
う
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
『
林
下
集
』（
C’
）
で
は
、「
た
ち

や
へ
だ
て
む
」
の
「
た
ち
（
立
つ
）」
が
「
と
し
」
の
縁
語
と
な
っ
て
お
り
、

推
敲
さ
れ
た
後
と
思
し
い
。『
実
家
集
』
の
み
に
見
え
る
（
Ｄ
）
は
、
意
が

解
し
に
く
く
、
二
首
の
贈
歌
に
一
首
の
答
歌
は
不
首
尾
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら

も
実
定
が
整
除
し
た
う
え
で
、
答
歌
（
Ｃ
）
も
推
敲
を
加
え
て
（
C’
）
に
改

作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
林
下
集
』
二
七
〇
～
二
七
七
番
歌
の
原
型
は
、『
実
家
集
』
に
近
い
形
で

あ
っ
た
も
の
を
、
実
定
が
十
首
歌
贈
答
を
参
照
し
な
が
ら
、
語
句
の
重
な
り

を
避
け
、
倒
置
や
掛
詞
、
縁
語
を
組
み
入
れ
な
が
ら
改
作
す
る
と
と
も
に
、

詞
書
と
の
関
連
や
贈
歌
答
歌
の
数
も
整
え
て
、
妻
を
亡
く
し
た
兄
を
弟
が
弔

う
経
緯
に
再
構
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
集
の
成
立
は
『
林
下
集
』
の

方
が
『
実
家
集
』
よ
り
早
く
、
実
家
は
当
然
兄
の
家
集
を
見
て
い
た
に
違
い

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
実
家
集
』
は
、
お
そ
ら
く
は
贈
答
時
そ
の
ま
ま

に
近
い
形
で
収
め
た
の
で
あ
る
。
乱
暴
に
言
え
ば
、『
林
下
集
』
は
相
当
に

加
工
さ
れ
、『
実
家
集
』
は
あ
ま
り
加
工
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
編
纂
態
度
の
懸
隔
は
、
何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ひ
と
つ
に
は
和
歌
に
対
す
る
執
心
の
差
も
あ
ろ
う
。
実
家
に
つ
い
て
は
次
節

で
述
べ
る
が
、
実
定
に
関
し
て
は
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
和
歌
へ
の
関

心
が
非
常
に
深
く
、
同
時
代
人
か
ら
の
評
価
も
高
か
っ
たＨ
。
例
え
ば
次
に
挙

げ
る
如
く
、
歌
林
苑
に
お
け
る
歌
会
へ
の
度
重
な
る
参
加
や
、
歌
林
苑
の
歌

人
ら
と
の
親
密
な
交
際
は
、
和
歌
へ
の
傾
倒
を
示
し
て
い
る
。

白
川
に
て
歌
仙
ど
も
う
た
あ
は
せ
し
は
べ
り
し
に
、
落
葉
を
よ
め

る

き
く
人
の
そ
で
さ
へ
ぬ
れ
ぬ
こ
の
は
ち
る
お
と
は
し
ぐ
れ
に
ま
が
ふ
の

み
か
は 

（
林
下
集
・
一
五
五Ｉ
）

歌
仙
ど
も
を
ま
ね
き
て
、
郭
公
の
う
た
よ
み
し
に

ま
つ
人
の
こ
ゝ
ろ
を
し
ら
ば
ほ
と
ゝ
ぎ
す
や
ど
の
こ
ず
ゑ
に
し
ば
し
か

た
ら
へ 

（
林
下
集
・
六
八
）

　

ま
た
、
多
く
の
和
歌
催
事
に
参
加
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
歌
会Ｊ
や
百
首

歌Ｋ
を
催
行
す
る
等
、
積
極
的
な
和
歌
へ
の
関
わ
り
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

歌
歴
を
持
つ
実
定
は
、
同
時
代
の
歌
人
か
ら
も
一
目
置
か
れ
て
い
た
は
ず
で

あ
り
、
当
時
の
秀
歌
撰
『
歌
仙
落
書
』
に
も
そ
の
名
が
入
っ
て
い
る
。
ま
た

次
の
賀
茂
重
保
と
の
贈
答
か
ら
は
、実
定
の
歌
人
と
し
て
の
自
負
が
窺
え
る
。

賀
茂
神
主
し
げ
や
す
、
近
代
歌
仙
の
歌
ど
も
を
え
ら
び
て
、
堂
の

障
子
の
し
き
し
が
た
に
か
き
侍
と
て
、
或
所
の
女
房
に
つ
た
へ

て
、
色
紙
方
を
か
ゝ
せ
侍
し
に
、
そ
へ
て
や
る

わ
か
の
う
ら
の
な
み
の
か
ず
に
は
も
れ
に
け
り
か
く
か
ひ
も
な
き
も
し

ほ
ぐ
さ
か
な

返
事 

重
保　

わ
か
の
う
ら
の
な
み
〳
〵
な
ら
ば
も
し
ほ
ぐ
さ
か
き
あ
つ
む
る
に
い

か
ゞ
も
る
べ
き 

（
林
下
集
・
三
六
六
～
三
六
七
）

　

実
定
は
自
他
共
に
認
め
る
一
角
の
歌
人
と
し
て
矜
恃
を
持
ち
、
自
ら
の
家

集
が
多
く
の
人
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
も
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

故
に
贈
答
歌
で
あ
っ
て
も
、
和
歌
と
し
て
の
完
成
度
に
配
慮
し
、
時
に
は
他

人
詠
を
も
改
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
実
家
は
家
集
編
纂
に
お
い
て

は
異
な
る
意
識
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
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五
　『
実
家
集
』
の
資
料
性

　
『
実
家
集
』
と
『
林
下
集
』
以
外
の
家
集
を
比
べ
て
み
た
い
。

い
へ
の
は
な
さ
か
り
な
る
こ
ろ
、
に
は
に
た
て
ぶ
み
の
お
ち
た
る

を
み
れ
ば
、
よ
り
ま
さ
の
朝
臣
の
、
こ
ぞ
の
よ
り
む
か
ひ
わ
た
り

に
い
へ
ゐ
し
た
る
が
い
ひ
た
る
な
り
け
り
、
と
な
り
に
い
と
ふ
な

ど
か
き
た
り

さ
く
ら
さ
く
こ
ず
ゑ
を
み
れ
ど
よ
そ
な
れ
ば
そ
な
た
の
風
を
ま
つ
と
し

ら
な
むか

へ
り
ご
と

は
な
さ
そ
ふ
か
ぜ
を
ま
ち
え
て
う
れ
し
く
は
を
し
む
と
な
り
の
な
げ
き

と
を
し
れ

か
く
て
と
し
あ
ま
た
か
さ
な
り
て
の
ち
、
は
な
の
こ
ろ
、
か
れ
よ

り

い
の
ち
あ
れ
ば
又
も
み
て
け
り
こ
ぞ
だ
に
も
こ
れ
や
か
ぎ
り
と
お
も
ひ

し
は
な
を

か
へ
り
ご
と

は
な
を
み
て
こ
れ
や
か
ぎ
り
と
お
も
ふ
と
も
の
こ
り
の
は
る
の
か
ず
は

つ
き
せ
じ 

（
実
家
集
・
四
三
～
四
六
）

隣
な
る
所
に
桜
の
さ
き
た
り
け
る
が
、
梢
ば
か
り
み
え
け
れ
ば
、

あ
る
じ
の
も
と
へ

桜
さ
く
梢
を
み
れ
ど
よ
そ
な
れ
ば
そ
な
た
の
か
ぜ
を
ま
つ
と
し
ら
な
ん

か
へ
し

花
さ
そ
ふ
風
を
待
え
て
う
れ
し
く
は
や
が
て
隣
の
な
げ
き
と
は
し
れ

 

（
頼
政
集
Ⅰ
・
四
八
～
四
九
）

　

右
は
邸
が
向
か
い
同
士
で
あ
っ
た
実
家
と
頼
政
と
の
桜
を
め
ぐ
る
贈
答
で

あ
る
。『
実
家
集
』
は
年
次
が
隔
た
っ
て
い
て
も
関
わ
り
の
あ
る
歌
は
ま
と

め
て
掲
出
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
点
、『
林
下
集
』
に
共
通
す
る
。『
頼
政

集
』
で
は
「
に
は
に
た
て
ぶ
み
の
お
ち
た
る
」
や
「
と
な
り
に
い
と
ふ
」
と

い
っ
た
周
辺
情
報
は
略
さ
れ
て
い
る
が
、「
と
な
り
に
い
と
ふ
」
は
「
さ
く

ら
ち
る
と
な
り
に
い
と
ふ
は
る
か
ぜ
は
花
な
き
や
ど
ぞ
う
れ
し
か
り
け
る
」

（
後
拾
遺
集
・
第
二
・
春
下
・
一
三
八
・
坂
上
定
成
）
を
踏
ま
え
る
。『
頼
政
集
』

で
は
詳
細
は
省
か
れ
、
歌
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
一
方
『
実
家
集
』
は
、

付
帯
す
る
情
報
も
重
視
さ
れ
て
お
り
、
和
歌
そ
の
も
の
は
も
と
よ
り
、
詠
歌

状
況
を
記
録
し
よ
う
と
の
志
向
が
強
いＬ
。
そ
し
て
『
林
下
集
』
に
認
め
ら
れ

た
よ
う
な
大
き
な
推
敲
や
、
事
の
経
緯
の
加
工
は
見
当
た
ら
な
い
。

月
く
ま
な
き
よ
、
お
な
じ
う
た
を
、
ふ
た
り
が
も
と
へ

我
み
て
の
た
ぐ
ひ
お
ぼ
え
ぬ
月
の
よ
は
ふ
り
ぬ
る
人
ぞ
ま
づ
と
は
れ
け

る

か
へ
り
ご
と 

兵
衛
殿　

と
し
へ
ぬ
る
あ
は
れ
を
そ
ふ
る
月
な
れ
ば
た
ぐ
ひ
な
し
と
は
い
か
ゞ
み

ざ
ら
むか

へ
り
ご
と 

よ
り
ま
さ
の
朝
臣　

な
ゝ
そ
ぢ
の
秋
に
あ
ひ
ぬ
る
み
な
れ
ど
も
こ
よ
ひ
ば
か
り
の
月
は
み
ざ

り
き 

（
実
家
集
・
一
三
三
～
一
三
五
）

八
月
十
七
夜
の
月
、
つ
ね
よ
り
も
く
ま
な
く
み
え
侍
し
に
、
む
か
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ひ
の
中
将
の
許（
マ
マ
）に

我
み
て
も
た
ぐ
ひ
お
ぼ
え
ぬ
月
の
夜
は
ふ
り
ぬ
る
人
ぞ
先
と
は
れ
ぬ
る

返
し

七
十
年
の
秋
に
あ
ひ
ぬ
る
身
な
れ
ど
も
今
夜
ば
か
り
の
月
は
み
ざ
り
し

 

（
頼
政
集
Ⅰ
・
二
一
一
～
二
一
二
）

　

右
も
ま
た
頼
政
と
の
贈
答
だ
が
、両
集
に
大
き
な
相
違
は
な
い
。次
に
『
実

国
集
』
と
の
違
い
を
見
る
。

こ
建
春
門
○院

女
房
を
さ
そ
ひ
て
、
大
井
に
も
み
ぢ
見
に
、
こ
と
う

大
納
言
、
左
衛
門
の
か
み
と
き
こ
え
し
と
き
、
ゆ
く
と
て
さ
そ
は

れ
し
に
、
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
ま
か
ら
ざ
り
し
か
ば
、
か
の
大
井

よ
り 

大
納
言
さ
ね
く
に
の
卿　

も
ろ
と
も
に
き
み
と
見
ぬ
ま
の
も
み
ぢ
ば
や
心
の
や
み
の
に
し
き
な
る

ら
ん

か
へ
り
ご
と

さ
そ
は
れ
ぬ
み
こ
そ
つ
ら
け
れ
も
み
ぢ
ば
の
な
に
か
は
や
み
の
に
し
き

な
る
べ
き 

（
実
家
集
・
一
七
一
～
一
七
二
）

皇（
建
春
門
院
）

后
宮
の
女
房
も
ろ
と
も
に
大
井
川
の
も
み
ぢ
見
に
ま
か
り
侍
し

に
、
三
位
中
将
に
は
か
に
さ
は
る
事
あ
り
て
と
ゞ
ま
り
た
り
し
か

ば
、
い
ひ
つ
か
は
し
侍
し

も
ろ
と
も
に
き
み
と
み
ぬ
ま
の
も
み
ぢ
ば
ゝ
こ
ゝ
ろ
の
や
み
の
に
し
き

な
り
け
り 

（
実
国
集
・
二
六
）

　

実
国
か
ら
大
井
川
へ
の
紅
葉
狩
り
に
誘
わ
れ
た
も
の
の
、
差
し
障
り
が
あ

り
不
参
で
あ
っ
た
折
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
実
国
の
歌
に
若
干
の
異
同
が
あ

る
が
、
大
き
な
異
同
と
は
い
え
な
い
。

　

僅
か
な
例
だ
が
、『
実
家
集
』
収
載
贈
答
歌
を
、
他
家
集
の
同
じ
そ
れ
と

比
較
し
た
。
異
同
は
著
し
い
も
の
で
は
な
い
。
実
家
は
家
集
に
収
録
す
る
際
、

原
歌
を
さ
ほ
ど
改
作
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。『
林
下
集
』
と
の
大
き
な

異
同
は
、
や
は
り
実
定
の
手
に
よ
る
改
作
と
考
え
ら
れ
る
。
黒
田
は
「
林
下

集
の
贈
答
歌
は
か
な
ら
ず
し
も
初
案
の
忠
実
な
再
現
で
な
い
可
能
性
が
高

い
」、「
林
下
集
贈
答
歌
群
と
実
際
の
贈
答
と
の
間
に
は
、
一
定
の
虚
構
が
あ

る
と
見
る
べ
き
」
と
す
る
が
、
や
は
り
『
林
下
集
』
を
読
む
際
に
は
、
相
応

の
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。『
林
下
集
』

の
多
く
の
贈
答
歌
に
は
、
高
い
資
料
性
が
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
現

実
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
可
能
性
を
、常
に
考
慮
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
実
家
集
』
は
、
原
歌
に
さ
ほ
ど
手
を
加
え
て
は
い
な
い

ら
し
い
。
と
な
る
と
、『
実
家
集
』
の
記
述
は
贈
答
当
時
の
原
態
に
極
め
て

近
い
可
能
性
が
高
く
、
現
実
の
か
な
り
正
確
な
反
映
と
評
価
し
て
良
か
ろ

う
。
従
っ
て
、
実
家
自
身
に
そ
の
よ
う
な
意
図
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、『
実
家
集
』
に
は
高
い
資
料
的
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う

し
た
意
味
で
、『
実
家
集
』
の
文
学
史
的
意
義
を
い
ま
少
し
大
き
く
宣
揚
し

て
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
実
家
は
加
工
を
施
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
中
村
が
指
摘
す
る
よ
う
にＭ
、
実
家
が
歌
合
や
歌
会
で
の
作
を
記
録
す
る

よ
り
、
和
歌
を
介
し
た
風
雅
を
記
録
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
た
こ
と

も
関
係
し
て
い
よ
う
。
実
家
は
管
弦
の
才
に
も
長
けＮ
、
書
籍
の
収
集
に
熱
心

でＯ
、
和
歌
の
み
に
執
す
る
人
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
兄
の
実

家
は
先
述
し
た
通
り
、
和
歌
へ
の
傾
倒
著
し
い
。

　

ま
た
家
集
が
編
纂
さ
れ
た
目
的
に
お
い
て
も
両
者
は
異
な
る
。『
実
家
集
』
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は
『
千
載
集
』
撰
集
資
料
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
目
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
実
家
に
は
、
自
身
の
家
集
が
多
く
の
人
に
読
ま
れ
る
、
も
し

く
は
読
ま
せ
よ
う
と
い
う
意
識
が
、
比
較
的
希
薄
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。
そ
れ
よ
り
も
撰
集
資
料
と
し
て
の
有
用
性
を
重
ん
じ
、
和
歌
を
多
く
収

載
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
と
考
え
ら
れ
るＰ
。
そ
の
為
、
読
者
を
意
識
し

て
自
身
を
演
出
す
る
と
い
う
こ
と
に
執
着
せ
ず
、
贈
答
歌
の
加
工
も
施
さ
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
実
定
の
『
林
下
集
』
は
、
松
野
が
「
沈
淪
訴

歎
か
ら
還
任
祝
賀
で
ま
と
め
る
編
纂
意
図
」
を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
自
己
を

ど
う
見
せ
る
か
と
い
う
意
識
が
強
く
、
か
な
り
読
者
を
意
識
し
た
家
集
と
言

え
る
。
贈
答
歌
に
お
い
て
も
、
和
歌
一
首
の
巧
拙
や
、
ど
う
演
出
す
る
か
と

い
う
点
に
ま
で
拘
泥
し
、
加
工
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

六
　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
主
に
『
林
下
集
』
と
『
実
家
集
』
の
贈
答
収
載
態
度
を
考
察
し

て
き
た
。『
林
下
集
』
は
、
自
己
を
ど
う
演
出
し
、
後
世
に
ど
う
残
す
か
と

い
う
こ
と
を
意
識
し
、
相
当
の
加
工
が
施
さ
れ
た
家
集
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
際
、
和
歌
表
現
の
完
成
度
を
高
め
、
修
辞
を
凝
ら
し
、
詞
書
と
和
歌
を
対

応
さ
せ
、
時
に
は
大
胆
な
配
列
の
入
れ
替
え
も
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
と

は
鸚
鵡
返
し
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
贈
答
の
語
句
を
、
相
手
の
歌
で

あ
っ
て
も
別
表
現
に
変
え
た
例
も
確
認
で
き
た
。
一
方
で
『
実
家
集
』
に
は
、

原
歌
が
大
幅
に
改
作
さ
れ
た
形
跡
に
乏
し
い
。
こ
う
し
た
差
異
は
、
両
者
の

歌
人
と
し
て
の
性
格
、
資
質
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
同
一
の

贈
答
歌
で
あ
っ
て
も
家
集
に
よ
っ
て
形
が
異
な
る
例
は
少
な
く
な
い
。
次
に

挙
げ
る
殷
富
門
院
大
輔
と
藤
原
隆
信
の
贈
答
も
そ
れ
に
当
た
る
。

九
月
つ
ご
も
り
に
、
ひ
と
〳
〵
秋
の
わ
か
れ
を
し
む
う
た
ど
も

よ
ま
れ
し
つ
い
で
に

（
Ａ
） 

ゆ
く
秋
の
わ
か
れ
は
い
つ
も
あ
る
物
を
け
ふ
は
じ
め
た
る
心
ち
の
み

す
る

か
く
て
も
の
が
た
り
な
ど
し
く
ら
し
て
、
か
へ
ら
れ
し
に

（
Ｂ
） 

た
づ
ね
く
る
か
ひ
こ
そ
な
け
れ
ゆ
く
秋
の
わ
か
れ
に
そ
へ
て
か
へ
る

け
し
き
は

か
へ
し 

右
京
権
大
夫
た
か
の
ぶ　

（
Ｃ
） 

ゆ
く
秋
の
わ
か
れ
に
そ
へ
て
か
へ
ら
ず
は
な
に
ゆ
ゑ
き
み
が
を
し
む

べ
き
身
ぞ

又 

な
か
つ
か
さ
の
せ
う
さ
だ
な
が　

（
Ｘ
） 

か
ぎ
り
あ
ら
む
秋
こ
そ
あ
ら
め
我
を
だ
に
ま
て
し
ば
し
と
も
い
は
ゞ

こ
そ
あ
ら
め 

（
大
輔
集
Ⅰ
・
八
〇
～
八
三
）

九
月
つ
ご
も
り
の
日
、
あ
る
所
に
人
〳
〵
ま
か
り
あ
ひ
て
、
歌

よ
み
連
歌
な
ど
し
て
帰
に
し
に
、
女
房
中
よ
り

（
A’
） 

年
毎
に
秋
の
わ
か
れ
は
有
も
の
を
け
ふ
は
じ
め
た
る
心
地
こ
そ
す
れ

あ
ま
た
の
な
か
な
り
し
か
ど
も
人
〳
〵
、
か
へ
し
な
く
て
ほ
ど

へ
し
か
ば

（
Ｙ
） 

と
し
ご
と
に
か
は
ら
ぬ
秋
の
く
れ
も
な
ほ
あ
ふ
人
か
ら
と
け
ふ
こ
そ

は
し
れか

く
て
か
へ
り
し
を
、
な
ほ
よ
び
と
ゞ
め
て

（
B’
） 

尋
ね
く
る
か
ひ
こ
そ
な
け
れ
ゆ
く
秋
の
別
に
そ
へ
て
か
へ
る
け
し
き

は
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か
へ
し

（
C’
） 
ゆ
く
秋
の
わ
か
れ
に
そ
へ
て
か
へ
ら
ず
は
な
に
ゆ
ゑ
君
も
を
し
む
べ

き
身
ぞ 

（
隆
信
集
Ⅱ
・
八
〇
六
～
八
〇
九
）

　

両
集
を
比
べ
る
と
、
定
長
歌
（
Ｘ
）
と
隆
信
歌
（
Ｙ
）
の
有
無
や
、
人
名

朧
化
の
程
度
差
な
ど
も
あ
る
が
、（
Ａ
）
と
（
A’
）
の
大
輔
歌
に
大
き
な
異

同
が
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
か
ら
詳
細
な
分
析
は
別
機
会
に
譲
る
が
、
仮
に
本

稿
で
確
認
し
た
論
理
を
当
て
は
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ま
ず
（
Ｂ
）（
Ｃ
）
と
（
B’
）（
C’
）
は
異
同
も
ほ
ぼ
な
く
、「
ゆ

く
秋
の
別
れ
」
と
い
う
共
通
の
語
も
あ
り
、
同
一
の
贈
答
と
認
め
ら
れ
る
。

一
方
、（
Ａ
）
も
し
く
は
（
A’
）
の
ど
ち
ら
か
が
原
歌
で
あ
ろ
う
大
輔
の
歌
は
、

そ
れ
に
対
す
る
返
歌
（
Ｙ
）
に
「
と
し
ご
と
に
」
の
語
が
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
元
は
『
隆
信
集
』
の
（
A’
）
の
形
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。『
隆

信
集
』
で
は
（
A’
）
と
（
Ｙ
）
に
「
と
し
ご
と
に
」
が
、（
B’
）
と
（
C’
）

に
「
ゆ
く
秋
の
別
れ
」
が
そ
れ
ぞ
れ
共
通
し
、
贈
答
歌
と
し
て
原
態
を
示
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
対
し
て
『
大
輔
集
』
で
は
、（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）

で
「
ゆ
く
秋
の
別
れ
」
と
い
う
語
句
が
共
通
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
大
輔
自

身
が
家
集
編
纂
時
に
、
こ
の
三
首
の
統
一
を
図
っ
て
、（
A’
）
か
ら
（
Ａ
）

へ
と
加
工
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
結
果
と
し
て
は
、
両
集
の
中
で
、
そ

れ
ぞ
れ
に
統
一
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
家
集
間
に
お
け
る
相
違
は
、
私
家
集
の
編
纂
と
い
う
問
題
を
考

え
る
際
に
は
看
過
で
き
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
詠
歌
記
録
の
保
存
の
な
さ
れ
方
や

記
憶
違
い
な
ど
、
様
々
な
要
因
を
考
慮
す
べ
き
で
は
あ
る
。
だ
が
、
私
家
集

に
は
公
開
性
も
あ
り
、
歌
人
た
ち
は
自
ら
の
家
集
を
他
者
に
ど
う
読
ま
せ
る

か
、
意
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
今
後
も
こ
う
し
た
事
例
を
拾
い
な
が
ら
、

私
家
集
編
纂
と
い
う
営
為
に
つ
い
て
考
究
し
て
行
き
た
い
。

注（
１
）　

日
本
文
学w

eb

図
書
館
・
辞
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
「
藤
原
実
定
（
中
村
文
執

筆
）」「
藤
原
実
家
（
関
口
祐
未
執
筆
）」。

（
２
）　

日
本
文
学w

eb

図
書
館
・
辞
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
「
林
下
集
（
中
村
文
執
筆
）」。

（
３
）　

日
本
文
学w

eb

図
書
館
・
辞
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
「
実
家
集
（
関
口
祐
未
執

筆
）」。

（
４
）　

実
定
と
そ
の
集
に
関
し
て
は
、
松
野
陽
一
「
林
下
集
に
つ
い
て
」（『
立
正
学

園
女
子
短
大
紀
要
』
八　

一
九
六
四
年
十
一
月
。『
鳥
帚　

千
載
集
時
代
和
歌

の
研
究
』（
風
間
書
房　

一
九
九
五
年
）
収
録
）、
江
藤
芙
紗
子
「
藤
原
実
定
論

─
妻
の
死
を
廻
る
哀
傷
歌
を
中
心
に
─
」（『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
九　

一
九
七
一
年
三
月
）、
中
村
文
「
後
徳
大
寺
実
定
の
沈
淪
」（『
立
教
大
学
日
本

文
学
』
四
六　

一
九
八
一
年
七
月
。『
後
白
河
院
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』（
笠
間

書
院　

二
〇
〇
五
年
）
収
録
）、
櫻
井
陽
子
「
徳
大
寺
家
の
人
々
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
あ
な
た
が
読
む
平
家
物
語
２　

平
家
物
語
説
話
と
語
り
』
有
精
堂　

一
九
九

四
年
）、
黒
田
彰
子
「
林
下
集
贈
答
歌
群
を
め
ぐ
っ
て
」（『
愛
知
文
教
大
学
比

較
文
化
研
究
』
三　

二
〇
〇
一
年
十
一
月
。『
俊
成
論
の
た
め
に
』（
和
泉
書
院　

二
〇
〇
三
年
）
収
録
）、
等
。
実
家
と
そ
の
集
に
関
し
て
は
、
中
村
文
「
藤
原

実
家
に
つ
い
て
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
五
九　

一
九
八
七
年
十
二
月
。『
後

白
河
院
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』（
笠
間
書
院　

二
〇
〇
五
年
）
収
録
）、
中
村
文

「
伝
記
と
物
語
の
は
ざ
ま
に
─
平
安
末
期
歌
人
伝
の
自
註
と
再
解
釈
─
」（『
物

語
と
い
う
回
路
』
新
曜
社　

一
九
九
二
年
）、
森
本
元
子
「
私
家
集
余
考
」（『
平

安
文
学
論
集
』
風
間
書
房　

一
九
九
二
年
）、
久
保
田
淳
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢

書
二
五　

中
世
私
家
集
一
』
解
題
（
朝
日
新
聞
社　

一
九
九
四
年
）
等
。

（
５
）　

注（
４
）松
野
論
文
。

（
６
）　

注（
４
）黒
田
論
文
。
以
下
引
用
す
る
黒
田
論
文
は
全
て
こ
の
論
文
に
拠
る
。

（
７
）　

前
述
の
『
続
千
載
集
』
二
一
七
三
番
歌
は
『
林
下
集
』
の
形
で
採
っ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
〇
六
番
歌
は
『
林
下
集
』
で
は
な
く
『
寂
蓮
集
』
の

形
で
採
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
『
続
千
載
集
』
編
纂
論
に
関
わ
っ
て
く
る
た
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め
詳
述
は
避
け
る
が
、
こ
の
二
つ
の
贈
答
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
答
歌
を
詠
ん
だ
方
の

家
集
の
形
で
採
録
さ
れ
て
い
る
点
が
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
点
が
何
ら
か
の
関

わ
り
が
あ
ろ
う
か
。

（
８
）　

注（
４
）森
本
論
文
。

（
９
）　

一
例
と
し
て
は
、「
あ
ふ
こ
と
の
な
げ
き
の
本
を
た
づ
ぬ
れ
ば
ひ
と
り
ね
よ

り
ぞ
お
ひ
は
じ
め
け
る
（
拾
遺
集
・
巻
十
五
・
恋
五
・
九
五
二
・
藤
原
有
時
）」、

「
花
桜
ま
だ
さ
か
り
に
て
ち
り
に
け
ん
な
げ
き
の
も
と
を
お
も
ひ
こ
そ
や
れ

（
続
詞
花
集
・
三
八
九
・
成
尋
法
師
）」、「
こ
と
の
は
を
か
き
や
る
か
た
も
げ
に

ぞ
な
き
な
げ
き
の
も
と
も
た
に
の
く
ち
き
も
（
五
社
百
首
（
俊
成
Ⅱ
）・
一
六

八
）」
等
。

（
10
）　
「
遣
懐
哀
傷
十
首
」
に
は
実
家
歌
が
九
首
し
か
な
い
が
、
実
定
歌
と
の
対
応

か
ら
見
て
、
お
そ
ら
く
三
九
九
の
前
に
一
首
あ
っ
た
も
の
が
欠
脱
し
て
し
ま
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
「
遣
懐
哀
傷
十
首
」
の
う
ち
の
一
組
は
『
新
勅

撰
集
』
巻
第
十
八
（
一
二
四
一
～
一
二
四
二
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）　

こ
の
贈
答
の
う
ち
最
初
の
実
定
詠
は
『
続
古
今
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
が
、

自
身
の
家
集
『
林
下
集
』
で
は
な
く
『
実
家
集
』
に
あ
る
（
Ａ
）
歌
の
形
で
収

載
さ
れ
て
い
る
。

だ
い
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
徳
大
寺
左
大
臣

も
の
お
も
ふ
や
ど
の
こ
ず
ゑ
の
も
み
ぢ
こ
そ
な
み
だ
と
と
も
に
と
ま
ら
ざ

り
け
れ 

（
続
古
今
集
・
巻
第
十
六
・
哀
傷
歌
・
一
四
五
四
）

た
だ
し
『
続
古
今
集
』
に
実
定
詠
は
六
首
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
六
六
三
番
と
一

四
五
四
番
は
『
林
下
集
』
に
も
あ
る
も
の
の
、
六
六
三
番
は
『
万
代
集
』、
一

四
五
四
番
は
『
実
家
集
』
に
も
あ
り
、『
林
下
集
』
が
撰
集
資
料
に
存
し
た
か

否
か
判
断
し
か
ね
る
。
ま
た
実
家
の
歌
は
一
首
も
採
ら
れ
て
お
ら
ず
、『
実
家

集
』
が
撰
集
資
料
に
あ
っ
た
か
も
不
明
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
こ
こ
で
は
留
保

し
て
お
く
。

（
12
）　

注（
４
）松
野
論
文
。

（
13
）　

注（
４
）江
藤
論
文
。

（
14
）　

中
村
文
「
後
徳
大
寺
実
定
の
沈
淪
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
四
六　

一
九

八
一
年
七
月
。『
後
白
河
院
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』（
笠
間
書
院　

二
〇
〇
五
年
）

収
録
）。

（
15
）　

脇
谷
英
勝
「
旅
人
と
俊
成
─
抒
情
歌
の
特
質
及
び
亡
妻
哀
傷
挽
歌
を
中
心
に

─
」（『
帝
塚
山
大
学
紀
要
』
二
五　

一
九
八
八
年
十
二
月
）。
津
田
大
樹
「
亡

妻
挽
歌
史
論
」（『
日
本
文
学
』
五
四　

二
〇
〇
五
年
十
二
月
）
等
。

（
16
）　

浅
見
和
彦
「
藤
原
隆
信
と
妻
の
死
」（『
成
蹊
国
文
』
二
三　

一
九
九
〇
年
三

月
）、
高
柳
祐
子
「
中
世
和
歌
の
哀
傷
表
現
─
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
美
福

門
院
加
賀
哀
傷
歌
群
に
見
る
死
と
生
─
」（『
死
生
学
研
究
』
九　

二
〇
〇
八
年

三
月
）、
拙
稿
「
覚
綱
と
そ
の
家
集
─
「
宮
ば
ら
」
の
意
味
す
る
も
の
─
」（『
早

稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要　

第
三
分
冊
』
五
八　

二
〇
一
三
年
二

月
）
等
。

（
17
）　

注（
14
）中
村
論
文
。

（
18
）　
『
林
下
集
』
に
お
い
て
「
白
川
」
と
は
歌
林
苑
を
、「
歌
仙
ど
も
」
と
は
歌
林

苑
に
集
ま
る
歌
人
た
ち
を
表
す
。
こ
の
「
う
た
あ
は
せ
」
と
は
、
仁
安
二
年
（
一

一
六
七
）
冬
に
催
行
さ
れ
た
会
で
あ
る
こ
と
が
、
萩
谷
朴
（『
歌
合
大
成
』
三

六
六
）
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
「
白
川
の
う
た
あ
は
せ
に
水
鳥
を
」

と
の
詞
書
が
あ
る
『
林
下
集
』
一
五
九
番
も
同
会
で
の
詠
で
あ
る
。
そ
れ
以
外

に
も
二
二
〇
番
、
二
二
一
番
に
も
歌
林
苑
を
表
す
「
白
川
」
と
い
う
語
が
見
え

る
。

（
19
）　
『
林
下
集
』
六
八
番
、『
長
秋
詠
藻
』
二
二
八
・
二
三
三
・
三
五
二
番
、『
林

葉
集
』
九
五
五
番
等
。

（
20
）　

松
野
陽
一
「
後
徳
大
寺
実
定
家
結
題
百
首
考
」（『
東
北
大
学
教
養
部
紀
要
』

三
三　

一
九
八
一
年
二
月
。『
鳥
帚　

千
載
集
時
代
和
歌
の
研
究
』（
風
間
書
房　

一
九
九
五
年
）
収
録
）、『
類
題
鈔
』
等
。

（
21
）　

中
村
文
「
藤
原
実
家
に
つ
い
て
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
五
九　

一
九
八

七
年
十
二
月
。『
後
白
河
院
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』（
笠
間
書
院　

二
〇
〇
五
年
）

収
録
）
で
も
、
実
家
は
「
総
じ
て
歌
合
や
定
数
歌
で
の
詠
作
を
記
録
す
る
こ
と

に
不
熱
心
で
あ
っ
た
印
象
を
与
え
る
。」「
実
家
は
〈
場
〉
を
共
に
す
る
人
々
と

楽
し
み
合
う
よ
う
な
風
雅
の
あ
り
方
に
執
す
る
自
ら
の
姿
勢
を
明
確
に
認
識
」

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
22
）　

注（
21
）参
照
。
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（
23
）　
『
今
鏡
』、『
平
家
公
達
草
紙
』、『
和
琴
血
脈
』、『
実
家
集
』
三
七
一
番
歌
等
。

（
24
）　
『
実
家
集
』
三
六
五
、
三
七
七
、
三
七
九
、
三
八
六
番
歌
等
。

（
25
）　
『
林
下
集
』
五
四
番
の
詞
書
「
お
な
じ
だ
い
、
ゝ
だ
さ
ぬ
う
た
」、
一
七
八
～

一
八
一
番
の
詞
書
「
お
な
じ
だ
い
を
、
い
だ
さ
ぬ
」
等
か
ら
は
、
和
歌
催
事
に

出
詠
し
な
か
っ
た
歌
ま
で
家
集
に
収
載
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
こ
れ
ら
も

勅
撰
集
撰
集
を
意
識
し
、
よ
り
多
く
の
和
歌
を
収
め
よ
う
と
し
た
痕
跡
か
。

　

※
私
家
集
の
引
用
は
『
新
編
私
家
集
大
成
』
に
拠
り
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
改
め
、

私
に
清
濁
を
付
し
た
。
そ
の
他
の
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。

︻
付
記
︼　

本
稿
は
、
平
成
二
十
三
年
度
和
歌
文
学
会
一
月
例
会
（
平
成
二
十
四
年
一
月

七
日
（
土
）
於　

日
本
大
学
文
理
学
部
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
成
稿

し
た
。
席
上
お
よ
び
発
表
後
に
、
ご
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
御
礼
を
申
し
上

げ
る
。

新
　
刊
　
紹
　
介

村
井
利
彦
著

『
源
氏
物
語
逍
遙　
村
井
利
彦
著
述
集
』

　

本
書
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
に
他
界
さ
れ
た

村
井
利
彦
氏
が
生
前
に
書
き
上
げ
た
さ
ま
ざ
ま
な

論
考
を
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ

け
源
氏
物
語
に
ま
つ
わ
る
氏
の
研
究
業
績
を
多
く

収
録
し
た
本
書
で
は
「
巻
々
と
人
物
」「
物
語
の

思
想
」「
文
学
の
周
辺
」
と
い
う
三
つ
の
区
分
を

軸
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。

　
「
巻
々
と
人
物
」
で
は
桐
壺
か
ら
宇
治
十
帖
に
い

た
る
源
氏
物
語
の
各
巻
を
対
象
と
し
、
そ
の
内
容

を
探
っ
て
い
く
。
あ
く
ま
で
作
品
の
本
文
を
尊
重

し
な
が
ら
も
決
し
て
視
野
狭
窄
に
陥
る
こ
と
な
く
、

節
々
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
断
片
を
拾
い
集
め
る
こ

と
で
物
語
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
文
脈
を
描
き
出
す

氏
の
手
法
は
、
時
に
ス
リ
リ
ン
グ
で
さ
え
あ
る
。

　

ま
た
本
書
の
末
尾
に
は
、
ご
息
女
の
結
婚
式
を

題
材
に
さ
れ
た
随
筆
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
氏
に

曰
く
「
費
用
対
効
果
最
悪
の
祭
事
」
で
あ
る
結
婚

式
を
ど
う
に
か
盛
り
上
げ
よ
う
と
苦
心
さ
れ
る
氏

の
努
力
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
語
ら
れ
、
お
人
柄
の
透

け
て
見
え
る
思
い
が
す
る
。

（
二
〇
一
四
年
一
二
月　

武
蔵
野
書
院　

Ａ
５
判　

三
八
九
頁　

本
体
五
〇
〇
〇
円
） 

〔
長
尾　

崇
〕


