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一　

は
じ
め
に

平
安
後
期
の
歌
人
覚
綱
は
右
馬
助
入
道
藤
原
範
綱
の
子
で
、
和
歌
六
人
党
の

一
人
藤
原
範
永
の
玄
孫
で
あ
る
。『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
延
暦
寺
僧
と
あ
り
、

生
没
年
は
未
詳
だ
が
、
治
承
〜
文
治
（
１
１
７
７
〜
１
１
８
９
）
頃
の
人
と
推

測
さ
れ
る
。『
高
松
宮
歌
合
』『
三
井
寺
山
家
歌
合
』『
若
宮
社
歌
合
』『
一
品
経

和
歌
懐
紙
』
な
ど
の
作
者
で
あ
り
、『
為
忠
初
度
百
首
』
を
書
写
し
て
い
た
可

能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
1
（

。
賀
茂
重
保
撰
『
月
詣
和
歌
集
』
に
は
十
首
が
入
集

し
て
い
る
が
、こ
の
う
ち
六
首
が
、家
集
と
一
致
し
て
お
り
、『
覚
綱
集
』
は
『
月

詣
和
歌
集
』
撰
集
資
料
と
も
な
っ
た
重
保
勧
進
の
寿
永
百
首
家
集
の
一
つ
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
家
集
は
四
季
・
恋
・
雑
か
ら
成
っ
て
お
り
、
雑
部
の

贈
答
歌
か
ら
は
天
台
座
主
覚
忠
、
賀
茂
重
保
、
俊
恵
、
道
因
男
の
敦
仲
、
小
侍

従
女
の
大
宮
左
衛
門
佐
ら
と
の
幅
広
い
交
流
が
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
血
統
、
和
歌
事
績
が
あ
り
な
が
ら
も
、
覚
綱
の
歌
が
勅
撰
集
に
入

集
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
た
め
か
群
小
歌
人
と
し
て
扱
わ
れ
、
本
格
的
に
は

論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
先
行
研
究
と
し
て
は
犬
井
善
壽
に
西
行
と
の
関
わ

り
か
ら
覚
綱
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
あ
る
が
）
2
（

、
そ
れ
以
外
は
井
上
宗
雄
）
3
（

、
久
保

田
淳
）
4
（

ら
が
僅
か
に
言
及
す
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
脈
、
歌
歴
を
考

え
る
と
、
覚
綱
と
そ
の
家
集
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
主
流
か
ら
外
れ
た

歌
人
た
ち
の
和
歌
活
動
を
考
察
し
、
当
時
の
歌
壇
を
鳥
瞰
す
る
う
え
で
有
益
で

あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
覚
綱
と
そ
の
家
集
の
検
討
を
通
し
て
、
院
政
期
の
地
下
官

人
や
隠
遁
者
層
の
和
歌
活
動
、
お
よ
び
寿
永
百
首
家
集
で
も
あ
る
『
覚
綱
集
』

の
編
纂
意
識
を
探
り
た
い
。

二　
『
覚
綱
集
』
と
『
山
家
集
』
の
共
通
歌
の
検
討

『
覚
綱
集
』
に
は
多
く
の
贈
答
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
次
の
一
首
を
取

り
上
げ
る
。わ

づ
ら
ひ
侍
し
こ
ろ
、
あ
る
宮
ば
ら
よ
り
、
御
と
ぶ
ら
ひ
の
あ
り
し

覚
綱
と
そ
の
家
集

│
│ 「
宮
ば
ら
」
の
意
味
す
る
も
の 

│
│
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九
八

か
ば

き
え
ぬ
べ
き
つ
ゆ
の
い
の
ち
も
き
み
が
と
ふ
こ
と
の
は
に
こ
そ
を
き
ゐ
ら

れ
け
れ 

（『
覚
綱
集
』
六
六
）

こ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
単
な
る
病
の
見
舞
い
に
対
す
る
返
歌
な
の
だ
が
、
同

じ
歌
が
『
山
家
集
』
に
も
あ
る
。

秋
ご
ろ
風
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
を
と
ぶ
ら
ひ
た
り
け
る
返
事
に

き
え
ぬ
べ
き
露
の
命
も
き
み
が
と
ふ
こ
と
の
は
に
こ
そ
お
き
ゐ
せ
ら
れ
け

れ

か
へ
し

ふ
き
す
ぐ
る
風
し
や
み
な
ば
た
の
も
し
み
あ
き
の
ゝ
も
せ
の
露
の
白
玉

 

（『
山
家
集
』
九
二
〇
〜
九
二
一
）

両
歌
は
同
一
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
覚
綱
に
見
舞
い
の
歌
を
送
っ
た
人
物

が
、『
覚
綱
集
』
で
は
「
あ
る
宮
ば
ら
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、『
山
家
集
』

で
は
西
行
と
な
る
。
こ
れ
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
先
述
の
犬
井
論
文
が
あ
り
、

様
々
な
可
能
性
を
考
慮
し
つ
つ
も
、
こ
の
贈
答
が
『
山
家
集
』
と
そ
れ
に
密
接

な
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
「
松
屋
本
」「
別
本
」
の
み
に
あ
り
、
西
行
自
撰
あ
る

い
は
自
筆
本
の
流
れ
を
汲
む
と
言
わ
れ
る
諸
家
集
に
は
載
ら
な
い
こ
と
等
か
ら
、

「
贈
答
そ
の
も
の
が
詠
者
存
擬
歌
で
あ
る
」
と
し
、
明
確
な
結
論
に
は
至
っ
て

い
な
い
。
こ
の
一
対
の
贈
答
歌
を
考
え
る
際
、
確
か
に
諸
本
研
究
に
ま
で
触
れ

る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
『
覚
綱
集
』
詞
書
に
あ
る
「
宮
ば

ら
」
と
い
う
語
句
に
着
目
し
、
こ
の
問
題
を
考
え
た
い
。
実
は
「
宮
ば
ら
」
と

い
う
言
葉
は
歌
集
で
も
そ
れ
程
使
用
例
が
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、『
覚
綱
集
』

に
は
も
う
一
箇
所
「
宮
ば
ら
」
使
用
例
が
あ
る
。

あ
る
宮
ば
ら
に
て
、
連
歌
あ
る
べ
し
と
て
人
〴
〵
さ
ぶ
ら
ひ
し
に
、

郭
公
の
鳴
し
か
ば
、
や
が
て
是
を
題
に
て
、
歌
さ
ぶ
ら
ふ
べ
し
と
て
、

ゆ
ふ
べ
の
郭
公
ひ
む
が
し
へ
ゆ
く
と
云
こ
と
を

ほ
と
ゝ
ぎ
す
過
行
か
た
を
な
が
む
れ
ば
月
を
ま
つ
と
や
人
は
見
る
ら
ん

 

（
七
六
）

僅
か
一
〇
五
首
（
う
ち
五
首
は
他
人
詠
）
の
小
家
集
の
中
に
、「
宮
ば
ら
」

が
二
度
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
が
、「
宮
ば
ら
」
は
覚
綱
も
関
係
が

あ
っ
た
歌
林
苑
周
辺
）
5
（

の
歌
人
た
ち
が
多
く
使
用
し
て
い
る
語
句
で
あ
り
、
あ
る

程
度
限
ら
れ
た
時
代
、
人
脈
の
中
で
、
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
使
用
さ
れ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
語
彙
の
基
本
的
な
意
味
を
『
日
本
国
語

大
辞
典
』
か
ら
引
用
し
て
お
く
）
6
（

。

み
や
‐
ば
ら
【
宮
腹
】〔
名
〕
皇
女
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
。
ま
た
、

そ
の
生
ま
れ
た
人
。

み
や
‐
ば
ら
【
宮
輩
・
宮
儕
・
宮
原
】〔
名
〕（「
ば
ら
」
は
接
尾
語
）
宮

の
方
々
。
親
王
ま
た
は
内
親
王
の
方
々
。

大
別
し
て
、「
宮
腹
＝
皇
族
を
母
に
持
つ
人
」
と
「
宮
輩
＝
皇
族
・
宮
の
方
々
」

の
二
つ
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
使
い
分
け
を
見
極
め
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。

た
だ
し
『
覚
綱
集
』
の
二
例
は
後
者
の
「
宮
輩0

」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ま

で
「
宮
ば
ら
」
は
単
純
に
「
宮
腹0

＝
皇
族
を
母
に
持
つ
人
」
と
解
釈
さ
れ
る
事

が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
点
、
今
一
度
考
え
て
み
た
い
。
韻
文
に
お
け

る
使
用
例
は
後
か
ら
考
察
を
加
え
る
と
し
て
、
ま
ず
は
散
文
に
お
け
る
「
宮
ば



覚
綱
と
そ
の
家
集

九
九

ら
」
使
用
例
を
み
て
い
き
た
い
。

三　

散
文
作
品
に
見
え
る
「
宮
ば
ら
」
の
例

○
『
伊
勢
物
語
』
第
五
十
八
段

む
か
し
、
心
つ
き
て
色
好
み
な
る
男
、
長
岡
と
い
ふ
所
に
家
つ
く
り
て
を

り
け
り
。
そ
こ
の
と
な
り
な
り
け
る
宮
ば
ら
に
、
こ
と
も
な
き
女
ど
も
の
、

ゐ
な
か
な
り
け
れ
ば
、
田
刈
ら
む
と
て
、
こ
の
男
の
あ
る
を
見
て
、「
い

み
じ
の
す
き
者
の
し
わ
ざ
や
」
と
て
、
集
り
て
入
り
来
け
れ
ば
、
こ
の
男
、

逃
げ
て
奥
に
か
く
れ
に
け
れ
ば
、
女

　
　

荒
れ
に
け
り
あ
は
れ
い
く
世
の
宿
な
れ
や
す
み
け
む
人
の
訪
れ
も
せ

ぬ
「
宮
ば
ら
」
使
用
例
の
古
い
も
の
と
し
て
は
こ
の
『
伊
勢
物
語
』
が
あ
げ
ら
れ
、

後
代
に
も
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
宮
ば
ら
」
は
「
宮
様

方
」
つ
ま
り
「
宮
輩
＝
皇
族
・
宮
の
方
々
」
の
意
で
あ
る
。『
愚
管
抄
』
に
は

桓
武
天
皇
の
皇
女
た
ち
が
大
勢
長
岡
京
に
邸
を
構
え
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
し
、『
伊
勢
物
語
』
第
八
十
四
段
に
は
業
平
母
の
伊
都
内
親
王
も
長
岡
に

住
ま
っ
て
い
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
桓
武
帝
の
皇
女
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
の
「
宮
ば
ら
」
と
い
う
語
句
が
そ
こ
に
仕
え
る
「
女
」

と
共
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
留
意
し
た
い
。

○
『
枕
草
子
』
一
七
〇

親
の
家
、
し
う
と
は
さ
ら
な
り
、
を
ぢ
兄
な
ど
の
住
ま
ぬ
家
、
そ
の
さ
べ

き
人
な
か
ら
む
は
、
お
の
づ
か
ら
、
む
つ
ま
し
く
う
ち
知
り
た
ら
む
受
領

の
、
国
へ
行
き
て
い
た
づ
ら
な
ら
む
、
さ
ら
ず
は
、
院
、
宮
ば
ら
の
屋
あ

ま
た
あ
る
に
住
み
な
ど
し
て
、
司
待
ち
出
で
て
後
、
い
つ
し
か
よ
き
所
た

づ
ね
取
り
て
住
み
た
る
こ
そ
よ
け
れ
。

小
成
に
満
足
す
る
六
位
の
蔵
人
を
非
難
し
、
し
か
る
べ
き
官
職
に
就
く
ま
で

は
仮
住
ま
い
す
る
の
が
良
い
、
と
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。「
院
」
と
並
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
宮
ば
ら
」
も
「
皇
族
・
宮
の
方
々
」
で
あ
り
、「
ば

ら
」
は
本
来
の
語
義
通
り
、
複
数
を
表
す
接
尾
語
と
解
釈
で
き
よ
う
。

○
『
源
氏
物
語
』「
帚
木
」

長
雨
晴
れ
間
な
き
こ
ろ
、
内
裏
の
御
物
忌
さ
し
つ
づ
き
て
、
い
と
ど
長
居

さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
を
、
大
殿
に
は
お
ぼ
つ
か
な
く
恨
め
し
く
思
し
た
れ
ど
、

よ
ろ
づ
の
御
よ
そ
ひ
何
く
れ
と
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
調
じ
出
で
た
ま
ひ
つ

つ
、
御
む
す
こ
の
君
た
ち
、
た
だ
こ
の
御
宿
直
所
の
宮
仕
を
つ
と
め
た
ま

ふ
、
宮
腹
の
中
将
は
、
中
に
親
し
く
馴
れ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
遊
び
戯
れ

を
も
人
よ
り
は
心
や
す
く
馴
れ
馴
れ
し
く
ふ
る
ま
ひ
た
り
。

い
わ
ゆ
る
「
雨
夜
の
品
定
」
の
冒
頭
で
あ
る
が
、
桐
壺
帝
の
姉
妹
を
母
に
持

つ
頭
中
将
を
「
宮
腹
の
中
将
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
「
宮
腹
」
は
「
皇
女
を

母
に
持
つ
人
」
の
意
で
相
違
な
い
。



一
〇
〇

○
『
栄
花
物
語
』「
月
の
宴
」

小
野
宮
の
左
大
臣
殿
は
、
男
君
三
人
ば
か
り
ぞ
お
は
し
け
る
。
女
君
も
お

は
し
け
り
、
一
所
は
宮
腹
の
具
に
て
お
は
す
。
さ
し
つ
ぎ
は
女
御
に
て
お

は
し
け
り
。

小
野
宮
実
頼
の
子
女
た
ち
に
つ
い
て
述
べ
る
部
分
で
あ
る
が
、「
宮
腹
の
具
」

で
あ
る
実
頼
女
に
つ
い
て
は
諸
注
も
明
確
な
答
え
を
出
し
て
い
な
い
。
小
学
館

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
「
皇
女
の
御
腹
に
生
ま
れ
た
方
に
嫁
し
て
お
い
で

に
な
る
」
と
訳
し
つ
つ
も
、「『
詳
解
』
は
、
皇
女
の
腹
に
生
れ
た
子
で
、
皇
女

が
実
頼
に
嫁
す
前
に
前
夫
と
の
間
に
も
う
け
た
連
れ
子
の
意
に
解
し
、
慶
子
を

あ
て
る
が
、
い
か
が
」
と
注
し
て
い
る
。
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
慶

子
、
述
子
の
他
に
、
実
頼
に
は
源
高
明
室
と
な
っ
た
女
が
い
た
が
こ
と
を
提
示

す
る
も
当
て
は
ま
ら
な
い
と
し
、
慶
子
説
が
妥
当
か
と
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
と

も
判
断
し
か
ね
る
使
用
例
で
あ
る
。

○
『
今
昔
物
語
集
』

①
今
昔
、
六
ノ
宮
ト
云
フ
所
ニ
住
ケ
ル
旧
キ
宮
原
ノ
子
ニ
、
兵
部
ノ
大
輔

　

ト
云
フ
人
有
ケ
リ
。（
巻
第
十
五
・
六
宮
姫
君
夫
出
家
語
第
五
）

②
如
此
ク
止
事
無
キ
宮
原
ノ
御
八
講
ナ
ド
ニ
参
テ
、（
巻
第
十
五
・
源
信

僧
都
母
尼
往
生
語
第
三
十
九
）

③
此
ヨ
リ
殿
原
宮
原
ニ
モ
其
ノ
方
ニ
被
仕
レ
テ
行
カ
ム
後
見
ヲ
セ
ム
コ
ソ

吉
カ
ラ
メ
。（
巻
第
十
七
・
比
叡
山
僧
依
虚
空
蔵
得
智
語
第
三
十
三
）

④
而
ル
ニ
、
此
ノ
少
将
ハ
、
宮
原
ノ
娘
也
ケ
ル
人
ヲ
妻
ト
シ
テ
、（
巻
第

十
九
・
頭
少
将
良
峰
宗
貞
出
家
語
第
一
）

⑤
殿
原
宮
原
ヨ
リ
モ
訪
ヒ
ニ
御
使
不
給
ヌ
日
無
シ
（
巻
第
十
九
・
般
若
寺

覚
縁
立
志
弟
子
僧
信
師
遺
言
語
第
二
十
三
）

⑥
殿
原
宮
原
ニ
聞
エ
畢
テ
、
被
咲
ケ
ル
事
無
限
シ
（
巻
第
二
十
八
・
尾
張

守　

五
節
所
語
第
四
」

『
今
昔
物
語
集
』
で
の
使
用
例
③
⑤
⑥
は
「
殿
原
」
と
並
べ
ら
れ
て
お
り
、『
枕

草
子
』
の
「
院
、
宮
ば
ら
」
同
様
、「
皇
族
・
宮
の
方
々
」
つ
ま
り
複
数
の
皇
族
・

宮
を
指
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
②
の
「
止
事
無
キ
宮
原
ノ
御
八
講
」
と
は

朱
雀
天
皇
皇
女
昌
子
内
親
王
の
法
華
八
講
の
こ
と
で
あ
り
、「
宮
原
」
は
昌
子

内
親
王
を
指
す
。
昌
子
内
親
王
の
母
は
皇
族
の
煕
子
女
王
で
あ
る
か
ら
、「
宮

腹
＝
皇
族
を
母
に
持
つ
人
」
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
単
純
に
「
皇
族
・
宮
」
と

解
し
て
よ
か
ろ
う
。
①
④
の
「
宮
原
」
も
「
皇
女
の
子
」
と
も
と
れ
る
が
、
単

純
に
「
皇
族
」
と
も
解
釈
で
き
、
ど
ち
ら
と
も
判
断
し
か
ね
る
。

○
『
閑
居
友
』
下
「
九　

宮
腹
の
女
房
の
、
不
浄
の
姿
を
見
す
る
事
」

昔
、
某
の
僧
都
と
て
、
尊
き
人
、
あ
る
宮
腹
の
女
房
に
、
志
を
移
す
こ

と
あ
り
け
り
。

岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
、
こ
の
「
宮
腹
の
女
房
」
を
「
皇
女
を
母

と
し
て
生
ま
れ
た
女
性
で
、
宮
仕
え
を
し
て
い
る
女
性
」
と
注
し
て
い
る
が
、

単
純
に
「
宮
家
に
仕
え
て
い
る
女
房
」
と
も
解
釈
で
き
、
判
別
し
が
た
い
。



覚
綱
と
そ
の
家
集

一
〇
一

○
『
平
家
物
語
』
巻
第
五
「
富
士
川
」

薩
摩
守
忠
度
は
、
年
来
あ
る
宮
腹
の
女
房
の
も
と
へ
か
よ
は
れ
け
る
が
、

或
時
お
は
し
た
り
け
る
に
、
其
女
房
の
も
と
へ
、
や
ン
ご
と
な
き
女
房
客

人
に
き
た
ッ
て
や
や
久
し
う
物
語
し
給
ふ
。

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
も
こ
の
「
宮
腹
の
女
房
」
を
「
姫
宮
の
腹
か
ら
生

ま
れ
た
こ
と
。
皇
女
の
子
の
意
」
と
注
し
、「
あ
る
姫
宮
の
娘
で
あ
る
女
房
」

と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
単
に
「
宮
家
に
仕
え
て
い
る
女
房
」
と
解

釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
忠
度
の
話
は
『
今
物
語
』、『
十
訓
抄
』

第
一
、『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
八
に
も
み
え
る
。『
今
物
語
』『
十
訓
抄
』
で
は
『
平

家
物
語
』
同
様
、「
宮
ば
ら
の
女
房
」「
或
宮
原
の
女
房
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
古
今
著
聞
集
』
で
は
「
内
の
女
房
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
今
物
語
』
に

は
も
う
一
件
「
宮
ば
ら
」
使
用
例
が
あ
る
。

○
『
今
物
語
』「
四　

蛍
」

あ
る
殿
上
人
、
ふ
る
き
宮
ば
ら
へ
、
夜
ふ
く
る
ほ
ど
に
ま
ゐ
り
て
、
北

の
た
い
の
め
ん
だ
う
に
た
ゝ
ず
み
け
る
に
、
つ
ぼ
ね
に
お
る
ゝ
人
の
気
色

あ
ま
た
し
け
れ
ば
、
ひ
き
か
く
れ
て
の
ぞ
き
け
る
に
、

こ
こ
で
も
「
宮
ば
ら
」
は
「
皇
族
・
宮
家
」
の
意
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
話

が
『
十
訓
抄
』、『
悦
目
抄
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、「
宮
ば
ら
」
の
部
分
は
『
十

訓
抄
』
で
は
「
太
后
の
宮
」、『
悦
目
抄
』
で
は
「
や
ん
ご
と
な
き
后
の
宮
」
と

な
っ
て
お
り
、「
宮
ば
ら
」＝「
女
性
の
皇
族
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
存
在
し
た

か
と
も
推
測
さ
れ
る
。

以
上
、
全
使
用
例
を
網
羅
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
主
だ
っ
た
も
の
を
取

り
上
げ
て
み
た
。
結
果
、「
宮
ば
ら
」
と
い
う
語
に
は
「
皇
女
を
母
と
し
て
生

ま
れ
た
人
」
の
意
と
「
皇
族
・
宮
の
方
々
」
の
意
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
再

確
認
で
き
た
。「
宮
ば
ら
」
と
言
え
ば
第
一
に
「
宮
腹
＝
皇
女
の
子
」
と
解
釈

し
が
ち
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
意
を
と
る
か
判
断
し
が
た
い
例
も
あ
り
、
今
後

は
二
つ
の
意
味
の
判
別
に
も
う
少
し
慎
重
に
な
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
『
枕
草
子
』
等
の
平
安
中
期
ま
で
の
使
用
例
で
は
、
複
数
を
表
す
「
ば

ら
」
の
本
来
の
語
義
通
り
、「
宮
ば
ら
」
は
複
数
の
皇
族
・
宮
を
指
し
て
い
た
が
、

や
や
時
代
が
下
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』『
今
物
語
』
等
に
な
る
と
、
一
人
の
皇
族
、

一
つ
の
宮
家
を
指
す
例
も
出
現
し
始
め
る
。「
宮
ば
ら
」
と
い
う
語
は
、
初
め

は
複
数
の
皇
族
・
宮
を
表
し
て
い
た
が
、
院
政
期
あ
た
り
か
ら
単
一
の
宮
・
宮

家
の
意
も
持
ち
始
め
た
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、「
宮
ば
ら
」
と
い
う
語
は
女
性
と
結
び
付
け
ら
れ
や
す
い
よ
う
で
、

皇
女
、
后
を
指
し
て
「
宮
ば
ら
」
と
表
現
し
た
り
、「
宮
ば
ら
の
女
房
」
と
い
っ

た
形
で
、
宮
家
に
仕
え
る
女
房
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
例
が
多
い
こ
と
も
分

か
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
韻
文
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
以
下
、
韻
文
、
特
に

家
集
に
お
け
る
「
宮
ば
ら
」
を
と
り
あ
げ
る
が
、
ま
ず
は
勅
撰
集
で
の
使
用
例

を
み
て
お
く
。



一
〇
二

四　

歌
集
に
見
え
る
「
宮
ば
ら
」
の
例

○
『
金
葉
集
』
三
奏
本
・
第
七
・
恋
六
十
七
首
・
三
七
九

あ
る
み
や
ば
ら
に
は
べ
り
け
る
人
の
宮
を
い
で
て
あ
や
し
の
小
家
に
て
物

申
し
て
、
二
日
ば
か
り
あ
り
て
つ
か
は
し
け
る

 

春
宮
大
夫
公
実

お
も
ひ
い
づ 

や
あ
り
し
そ
の
夜
の
く
れ
た
け
は
あ
さ
ま
し
か
り
し
ふ
し
ど

こ
ろ
か
な

韻
文
に
お
け
る
「
宮
ば
ら
」
使
用
例
の
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。「
宮
腹
」「
宮

輩
」
ど
ち
ら
の
意
で
も
と
れ
そ
う
だ
が
、「
み
や
ば
ら
に
は
べ
り

0

0

0

け
る
人
」
と
は
、

あ
る
皇
族
に
侍0

し
て
い
た
宮
仕
え
の
女
房
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以

下
、
私
家
集
を
取
り
上
げ
る
。

○
『
経
衡
集
』

あ
る
み
や
ば
ら
に
、
お
し
な
べ
て
の
女
房
な
ど
に
は
あ
ら
ぬ
人
に
、

ふ
み
な
ど
も
の
し
け
る
、
か
へ
り
ご
と
は
せ
で
、
つ
ぼ
ね
な
る
女
房

し
て
、
歌
の
か
へ
し
を
い
は
せ
た
れ
ば

い
つ
し
か
と
ま
ち
つ
る
も
の
を
人
づ
て
に
い
は
せ
の
も
り
の
ほ
と
ゝ
ぎ
す

か
な 

（
一
五
七
）

あ
る
み
や
ば
ら
の
女
房
の
も
と
に
、
ふ
み
な
ど
や
る
を
、
さ
と
な
る

人
の
は
ら
か
ら
の
あ
れ
ば
、
な
に
ご
と
も
、
か
く
れ
あ
ら
じ
な
ど
い

ふ
を
き
ゝ
て

し
な
の
ぢ
や
そ
の
は
ら
か
ら
を
み
る
人
は
あ
ふ
ち
の
せ
き
は
こ
え
ぬ
も
の

か
は 

（
一
七
四
）

共
に
宮
家
に
仕
え
た
女
房
と
の
贈
答
で
あ
る
。
吉
田
茂
は
、
こ
の
「
み
や
ば

ら
」
を
祐
子
内
親
王
か
禖
子
内
親
王
の
こ
と
か
と
推
測
し
て
い
る
）
7
（

。『
経
衡
集
』

は
前
半
が
歌
合
な
ど
の
晴
の
歌
、
後
半
が
親
し
い
人
と
の
贈
答
な
ど
の
褻
の
歌

に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
明
確
な
構
成
意
識
が
み
ら
れ
る
が
、
恋
の
歌
の
一
部
で

は
歌
物
語
を
意
識
し
た
か
の
よ
う
な
配
列
・
叙
述
が
さ
れ
て
い
る
。
経
衡
は
家

集
編
纂
に
あ
た
っ
て
詠
歌
の
歌
物
語
化
を
図
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な

『
経
衡
集
』
の
中
に
、
二
度
「
宮
ば
ら
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的

で
あ
る
。

○
『
顕
綱
集
』

あ
る
宮
ば
ら
の
女
房
の
つ
ぼ
ね
の
ま
へ
に
、
柳
の
枝
を
う
ゑ
て
見
け

る
に
、
よ
ひ
に
か
よ
ひ
て
、
も
の
が
た
り
な
ど
し
て
か
へ
る
つ
と
め

て
、
そ
の
柳
な
か
り
け
れ
ば
、
夜
べ
の
人
の
と
り
た
る
な
め
り
、
か

へ
し
う
ゑ
よ
と
せ
め
け
れ
ば
、
か
く
な
ん
後

あ
を
や
ぎ
の
い
と
に
な
き
名
ぞ
た
ち
に
け
る
よ
る
く
る
人
は
わ
れ
な
ら
ね

ど
も 

（
一
）

花
田
な
る
狩
衣
を
き
て
、
あ
る
宮
ば
ら
の
女
房
に
あ
ひ
て
ま
か
で
け

る
に
、
ゆ
き
の
い
た
く
ふ
り
て
、
つ
と
め
て
、
そ
の
か
り
ぎ
ぬ
の
そ

で
を
や
る
と
て
つ
か
は
し
け
る



覚
綱
と
そ
の
家
集

一
〇
三

ゆ
き
か
ゝ
る
は
な
だ
の
そ
で
を
う
ち
は
ら
ひ
か
へ
り
し
ほ
ど
の
た
も
と
ゝ

も
見
よ 

（
七
）

或
宮
原
の
女
房
の
も
と
よ
り
、
な
そ
〴
〵
と
て
か
く
い
ひ
た
る

か
ひ
な
し
や
こ
ゝ
ろ
の
み
し
て
い
の
る
こ
と
な
く
て
み
そ
か
に
な
り
に
け

る
か
な 

（
九
）

二
月
ば
か
り
に
、
寺
ば
ら
に
か
う
き
ゝ
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
あ

る
宮
ば
ら
の
女
房
、
ま
た
車
を
な
ら
べ
て
き
ゝ
け
れ
ば
、
た
れ
と
も

な
く
て
、
し
き
み
の
花
に
か
き
て
つ
か
は
し
け
る

よ
そ
〳
〵
に
み
つ
の
く
る
ま
と
お
も
へ
ど
も
人
の
こ
ゝ
ろ
は
ひ
と
つ
な
ら

な
ん 

（
一
一
）

『
経
衡
集
』
よ
り
少
し
時
代
が
下
っ
た
頃
に
成
立
し
た
『
顕
綱
集
』
は
比
較

的
小
さ
な
家
集
で
全
一
〇
五
首
だ
が
、
後
半
に
他
人
詠
が
三
十
首
近
く
も
あ
り
、

実
質
的
な
顕
綱
詠
は
さ
ら
に
少
な
い
。
し
か
し
そ
の
少
な
い
歌
数
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
宮
ば
ら
」
が
四
度
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
七
番
歌
の
「
宮
ば
ら
」
に

つ
い
て
、
伊
井
春
樹
は
後
朱
雀
帝
皇
女
良
子
内
親
王
と
推
定
し
て
い
る
）
8
（

。
た
だ

し
伊
井
は
後
三
条
院
と
良
子
内
親
王
の
母
が
三
条
帝
皇
女
禎
子
内
親
王
で
あ
る

か
ら
、
二
人
を
「
宮
ば
ら
」
と
呼
ん
で
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
宮
腹0

」
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
『
経
衡
集
』
同
様
、
母
の
血

筋
に
か
か
わ
ら
ず
「
宮
輩
＝
皇
族
」
と
解
釈
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
顕
綱
集
』
は
自
撰
か
他
撰
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
が
）
9
（

、
恋
の
贈
答
が
多
く
、

四
例
全
て
が
「
女
房
」
と
組
み
合
わ
さ
れ
「
宮
ば
ら
の
女
房
」
と
表
現
さ
れ
て

い
る
点
は
興
味
深
い
。

○
『
忠
度
集
』

あ
る
宮
原
の
め
の
も
と
へ
、
五
月
五
日
つ
か
は
し
け
る

を
く
や
ま
の
み
ぬ
ま
に
あ
ふ
る
あ
や
め
ぐ
さ
い
か
で
か
ね
を
ば
袖
に
か
く

ら
ん 

（
一
三
一
）

先
ほ
ど
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
忠
度
と
「
あ
る
宮
ば
ら
の
女
房
」
と
の
や

り
と
り
を
引
用
し
た
が
、
忠
度
自
身
の
家
集
に
も
「
宮
ば
ら
」
は
登
場
す
る
。

「
宮
原
の
め
」
と
あ
る
だ
け
な
の
で
、「
母
が
皇
女
の
女
性
」
な
の
か
「
宮
家
に

仕
え
て
い
る
女
性
」
な
の
か
判
別
し
が
た
い
。
し
か
し
「
を
く
や
ま
の
み
ぬ
ま

に
あ
ふ
る
あ
や
め
ぐ
さ
」
と
い
う
表
現
は
宮
家
に
仕
え
る
女
房
を
例
え
た
か
の

よ
う
で
も
あ
り
、「
宮
輩0

」
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
『
忠
度
集
』
以
下
、
歌
林
苑
周
辺
で
の
使
用
例
が
続
く
。

○
『
清
輔
集
』

宮
原
に
侍
け
る
女
に
、
草
の
葉
に
か
き
て
さ
し
入
け
る

い
か
に
せ
む
に
ゐ
ば
ひ
ま
さ
す
こ
ひ
草
の
し
げ
ら
ぬ
ほ
ど
に
あ
ふ
よ
し
も

が
な 

（
二
八
六
）

宮
ば
ら
な
る
女
の
、
な
さ
け
な
き
け
し
き
な
り
け
れ
ば
、
い
ひ
や
り

け
る

あ
は
れ
を
も
か
け
て
や
み
に
し
白
浪
の
な
ご
り
を
し
の
ぶ
わ
れ
や
な
に
な

り

か
へ
し
女

あ
だ
に
よ
る
浪
の
心
を
わ
く
か
ら
に
あ
は
れ
し
ら
ぬ
に
な
り
に
け
る
か
な



一
〇
四

 

（
三
〇
〇
〜
三
〇
一
）

『
清
輔
集
』
で
も
や
は
り
「
宮
ば
ら
」
は
女
性
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
。
た

だ
し
『
忠
度
集
』
同
様
、
ど
ち
ら
の
意
味
か
断
別
し
か
ね
る
。「
宮
原
に
侍0

け

る
女
」
は
「
宮
家
に
仕
え
て
い
る
女
性
」
と
解
し
た
方
が
自
然
な
気
が
す
る
が
、

「
宮
ば
ら
な
る
0

0

女
」
は
「
母
が
皇
女
の
女
性
」
と
も
と
れ
る
。
し
か
し
、
存
在

の
助
動
詞
「
な
り
」
と
す
れ
ば
、「
宮
家
に
い
る
（
仕
え
て
い
る
）
女
」
と
も

解
釈
で
き
、
区
別
し
難
い
。

○
『
有
房
集
Ⅰ
』

古
み
や
ば
ら
に
、
女
房
あ
ま
た
し
て
は
な
の
う
た
ど
も
よ
ま
れ
け
る

に
、
心
な
ら
ず
ま
ゐ
り
あ
へ
り
し
を
、
や
が
て
よ
き
お
り
な
り
、
か

さ
ね
よ
と
せ
め
ら
れ
て
、
に
は
か
に
よ
み
て
ま
ゐ
ら
せ
て
の
ち
、
の

こ
り
の
う
た
ゆ
か
し
き
よ
し
申
せ
ば
、
に
よ
う
ば
う
の
中
よ
り

み
れ
ば
み
な
は
な
の
な
た
て
の
こ
と
の
は
を
か
き
あ
つ
め
つ
ゝ
い
か
ゞ
ち

ら
さ
ん 
（
九
三
）

『
有
房
集
』
の
「
宮
ば
ら
」
も
「
皇
族
・
宮
の
方
々
」
と
解
釈
で
き
る
。
女
房
、

花
、
歌
会
な
ど
の
王
朝
物
語
を
彷
彿
と
さ
せ
る
景
物
と
共
に
使
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
意
し
た
い
。

○
『
山
家
集
』

あ
る
み
や
ば
ら
に
つ
け
つ
か
ふ
ま
つ
り
け
る
女
房
、
よ
を
そ
む
き
て
、

み
や
こ
は
な
れ
て
、
と
を
く
ま
か
ら
ん
と
お
も
ひ
た
ち
て
ま
ゐ
ら
せ

け
る
に
か
は
り
て

く
や
し
き
は
よ
し
な
き
君
に
な
れ
そ
め
て
い
と
ふ
み
や
こ
の
し
の
ば
れ
ぬ

べ
き 

（
七
五
五
）

『
山
家
集
』
に
も
「
宮
ば
ら
」
使
用
例
が
あ
る
が
、
こ
の
「
宮
ば
ら
」
も
「
皇

族
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
あ
る
宮
家
に
仕
え
る
女
房
が
出
家
し
て
都
を

離
れ
る
際
に
送
る
歌
を
西
行
が
代
詠
し
た
と
あ
る
。
こ
の
代
詠
に
関
し
て
は
後

述
す
る
。

○
『
頼
政
集
Ⅰ
』

あ
る
宮
ば
ら
な
る
女
房
に
申
か
た
ら
ひ
て
、
時
〴
〵
ま
か
り
か
よ
ひ

け
る
程
に
、
あ
し
わ
け
な
る
事
や
あ
り
け
ん
、
久
し
う
ま
か
ら
ざ
り

し
か
ば
、
二
月
の
つ
い
た
ち
ご
ろ
、
梅
の
枝
に
つ
け
て
つ
か
は
し
け

る

き
ま
さ
ず
ば
さ
て
も
ち
り
な
ん
梅
が
え
の
な
を
ま
ち
が
ほ
に
匂
ふ
さ
ま
見

よ 

（
一
六
）

あ
る
宮
ば
ら
の
女
房
を
む
か
へ
に
つ
か
は
し
た
り
し
に
、
暁
に
成
て

ま
う
で
来
し
か
ば

こ
と
し
げ
き
お
ほ
宮
人
を
ま
ち
〳
〵
て
あ
ふ
程
も
な
く
明
る
し
の
ゝ
め

 

（
四
四
二
）

和
歌
所
に
人
〴
〵
あ
つ
ま
り
て
、
夜
も
す
が
ら
歌
よ
み
連
歌
な
ど
し

て
あ
そ
ば
れ
侍
し
に
、
隣
な
り
け
る
を
き
な
、
た
ひ
〴
〵
よ
ば
れ
け

れ
ば
ま
ゐ
り
て
、
人
な
み
〳
〵
に
ま
じ
ろ
ひ
侍
に
、
あ
る
宮
ば
ら
の



覚
綱
と
そ
の
家
集

一
〇
五

女
房
二
三
人
を
、
ひ
き
物
の
う
ち
に
す
ゑ
て
、
お
な
じ
く
連
歌
し
な

ど
し
て
、
い
ま
よ
り
は
な
が
く
し
る
人
に
せ
ん
な
ど
申
か
た
ら
ひ
て
、

夜
も
や
う
〳
〵
明
か
た
に
成
し
か
ば
、
ま
か
り
か
へ
り
て
後
、
二
三

日
ば
か
り
あ
り
て
、
一
人
が
も
と
へ
つ
か
は
し
け
る

君
に
あ
ひ
て
か
へ
り
に
し
よ
り
む
か
し
せ
し
恋
に
さ
に
た
る
も
の
を
こ
そ

思
へ 

（
六
五
九
）

『
頼
政
集
』
に
お
け
る
三
例
の
「
宮
ば
ら
」
も
「
宮
腹0

」「
宮
輩0

」
ど
ち
ら
と

も
解
釈
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
四
四
二
は
女
を
「
大
宮
人
」
と
表
し
て
い

る
か
ら
「
宮
家
に
仕
え
る
女
房
」
と
解
釈
し
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
六

五
九
番
歌
は
『
殷
富
門
院
大
輔
集
』
一
六
三
番
歌
と
一
致
し
て
お
り
、
両
集
の

比
較
か
ら
、「
あ
る
宮
ば
ら
の
女
房
二
三
人
」
の
一
人
で
「
君
に
あ
ひ
て
」
の

歌
を
送
ら
れ
た
相
手
は
大
輔
で
あ
り
、「
あ
る
宮
ば
ら
」
は
殷
富
門
院
亮
子
内

親
王
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。『
頼
政
集
』
に
お
け
る
三
つ
の
「
宮
ば
ら
」

使
用
例
の
う
ち
二
例
が
「
皇
族
」
の
意
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
六
番
の

「
宮
ば
ら
」
も
「
宮
輩0

」
の
意
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
頼
政
集
』
に
お
け
る
「
宮

ば
ら
」
も
全
て
女
房
と
共
に
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
一
例
は
確
実
に
皇
女

（
亮
子
内
親
王
）
を
指
す
。

○
『
隆
信
集
Ⅱ
』

あ
る
宮
ば
ら
に
て
、
女
あ
ま
た
物
が
た
ら
ひ
て
帰
に
し
あ
し
た
、
中

に
す
ぐ
れ
て
き
こ
え
し
人
に
い
ひ
つ
か
は
し
ゝ

思
ひ
わ
く
か
た
も
な
ぎ
さ
に
よ
る
浪
の
い
と
か
く
袖
を
ぬ
ら
す
べ
し
や
は

か
へ
し

お
も
ひ
わ
か
で
な
に
と
な
ぎ
さ
の
浪
な
ら
ば
ぬ
る
ら
ん
袖
の
ゆ
へ
も
あ
ら

じ
を 

（
六
六
五
〜
六
六
六
）

月
あ
か
ゝ
り
し
よ
、
あ
る
宮
ば
ら
に
て
、
き
よ
み
ち
の
卿
、
や
す
み

ち
の
卿
な
ど
か
ぐ
ら
う
た
ひ
て
あ
そ
び
し
程
に
、
た
れ
も
い
と
け
ふ

な
き
さ
ま
に
、
す
さ
び
つ
ゝ
い
そ
ぎ
た
ち
し
か
ば
、
女
房
の
中
よ
り

も
ろ
人
の
心
も
と
け
ぬ
こ
よ
ひ
か
な
天
の
岩
戸
も
明
す
や
有
ら
ん

 

（
七
九
二
）

『
隆
信
集
』
に
お
け
る
「
宮
ば
ら
」
は
「
宮
家
、
皇
族
の
邸
」
の
意
で
、
場

所
を
指
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
女
房
ら
が
侍
し
、
物
語
、
神
楽
歌
な
ど
が
行

わ
れ
る
雅
事
の
場
を
指
す
語
と
し
て
「
宮
ば
ら
」
は
機
能
し
て
い
る
。
な
お
六

六
五
〜
六
六
六
番
歌
は
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
一
三
六
〜
一
三
七
番
と
一

致
す
る
こ
と
か
ら
、
相
手
は
右
京
大
夫
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

以
上
、
韻
文
に
お
け
る
「
宮
ば
ら
」
使
用
例
を
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
結
果

を
ま
と
め
た
い
。

五　
「
宮
ば
ら
」
の
意
味
す
る
も
の

歌
集
に
お
け
る
「
宮
ば
ら
」
使
用
例
は
『
金
葉
集
』
が
最
も
古
い
た
め
、「
宮

輩0

」
の
意
の
場
合
も
、
平
安
中
期
の
使
用
例
の
よ
う
に
、
複
数
の
皇
族
・
宮
を

指
す
例
は
見
ら
れ
ず
、
単
一
の
皇
族
・
宮
家
を
指
す
例
ば
か
り
で
あ
る
。
個
人

と
し
て
の
「
皇
族
」
と
い
う
意
だ
け
で
な
く
、「
場
」
と
し
て
の
「
宮
家
・
宮
邸
」



一
〇
六

を
指
す
例
も
多
い
。

ま
た
「
宮
ば
ら
」
が
使
用
さ
れ
る
際
は
、
多
く
女
性
が
登
場
す
る
。
特
に
宮

家
に
仕
え
る
女
房
を
意
味
す
る
「
宮
ば
ら
の
女
房
」
と
い
う
表
現
は
慣
用
句
と

で
も
言
う
べ
き
頻
度
で
使
わ
れ
て
い
る
。
女
性
が
登
場
す
る
か
ら
に
は
、
い
く

つ
か
は
当
然
恋
の
歌
と
な
る
。
明
確
な
恋
の
歌
で
な
く
と
も
、
そ
こ
に
「
あ
る
0

0

宮
ば
ら
」
の
よ
う
な
朧
化
表
現
を
加
え
る
こ
と
で
恋
愛
の
雰
囲
気
を
生
じ
さ
せ
、

「
宮
ば
ら
」
は
王
朝
物
語
的
な
世
界
を
構
築
す
る
一
要
素
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
宮
ば
ら
」
が
使
用
さ
れ
て
い
た
全
て
の
家
集
が
、

男
性
歌
人
の
も
の
で
あ
る
点
も
そ
れ
と
関
連
し
よ
う
。
歌
会
や
物
語
、
管
弦
の

よ
う
な
雅
遊
の
行
わ
れ
る
場
を
示
す
言
葉
と
し
て
も
「
宮
ば
ら
」
は
機
能
し
た
。

さ
ら
に
韻
文
で
は
使
用
さ
れ
る
時
期
・
歌
人
も
限
定
さ
れ
て
お
り
、
経
衡
、

顕
綱
ら
は
や
や
時
代
が
早
い
が
、
忠
度
、
清
輔
、
有
房
、
西
行
、
頼
政
、
隆
信
、

そ
し
て
覚
綱
ら
は
活
動
時
期
が
近
く
、
歌
林
苑
に
出
入
り
、
ま
た
は
歌
林
苑
周

辺
に
存
し
た
歌
人
た
ち
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
ら
が
「
宮
ば
ら
」
と
い
う
言
葉
が

生
む
イ
メ
ー
ジ
を
あ
る
程
度
共
有
し
て
お
り
、
そ
の
効
果
を
認
識
し
た
う
え
で

使
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
韻
文
に
お
け
る
「
宮
ば
ら
」

と
い
う
語
彙
の
使
用
は
、
こ
れ
以
降
あ
ま
り
無
い
。
贈
答
対
象
で
あ
る
女
性
の

立
場
を
朧
化
さ
せ
な
が
ら
も
、「
宮
ば
ら
」
と
い
う
貴
種
を
表
す
語
を
使
う
こ

と
で
、
そ
こ
に
王
朝
物
語
的
な
恋
の
雰
囲
気
を
生
成
さ
せ
、
家
集
内
に
取
り
込

も
う
と
し
た
意
図
を
指
摘
し
た
い
。

こ
こ
で
問
題
に
た
ち
戻
り
、
西
行
か
ら
の
見
舞
い
を
「
宮
ば
ら
」
か
ら
の
見

舞
い
と
表
現
し
た
『
覚
綱
集
』
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
ま
ず
、
西
行
の
贈
答
相

手
と
覚
綱
が
、
偶
然
に
同
じ
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
可
能
性
だ
が
、
こ
こ
ま
で
同

じ
歌
で
あ
る
と
そ
の
可
能
性
は
低
い
。
や
は
り
西
行
の
贈
答
相
手
も
覚
綱
と
見

な
し
た
い
。
で
あ
れ
ば
、
覚
綱
が
相
手
を
記
憶
違
い
し
た
可
能
性
も
あ
る
し
、

覚
綱
が
西
行
と
「
あ
る
宮
ば
ら
」
双
方
に
同
じ
歌
を
送
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

ま
た
は
西
行
が
「
あ
る
宮
ば
ら
」
に
代
わ
っ
て
見
舞
い
の
歌
な
り
文
な
り
を

作
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
稿
者
は
、
西
行
が
「
宮
ば
ら
」
の
代

作
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

西
行
の
家
集
を
み
る
と
、
何
度
か
代
詠
を
し
て
い
る
。
問
題
の
贈
答
に
お
い

て
も
、
西
行
は
「
あ
る
宮
ば
ら
」
に
代
わ
っ
て
覚
綱
に
見
舞
い
の
歌
、
あ
る
い

は
文
を
代
作
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
「
宮
ば
ら
」
か

ら
見
舞
わ
れ
た
と
い
う
の
は
、
皇
族
そ
の
人
か
ら
見
舞
わ
れ
た
と
い
う
可
能
性

も
あ
ろ
う
が
、
宮
家
を
代
表
し
て
女
房
の
誰
か
が
見
舞
っ
た
と
い
う
形
も
あ
る
。

そ
の
場
合
は
先
に
引
用
し
た
『
山
家
集
』
七
五
五
番
歌
で
西
行
が
「
あ
る
み
や

ば
ら
に
つ
け
つ
か
ふ
ま
つ
り
け
る
女
房
」
に
代
わ
っ
て
歌
を
詠
ん
だ
よ
う
に
、

女
房
の
代
作
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
西
行
が
待
賢
門
院
、
上
西
門
院
、
殷
富
門

院
な
ど
の
女
院
御
所
に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
は
先
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
し
）
10
（

、
覚
綱
も
鳥
羽
天
皇
皇
女
高
松
宮
の
歌
合
に
参
加
し
た
り
、
大

宮
多
子
や
九
条
院
呈
子
の
女
房
た
ち
と
交
流
が
あ
る
。
先
に
見
て
き
た
例
に

あ
っ
た
よ
う
に
、『
覚
綱
集
』
の
「
宮
ば
ら
」
も
女
性
皇
族
を
指
し
て
い
る
と

す
れ
ば
、
覚
綱
が
ど
こ
か
の
貴
顕
女
性
の
御
所
か
ら
見
舞
い
を
送
ら
れ
る
こ
と

は
不
自
然
で
は
な
い
し
、
そ
の
際
西
行
が
御
所
の
女
房
に
代
わ
っ
て
歌
、
あ
る

い
は
文
を
作
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
甚
だ
推
測
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
が
、



覚
綱
と
そ
の
家
集

一
〇
七

西
行
代
作
の
可
能
性
を
提
示
し
た
い
。

仮
に
見
舞
い
が
西
行
の
代
作
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
覚
綱
は
そ
れ
と
知
っ
て

「
宮
ば
ら
」
と
記
し
た
の
か
、
知
ら
ず
に
記
し
た
の
か
。
も
し
相
手
を
西
行
と

知
っ
た
上
で
「
宮
ば
ら
」
と
表
し
た
の
な
ら
『
覚
綱
集
』
は
あ
る
程
度
の
虚
構

を
施
し
て
い
る
家
集
と
な
る
し
、
覚
綱
と
西
行
に
間
接
的
と
は
言
え
交
流
が

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
知
ら
ず
に
記
し
た
と
し
て
も
、
相
手
の
名
前
を

明
記
せ
ず
「
あ
る
宮
ば
ら
」
と
表
現
し
た
こ
と
に
、『
覚
綱
集
』
の
性
格
、
家

集
編
纂
意
図
が
現
れ
て
い
よ
う
。

六　
『
覚
綱
集
』
の
性
格
と
覚
綱
の
位
置

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
「
宮
ば
ら
」
と
い
う
語
は
歌
林
苑
周
辺
で
は
皇

女
や
后
を
表
し
た
り
、「
宮
ば
ら
の
女
房
」
と
い
う
形
で
艶
な
空
気
を
生
み
出

す
使
わ
れ
方
を
し
て
い
た
。
先
に
引
用
し
た
『
覚
綱
集
』
七
六
番
で
も
、「
あ

る
宮
ば
ら
」
で
連
歌
を
す
べ
く
人
々
が
集
ま
り
、
折
し
も
鳴
い
た
郭
公
に
よ
り
、

自
然
と
「
郭
公
」
題
が
定
ま
り
、
詠
歌
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
風
雅
の
場
に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
や
、
歌
を
媒
介
と
し
た
「
宮
ば
ら
」
と

の
交
際
は
、
歌
人
と
し
て
の
自
己
顕
示
の
一
端
と
言
え
よ
う
。『
覚
綱
集
』
と

同
じ
寿
永
百
首
家
集
の
ひ
と
つ
『
経
盛
集
』
に
も
貴
顕
や
名
の
あ
る
歌
人
と
の

贈
答
が
目
立
つ
の
だ
が
、
こ
れ
に
関
し
て
野
本
瑠
美
は
「
歌
人
と
し
て
の
事
跡

や
力
量
を
証
明
す
る
詠
作
」
を
記
す
こ
と
で
、「
歌
人
と
し
て
の
自
己
の
存
在

を
強
調
」
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
）
11
（

。
こ
の
点
は
『
覚
綱

集
』
に
も
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
の
『
覚
綱
集
』
所
載
の
贈
答

か
ら
も
、
覚
綱
の
歌
人
と
し
て
の
自
負
が
伺
え
る
。

た
れ
と
も
し
ら
れ
で
、
歌
を
人
の
も
と
へ
つ
か
は
し
た
り
し
か
へ
り

ご
と
に
、
あ
は
れ
に
も
む
か
し
お
ぼ
え
て
、
そ
の
人
の
す
ゑ
と
み
ゆ

る
と
申
た
り
し
か
ば
、
つ
か
は
し
侍
し

み
さ
び
ゐ
る
ひ
と
し
れ
ぬ
ま
の
水
ぐ
き
を
た
れ
か
な
が
れ
と
く
み
て
し
る

ら
ん

か
へ
し

あ
め
の
し
た
た
れ
か
は
く
み
て
し
ら
ざ
ら
ん
な
に
な
が
れ
た
る
和
か
の
う

ら
な
み 

（
九
七
〜
九
八
）

「
そ
の
人
の
す
ゑ
」
と
は
覚
綱
が
和
歌
六
人
党
の
一
人
範
永
の
子
孫
で
あ
る

こ
と
を
指
し
て
い
よ
う
。
自
ら
を
「
み
さ
び
ゐ
る
ひ
と
し
れ
ぬ
ま
の
水
ぐ
き
」

と
詠
ん
だ
の
は
謙
遜
の
意
も
あ
ろ
う
が
、
隠
遁
の
身
ゆ
え
か
内
裏
や
摂
関
家
歌

壇
の
よ
う
な
晴
の
場
で
詠
ず
る
機
会
の
な
い
自
身
を
嘆
じ
た
表
現
に
も
思
わ
れ

る
。
覚
綱
の
父
範
綱
は
家
成
主
催
「
右
衛
門
督
家
歌
合
（
久
安
五
年
六
月
二
十

八
日
）」
や
重
家
主
催
「
中
宮
亮
重
家
朝
臣
家
歌
合
（
永
万
二
年
）」
な
ど
六
条

藤
家
関
係
の
歌
合
に
出
詠
し
、
後
に
被
除
歌
と
し
て
取
り
出
さ
れ
精
撰
本
に
は

載
ら
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
一
度
は
『
詞
花
集
』
に
入
集
し
た
。
ま
た
兄
の
良

清
は
九
条
兼
実
に
家
司
と
し
て
仕
え
、「
右
大
臣
家
百
首
（
治
承
二
年
）」、「
右

大
臣
家
歌
合
（
治
承
三
年
十
月
十
八
日
）」
な
ど
兼
実
家
の
催
事
に
参
加
し
て

い
る
。
覚
綱
の
家
系
は
摂
関
家
に
近
し
く
仕
え
た
の
か
、
弟
家
実
も
忠
通
女
で

あ
る
皇
嘉
門
院
聖
子
の
判
官
代
に
な
っ
て
い
る
し
、
弟
清
綱
も
次
の
一
首
か
ら
、



一
〇
八

な
ん
ら
か
の
形
で
六
条
摂
政
基
実
に
仕
え
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

六
条
摂
政
の
わ
ざ
の
夜
、
お
そ
く
ま
か
り
て
侍
り
け
れ
ば

 

藤
原
清
綱

さ
き
だ
た
ぬ
こ
と
だ
に
も
な
ほ
う
か
り
し
に
け
ふ
さ
へ
君
に
ま
た
お
く
れ

ぬ
る 

（『
万
代
集
』
三
五
一
一
）

こ
う
し
た
父
や
兄
弟
に
比
べ
る
と
覚
綱
は
出
家
者
の
た
め
か
寺
社
で
の
歌
会
、

社
頭
歌
合
に
は
数
度
出
詠
す
る
も
、
摂
関
家
等
の
歌
合
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。

歌
人
の
家
系
に
生
ま
れ
、
歌
を
志
し
な
が
ら
も
、
な
か
な
か
晴
れ
の
場
で
出
詠

す
る
こ
と
の
な
い
現
実
の
立
場
を
補
う
か
の
よ
う
に
、『
覚
綱
集
』
で
は
天
台

座
主
で
あ
っ
た
覚
忠
や
高
松
宮
、「
あ
る
宮
ば
ら
」
ら
貴
顕
と
の
交
流
を
記
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
は
言
え
、
覚
綱
の
交
際
に
は
父
や
兄
た
ち
と
同
じ
く
、
六
条
藤
家
、
摂
関

家
と
関
係
が
あ
る
。
覚
綱
が
参
加
し
た
『
若
宮
社
歌
合
』
は
六
条
藤
家
を
中
心

と
し
た
催
事
で
あ
る
し
、
覚
忠
は
関
白
忠
通
の
子
で
あ
る
。

な
が
た
に
の
大
僧
正
御
房
、
う
た
よ
み
て
奉
れ
と
て
、
す
ゞ
り
と
か

み
と
を
た
ま
は
せ
た
り
し
か
ば

た
の
む
木
は
ち
ゞ
や
も
ゝ
え
に
さ
か
ふ
め
り
い
つ
そ
の
か
げ
に
い
ら
ん
と

か
す
る 

（『
覚
綱
集
』
六
一
）

覚
忠
か
ら
歌
を
請
わ
れ
た
こ
と
も
歌
人
と
し
て
の
顕
示
で
あ
ろ
う
し
、「
た

の
む
木
」
と
い
う
表
現
は
覚
忠
が
摂
関
家
の
一
族
で
あ
る
が
ゆ
え
の
表
現
で
あ

ろ
う
か
。
家
集
八
五
番
か
ら
は
九
条
院
の
女
房
と
の
交
際
も
み
ら
れ
る
が
、
九

条
院
呈
子
も
忠
通
養
女
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
高
松
院
姝
子
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
の
多
か
っ
た
高
松
宮
も
、
近
年
渡
邉
裕
美
子
の
研
究
）
12
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に
よ
り
、
姝
子
と

は
別
人
の
鳥
羽
院
皇
女
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
に
従
え
ば
高

松
宮
の
母
は
実
衡
女
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
実
衡
は
六
条
藤
家
と
密
接

な
関
わ
り
が
あ
り
、
そ
の
妻
は
家
成
の
姉
妹
で
あ
る
。
覚
綱
の
父
範
綱
が
家
成

主
催
の
歌
合
に
出
詠
し
た
の
は
先
述
の
通
り
で
あ
り
、
渡
邉
も
指
摘
す
る
様
に

高
松
宮
と
の
関
わ
り
も
父
の
代
か
ら
の
六
条
藤
家
と
の
繋
が
り
に
よ
る
も
の
か

も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
覚
綱
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
歌
林
苑
、
賀
茂
社
、
六

条
藤
家
、
藤
原
摂
関
家
の
人
脈
が
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
中
に
あ
り
、
家
集
に
収

め
ら
れ
た
様
々
な
贈
答
は
、
覚
綱
が
歌
人
と
し
て
し
か
る
べ
き
交
際
を
し
て
い

た
こ
と
の
顕
示
に
も
な
る
。
覚
綱
の
詠
歌
も
残
る
『
一
品
経
和
歌
懐
紙
』
に
関

し
て
、
家
永
香
織
は
「『
一
品
経
和
歌
懐
紙
』
の
催
し
に
は
、
互
い
に
絡
み
合
っ

た
歌
林
苑
・
賀
茂
社
歌
壇
・
九
条
家
歌
壇
の
人
脈
が
生
か
さ
れ
て
、
作
者
が
集

め
ら
れ
た
と
の
推
定
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」）13
（

と
し
て
い
る
が
、
ま
さ
に
覚

綱
は
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
。
主
と
し
た
詠
歌
の
場
を
持
て
な
い
主
流
か
ら
外
れ

た
群
小
歌
人
た
ち
は
、
こ
う
し
た
浅
く
広
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
渡
り
歩
き
な
が

ら
、
様
々
な
場
で
歌
を
詠
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
一
品
経
和
歌
懐
紙
』

と
『
覚
綱
集
』
に
は
類
似
し
た
歌
が
あ
る
。

う
き
身
に
は
み
づ
の
み
ま
き
の
ま
こ
も
ぐ
さ
か
り
に
も
す
べ
き
お
も
ひ
で

ぞ
な
き 

（『
一
品
経
和
歌
懐
紙
』
三
〇
）

う
き
身
に
は
秋
の
を
や
ま
た
ほ
に
い
て
ゞ
か
り
に
も
す
べ
き
お
も
ひ
で
ぞ

な
き 

（『
覚
綱
集
』
一
〇
一
）



覚
綱
と
そ
の
家
集

一
〇
九

共
に
「
述
懐
」
の
詠
で
あ
る
が
、
一
方
が
先
に
詠
ま
れ
、
も
う
一
方
が
改
作

さ
れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
ど
ち
ら
が
改
作
か
断
定
で
き
な
い
が
、『
覚
綱

集
』
一
〇
一
番
歌
の
前
後
、
九
九
、
一
〇
〇
、
一
〇
三
番
は
い
ず
れ
も
秋
の
歌

で
あ
る
。
初
め
に
『
一
品
経
和
歌
懐
紙
』
の
歌
が
詠
ま
れ
、
家
集
に
入
れ
る
際
、

前
後
の
配
列
を
考
え
て
季
節
を
秋
に
揃
え
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
『
覚
綱
集
』
雑
部
後
半
に
故
人
に
ま
つ
わ
る
歌
が
目
立
つ
点
は
、
奉
納

家
集
で
あ
る
こ
と
に
関
連
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
家
集
の
詞
書
を
見
る
と
、

「
す
わ
の
お
も
ひ
に
侍
し
に
、
一
品
経
を
か
き
し
に
（
七
〇
）」「
ち
ゝ
の
お
も

ひ
に
侍
し
に
（
七
四
）」「
ひ
ろ
さ
は
の
わ
た
り
に
侍
し
わ
ら
は
（
空
白
）
れ
い

な
ら
ぬ
こ
と
あ
り
て
、
身
ま
か
り
に
し
か
ば
、
そ
と
ば
に
か
き
て
は
か
に
た

て
ゝ
、
修
行
に
い
で
侍
に
し
（
八
四
）」
等
、
身
近
な
死
に
関
す
る
記
事
が
目

立
つ
。
ま
た
八
七
〜
九
五
番
は
妻
の
死
を
め
ぐ
る
亡
妻
挽
歌
群
と
で
も
言
う
べ

き
詠
歌
が
続
き
、
九
六
番
で
は
敦
頼
の
死
に
関
し
て
敦
仲
と
の
贈
答
が
載
る
。

『
覚
綱
集
』
雑
部
の
半
数
近
く
が
哀
傷
歌
な
の
で
あ
る
。
野
本
は
、
奉
納
歌
と

し
て
の
『
経
盛
集
』
に
は
「
危
機
的
現
状
に
対
す
る
一
族
や
自
身
の
安
泰
へ
の

切
実
な
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
る
が
、
同
じ
く
奉

納
歌
と
し
て
の
『
覚
綱
集
』
に
は
、
故
人
へ
の
哀
悼
、
供
養
の
願
い
が
込
め
ら

れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
り
わ
け
、
妻
を
中
心
と
し
た
血
縁
者
の
死

を
悼
み
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
歌
を
収
め
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

七　

お
わ
り
に

以
上
、『
覚
綱
集
』
に
つ
い
て
「
宮
ば
ら
」
を
端
緒
に
考
察
し
て
き
た
。
ま

ず
「
宮
ば
ら
」
と
い
う
語
句
は
「
宮
ば
ら
の
女
房
」
と
い
う
形
で
女
と
組
み
合

わ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、「
あ
る

0

0

宮
ば
ら
」
の
よ
う
な
朧
化
表
現
も
加
わ
っ

て
恋
の
雰
囲
気
を
生
成
さ
せ
て
い
た
。「
宮
ば
ら
」
自
体
も
貴
顕
女
性
を
指
す

こ
と
が
少
な
く
な
く
、
そ
こ
に
花
見
、
連
歌
、
歌
会
、
管
弦
な
ど
の
雅
事
が
組

み
合
わ
せ
ら
れ
、
王
朝
物
語
を
彷
彿
と
さ
せ
る
効
果
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
イ

メ
ー
ジ
は
歌
林
苑
周
辺
の
歌
人
た
ち
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
と
思
し
く
、

「
宮
ば
ら
」
使
用
例
は
歌
林
苑
周
辺
の
男
性
歌
人
ら
の
家
集
に
目
立
っ
た
。『
覚

綱
集
』
で
西
行
を
「
あ
る
宮
ば
ら
」
と
記
し
た
問
題
に
関
し
て
は
、
西
行
が
「
あ

る
宮
ば
ら
」
の
代
作
を
し
た
可
能
性
を
提
示
し
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
覚
綱

の
よ
う
な
群
小
歌
人
も
特
定
の
言
葉
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
歌
林
苑
会
衆
ら
と
共

有
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

『
覚
綱
集
』
自
体
も
一
見
無
作
為
に
配
列
し
た
か
に
見
え
る
が
、
他
人
詠
五

首
を
除
け
ば
自
詠
が
百
首
で
あ
り
、
四
季
・
恋
の
歌
六
十
首
、
雑
の
歌
四
十
首
、

し
か
も
四
季
・
恋
部
は
題
詠
歌
の
み
、
雑
部
は
ほ
ぼ
贈
答
歌
の
み
と
い
う
整
然

た
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
構
成
に
は
寿
永
百
首

0

0

家
集
で
あ
る
と
い

う
意
識
が
影
響
し
て
い
よ
う
。『
覚
綱
集
』
を
神
へ
の
奉
納
家
集
と
い
う
視
点

で
考
え
る
と
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
図
の
一
つ
目
は
、
自
身
が
和
歌
六
人
党

範
永
の
流
れ
を
汲
む
重
代
の
歌
人
で
あ
る
と
い
う
誇
示
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
覚



一
一
〇

忠
、
高
松
宮
、「
あ
る
宮
ば
ら
」
ら
貴
顕
や
、
重
保
、
俊
恵
、
敦
仲
、
大
宮
左

衛
門
佐
ら
実
力
あ
る
歌
人
や
そ
の
子
女
ら
と
の
、
歌
を
媒
介
と
し
た
交
流
を
収

め
る
こ
と
で
、
自
ら
も
彼
ら
と
渡
り
合
え
る
歌
人
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
脈
形
成
は
単
に
歌
林
苑
の
み
に
機
縁
す
る
も

の
で
は
な
く
、
父
や
兄
ら
が
築
い
て
き
た
摂
関
家
や
六
条
藤
家
と
の
関
わ
り
が

影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。
豊
か
な
交
際
圏
を
示
す
こ
と
に
よ
る
自
己
顕
示
の
背

景
に
は
、
歌
人
と
し
て
、
ま
た
官
人
と
し
て
堅
実
に
功
績
を
あ
げ
て
い
た
父
や

兄
弟
た
ち
に
後
れ
を
取
る
ま
い
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

二
つ
目
に
は
雑
部
に
哀
傷
の
歌
が
目
立
つ
こ
と
か
ら
、
身
内
の
死
に
対
す
る

追
悼
の
意
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
亡
く
な
っ
た
妻
に
関
す
る
歌
は
雑
の

歌
四
十
首
中
九
首
に
及
ぶ
。
亡
妻
挽
歌
と
い
う
形
式
は
、
俊
成
、
隆
信
、
実
定

ら
、
同
時
代
の
名
だ
た
る
歌
人
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
の
家
集
に
収
め
て
お
り
）
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、
歌

壇
の
周
縁
に
位
置
し
た
覚
綱
も
そ
う
し
た
流
れ
の
中
に
い
た
と
言
え
よ
う
。
隠

遁
者
と
い
う
立
場
の
た
め
か
、
現
世
の
出
世
、
一
族
の
繁
栄
を
願
う
色
は
薄
く
、

故
人
の
追
悼
と
い
う
願
い
を
神
へ
の
奉
納
に
込
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
奉
納
と
い

う
意
識
は
『
覚
綱
集
』
四
季
部
の
次
の
詞
書
な
ど
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。「
か

も
の
月
ま
う
で
に
、
ふ
る
さ
と
の
卯
花
を
（
七
）」
賀
茂
の
月
ま
う
で
に
、
船

中
五
月
雨
と
い
ふ
こ
と
を
よ
み
け
る
に
（
一
一
）」「
賀
茂
の
月
ま
う
で
の
つ
ゐ

で
に
、
月
山
水
を
て
ら
す
と
い
ふ
こ
と
を
（
二
四
）」「
賀
茂
の
月
ま
う
で
の
つ

ゐ
で
、
重
保
家
に
て
旅
宿
月
を
（
三
〇
）」
な
ど
の
記
述
か
ら
は
覚
綱
が
賀
茂

社
に
月
詣
を
し
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
、
そ
の
際
に
重
保
の
家
を
訪
ね
る
こ
と

も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
重
保
と
の
懇
意
か
ら
く
る
も
の
か
、
日
頃
か
ら
賀
茂

社
へ
信
仰
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

覚
綱
の
父
範
綱
や
、
兄
盛
雅
、
良
清
ら
は
後
に
『
千
載
集
』
に
入
集
し
勅
撰

歌
人
と
な
る
が
、
覚
綱
の
歌
が
勅
撰
集
に
入
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
内
裏

や
摂
関
家
、
閑
院
流
の
歌
壇
に
加
わ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
当
時
の
歌
壇
の
主

流
か
ら
は
外
れ
た
と
言
え
る
覚
綱
で
あ
る
が
、
そ
の
家
集
か
ら
は
同
時
代
の
歌

人
た
ち
と
共
通
す
る
意
識
や
傾
向
が
み
ら
れ
、
在
俗
歌
人
ら
と
同
様
、
風
雅
の

場
を
求
め
て
女
房
た
ち
と
交
際
す
る
姿
も
見
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
ゆ
る
や
か
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
中
で
詠
歌
の
場
を
求
め
る
動
き
は
、
当

時
の
地
下
官
人
や
隠
遁
者
ら
の
和
歌
活
動
に
も
共
通
し
よ
う
。
そ
し
て
「
宮
ば

ら
」
と
称
さ
れ
た
貴
顕
女
性
た
ち
の
御
所
が
、
こ
れ
ら
隠
遁
者
歌
人
ら
を
も
受

け
入
れ
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
学
が
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
15
（

。
歌
壇
の
中
央

か
ら
遠
き
に
位
置
し
た
歌
人
ら
が
ど
の
よ
う
に
詠
歌
し
、
中
央
と
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
て
い
た
か
を
探
る
こ
と
は
、
当
時
の
歌
壇
全
体
を
俯
瞰
す
る
上
で
必
要

と
な
ろ
う
。
今
後
も
家
集
を
中
心
と
し
た
検
討
を
続
け
た
い
。

注

（
１
）　

尊
経
閣
本
『
為
忠
初
度
百
首
』
の
上
冊
奥
書
に
治
承
三
年
（
１
１
７
９
）
の
「
大
夫

公
覚
本
」
と
同
五
年
の
「
高
本
」（
高
松
院
本
か
）
に
よ
る
校
合
の
由
が
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
「
大
夫
公
覚
」
が
覚
綱
の
こ
と
か
と
推
測
さ
れ
る
。
父
範
綱
が
為
忠
家
歌
壇
に
関

係
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
覚
綱
が
『
為
忠
初
度
百
首
』
を
書
写
し
て
い
た
可
能

性
は
高
い
。

（
２
）　

犬
井
善
壽
「『
山
家
集
』
所
載
贈
答
歌
一
対
存
疑
（
上
）
―
『
覚
綱
集
』
所
載
覚
綱

詠
歌
と
の
関
連
に
お
い
て
」（『
文
芸
言
語
研
究
（
文
芸
篇
）』
一
一　

一
九
八
七
年
一
月
）。

「『
山
家
集
』
所
載
贈
答
歌
一
対
存
疑
（
下
）
―
『
覚
綱
集
』
所
載
覚
綱
詠
歌
と
の
関
連



覚
綱
と
そ
の
家
集

一
一
一

に
お
い
て
」（『
文
芸
言
語
研
究
（
文
芸
篇
）』
一
七　

一
九
九
〇
年
一
月
）。

（
３
）　

井
上
宗
雄
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
』（
笠
間
書
院　

一
九
七
八
年
）。

（
４
）　

久
保
田
淳
「『
吾
妹
子
法
師
』
の
こ
と
―
覚
綱
に
つ
い
て
―
」（『
文
学
』
四
‐
一　

一
九
九
三
年
一
月
）。

（
５
）　

歌
林
苑
に
関
し
て
は
、
村
瀬
敏
夫
「
歌
林
苑
の
人
々
と
そ
の
家
集
―
俊
恵
・
頼
政
を

中
心
と
し
て
―
」（
国
文
学
一
〇
‐
一
二　

一
九
六
五
年
一
〇
月
）、
石
川
暁
子
「
歌
林

苑
を
め
ぐ
る
歌
人
た
ち
」（
和
歌
文
学
研
究
五
〇　

一
九
八
五
年
四
月
）、
中
村
文
『
後

白
河
院
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』（
笠
間
書
院　

二
〇
〇
五
年
）
な
ど
。

（
６
）　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
３
巻
』（
小
学
館　

二
〇
〇
六
年
）。

（
７
）　

吉
田
茂
『
経
衡
集
全
釈
』（
風
間
書
房　

二
〇
〇
二
年
）。

（
８
）　

伊
井
春
樹
「
顕
綱
と
そ
の
周
辺
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
一
集　

新
典
社　

一

九
九
八
年
）。

（
９
）　

桐
井
美
智
子
「
藤
原
顕
綱
と
そ
の
家
集
に
つ
い
て
」（『
文
学
論
藻
』
三
九　

一
九
六

八
年
六
月
）
は
他
撰
の
可
能
性
が
高
い
と
し
て
い
る
。

（
10
）　

杉
村
佳
子
「
西
行
と
皇
室
―
近
衛
院
・
二
条
院
関
係
な
ら
び
に
、
待
賢
門
院
・
上
西

門
院
の
女
房
た
ち
（
そ
の
一
）
―
」（『
学
苑
』
五
二
九　

一
九
八
四
年
１
月
）、
桑
原

博
史
「
女
房
文
学
か
ら
隠
者
文
学
へ
―
西
行
の
位
置
」（『
和
歌
文
学
の
世
界
』
一
四　

一
九
九
〇
年
九
月
）、
中
村
文 「
西
行
と
女
房
た
ち
―
上
西
門
院
御
所
を
中
心
に
」（『
国

文
学
』
三
九
‐
八　

一
九
九
四
年
七
月
）、
渡
辺
裕
美
子
「
西
行
と
女
房
た
ち
」（『
解

釈
と
鑑
賞
』
六
五
‐
三　

二
〇
〇
〇
年
三
月
）、
宇
津
木
言
行
「
西
行
伝
再
考
―
「
菩

提
院
前
斎
宮
」
と
初
度
西
国
の
旅
―
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
九
六　

二
〇
〇
八
年
六
月
）

な
ど
。

（
11
）　

野
本
瑠
美
「『
経
盛
集
』
と
奉
納
―
寿
永
百
首
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
」（『
和
歌
文
学
研

究
』
一
〇
〇　

二
〇
一
〇
年
六
月
）。

（
12
）　

渡
邉
裕
美
子
「
鳥
羽
院
皇
女
「
高
松
宮
」
に
つ
い
て
」（『
明
月
記
研
究
』
十
一　

二

〇
〇
七
年
十
二
月
）。

（
13
）　

家
永
香
織
「『
一
品
経
和
歌
懐
紙
』
に
つ
い
て
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
六
三　

一
九
九

一
年
十
一
月
）。

（
14
）　

亡
妻
挽
歌
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
津
田
大
樹
「
亡
妻
挽
歌
史
論
」（『
日
本
文
学
』

五
四
‐
一
二　

二
〇
〇
五
年
十
二
月
）
な
ど
。

（
15
）　

注
（
５
）
中
村
著
書
に
詳
し
い
論
が
あ
る
。

※
『
覚
綱
集
』
を
始
め
と
し
た
私
家
集
の
引
用
は
『
新
編
私
家
集
大
成
』
に
拠
り
、
私
に
仮

名
遣
い
、
清
濁
、
漢
字
等
を
改
め
た
。
そ
の
他
の
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。

※
そ
の
他
の
引
用
は
以
下
の
通
り
。『
伊
勢
物
語
』『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』『
栄
華
物
語
』『
今

昔
物
語
集
』『
平
家
物
語
』
…
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
。『
閑
居
友
』
…
岩
波
新
日

本
古
典
文
学
大
系
。『
今
物
語
』
…
久
保
田
淳
ほ
か
校
注
『
中
世
の
文
学　

今
物
語　

隆
房
集

　

東
斎
随
筆
』（
三
弥
井
書
店　

一
九
七
九
年
）。




