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じ
 
め
 
に

 
俊
頼
は
、
そ
の
歌
に
し
て
も
歌
論
に
し
て
も
新
し
い
独
自
性
を
志
向
し
た
。

金
葉
集
時
代
と
い
う
歌
壇
史
に
お
け
る
一
エ
ポ
ッ
ク
を
樹
立
し
た
の
も
彼
の
革

新
的
な
意
欲
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て

そ
の
風
体
論
に
つ
い
て
、
彼
の
歌
論
書
「
俊
頼
髄
脳
」
と
、
そ
の
具
体
的
な
歌

会
の
判
詞
な
ど
を
手
が
か
り
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（一）

三
三
に
お
け
る
風
体
論
の
基
底
と
理
想

嵐
山
論
と
い
う
の
は
、
一
首
全
体
の
風
姿
に
か
か
わ
る
命
題
を
対
象
と
す
る

歌
論
で
、
そ
れ
は
、
ま
た
歌
の
理
想
的
風
姿
へ
の
志
向
意
識
の
自
覚
か
ら
は
じ

ま
る
。
俊
頼
は
、
こ
の
風
体
に
つ
い
て
、
噛
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
「
お
ほ
か
た
歌
の
よ
し
と
い
ふ
鳳
、
心
を
先
と
し
て
珍
し
き
ふ
し
を
求
め
、

 
詞
を
飾
り
て
よ
む
べ
き
な
り
。
心
あ
れ
ど
、
詞
か
ざ
ら
ね
ば
歌
お
も
て
め
で

 
た
し
と
も
聞
え
ず
。
耳
飾
ヶ
た
れ
ど
、
さ
せ
る
生
な
け
れ
ば
よ
し
と
も
聞
え

 
ず
。
め
で
た
き
節
あ
れ
ど
も
優
な
る
心
こ
と
ば
な
け
れ
ば
又
わ
う
し
。
け
だ

 
か
く
遠
白
き
を
ひ
と
つ
の
こ
と
と
す
べ
し
」
 
（
日
本
歌
学
大
系
本
「
俊
頼
髄

 
脳
」
）

 
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
俊
頼
の
風
体
を
考
え
る
上
の
基
本
的
作
歌
論
で

あ
る
と
同
時
に
、
歌
に
対
す
る
理
想
論
で
も
あ
る
。
分
析
す
る
ど
、
ω
ま
ず
、

歌
は
心
を
先
と
す
る
こ
と
。
ω
珍
し
い
節
を
求
め
る
こ
と
。
㈲
詞
を
飾
る
こ

と
。
以
上
が
そ
の
基
底
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ

ら
に
補
説
し
て
、
そ
の
心
は
詞
と
共
に
い
ず
れ
も
優
な
る
こ
と
を
必
要
と
し

た
。
そ
れ
が
、
や
が
て
「
け
だ
か
く
遠
白
き
体
」
と
い
う
全
体
的
風
姿
を
含
む

最
高
美
的
理
念
を
目
標
と
す
る
境
地
に
導
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
 
（
但
し
、

顕
昭
本
で
は
「
遠
白
き
」
が
「
面
白
き
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
考
慮
に
入

れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
）
つ
ま
り
、
優
な
る
心
↓
珍
し
き
節
↓
飾
れ
る
詞
↓
遠

白
き
体
（
ま
た
は
、
面
白
ぎ
体
）
と
い
う
展
開
と
な
る
。
こ
れ
は
、
父
経
信
の

歌
論
の
継
承
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
経
信
認
の
「
高
陽
院
七
番
歌
合
」
 
（

二
〇
巻
本
）
 
（
寛
治
八
年
く
一
〇
九
四
V
八
月
一
九
日
、
師
説
邸
で
開
催
。
丁

壮
七
九
才
）
を
み
る
と
、
「
い
と
う
る
は
し
う
よ
ま
れ
た
る
に
」
・
「
珍
し
き

や
う
に
よ
ま
れ
た
れ
ど
」
9
「
な
び
ら
か
に
よ
ま
れ
て
侍
め
り
」
・
「
心
ば
へ

を
か
じ
う
侍
め
り
」
・
「
珍
し
き
に
や
あ
ら
ん
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

 
さ
て
、
定
家
本
系
統
の
「
俊
頼
髄
脳
」
の
本
文
は
「
遠
浅
き
」
で
あ
る
が
、

顕
昭
本
系
統
本
に
は
「
面
白
き
」
と
あ
る
。
一
般
的
に
は
壮
大
美
の
意
味
を
も
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源
俊
頼
の
風
体
論
 
1
そ
の
継
承
と
展
開
ー



つ
「
遠
白
き
」
の
方
が
流
布
さ
れ
て
い
る
が
、
「
面
白
き
」
の
評
語
も
心
頼
の

歌
論
と
し
て
は
捨
て
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
「
俊

頼
髄
脳
に
対
b
て
す
ぐ
連
想
さ
れ
る
の
は
、
公
任
の
「
新
撰
髄
脳
」
の
次
の
一

節
で
あ
る
．
（
日
本
歌
学
大
系
本
）
「
凡
そ
歌
は
、
心
深
く
、
姿
き
よ
げ
に
て
心

に
を
か
し
き
と
こ
ろ
あ
る
を
す
ぐ
れ
た
り
と
い
ふ
べ
し
。
こ
と
多
く
、
そ
へ
く

さ
り
て
や
と
見
た
る
が
い
と
わ
ろ
き
な
り
。
一
す
ぢ
に
す
く
よ
か
に
な
む
詠
む

べ
き
。
君
王
あ
ひ
具
す
る
こ
と
か
た
く
ば
、
先
づ
心
を
と
る
べ
し
。
遂
に
心
深

か
ら
ず
ば
姿
を
，
い
た
は
る
べ
し
」
．
。
こ
れ
は
、
心
と
姿
の
あ
い
具
し
た
調
和
の

世
界
を
歌
の
理
想
と
し
た
公
任
の
所
論
で
、
歌
論
史
上
、
は
じ
め
て
の
風
姿
論

と
し
て
格
調
高
い
群
れ
た
歌
論
で
あ
っ
た
。
俊
頼
の
歌
論
と
比
較
し
て
み
る
と

公
任
は
、
 
「
凡
そ
歌
は
心
深
く
姿
き
よ
げ
に
て
心
に
を
か
し
き
と
こ
ろ
あ
る
を

す
ぐ
れ
た
り
と
い
ふ
べ
し
」
と
あ
る
が
、
俊
頼
は
「
お
ほ
か
た
歌
の
よ
し
と
い

ふ
は
、
心
層
先
と
し
て
珍
し
き
節
を
求
め
、
詞
を
か
ざ
り
て
よ
む
べ
き
な
り
」

と
い
う
。
そ
の
基
底
に
は
確
か
に
公
任
の
論
に
負
う
と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
る
が

姿
と
い
う
こ
と
は
、
、
俊
頼
に
お
い
て
は
表
面
に
は
出
て
い
な
い
。
そ
の
代
り
に

「
珍
し
き
節
を
求
め
、
詞
を
飾
る
」
と
い
う
公
任
に
は
み
ら
れ
な
い
新
し
い
俊

頼
の
表
現
論
が
添
加
さ
れ
て
い
る
。
公
任
か
ら
俊
頼
へ
の
風
体
に
つ
い
て
の
影

響
は
、
 
「
俊
頼
髄
脳
」
の
初
頭
の
方
に
、
 
「
そ
も
そ
も
歌
に
数
多
の
姿
を
わ
か

ち
、
八
の
病
を
し
る
し
、
九
の
品
を
あ
ら
は
し
て
、
い
と
き
な
き
者
を
教
へ
、

愚
か
な
る
心
を
さ
と
ら
し
む
る
も
の
あ
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
風
体
に
関
す

る
も
の
と
し
て
「
九
の
品
」
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、
公
任
の
「
九
品
和
歌
」
を

さ
し
て
い
る
。
 
（
た
だ
し
、
俊
頼
の
「
数
多
の
姿
」
と
あ
る
の
は
、
風
姿
で
は

な
く
歌
体
の
意
）
。
和
歌
を
九
品
に
分
け
て
考
え
る
の
は
、
平
安
時
代
の
極
楽

浄
土
の
九
品
蓮
台
と
い
う
仏
教
思
想
に
依
拠
し
た
和
歌
の
品
等
論
で
あ
り
、
忠

嵩
の
「
和
歌
体
十
種
」
と
は
、
そ
の
ま
ま
重
な
り
は
し
な
い
が
、
公
任
の
風
体

歌
論
に
か
か
わ
り
を
持
ち
、
・
母
君
撰
の
秀
歌
十
首
類
別
の
誘
引
と
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
聾
心
は
、
先
の
「
お
ほ
か
た
歌
の
よ
し
と
い
ふ
は
…
」
の

風
体
論
に
続
き
、
す
ぐ
、
「
こ
れ
ら
を
具
し
た
ら
む
（
以
上
述
べ
て
き
た
条
件

を
具
備
し
た
）
歌
を
ば
、
世
の
末
に
は
お
ぼ
ろ
げ
の
人
は
、
思
ひ
か
く
べ
か
ら

ず
。
金
玉
集
と
い
へ
る
も
の
あ
り
。
そ
の
集
な
ど
の
歌
こ
そ
は
、
そ
れ
ら
を
ぐ

し
た
る
歌
な
め
り
。
そ
れ
ち
を
御
覧
じ
て
、
心
を
え
さ
せ
給
ふ
べ
き
な
り
」
と

述
べ
て
い
る
。
金
玉
集
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
公
任
の
七
十
八
首
の
名
歌
撰

集
（
群
書
類
従
本
）
で
、
俊
頼
が
こ
の
金
玉
集
を
取
り
あ
げ
て
い
る
の
は
公
任

と
の
関
係
を
考
え
る
上
に
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
 
「
俊
頼
髄
脳
」
に
俊
頼

自
身
が
撰
を
し
た
秀
歌
十
首
は
次
の
通
り
。

ω
風
吹
け
ば
沖
つ
白
浪
た
っ
た
山
よ
は
に
や
君
が
ひ
と
り
ゆ
く
ら
む
（
古
今
雑

 
下
・
よ
み
凝
し
ら
ず
・
伊
勢
物
語
・
金
玉
雑
・
新
撰
髄
脳
）

㈲
袖
ひ
ぢ
て
結
び
し
水
の
氷
れ
る
を
春
た
つ
今
日
の
風
や
と
く
ら
む
（
古
今
春

 
上
・
紀
貫
之
・
和
漢
朗
詠
し
春
）

㈲
春
た
っ
と
い
ふ
ば
か
り
に
や
み
よ
し
の
の
山
も
霞
み
て
今
朝
は
み
ゆ
ら
む
（

 
拾
遺
抄
春
・
壬
生
忠
苓
・
和
漢
朗
詠
・
春
）

ω
ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
浦
の
朝
霧
に
島
が
く
れ
ゆ
く
船
を
し
そ
思
ふ
く
古
今
羅

 
旅
・
よ
み
善
し
ら
ず
・
金
玉
雑
・
和
漢
朗
詠
・
雑
）

㈲
桜
ち
る
こ
の
下
風
は
寒
か
ち
で
空
に
し
ら
れ
ぬ
雪
ぞ
ふ
り
け
る
（
拾
遺
抄
春

 
・
拾
遺
春
・
金
玉
春
・
紀
貫
之
）

㈲
恋
せ
じ
と
み
た
ら
し
河
に
せ
し
み
そ
ぎ
神
は
う
け
ず
も
な
り
に
け
る
か
な
（
■

 
古
今
恋
一
・
よ
み
塗
し
ち
ず
・
金
玉
恋
・
新
撰
髄
脳
）

ω
紅
葉
せ
ぬ
と
き
は
の
山
に
す
む
鹿
は
お
の
れ
な
き
て
や
秋
を
し
る
ら
む
（
拾

（78）



「
遺
浮
言
・
金
玉
秋
・
大
中
臣
能
宣
）

㈹
た
の
あ
っ
つ
こ
ぬ
よ
数
多
に
な
り
ぬ
れ
ば
ま
た
じ
と
思
ふ
ま
つ
に
ま
さ
れ
る

 
 
（
拾
遺
抄
柱
上
・
柿
本
人
磨
）

㈲
吉
野
濃
い
は
浪
た
か
く
ゆ
く
水
の
早
く
そ
人
を
思
ひ
そ
め
て
し
（
古
今
恋
一

 
 
・
紀
貫
之
）
．

⑳
難
波
潟
潮
み
ち
く
れ
ば
か
た
を
な
み
あ
し
べ
を
さ
し
て
た
つ
鳴
き
わ
た
る
（

 
万
葉
雑
・
金
玉
雑
・
山
部
赤
人
）

 
 
（
注
・
俊
頼
髄
脳
の
み
が
、
初
句
h
難
波
潟
」
と
誤
写
、
万
葉
集
・
金
玉
集

 
 
は
い
ず
れ
も
「
わ
か
の
浦
と
あ
る
。
こ
れ
が
正
し
い
。
）

 
さ
て
、
以
上
が
俊
頼
の
秀
歌
十
首
撰
で
あ
り
、
下
の
括
弧
に
示
し
た
よ
う
に

公
任
撰
の
金
玉
集
、
和
漢
朗
詠
集
及
び
歌
論
書
「
新
撰
髄
脳
」
と
一
致
す
る
の

が
七
首
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
忠
場
十
体
」
を
加
え
て
、
公
任
の
以
上
述
べ
て
来

た
諸
書
と
一
致
し
た
の
を
み
る
と
、
ω
・
ω
・
⑳
の
三
首
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

ω
と
⑩
は
、
 
「
忠
三
十
体
し
の
中
の
「
古
歌
体
」
の
中
に
す
で
に
採
用
さ
れ
て

お
り
、
 
「
新
撰
髄
脳
」
に
は
、
ω
を
．
「
是
は
、
貴
之
が
歌
の
本
に
す
べ
し
と
い

ひ
け
る
な
り
」
と
説
明
し
て
最
初
に
あ
げ
た
歌
で
あ
り
、
ま
た
㈲
は
、
金
玉
集

に
公
任
が
取
り
あ
げ
た
一
首
で
も
あ
る
。
ω
は
、
「
九
品
和
歌
」
の
上
品
上
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取
り
あ
げ
た
歌
で
、
「
こ
れ
は
、
こ
と
ば
妙
に
し
て
、
あ
ま
り
の
心
さ
へ
あ
る

な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
俊
頼
撰
秀
歌
十
首
を
、
そ
れ
以
前
の
歌
学
書
、
金
玉

集
の
よ
う
な
秀
歌
撰
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
か
な
り
の
影
響
が
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
忠
學
の
古
歌
体
と
い
い
、
公
任
が
貫
之
の
志
向
し
た
歌

を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
た
態
度
と
い
い
、
そ
れ
ら
は
古
歌
的
世
界
を
重
要
視
レ
た

姿
勢
の
顕
現
で
も
あ
っ
た
。
，
俊
頼
は
、
そ
の
よ
う
な
先
人
の
伝
統
的
撰
歌
態
度

，
を
継
承
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
に
終
ら
ず
、
古
歌
三
一
な
る
心
、
詞
の
中
に
、

源
俊
頼
の
風
体
論
 
レ
そ
の
継
承
と
展
開
1

何
か
珍
し
い
一
節
、
さ
ら
に
は
け
だ
か
く
、
遠
白
き
体
（
或
い
は
面
白
き
体
）

を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
俊
頼
の
先
に
あ
げ
た
十
首
は
、
「
是
ら
を
ぐ
し
た
り
と
み
ゆ
る

歌
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
「
優
な
る
心
と
詞
」
、
「
珍
し
き
節
」
、
「
遠
白
き

体
」
 
（
或
い
は
面
白
き
体
）
と
が
一
首
の
中
に
混
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
歌
の

意
で
あ
り
、
彼
の
最
も
理
想
的
風
体
と
考
え
た
歌
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
こ
で
俊
頼
歌
論
の
骨
子
を
段
階
的
に
表
示
し
て
み
る
と
次
の
如
く
に
な
る
。

作
歌
基
 
底

○
心
を
先
と
す
る
↓

0
珍
し
き
節
を
求
め
る
↓

○
詞
 
を
 
飾
 
る
↓

作
歌
条
件

作
歌
完
成

 
俊
頼
に
あ
っ
て
は
、
右
の
よ
う
な
発
展
過
程
を
ふ
ん
で
最
高
の
「
け
だ
か
く

遠
白
き
歌
（
或
い
は
面
白
き
歌
）
」
の
風
体
を
理
想
目
標
と
し
た
。
最
終
の
至
'

高
風
体
に
至
り
つ
く
に
は
、
第
一
段
階
の
よ
う
な
作
歌
姿
勢
を
基
底
と
し
て
第

二
段
階
の
よ
う
な
内
容
を
そ
の
条
件
と
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
つ

ま
り
、
優
な
る
心
と
優
な
る
詞
を
以
て
珍
し
い
節
を
発
見
し
よ
う
と
す
乃
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
始
め
て
理
想
の
風
体

が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
革
新
歌
人

俊
頼
独
自
の
作
歌
方
法
論
で
あ
り
、
同
時
に
彼
の
歌
論
の
本
質
で
略
あ
う
た
。

（二）

秀
歌
十
首
撰
と
「
遠
白
し
」
考

（79）

！

O



 
俊
頼
は
、
以
上
述
べ
た
如
く
秀
歌
十
首
を
撰
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
続
い
て

さ
ら
に
歌
を
具
体
的
に
歌
風
の
上
か
ら
二
十
種
に
類
別
し
、
そ
れ
に
相
当
す
る

'
歌
を
例
示
し
、
細
か
に
分
析
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
左
に
そ

の
分
類
の
名
の
み
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
（
そ
の
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
後
述
）
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ひ
と
へ
に
優
な
る
歌

け
だ
か
く
遠
白
き
歌
（
面
白
き
歌
）

よ
き
節
に
優
な
る
事
具
し
た
る
歌

心
を
先
に
し
て
詞
を
求
め
た
る
歌

よ
き
歌
に
こ
は
き
詞
そ
へ
た
る
歌

風
情
余
り
す
ぎ
た
る
や
う
な
る
歌

五
文
字
こ
は
き
歌

末
な
だ
ら
か
な
ら
ぬ
歌

聞
く
に
罪
深
く
聞
ゆ
る
上

げ
に
と
聞
ゆ
る
歌

心
苦
し
く
い
と
ほ
し
き
歌

心
ざ
し
を
見
せ
む
と
よ
め
る
歌

お
び
た
だ
し
き
節
あ
る
歌

を
こ
が
ま
し
き
こ
と
あ
る
歌

ひ
た
ぶ
る
に
聞
ゆ
る
歌

に
く
か
ら
で
も
人
は
忘
れ
け
り
と
聞
ゆ
る
歌

思
ひ
は
な
れ
た
る
や
う
に
て
さ
す
が
ね
ぢ
け
た
る
歌

い
と
ほ
し
く
追
ひ
ふ
し
た
る
歌

物
に
心
得
た
り
と
き
こ
ゆ
る
黙

思
ひ
が
け
ぬ
節
あ
る
歌

 
以
上
二
十
種
の
う
ち
に
、
俊
頼
は
、
ま
ず
「
優
な
る
歌
」
を
と
り
あ
げ
て
い

る
が
、
こ
れ
を
分
け
で
、
ω
、
「
ひ
と
へ
に
聖
な
る
歌
」
と
、
ω
、
「
よ
き
節

に
優
な
る
暴
評
し
た
る
歌
」
の
二
種
の
風
体
に
類
別
し
て
い
る
。
ω
は
、
一
首

全
体
に
、
す
べ
て
優
な
る
情
趣
を
内
容
と
す
る
歌
で
、
、
ω
に
は
、
「
よ
き
ふ
し

」
と
い
う
知
的
技
巧
に
優
な
る
も
の
が
添
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
聖
歌
に

よ
っ
て
み
よ
う
。

ω
の
例
歌

 
㈲
思
ひ
い
つ
る
と
き
は
の
山
の
い
は
つ
つ
じ
い
は
ね
ば
こ
そ
あ
れ
恋
し
き

 
 
 
物
を
（
古
今
集
・
恋
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
和
漢
朗
詠
・
春
）

 
㈲
 
春
た
ち
て
あ
し
た
の
原
の
雪
み
れ
ば
ま
だ
ふ
る
年
の
心
地
こ
そ
す
れ
（

 
 
拾
遺
抄
・
春
・
平
祐
挙
・
拾
遺
集
・
春
）

ω
の
例
歌

 
㈲
 
住
吉
の
岸
も
せ
ぎ
ら
む
も
の
ゆ
ゑ
に
ね
た
く
や
入
に
ま
っ
と
い
は
れ
む

 
 
 
（
拾
遺
抄
・
雑
上
・
拾
遺
集
・
神
楽
歌
）

 
㈲
 
胸
は
ふ
じ
袖
は
き
よ
み
が
関
な
れ
や
煙
も
浪
も
た
た
ぬ
日
ぞ
な
き
（
詞

 
 
 
花
集
・
恋
・
上
・
平
祐
挙
・
玄
々
集
）

 
こ
れ
ら
の
例
歌
に
よ
り
、
優
は
、
艶
な
る
も
の
に
も
通
ず
る
。
優
、
艶
、
あ

る
い
は
、
や
さ
し
、
余
情
な
ど
は
、
一
大
体
同
じ
美
的
概
念
の
申
に
含
ま
れ
、
柔

和
で
典
雅
、
上
品
な
美
し
さ
を
内
容
と
し
、
俊
頼
を
始
め
俊
成
、
定
家
へ
と
平

安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
歌
論
書
、
歌
合
の
判
詞
な
ど
に
も
多
く
用
い

ら
れ
た
。
次
に
俊
頼
の
歌
合
に
お
け
る
判
詞
を
少
し
拾
っ
て
み
よ
う
。
大
体
、

俊
頼
に
お
い
て
は
若
い
時
よ
り
も
晩
年
の
方
に
「
優
」
の
判
詞
を
多
く
用
い
て

い
る
。
紙
幅
の
関
係
上
歌
は
省
略
。
判
詞
の
み
の
用
例
を
示
し
て
お
く
。
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歌
 
 
合

判
 
 
 
 
詞

開
催
分
年
（
端
尺
の
年
令
）

無
名
歌
合

共
に
高
な
れ
ど
…
（
七
番
・
月
・
右
）

長
治
二
年
七
月
（
5
1
）

内
大
臣
（
忠
通
）
家
歌
合

元
永
元
年
十
月
二
日
（
6
4
）

永
覚
奈
良
房
歌
合

天
治
元
年
三
月
（
7
0
）

摂
政
左
大
臣
（
忠
通
）
家
歌
合

心
も
詞
も
優
な
り
（
恋
・
六
番
・
右
）
始
め
の
五
つ
の
文
字
ぞ
あ
り
の
ま
ま
に
て
、
お
さ
な
び
た
る
や
う
な
れ
ど
末
優
也
・
（
旅
宿
雁
・
三
番
・
右
y

大
治
元
年
八
月
（
7
2
）

 
以
上
の
判
詞
の
例
で
わ
か
る
通
り
、
「
優
」
は
心
・
詞
・
体
・
文
字
つ
か
い

な
ど
の
綜
合
的
美
の
中
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
す
る
優
の
内
容
も
極

め
て
広
い
範
躊
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。

 
さ
て
、
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
俊
頼
の
名
歌
と
い
わ
れ
る
、

○
う
づ
ら
な
く
ま
の
の
入
江
の
浜
風
に
を
ば
な
浪
よ
る
秋
の
夕
暮
（
金
葉
集
・

巻
二
転
秋
）

源
俊
頼
の
風
体
論
 
1
そ
の
継
承
と
展
開
1

の
一
コ
口
対
し
て
、
後
鳥
羽
院
は
「
う
る
は
し
き
姿
な
り
」
と
評
せ
ら
れ
、
ま

た
俊
士
の
歌
風
に
つ
い
て
も
、
「
七
七
堪
能
の
者
な
り
。
歌
姿
二
様
に
よ
め

り
。
う
る
は
し
く
や
さ
し
き
様
も
殊
に
多
く
み
ゆ
」
．
（
後
鳥
羽
院
御
口
伝
）
と

も
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
優
な
る
歌
は
、
彼
の
私
家
集
「
散
木
集
」
に
も

多
く
見
出
さ
れ
る
。

 
彼
は
、
．
た
だ
歌
論
や
聖
誕
の
上
の
み
で
優
な
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
は
な

く
、
自
己
み
ず
か
ら
の
作
歌
に
も
こ
れ
を
実
践
し
た
。
こ
う
し
た
点
な
ど
は
歌

学
者
基
俊
よ
り
も
や
は
り
秀
れ
た
歌
人
で
あ
っ
た
こ
之
を
実
証
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

 
こ
の
優
か
ら
は
、
や
が
て
風
体
論
と
し
て
の
「
け
だ
か
く
、
遠
臼
き
（
面
白

き
）
」
体
が
導
き
出
さ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
的
弓
の
起
点
が
す
で
に

こ
こ
に
胎
生
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
歌
論
史
上
注
意
す
べ
き
課
題
で
あ
っ
た
。

 
そ
れ
で
は
、
次
に
「
け
だ
か
く
遠
白
き
歌
（
面
白
き
歌
）
」
と
は
一
体
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
一
一
は
こ
の

体
の
例
と
し
て
次
の
二
首
を
あ
げ
て
い
る
。
 
 
 
 
，
，

ω
よ
そ
に
の
み
見
て
や
や
み
な
む
か
づ
ら
き
や
高
間
の
山
の
峰
の
白
雲
八
和
漢

 
朗
詠
・
雑
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

ω
思
ひ
か
ね
妹
が
り
ゆ
け
ば
冬
の
夜
の
河
風
さ
む
み
千
鳥
な
く
な
り
（
拾
遺
抄

 
・
冬
・
紀
貫
之
・
拾
遺
集
・
冬
）

 
ω
は
、
公
任
が
和
漢
朗
詠
集
雑
（
雲
）
に
採
用
し
た
歌
で
あ
り
、
後
に
は
「

新
古
今
」
恋
の
最
初
に
入
集
し
た
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
の
歌
で
あ
り
、
平
安
朝

か
ら
愛
諦
さ
れ
て
い
た
歌
で
あ
ろ
う
。
俊
頼
も
「
け
だ
か
く
遠
白
き
（
面
白
き

）
・
歌
」
に
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
高
く
評
価
し
た
歌
だ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。
な
お
、
こ
れ
は
中
世
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
長
明
は
、
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'
こ
の
歌
に
つ
き
「
輪
宝
げ
に
遠
白
け
れ
ば
、
高
間
の
山
こ
と
に
叶
ひ
て
聞
ゆ
」

 
（
無
名
抄
）
と
あ
り
、
「
螢
玉
集
」
に
も
「
け
だ
か
く
遠
白
き
事
、
例
え
ば
峯

の
桜
の
盛
り
に
咲
け
る
が
如
し
」
な
ど
大
体
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
、
俊
頼
評
の
長
明
へ
の
影
響
で
あ
る
。
俊
頼
の
子
俊
恵
が
長
明
の
師
で
あ

 
つ
た
と
い
う
歌
論
史
的
系
譜
を
こ
こ
で
思
い
出
す
必
要
も
あ
ろ
う
。

 
②
の
歌
は
、
 
「
忠
言
十
体
」
の
余
情
体
に
取
り
あ
げ
ら
れ
、
 
「
是
体
、
詞

標
三
一
片
一
義
籠
二
万
端
一
」
と
評
し
、
公
任
も
「
新
撰
髄
脳
」
に
「
是
等
な
む
よ

き
歌
の
さ
ま
な
る
べ
き
」
と
高
く
評
価
し
、
金
玉
集
に
も
採
用
し
た
歌
の
一
首

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
貫
之
の
歌
で
、
古
今
和
歌
六
帖
、
和
漢
朗
詠
集
、
拾
遣
抄

拾
遺
集
な
ど
多
く
の
歌
集
に
も
入
津
し
て
い
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
世
歌
論
へ

の
展
開
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
こ
に
も
長
明
の
「
無
名
抄
」
、
「
螢
玉
集
」
と

が
ま
た
出
て
く
る
が
、
無
名
抄
の
中
に
は
、
俊
恵
の
歌
体
論
の
継
承
と
い
う
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
無
名
抄
を
見
る
と
、
こ
こ
に
は
至
る
と
こ
ろ
、
「

俊
恵
い
は
く
」
「
答
へ
て
い
は
く
」
な
ど
、
み
な
そ
れ
で
あ
る
。
ω
の
歌
も
「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
も
か
げ
コ
 
た
ぐ
ひ

俊
恵
歌
体
定
事
」
の
中
に
取
り
あ
げ
ら
れ
、
「
こ
の
歌
ば
か
り
面
影
あ
る
類

は
な
し
。
『
六
月
廿
六
日
寛
算
が
日
も
、
是
を
詠
ず
れ
ば
寒
く
な
る
』
と
そ
或

人
は
申
し
侍
り
し
」
と
あ
る
。
寛
算
（
観
算
と
も
）
と
は
三
条
院
に
怠
っ
た
僧

の
名
で
六
月
度
六
日
に
死
に
、
こ
の
日
は
怨
念
に
よ
り
常
よ
り
も
暑
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
、
大
鏡
、
宝
物
集
、
平
家
、
十
訓
抄
な
ど
の
諸
書
に
み
え
る
。
そ

の
暑
い
日
も
貫
之
の
こ
の
一
首
を
詠
む
と
寒
く
な
る
と
賞
賛
し
た
の
で
あ
る
。

古
今
集
嫌
い
の
子
規
さ
え
も
さ
す
が
に
こ
の
歌
ば
か
り
は
穿
れ
て
い
る
と
賞
し

て
い
る
。
長
明
は
、
，
一
方
「
耳
玉
集
」
に
も
、
「
お
も
か
げ
あ
る
歌
」
の
姿
と

し
て
こ
の
一
首
を
と
り
あ
げ
、
 
（
他
に
一
首
「
雲
は
み
な
は
ら
ひ
は
て
た
る
秋

風
を
松
に
の
こ
し
て
月
を
み
る
か
な
（
良
妻
）
」
）
「
う
ち
き
く
に
、
お
も
か

げ
う
か
び
て
、
さ
し
む
か
ひ
見
る
心
地
す
る
は
、
よ
く
よ
め
る
歌
の
な
ら
ひ
な

れ
ば
、
い
ず
れ
の
姿
に
も
こ
え
た
る
べ
し
。
こ
れ
、
題
の
本
意
也
」
と
、
大
変

な
誉
め
か
た
で
あ
る
。
無
名
抄
の
中
で
幽
玄
の
体
を
聞
か
れ
た
俊
恵
は
「
詮
は

た
だ
、
詞
に
現
は
れ
ぬ
余
情
、
姿
に
見
え
ぬ
景
気
な
る
べ
し
」
と
答
え
て
い

る
。
そ
こ
で
、
こ
の
一
首
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
み
る
と
嘱
余
情
体
（
忠
罫
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぐ

一
↓
よ
き
歌
の
さ
ま
（
公
任
）
↓
遠
白
き
即
く
面
白
き
歌
V
（
俊
頼
）
1
↓

幽
玄
（
俊
恵
）
↓
面
影
（
長
明
）
と
い
う
美
的
理
念
の
展
開
と
な
る
。
 
（
但

し
、
こ
こ
で
は
一
応
、
定
家
本
「
俊
頼
髄
脳
」
．
の
表
記
に
な
る
「
遠
白
き
」
を

仮
想
し
た
上
の
こ
と
で
、
顕
昭
本
「
俊
頼
口
伝
集
」
の
「
面
白
き
」
の
表
記
と

な
る
と
、
ま
た
お
の
ず
か
ら
ち
が
っ
て
く
る
）

 
さ
て
、
こ
の
「
遠
白
し
」
の
用
語
は
、
万
葉
の
歌
（
巻
三
山
部
赤
人
・
巻
十

七
大
伴
家
持
の
二
首
）
に
使
用
さ
れ
、
こ
の
語
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
近
世
の

万
葉
学
者
の
間
に
種
々
な
さ
れ
て
い
る
が
、
現
代
に
至
り
橋
本
進
吉
博
士
が
上

代
特
殊
仮
名
遣
の
見
地
か
ら
、
遠
く
自
い
意
で
は
な
く
「
雄
大
」
の
意
で
あ
る

こ
と
を
発
表
さ
れ
て
（
「
奈
良
文
化
」
第
十
七
号
）
以
来
、
今
日
で
は
こ
の
意

味
が
定
説
と
な
っ
た
。

 
と
こ
ろ
で
、
俊
頼
歌
論
に
お
い
て
「
け
だ
か
く
遠
白
し
」
と
「
け
だ
か
く

面
白
し
」
は
ど
ち
ら
を
採
用
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
考
え
て
み
た
い
。

「
け
だ
か
く
遠
白
し
」
と
一
応
考
え
て
み
た
時
、
例
歌
ω
と
ω
に
対
し
て
心
頼

は
「
崇
高
美
」
と
「
雄
大
美
」
を
併
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ω
の
歌
は
、

和
漢
朗
詠
集
で
は
、
噛
雑
歌
の
「
雲
」
の
中
に
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
新
古
今
集

で
は
恋
歌
一
の
巻
頭
に
お
か
れ
て
い
る
。
雲
が
主
題
で
は
な
く
、
恋
の
思
い
を

高
間
の
山
の
白
雲
に
た
と
え
、
そ
の
雲
の
よ
う
に
遠
く
あ
な
た
を
よ
そ
な
が
ら

見
て
そ
れ
だ
け
で
終
る
こ
と
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
主
君
で
あ
る
。
類
似
歌
に

（82）



「
あ
し
び
き
の
葛
城
山
に
み
る
雲
の
立
ち
て
も
み
て
も
君
を
こ
そ
思
へ
」
 
（
拾

遺
集
・
恋
々
）
の
よ
う
な
の
も
あ
る
。
ω
も
冬
の
季
に
配
列
さ
れ
て
は
い
る
が

恋
が
主
意
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
ど
、
二
首
と
も
自
然
の
景
を

ふ
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
が
単
な
る
叙
景
歌
に
終
ら
ず
「
優
」
「
余
情
」
「
艶
」

な
ど
の
美
が
そ
こ
は
か
と
な
く
漂
っ
て
い
る
趣
向
的
な
歌
を
さ
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
 
「
気
高
く
」
は
、
俊
恵
の
い
う
「
空
に
景
気
の
浮
か
べ
る
」
歌
（
無

名
抄
）
、
あ
る
い
は
、
俊
成
の
い
っ
た
「
よ
き
歌
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
そ
の
面
高

の
ほ
か
に
景
気
の
添
ひ
た
る
様
な
る
事
あ
る
に
や
」
 
（
慈
鎮
和
尚
自
傷
合
財
）

と
相
通
ず
る
世
界
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
批
評
意
識
は
、
院
政
期
歌
壇
の
俊
頼

に
お
い
て
す
で
に
生
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

 
次
に
、
「
遠
白
き
」
と
「
面
白
き
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
ち

ら
か
が
誤
写
だ
と
い
う
よ
う
な
簡
単
な
問
題
で
は
な
い
。
ま
ず
歌
の
内
容
か
ら

み
る
と
、
以
上
見
て
き
た
通
り
、
二
首
と
も
「
遠
白
き
」
 
（
雄
大
）
と
い
う
叙

景
的
内
容
が
中
心
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
内
容
と
し
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
通

り
、
恋
が
無
想
で
あ
る
と
見
た
方
が
正
し
い
。
葛
城
山
、
峯
の
白
雲
、
冬
の
夜

河
風
、
千
鳥
と
い
う
自
然
の
景
も
こ
こ
で
は
よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
が
、
「
よ

そ
に
の
み
見
て
や
や
み
な
む
」
「
思
ひ
か
ね
い
も
が
り
ゆ
け
ば
」
と
い
う
情
趣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勧

的
な
も
の
の
方
を
作
者
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
背
景
と
し
て
は
、
た
し
か
に
．

ω
は
雄
大
で
、
ω
は
清
澄
な
響
を
伝
え
る
。
優
で
あ
り
、
具
な
る
歌
に
雄
大
、

清
澄
と
い
っ
た
自
然
描
写
が
加
わ
っ
て
い
る
。
皐
月
は
、
そ
う
し
た
世
界
を
「

お
も
し
ろ
き
」
も
の
に
み
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
万
葉
的
な
雄
大
、
、

つ
ま
り
「
遠
白
き
」
背
景
に
、
優
、
艶
に
近
い
趣
向
が
混
在
さ
れ
て
い
る
。
そ

う
し
た
美
を
俊
頼
は
「
面
白
き
」
と
見
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
彼
は
「
心
を

先
と
し
て
珍
し
き
ふ
し
」
を
志
向
し
た
。
こ
の
珍
し
き
ふ
し
は
、
同
時
に
面
白

源
俊
頼
の
風
体
論
 
1
そ
の
継
承
と
展
開
一

き
歌
に
通
ず
る
。
後
鳥
羽
御
口
伝
に
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
歌
の
姿
に
は

「
う
る
は
し
く
や
さ
し
き
」
伝
統
的
な
歌
も
あ
り
、
「
も
み
も
み
と
人
は
え
よ

み
お
ほ
せ
ぬ
や
う
な
る
」
彼
独
自
の
詰
屈
な
歌
も
一
方
に
は
少
な
く
な
い
。
そ

の
歌
人
的
系
譜
を
辿
っ
て
み
る
と
、
父
経
信
の
「
た
け
も
あ
り
、
う
る
は
し
く

て
、
し
か
も
心
た
く
み
に
み
ゆ
る
」
 
（
後
鳥
羽
院
御
口
伝
）
作
風
を
も
継
承
し

こ
こ
に
い
う
万
葉
的
な
「
遠
白
き
姿
」
の
影
響
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
堀
河
百
首

」
あ
た
り
か
ら
表
わ
れ
始
め
、
私
は
か
っ
て
「
心
頼
髄
脳
」
に
お
い
て
万
葉
の

歌
が
、
ど
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
彼
自
身
の
歌
の
万
葉
集
本
歌

取
り
の
一
覧
表
を
作
成
し
、
整
理
を
試
み
た
。
 
（
拙
著
「
源
俊
頼
の
研
究
」
参

照
） 

彼
の
新
鮮
な
作
風
に
は
、
万
葉
か
ら
学
ん
だ
も
の
の
多
か
っ
た
こ
と
も
す
で

に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
要
は
彼
自
身
の
作
風
は
、
彼
の
個
性
の
中
に
種

々
の
も
の
を
半
輪
、
煮
つ
め
る
こ
と
に
よ
り
み
ず
か
ら
の
歌
風
を
樹
立
し
て
い

っ
た
。
歌
論
に
し
て
も
、
作
風
に
し
て
も
珍
し
さ
、
面
白
さ
も
そ
こ
か
ら
生
ま

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
従
来
は
、
「
遠
白
き
」
と
い
う
風
姿
概
念
を
大
方
の
書

は
と
り
あ
げ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
文
字
通
り
解
す
る
と
万
葉
的

な
雄
壮
美
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
顕
日
本
系
統
に
は
「
面
白
き
」
と
あ

る
の
で
、
こ
れ
を
全
面
的
に
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
私
は
こ

の
稿
に
お
い
て
二
首
の
歌
柄
を
中
心
に
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
歌
の
内
容
か
ら

以
上
述
べ
た
通
り
、
「
面
白
き
」
の
方
が
む
し
ろ
適
合
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
て
来
た
。
そ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
忠
學
十
体
の
「
余
情
体
」
と
い
う
平
安
朝

の
美
意
識
の
中
に
㈲
の
「
思
ひ
か
ね
…
」
の
歌
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

『
余
情
体
」
は
、
そ
れ
自
身
独
立
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
他
の
「
古
歌
体

」
 
（
俊
頼
撰
秀
歌
十
首
の
中
に
「
風
吹
け
ば
」
 
「
難
波
潟
」
〈
「
わ
か
の
浦
」
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r

〉
を
含
む
）
「
余
情
体
」
 
（
俊
頼
の
「
気
高
く
遠
臼
き
歌
く
面
白
き
歌
V
」
の

中
に
「
思
ひ
か
ね
」
を
含
む
）
、
「
写
面
体
」
，
、
「
高
情
体
」
、
「
器
量
体
」

な
ど
と
も
そ
れ
ぞ
れ
、
か
か
わ
り
を
も
つ
。
紙
幅
の
関
係
で
歌
は
省
略
つ
評
語

も
関
係
分
の
み
を
図
表
に
示
し
、
補
説
し
て
お
こ
う
。

歌
体
名

評
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
語

e
古
歌
体

古
歌
錐
レ
多
二
其
体
【
、
或
詞
書
浬
以
難
レ
採
、
或
義
幽
皆
々
易
レ
迷
。
鞘
巻
以
一
二
両
之
眼
及
一
、
欲
レ
童
心
其
儀
的
一
。
但
、
皆
週

下
九
体
一
。
不
レ
可
二
送
別
一
。
有
二
此
体
一
掃
。

口
余
情
体

是
体
、
詞
標
一
二
片
一
、
義
籠
二
万
端
一
。

此
体
者
、
志
在
一
手
胸
難
・
顕
、
事
事
一
手
口
重
・
言
、
着
想
レ

日
写
思
体

心
見
、
以
レ
歌
写
レ
之
。
言
語
道
断
、
玄
又
甥
也
。
況
與
二
余
情
一

此
体
、
詞
錐
一
凡
流
二
義
入
二
幽
玄
一
、
諸
歌
之
為
二
上
科
一
也
、

四
高
情
体

莫
レ
不
レ
任
三
局
情
一
。
侃
神
妙
、
余
情
、
器
量
皆
以
出
二
是
流
一
。
而
只
一
二
心
匠
之
至
妙
一
、
錐
三
二
分
二
其
境
一
。
待
二
指
南
於
来
哲
一
三
三
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

㈲
器
量
体

此
体
、
與
三
口
同
情
一
難
・
辮
、
與
二
神
妙
一
相
混
。
然
只
以
二
其
製
作
之
卓
牢
一
、
不
二
必
分
一
。
義
理
之
交
通
耳
。

（
「
和
歌
体
十
種
」
の
本
文
は
、
日
本
学
大
歌
系
本
に
よ
る
）

 
そ
の
他
、
神
妙
体
、
直
体
、
比
興
体
、
蝉
騒
体
、
両
方
体
な
ど
の
十
歌
体
名

を
あ
げ
て
い
る
が
、
古
歌
体
は
、
他
の
九
体
に
通
じ
て
必
ず
し
も
類
別
が
出
来

な
い
ほ
ど
そ
の
義
の
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
あ
た
り
、
中
世
の
定
家
十
体
の

う
ち
、
有
心
体
と
他
の
諸
体
と
の
関
係
に
よ
く
似
て
い
る
。
傍
線
で
示
し
て
い

る
個
所
は
、
い
ず
れ
も
関
係
が
深
い
。
，
写
重
体
は
、
余
情
体
と
高
情
体
に
。
一

方
、
高
情
体
は
、
幽
玄
に
も
通
じ
、
神
妙
、
余
情
、
器
量
の
諸
体
も
す
べ
て
高

情
よ
り
出
た
も
の
と
い
う
。
器
量
体
は
、
ま
た
神
妙
体
と
混
じ
る
と
い
う
よ
う

に
、
た
が
い
に
関
係
を
も
ち
合
う
歌
体
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
俊
頼
は
、

歌
論
史
の
上
か
ら
は
、
す
で
に
述
べ
て
来
た
通
り
、
忠
學
十
体
論
や
、
公
任
な

ど
の
歌
論
に
影
響
は
受
け
な
が
ら
も
、
す
で
に
時
代
は
平
安
院
政
歌
壇
に
移
っ

て
お
り
、
そ
れ
ら
と
は
別
に
、
曽
根
好
忠
や
、
父
経
信
な
ど
の
新
し
い
作
風
の

影
響
の
方
が
よ
り
強
力
な
因
子
と
な
り
、
保
守
か
ら
革
新
的
世
界
へ
の
転
進
が

構
築
さ
れ
つ
つ
や
が
て
金
葉
集
時
代
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。
歌
論
に
し
て
も

「
気
高
く
遠
白
き
歌
」
は
、
 
「
崇
高
で
雄
大
な
歌
」
と
い
う
よ
り
は
「
気
」
は

「
景
気
」
の
方
に
近
く
、
詞
、
心
以
外
に
漂
う
優
、
艶
に
近
い
情
趣
で
あ
り
、

そ
れ
は
珍
し
く
新
し
い
節
と
な
り
、
内
容
と
し
て
面
白
い
境
地
を
生
み
出
す
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
が
「
気
高
く
面
白
き
歌
」
と
し
て
完
成
さ
れ
て
ゆ
ぐ
。
平
安

朝
的
美
は
次
第
に
分
裂
し
な
が
ら
中
世
の
方
に
、
よ
り
近
づ
い
た
美
が
俊
頼
に

お
い
て
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
と
う
け
と
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
面
白
き

」
を
私
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（三）

「
ふ
し
」
と
「
珍
し
き
」
こ
と
「

湿
雪
は
、
そ
の
歌
論
に
「
ふ
し
」
を
多
く
用
い
て
い
る
。

○
心
を
先
と
し
て
珍
し
き
ふ
し
を
求
む
。
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○
詞
飾
り
た
れ
ど
さ
せ
る
節
な
け
れ
ば
よ
し
と
も
聞
え
ず
。

○
め
で
た
き
盲
あ
れ
ど
優
な
る
心
こ
と
ば
な
け
れ
ば
又
わ
う
し
。

○
良
き
節
に
優
な
る
事
具
し
た
る
歌
。

○
お
び
た
だ
し
き
節
あ
る
歌
。

○
思
ひ
が
け
ぬ
節
あ
る
歌
。

以
上
の
よ
う
に
、

＼

 
 
 
 
 
 
 
 
「
ふ
し
」
は
、
主
と
し
て
歌
の
趣
向
を
さ
す
。
ま
た
時
に

は
表
現
面
を
も
含
む
。
俊
頼
に
お
い
て
は
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
「
珍
し
き
ふ
し

」
と
い
う
評
語
は
、
「
珍
し
」
と
「
ふ
し
」
と
が
結
合
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い

る
し
、
「
珍
し
」
と
い
う
歌
の
新
し
い
趣
向
（
内
容
と
表
現
）
を
求
め
て
い
る

の
が
そ
の
特
，
色
と
な
っ
て
い
る
。
特
色
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
俊
頼
が
始
め
て

使
い
出
し
た
言
詞
で
は
な
い
。
す
で
に
公
任
の
「
新
撰
髄
脳
」
に
、
、
「
古
く
人

の
詠
め
る
詞
を
ふ
し
に
し
た
る
わ
う
し
。
一
ふ
し
に
て
も
珍
し
き
こ
と
ば
を
、

詠
み
い
で
ん
と
思
ふ
べ
し
」
と
あ
り
、
「
九
品
和
歌
」
の
「
下
品
上
」
に
も
、

「
わ
っ
か
に
一
ふ
し
あ
る
な
ヶ
」
と
い
う
評
語
が
み
え
る
。
 
（
歌
は
省
署
）

 
ま
た
、
父
尊
信
が
判
者
と
な
っ
た
「
高
陽
院
七
首
歌
合
」
 
（
寛
治
八
年
八
月

十
九
日
・
師
実
邸
）
を
み
る
と
、

○
く
れ
な
み
の
う
す
花
ざ
く
ら
匂
は
ず
ば
皆
行
雲
と
見
て
や
過
ぎ
ま
し
（
桜
二

 
番
左
・
筑
前
）

○
白
雲
と
見
ゆ
る
に
し
る
し
み
吉
野
の
吉
野
の
山
の
花
ざ
か
り
か
も
（
同
 
右

 
・
中
納
言
匡
房
）

の
二
首
に
対
し
て
、
「
左
の
歌
は
め
づ
ら
し
き
や
う
に
よ
ま
れ
た
れ
ど
…
。
右

の
歌
は
め
づ
ら
し
げ
な
け
れ
ど
、
別
の
難
な
れ
ば
…
」
と
判
じ
、
持
と
な
っ
て

い
る
例
で
あ
る
。
そ
の
他
、
○
珍
し
か
ら
ね
ど
ま
さ
り
た
る
ど
こ
そ
申
さ
め
（

郭
公
六
番
左
・
信
濃
・
勝
）
○
左
歌
珍
し
き
に
や
あ
ら
ん
（
祝
七
番
左
・
摂
津

源
俊
頼
の
風
体
論
 
1
そ
の
継
承
と
展
開
一

・
持
）
○
珍
し
き
こ
と
も
み
え
ね
ど
（
月
四
番
左
・
讃
岐
・
勝
）
な
ど
の
判
詞

が
み
え
る
。
春
信
の
「
珍
し
き
」
の
判
詞
は
、
俊
頼
に
か
な
り
大
き
な
影
響
を

与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
合
に
俊
頼
は
、
作
者
と
し
て
出
席
し
て
い
る
し

当
年
四
十
才
の
俊
頼
は
、
こ
れ
ま
で
い
く
た
び
と
な
く
前
震
信
の
歌
論
「
珍
し

き
」
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
珍
し
」
が
彼
の
判
詞

の
上
に
い
か
に
用
い
ら
れ
た
か
。
年
代
順
に
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

ω
国
信
郷
家
歌
合
（
売
止
四
十
六
才
）
 
（
康
和
二
年
四
月
）

 
こ
れ
に
は
判
者
は
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
衆
議
判
の
形
で
自
由
で
は
あ
る
が
、

率
直
な
論
難
が
く
り
広
げ
ら
れ
た
。
実
際
に
は
、
革
新
的
俊
頓
と
保
守
的
基
俊

と
の
発
言
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
○
い
は
で
た
だ
思
ひ
や
る
に
て
し
ら
せ
ば
や
人
し
れ
ず
の
み
こ
ふ
る
心
を
（

 
 
初
恋
・
三
番
左
・
持
・
資
源
）

 
 
（
判
）
「
左
歌
、
珍
し
か
ら
ぬ
筋
な
れ
ど
、
文
学
つ
づ
き
よ
み
知
り
て
侍

 
 
 
 
 
め
り
」

 
○
こ
え
な
れ
し
逢
坂
山
の
な
ぞ
も
か
く
恋
路
に
な
り
て
ま
ど
ふ
な
る
ら
む
（

 
 
 
 
 
遇
不
逢
恋
・
十
一
番
左
・
負
・
隆
源
）

 
 
（
判
）
「
左
歌
、
珍
し
か
ら
ね
ど
も
、
文
字
つ
づ
ぎ
な
ど
い
ひ
な
れ
て
、

 
 
 
 
 
清
げ
に
侍
め
り
」
「

，
○
つ
れ
な
き
を
ま
け
じ
と
忍
ぶ
心
か
な
わ
が
黒
髪
に
霜
の
置
く
ま
で
（
歴
年

 
 
恋
・
十
九
番
右
・
負
・
仲
実
朝
臣
）

 
 
（
判
）
「
右
の
歌
の
「
黒
髪
に
霜
置
く
」
な
ど
い
ふ
言
の
珍
し
か
ら
ね
ば

 
 
 
 
・
あ
か
ら
さ
ま
に
左
の
勝
と
つ
け
ぬ
し

ω
左
近
権
中
将
俊
忠
朝
臣
家
歌
合
（
五
十
才
）
 
（
長
治
元
年
五
月
）

 
〇
五
月
雨
は
糸
我
の
里
の
引
き
繭
も
た
え
ね
と
す
れ
や
さ
ら
す
ひ
ま
な
み
（

（85）



／

 
 
五
月
雨
・
三
番
左
・
持
・
肥
前
権
守
仲
正
）

 
 
（
判
）
「
左
歌
、
珍
し
き
節
に
思
ひ
よ
ら
れ
た
り
と
聞
ゆ
る
は
、
糸
我
の

 
 
 
 
 
里
な
ど
続
け
ら
れ
た
る
げ
に
や
。
さ
れ
ど
文
字
続
き
な
ど
の
す
べ

 
 
 
 
 
ら
か
に
も
聞
え
ね
ば
…
…
」

㈹
無
名
歌
合
（
五
十
一
才
）
 
（
長
治
二
年
七
月
）

 
0
か
づ
ら
き
や
つ
く
り
も
は
て
ぬ
岩
橋
を
い
か
で
霞
の
た
ち
わ
た
る
ら
ん

 
 
（
霞
・
一
番
右
・
勝
・
楽
師
俊
）

 
 
（
判
）
「
わ
た
し
も
は
て
ぬ
岩
橋
を
、
た
ち
渡
る
ら
ん
霞
は
、
げ
に
昔
の

 
 
 
 
 
人
も
あ
や
む
べ
か
り
け
る
こ
と
を
、
躬
恒
、
貫
之
、
い
か
で
言
ひ

 
 
 
 
 
残
し
侍
り
け
ん
と
、
珍
し
さ
に
」

 
○
と
ど
む
べ
ぎ
か
た
し
な
け
れ
ば
わ
か
れ
ゆ
く
春
の
心
に
ま
か
せ
て
ぞ
見
る

 
 
（
暮
春
・
三
番
左
・
勝
・
俊
頼
女
）

 
 
（
判
）
 
「
お
も
ひ
く
ま
な
く
過
ぎ
ゆ
く
景
色
を
み
て
、
ま
か
せ
て
み
侍
る

 
 
 
 
 
め
る
も
、
珍
し
き
さ
ま
な
れ
ば
」

 
○
う
ら
ご
と
に
月
の
回
し
ほ
み
ち
く
れ
ば
よ
る
か
た
を
な
み
千
鳥
し
ば
な
く

 
 
（
千
鳥
・
十
番
右
・
持
・
源
着
発
）

 
 
（
判
）
「
右
歌
、
珍
し
う
面
白
く
聞
え
侍
れ
ば
」

ω
内
大
臣
忠
通
家
歌
合
（
六
十
四
才
）
 
（
元
永
元
年
十
月
二
日
）

 
 
（
注
・
こ
の
歌
合
の
判
者
は
、
俊
頼
・
基
俊
の
両
判
で
あ
り
、
二
人
の
歌

 
 
 
 
 
論
資
料
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
）

 
○
よ
も
す
が
ら
嵐
の
音
に
た
ぐ
ひ
つ
つ
木
の
葉
と
共
に
降
る
し
ぐ
れ
か
な
（

 
 
時
雨
・
一
番
左
・
両
人
共
倒
レ
勝
・
皇
后
宮
摂
津
公
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
さ
き

 
 
（
判
）
「
俊
頼
云
、
前
の
歌
は
、
心
も
詞
も
め
づ
ら
し
か
ら
ね
ど
、
さ
せ

 
 
 
 
 
る
難
見
え
ず
」

 
○
初
時
雨
お
と
つ
れ
し
ょ
り
水
董
の
岡
の
梢
の
色
を
し
そ
思
ふ
（
時
雨
・
十

 
 
一
番
右
・
両
判
為
レ
勝
・
時
昌
朝
臣
）

 
 
（
判
）
「
俊
云
沸
「
初
時
雨
」
の
歌
、
珍
し
か
ら
ね
ど
、
す
べ
ら
か
に
聞

 
 
ゆ
」

 
○
柞
原
紅
ふ
か
く
染
め
て
け
り
時
雨
の
雨
は
色
な
け
れ
ど
も
（
時
雨
・
十
二

 
 
番
左
・
俊
頼
判
勝
・
重
基
朝
臣
）

 
 
（
判
）
「
俊
云
、
…
…
草
木
を
う
つ
ろ
は
す
る
は
、
吾
妹
子
が
裳
裾
よ
り

 
 
 
 
 
落
ち
た
る
事
な
れ
ば
、
め
づ
ら
し
げ
な
し
」

 
○
紫
に
匂
へ
る
菊
は
万
代
の
か
ざ
し
の
た
め
に
霜
や
置
き
つ
る
（
残
菊
・
一

 
 
番
左
・
両
三
為
レ
勝
・
上
総
公
）

 
 
（
判
）
「
牛
脂
、
前
の
歌
は
、
珍
し
げ
な
け
れ
ど
も
な
だ
ら
か
な
り
」

 
○
わ
が
宿
の
籠
に
や
ど
る
菊
な
く
ば
何
に
つ
け
て
か
人
も
訪
は
ま
し
く
残
菊

 
 
・
六
番
右
・
基
俊
判
勝
・
俊
頼
判
持
・
信
忠
朝
臣
）

 
 
（
判
）
「
俊
云
、
次
の
歌
〈
注
・
右
の
こ
の
一
首
の
こ
と
〉
も
古
り
て
め

 
 
 
 
 
づ
ら
し
げ
な
し
」

㈲
永
縁
奈
良
房
歌
合
（
七
十
才
）
 
（
天
治
元
年
正
月
十
四
日
）

㈹
摂
政
左
大
臣
家
歌
合
（
七
十
二
才
）
 
（
大
治
元
年
）

 
こ
の
両
歌
会
の
判
詞
は
最
も
晩
年
に
属
す
る
。
「
珍
し
」
と
い
う
判
子
に
つ

い
て
の
型
は
変
ら
な
い
の
で
、
以
下
歌
を
省
略
し
、
判
詞
の
み
を
あ
げ
る
。

 
㈲
の
判
詞
（
五
例
）

 
 
○
「
右
の
歌
珍
し
き
ふ
し
み
え
ず
」
 
（
桜
・
一
番
右
・
負
・
中
納
言
君
）

 
 
○
「
世
の
常
の
事
な
れ
ば
、
珍
し
く
な
く
そ
見
給
ふ
る
」
 
（
桜
・
二
番
左

 
 
 
・
負
・
三
郎
君
）

 
 
○
「
左
は
珍
し
き
さ
ま
な
り
」
 
（
郭
公
・
二
番
左
・
持
し
左
・
持
・
三
郎
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君
）

 
 
○
「
組
歌
、
殊
に
珍
し
か
ら
ね
ど
、
さ
せ
る
と
が
な
し
」
 
（
郭
公
・
三
番

 
 
 
左
・
勝
・
老
隠
）

 
 
○
「
左
右
と
も
に
珍
し
か
ら
ね
ど
、
さ
し
た
る
難
見
え
ず
」
 
（
祝
・
五
番

 
 
 
左
右
・
持
・
弁
得
業
・
花
林
院
得
業
）

 
㈲
の
判
詞
（
一
例
Y

 
 
O
「
『
衣
か
り
が
ね
』
 
（
注
・
歌
の
こ
と
ば
）
は
、
も
の
こ
し
ょ
り
お
ち

 
 
 
た
る
こ
と
ば
な
れ
ば
、
珍
し
げ
な
く
や
」
 
（
旅
宿
雁
・
三
番
左
・
負
・

 
 
 
道
理
）
¶

 
「
珍
し
」
に
関
す
る
判
詞
は
、
以
上
の
如
く
そ
の
頻
度
数
は
極
め
て
多
い
。

先
に
㈲
永
縁
奈
良
房
歌
合
㈲
摂
政
左
大
臣
家
歌
合
を
ま
と
め
て
「
判
詞
の
型
は

変
ら
な
い
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
「
珍
し
」
の

判
詞
は
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
内
容
と
し
て
は
「
珍
し
げ
な
し
」
、
「
珍

し
か
ら
ね
ど
」
「
珍
し
き
ふ
し
み
え
ず
」
と
い
っ
た
否
定
用
法
が
多
い
と
い
う

ドこ
と
で
あ
る
。
中
に
は
「
珍
し
き
さ
ま
な
り
」
、
「
珍
し
う
面
白
く
」
の
肯
定

用
法
も
勿
論
あ
る
が
、
そ
れ
は
少
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
艶
麗
が

判
者
と
し
て
関
係
し
た
歌
合
に
は
「
珍
し
く
面
白
い
歌
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
本
来
、
俊
頼
自
身
の
志
向
し
た
歌
が
ら
は
、
新
し
く
、
珍
し
く
、

そ
し
て
面
白
い
内
容
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
は

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

た
と
え
ば
「
珍
し
か
ら
ね
ど
、
す
べ
ら
か
に
聞
ゆ
」
と
、
他
の
声
調
論
「
す
べ

ら
か
」
な
ど
の
評
語
と
共
に
併
用
さ
れ
る
判
詞
の
形
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

場
合
は
、
「
珍
し
」
と
い
う
の
は
内
に
か
く
れ
て
し
ま
っ
て
「
す
べ
ら
か
」
が

優
先
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
す
べ
ら
か
」
と
か
「
な
だ
ら
か
」
の
た
め
に
「
勝

」
の
判
定
を
下
す
場
合
も
少
な
く
は
な
い
。

源
俊
頼
の
風
体
論
 
一
そ
の
回
章
と
展
開
i

 
以
上
、
「
珍
し
き
」
こ
と
を
中
心
に
考
え
て
き
た
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
ま
だ

出
塁
の
歌
合
判
詞
に
つ
い
て
は
い
う
べ
き
こ
と
が
多
い
が
、
他
日
を
期
し
た
い

俊
頼
は
、
趣
向
論
と
し
て
は
「
を
か
し
」
の
判
詞
を
最
も
多
く
使
用
し
て
い

る
。
つ
い
で
「
珍
し
」
が
多
い
．
。
「
を
か
し
」
の
申
に
は
、
「
珍
し
」
ゆ
え
に

W

「
を
か
し
」
と
い
う
知
巧
性
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る

ま
い
。

む
 
す
 
び

 
こ
れ
ま
で
俊
頼
の
風
体
論
を
書
い
て
き
た
が
、

と
ば
を
思
い
出
し
た
。

ふ
と
私
は
世
阿
弥
の
次
の
こ

「
申
楽
も
、
人
の
心
に
珍
し
き
と
知
る
所
、
即
ち
面
白
き
心
な
り
。
花
と
、

 
面
白
き
と
、
珍
し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
同
じ
心
な
り
」
 
（
花
曇
第
七
別
紙
口

 
伝
）

 
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
歌
論
で
は
な
く
、
能
楽
論
で
あ
る
。
 
「
花
」
の

顕
現
を
生
涯
、
追
い
つ
づ
け
て
い
っ
た
能
楽
人
世
阿
弥
の
こ
の
心
境
は
、
平
安

院
政
時
代
の
歌
壇
に
生
き
た
俊
頼
と
通
ず
る
も
の
を
私
は
そ
こ
に
み
た
。
時
代

も
ジ
ャ
ン
ル
も
異
な
る
こ
の
両
人
に
共
通
す
る
も
の
は
、
「
面
白
き
」
と
「
珍

し
」
，
を
志
向
し
た
芸
術
観
で
あ
っ
た
。
世
阿
弥
は
、
舞
台
人
と
し
て
「
花
」
を

追
求
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。
花
は
心
の
工
夫
に
よ
っ
て
咲
く
と
い
う
芸
能
修
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
ぎ

論
で
あ
り
、
「
花
は
心
、
種
は
麗
な
る
べ
し
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
能
を
観
る

人
に
「
面
白
さ
」
と
「
珍
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
魅
力
が
花
で
あ
っ
た
。
同
様
に

革
新
歌
人
俊
頼
も
、
心
の
工
夫
に
よ
り
歌
に
お
け
る
「
面
白
さ
」
、
「
珍
し
さ

」
を
終
生
追
い
求
め
、
金
葉
集
時
代
と
い
う
新
し
ざ
を
和
歌
史
上
に
樹
立
し
た

の
で
あ
る
。
作
歌
に
あ
た
り
、
面
白
く
、
珍
し
い
も
の
を
詠
む
こ
乏
が
墨
刺
の
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志
向
し
た
ご
と
で
あ
り
、
そ
の
膨
大
な
私
家
集
「
散
木
奇
歌
集
」
が
何
よ
り
も

こ
れ
を
物
語
っ
て
お
り
、
「
俊
頼
髄
脳
」
、
「
歌
合
判
詞
」
な
ど
に
は
、
歌
論

と
し
て
具
体
的
に
そ
れ
ら
を
こ
と
こ
ま
か
に
述
べ
て
い
る
。
公
に
は
金
葉
集
そ

れ
自
体
が
、
ま
た
撰
者
俊
頼
の
新
し
い
撰
歌
意
識
に
よ
り
こ
れ
ま
で
と
、
か
な

り
ち
が
っ
た
斬
新
な
勅
控
集
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。
俊
頼
の
歌
に
は
二
様
あ
る
と
は
、
後
鳥
羽
院
の
御
指
摘
で
あ
り
、
す
べ
て

が
新
奇
な
歌
ば
か
り
で
は
な
い
。
歌
論
に
し
て
も
前
時
代
か
ら
継
承
す
る
も
の

は
、
き
ち
ん
と
受
け
と
め
、
俊
頼
自
身
の
も
の
に
消
化
し
て
、
や
が
て
ま
た
そ

れ
が
申
世
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
。
定
家
十
体
の
有
心
体
、
幽
玄
体
、
長
高
体
は

も
と
よ
り
、
有
一
節
体
、
面
白
体
な
ど
は
、
俊
頼
が
す
で
に
樹
立
し
た
理
念
が

形
を
変
え
て
中
世
歌
論
へ
と
発
展
し
て
象
徴
的
に
再
生
さ
れ
た
と
い
う
の
が
私

の
考
え
で
あ
る
。
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