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藤
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剛
）
 
基
俊
の
歌
の
評
価
と
そ
の
人
間
像

 
定
家
は
、
「
近
代
秀
歌
」
の
中
に
近
代
の
歌
人
を
評
し
た
こ
と
ば
と
し
て
、

 
 
「
末
の
世
の
歌
は
、
田
夫
の
花
の
陰
を
去
り
、
商
人
の
鮮
衣
を
脱
げ
る
が
如

 
し
。
然
れ
ど
も
、
大
納
言
重
信
卿
・
俊
頼
朝
臣
・
左
京
大
夫
顕
輔
卿
・
清
輔

 
朝
臣
、
近
く
は
亡
父
卿
、
即
ち
こ
の
道
を
習
ひ
侍
り
け
る
基
俊
と
申
し
け
る

 
人
、
こ
の
と
も
が
ら
、
末
の
世
の
賎
し
き
姿
を
離
れ
て
、
常
に
古
き
歌
を
こ

 
ひ
ね
が
へ
り
」

 
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
で
み
る
と
ま
ず
列
挙
し
た
の
が
四
人
。
次
に

俊
成
の
師
の
基
俊
を
あ
げ
て
い
る
。
同
じ
時
代
の
俊
頼
は
二
番
目
に
あ
げ
て
い

る
の
に
、
基
俊
に
つ
い
て
は
亡
父
俊
成
の
師
で
あ
る
関
係
で
つ
け
足
し
の
形
で

・
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
し
か
思
わ
れ
な
い
。
歌
の
例
も
他
の
歌
人
に
比
し
て

少
な
ぐ
僅
か
二
首
に
と
ど
ま
る
。

・
あ
た
ら
夜
を
伊
勢
の
浜
荻
折
り
し
き
て
言
々
ひ
し
ら
に
み
つ
る
月
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
千
載
・
巻
八
・
四
九
九
）

・
契
り
お
き
し
さ
せ
も
が
露
を
命
に
て
み
は
れ
今
年
の
秋
も
い
ぬ
め
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
千
載
・
巻
十
六
・
一
〇
二
三
）

 
俊
頼
の
七
首
の
秀
歌
例
に
比
す
と
そ
の
差
は
か
な
り
開
い
て
い
る
。
俊
成
撰

の
千
載
集
入
集
歌
を
見
る
と
三
三
の
五
十
二
首
に
対
し
て
基
俊
は
二
十
六
首
。
、

丁
度
半
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
俊
成
は
、
基
俊
に
入
門
は
し
て
い
る
が
、
歌

に
つ
い
て
は
俊
頼
の
方
を
は
る
か
に
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

歌
論
に
お
い
て
も
革
新
の
俊
頼
と
保
守
の
基
俊
と
は
遂
に
対
立
的
極
地
に
互
い

の
立
場
を
固
守
し
た
“

 
そ
の
最
も
早
い
対
立
の
相
を
見
せ
た
の
が
こ
の
た
び
対
象
に
取
り
あ
げ
た

「
宰
相
中
将
朝
臣
国
信
卿
家
歌
合
」
に
お
け
る
判
詞
で
あ
る
。
私
の
目
下
の
課

題
は
基
俊
の
歌
論
形
成
と
そ
の
展
開
に
あ
る
が
、
 
こ
の
た
び
は
紙
幅
の
関
係

で
、
・
こ
の
歌
合
に
し
ぼ
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
基
俊
の
歌
論
を
考
え
る
に
あ
た

■
っ
・
て
は
俊
頼
と
の
比
較
な
し
で
は
進
ま
な
い
。

 
和
歌
史
上
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
新
し
い
金
葉
集
時
代
と
呼
ば
れ
る
，
一
二
ポ
ッ

、
ク
を
樹
立
し
た
俊
頼
に
し
て
も
複
雑
な
白
河
院
政
の
治
下
に
あ
っ
て
政
治
権
力

を
有
し
な
い
宇
多
源
氏
の
喬
と
し
て
重
信
を
父
と
し
て
そ
の
あ
と
を
つ
い
だ
の

で
あ
る
が
、
も
と
も
と
宮
廷
の
一
管
絃
の
内
宴
グ
ル
：
プ
の
奉
仕
者
と
し
て
出

発
し
た
彼
が
や
が
て
歌
壇
に
頭
角
を
顕
わ
す
ま
で
に
は
か
な
り
の
時
間
を
要
し

た
。
基
俊
と
し
て
も
そ
の
出
自
は
道
長
の
次
男
頼
宗
，
（
従
一
位
右
大
臣
）
の
孫
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で
、
父
俊
家
も
正
二
位
右
大
臣
と
い
う
名
門
で
は
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
政
界

に
お
い
て
も
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
な
く
、
尊
卑
分
脈
に
も
「
従
五
位
上
左
衛
門

佐
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
彼
の
極
位
、
極
官
で
あ
っ
た
。
歌
人
、
歌
学
者
と
い
わ

れ
な
が
ら
金
葉
集
以
下
に
百
七
首
の
七
百
は
得
た
が
、
同
じ
く
金
葉
集
以
下
の

俊
頼
入
集
の
二
百
首
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。

 
官
途
に
そ
の
道
を
得
な
か
っ
た
彼
は
保
延
四
年
夏
一
＝
二
八
）
七
十
九
才
で

出
家
、
法
名
羽
冠
。
康
治
二
年
（
＝
四
二
）
正
月
十
七
日
卒
と
あ
り
、
「
歌

仙
一
流
元
祖
、
和
漢
秀
才
、
新
和
漢
朗
詠
撰
者
」
と
記
し
て
あ
る
。
彼
は
ま
た

万
葉
集
次
点
者
の
一
人
と
し
て
由
阿
は
「
詞
林
義
士
抄
」
に
そ
の
名
を
あ
げ
て

い
る
。
-
な
ぜ
基
俊
が
左
衛
門
佐
以
上
の
官
途
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、
彼
が
若
く
し
て
父
長
家
と
兄
宗
俊
（
従
一
位
権
大
納
）
と
を
亡
く
し
て
い

る
こ
ど
が
一
つ
。
父
の
亮
じ
た
の
が
永
保
二
年
（
一
〇
八
二
）
。
基
俊
が
二
十

三
才
頃
、
兄
の
亮
じ
た
の
が
永
長
二
年
（
一
〇
九
七
）
。
三
十
八
才
頃
で
あ
っ

た
。
今
一
つ
は
母
の
父
高
階
順
業
が
下
聰
守
と
い
う
受
領
階
級
の
出
自
で
低
か

 
つ
た
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
父
俊
家
が
右
大
臣
で
あ
っ
た
こ
と
は
道
長
の
孫
で

あ
り
、
母
の
出
自
も
内
大
臣
伊
周
公
の
女
で
あ
り
、
長
兄
宗
俊
が
権
大
二
君
に

な
り
、
次
兄
師
兼
が
参
議
正
四
昼
下
に
昇
進
し
た
の
も
そ
の
母
が
大
納
言
源
下

国
の
女
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
α
ま
た
皇
宗
通
が
正
二
位
権
大
納
言
が
極
位
、

極
官
で
あ
っ
た
の
も
そ
の
母
が
醍
醐
源
氏
出
自
の
備
前
守
源
兼
長
の
女
で
あ
っ

た
と
同
時
に
・
「
自
幼
少
白
河
法
界
養
育
号
阿
古
賢
」
と
い
ヶ
特
別
な
関
係
を
持

 
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
基
俊
の
姉
が
関
白
師
通
公
の
室
で
従
一
位
に
な
っ
て

い
る
の
は
摂
政
忠
実
の
母
で
も
あ
り
、
摂
関
家
と
の
関
係
に
よ
る
庵
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
基
俊
の
周
囲
を
見
渡
し
た
場
合
、
歌
才
、
歌
学
を
持
ち
な
が
ら

，
基
俊
だ
け
が
官
途
に
お
い
て
陽
の
あ
た
ら
な
い
ま
ま
に
終
っ
て
い
る
。
歌
人
と

し
て
は
堀
河
歌
壇
に
お
い
て
俊
頼
と
共
に
よ
う
や
く
そ
の
名
が
出
始
め
る
の
で

あ
る
が
、
量
産
の
革
新
に
対
し
て
基
俊
は
学
才
は
あ
っ
た
が
、
保
守
派
を
固
守

し
、
や
や
お
く
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
官
途
に
道
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
何
と

か
し
て
歌
の
才
学
に
よ
り
歌
壇
に
自
ヨ
の
存
在
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ

は
後
述
す
る
が
、
俊
頼
と
基
俊
の
歌
合
共
判
に
於
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
対
立
し
た

判
詞
が
表
面
に
押
し
出
さ
れ
、
堀
河
歌
壇
に
お
け
る
専
門
歌
人
の
一
群
は
文
芸

，
主
義
的
な
新
し
い
傾
向
の
歌
壇
を
形
成
し
よ
う
と
動
き
出
す
。
俊
頼
、
基
俊
は

こ
れ
ら
の
中
に
あ
っ
て
在
野
歌
人
の
位
置
に
た
ち
双
方
と
も
そ
の
指
導
者
と
し

て
の
面
目
を
顕
在
化
し
て
い
っ
た
。

 
と
こ
ろ
で
、
保
安
四
年
（
一
＝
一
三
）
七
五
代
闊
達
天
皇
が
即
位
。
大
治
四

年
（
一
＝
一
九
）
白
河
法
皇
の
崩
御
。
俊
頼
も
同
年
に
卒
去
。
鳥
羽
院
政
が
開

始
さ
れ
、
俊
頼
没
後
の
歌
壇
の
第
一
人
者
に
な
っ
た
の
は
基
俊
で
あ
っ
た
。
保

延
四
年
（
一
一
三
八
）
に
俊
成
は
二
十
五
才
で
基
俊
に
入
門
し
て
い
る
。
基
俊

七
十
九
才
の
時
で
あ
っ
た
。
 
（
長
秋
記
に
よ
る
）
無
名
抄
に
は
、
こ
の
入
門

の
様
子
を
「
か
や
う
に
師
弟
の
契
を
ば
申
し
た
り
し
か
ど
、
よ
み
口
に
至
り
て

は
、
俊
頼
に
は
及
ぶ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
俊
廉
い
と
や
む
ご
と
な
き
人
な
り
と

そ
」
。
 
と
俊
成
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
 
俊
成
は
そ
の
師
基

俊
よ
り
も
歌
人
と
し
て
は
俊
頼
の
方
を
高
く
評
価
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

 
る
。
こ
の
事
は
後
に
「
裡
面
雑
談
に
も
「
露
頭
は
に
く
け
れ
ど
、
歌
は
に
く
か

ら
ず
」
と
あ
り
、
俊
成
の
言
葉
と
軌
を
一
に
す
る
。
ま
た
「
八
雲
御
抄
」
に

 
「
然
る
を
基
俊
と
い
ふ
も
の
、
白
道
稽
古
あ
り
て
、
俊
頼
に
時
々
あ
ら
そ
ふ
を

り
あ
り
。
然
れ
ば
今
の
世
ま
で
こ
の
流
た
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
こ
つ
俊
頼
に

及
ぶ
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
の
も
同
じ
で
、
こ
こ
で
は
基
俊
の
人
物
評
に
ま
で
及

ん
で
い
る
。
人
物
評
と
い
え
ば
、
「
無
名
抄
」
に
は
多
く
の
記
事
を
載
せ
て
い
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る
の
で
そ
れ
を
拾
っ
て
み
よ
う
。
 
（
静
嘉
堂
蔵
本
）

ω
、
 
「
俊
頼
基
俊
い
ど
む
事
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↑
0
も
ん
ま
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
回

・
聖
人
云
、
「
基
俊
は
俊
頼
を
ば
、
蚊
虻
・
の
人
と
て
、
『
さ
は
い
ふ
共
、
駒
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

 
道
行
に
て
こ
そ
あ
ら
め
」
と
い
は
れ
け
れ
ば
、
俊
頼
返
り
聞
き
て
、
「
文
時
・

 
⇔

 
朝
綱
よ
み
た
る
秀
歌
な
し
。
躬
恒
・
貫
之
作
り
た
る
秀
句
な
し
』
と
そ
い
は

 
れ
け
る
」
。

 
 
（
注
・
ω
蚊
虻
“
文
盲
。
漢
学
に
暗
い
こ
と
を
さ
す
。
回
出
典
「
韓
非

 
 
 
子
」
。
桓
公
が
道
に
迷
っ
た
時
、
老
馬
の
智
を
用
い
、
馬
を
放
っ
て
こ

 
 
 
れ
に
従
っ
て
道
を
得
た
故
事
。
こ
て
で
は
、
学
識
は
な
い
が
経
験
で
歌

 
 
 
を
作
っ
て
い
る
こ
と
を
さ
し
た
も
の
。
㈲
菅
原
文
時
“
道
真
の
孫
。
覧

 
 
 
大
学
頭
文
章
博
士
。
⇔
大
江
朝
虹
”
参
議
文
章
博
士
）

ω
、
「
腰
回
手
文
字
事
」

・
雲
居
寺
の
「
結
縁
経
後
宴
歌
合
」
 
（
判
者
基
俊
）
の
隠
名
歌
合
に
お
い
て
俊

 
頼
が
秋
の
暮
の
心
を
、

 
○
明
け
ぬ
と
も
猶
秋
風
の
訪
れ
て
野
辺
の
気
色
よ
面
変
り
す
な

 
と
詠
ん
だ
時
「
基
俊
挑
む
人
に
て
、
難
じ
て
云
、
『
い
か
に
も
歌
は
腰
の
句

 
の
末
に
、
て
文
字
据
へ
た
る
に
、
は
か
ば
か
し
ぎ
平
な
し
。
支
へ
て
い
み
じ

 
う
聞
き
に
く
き
も
の
な
り
』
と
、
口
開
か
す
べ
■
く
も
な
く
難
ぜ
ら
れ
た
け
れ

ば
、
俊
頼
は
と
も
か
く
も
い
は
ぎ
り
け
り
。
」
．
と
あ
り
、
さ
ら
に
つ
づ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
 
り
ん
け
ん

 
そ
の
座
に
い
た
橘
琳
賢
が
こ
れ
を
聞
き
、
貫
之
の
名
歌
「
桜
散
る
木
の
下

 
風
は
寒
か
ら
で
」
の
末
の
『
て
』
の
文
字
を
わ
ざ
と
長
々
と
吟
詠
し
た
と
こ

 
ろ
、
基
俊
は
「
色
真
青
に
な
り
て
、
物
も
い
は
ず
う
つ
ぶ
き
た
り
け
る
時

 
に
、
俊
頼
朝
臣
は
忍
び
に
笑
ひ
け
る
」
。

 
と
、
そ
の
日
の
歌
合
の
状
況
を
結
ん
で
い
る
。
こ
の
描
写
な
ど
青
苗
と
基
俊

ノ

 
の
人
物
像
が
全
く
対
照
的
に
よ
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

㈲
、
 
「
琳
賢
謀
基
俊
事
」

 
こ
の
条
も
日
興
か
ら
仲
の
悪
い
琳
賢
と
の
話
で
あ
る
。
、
翻
る
時
後
撰
集
の
聞

 
き
馴
れ
な
い
恋
の
歌
を
二
十
首
ほ
ど
撰
出
し
て
基
俊
の
所
に
「
こ
こ
に
、
人

 
の
異
様
な
る
歌
会
を
し
て
、
勝
負
を
知
ら
ま
ほ
し
う
し
侍
る
に
、
墨
付
け
て

 
給
は
ら
ん
」
と
持
参
し
た
と
こ
ろ
、
基
俊
は
後
撰
の
歌
と
い
う
こ
と
を
全
く

 
知
ら
ず
、
ま
た
例
の
通
り
、
思
う
よ
う
に
論
難
し
た
。
そ
の
あ
と
琳
賢
は
そ

 
の
墨
付
を
諸
所
方
々
へ
持
ち
歩
き
「
左
衛
門
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば
、
梨
壼
の
五
人

 
 
は
か
ら

 
が
計
ひ
も
も
の
な
ら
ず
。
哀
、
上
古
に
も
勝
れ
給
へ
る
歌
仙
か
な
。
是
見

 
 
 
 
 
 
き
や
う
ま
ん

 
給
へ
」
と
て
軽
直
し
け
れ
ば
、
見
る
厚
い
み
じ
う
笑
ひ
け
り
。
，
基
俊
返

 
り
聞
き
て
安
か
ら
ず
思
は
れ
け
れ
ど
も
、
甲
斐
な
か
り
け
り
」
と
結
ん
で
い

 
る
。
こ
こ
に
も
基
俊
の
人
間
像
が
う
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
く
る
。

ω
、
「
基
俊
僻
難
事
」

 
元
永
元
年
十
月
二
日
に
催
さ
れ
た
「
内
大
臣
忠
通
家
歌
合
」
に
お
い
て
俊
頼

 
と
基
俊
と
が
恋
二
番
に
結
番
さ
れ
た
。
判
者
も
俊
頼
と
基
俊
と
の
両
翼
で
共

 
に
六
十
零
本
で
新
旧
歌
論
を
如
実
に
う
か
が
わ
せ
る
歌
合
と
し
て
重
要
で
あ

 
る
。
作
者
隠
名
で
、
恋
二
番
の
左
が
俊
頼
の

 
○
口
惜
し
や
雲
井
隠
れ
に
す
む
竜
も
思
ふ
人
に
は
見
え
け
る
も
の
を

 
の
歌
で
あ
っ
た
。
て
の
歌
に
つ
い
て
当
日
の
様
子
を
そ
の
ま
ま
俊
恵
の
言
葉

 
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
歌
の
「
た
つ
」
を
基
俊
は

 
 
た
つ

 
「
田
鶴
」
と
心
得
て
「
田
鶴
は
沢
に
こ
そ
棲
め
、
雲
井
に
住
む
事
や
は
あ
る
」

 
と
難
レ
て
負
に
し
て
い
る
。
そ
の
座
で
は
俊
頼
は
何
も
言
わ
な
か
っ
た
が
、

 
後
で
内
大
臣
か
ら
判
詞
を
書
く
よ
う
に
と
命
ぜ
ら
れ
た
時
俊
頼
は
「
是
鶴
に

 
は
あ
ら
ず
、
竜
な
り
。
彼
な
に
が
し
と
か
や
が
、
竜
を
見
む
と
思
へ
る
心
ざ
し

藤
原
基
俊
に
お
け
る
初
期
歌
論
の
特
質
 
-
宰
相
中
将
源
朝
臣
国
信
卿
家
歌
合
を
視
座
と
し
て
一
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●

 
深
か
り
け
る
に
よ
り
て
、
か
れ
が
た
め
に
現
は
れ
て
見
え
た
り
し
事
の
侍
る

 
を
よ
め
る
な
り
」
と
早
い
允
。
こ
れ
は
蕪
子
に
み
え
る
葉
公
が
竜
を
好
み
こ

 
れ
を
画
く
た
め
に
見
た
い
と
念
願
し
た
と
こ
ろ
そ
の
竜
が
姿
を
見
せ
た
と
い

 
う
故
事
を
ふ
ま
え
て
、
「
私
が
思
う
あ
の
人
は
少
し
も
姿
を
見
せ
て
く
れ
な

 
い
」
と
恋
の
思
い
に
転
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
恵
俊
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
き

 
「
基
俊
弘
才
の
人
な
れ
ど
、
思
ひ
わ
た
り
け
る
に
や
。
す
べ
て
思
ひ
量
り
も
，

 
な
く
人
の
事
を
難
ず
る
癖
の
易
け
れ
ば
、
あ
と
に
失
の
多
く
そ
あ
り
け
る
」

 
と
評
し
て
い
る
。
「
内
大
臣
忠
通
家
歌
会
」
の
基
俊
の
判
取
は
こ
れ
よ
り
も

 
つ
と
く
わ
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
里
雪
は
、
「
持
」
と
判
定
し
て
い
る
が
、

基
俊
は
俊
頼
の
歌
に
つ
い
て
「
此
歌
は
詞
も
心
も
不
レ
及
ぞ
見
出
ふ
る
。
右

 
歌
、
詞
に
誤
つ
と
こ
ろ
も
な
く
、
歌
が
ら
も
あ
し
か
ら
ね
ば
、
よ
ろ
し
と
は

 
僻
事
に
や
」
と
自
存
を
評
し
、
し
か
も
「
勝
」
に
判
じ
た
。
こ
う
し
た
と
こ

 
ろ
に
も
二
人
の
人
物
が
対
照
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
俊
恵
も
そ
う
し
た
基
俊
-

 
へ
の
批
難
を
ご
こ
に
伝
え
た
の
で
あ
る
。

 
以
上
、
 
「
無
名
抄
」
に
お
け
る
基
俊
評
の
条
々
は
彼
の
人
柄
か
ら
来
た
も
の

で
、
歌
人
俊
頼
と
儒
学
者
大
江
豊
漁
の
間
に
は
さ
ま
れ
、
官
途
に
も
希
望
を
失

っ
た
基
俊
に
と
っ
て
は
一
層
性
格
的
に
も
神
経
を
か
き
た
て
ら
れ
る
一
面
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
俊
頼
に
も
官
途
不
満
の
歌
は
多
い
が
、
彼
に
は
父
経

信
の
後
見
あ
り
、
管
絃
の
道
に
も
秀
れ
て
い
た
し
、
享
宴
生
活
と
も
交
流
を
持

つ
場
も
あ
っ
た
。
 
そ
こ
に
は
救
い
が
あ
っ
た
が
、
層
基
俊
の
場
合
は
そ
う
し
た

望
み
も
断
た
れ
て
い
た
状
況
下
に
生
活
を
送
ら
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
。
た
と
え

ば
、 

○
吹
く
風
に
和
歌
の
浦
こ
そ
掻
ぐ
な
れ
浪
よ
い
つ
く
に
我
が
身
よ
せ
ま
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
藤
原
基
俊
黎
民
）

 
の
歌
は
、
寛
治
八
年
八
月
十
九
日
（
一
〇
九
四
）
に
催
さ
れ
だ
「
高
陽
院
七

番
歌
合
）
藤
原
師
実
主
催
・
当
課
信
判
）
の
撰
に
も
れ
た
時
の
歎
き
の
一
首
で

あ
る
。
三
十
五
才
の
時
で
あ
っ
た
。

 
○
年
を
へ
て
若
菜
は
つ
め
ど
老
い
に
け
り
か
し
ら
に
春
の
穿
つ
も
り
つ
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
）

 
の
歌
に
し
て
も
官
途
に
い
な
い
彼
の
孤
独
の
さ
び
し
さ
を
詠
じ
た
一
首
で
、

四
十
才
め
時
で
あ
っ
た
。
彼
は
血
縁
逢
た
ど
り
心
の
慰
め
を
求
め
よ
う
と
し
て

父
俊
家
の
未
亡
人
一
條
殿
を
訪
う
た
り
、
 
（
「
申
右
記
」
承
徳
二
年
く
一
〇
九

八
V
八
月
六
日
）
、
下
る
時
は
姉
全
子
の
子
右
大
臣
忠
実
を
尋
ね
、
（
「
殿
暦
」

康
和
三
年
越
一
一
〇
二
V
十
二
月
十
六
日
）
．
和
歌
の
こ
と
な
ど
語
り
合
っ
て
い

る
。

．
ま
た
精
神
の
空
白
を
満
た
す
た
め
仏
教
に
心
を
よ
せ
当
時
の
女
僧
雲
居
寺
開

 
せ
ん
さ
い

基
謄
西
と
親
交
を
持
ち
二
人
の
贈
答
歌
は
そ
の
ま
ま
新
古
今
集
巻
六
・
冬
に

入
集
。

「
雪
の
あ
し
た
基
俊
が
も
と
へ
申
し
つ
か
は
し
け
る
」
の
詞
書
を
持
つ
次
の

 
O
常
よ
り
も
し
の
屋
の
軒
ぞ
う
つ
も
る
る
今
日
は
都
に
初
雪
や
ふ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
鹿
西
上
人
）

 
 
 
 
返
し

 
○
ふ
る
雪
に
ま
こ
と
に
し
の
や
い
か
な
ら
ん
今
日
は
都
に
あ
と
だ
に
も
な
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
藤
原
基
俊
）

 
が
あ
る
。
ま
た
、
．
永
久
四
年
（
一
＝
六
・
五
七
才
）
八
月
に
は
「
雲
居
寺

結
縁
経
回
宴
歌
合
」
に
は
基
俊
が
判
者
と
な
っ
て
い
る
。
官
途
を
得
な
い
散
位

基
俊
に
は
寺
院
に
お
け
る
こ
う
し
た
歌
合
は
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
．

に
ち
が
い
な
い
。
「
無
名
抄
」
に
お
け
る
基
俊
人
物
評
は
悪
い
面
の
み
を
記
し
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て
い
る
が
馬
謄
西
上
人
と
の
交
流
に
は
温
い
人
間
像
の
一
面
も
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
わ
が
子
の
こ
と
に
な
る
と
更
に
深
い
愛
情
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ

は
俊
成
が
「
千
載
集
）
雑
上
（
一
〇
二
三
）
に
採
用
し
た
次
の
一
首
に
よ
く
う

か
が
え
る
。

 
 
「
僧
都
光
覚
維
再
会
の
講
師
の
請
を
申
し
け
る
時
た
び
た
び
も
れ
に
け
れ

ば
、
法
性
寺
入
道
前
太
政
大
臣
に
恨
み
申
し
け
る
を
」
し
め
ち
が
原
の
と
侍
り

け
れ
ど
も
、
又
そ
の
年
も
も
れ
に
け
れ
ば
、
詠
み
て
遣
し
け
る
」
と
い
う
詞
書

の
も
と
に
、

 
○
契
り
置
き
し
さ
せ
も
が
露
を
命
に
て
あ
は
れ
今
年
の
秋
も
い
ぬ
め
り

 
の
歌
が
あ
る
。
 
「
基
俊
集
・
甲
本
」
 
（
桂
宮
本
〉
に
よ
る
と
そ
の
詞
書
は
も

っ
と
く
わ
し
く
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
一
首
は
詞
書
で
わ
か
る
通
り
、

わ
が
子
光
覚
（
興
福
守
の
僧
）
を
維
看
経
の
講
師
に
な
る
べ
く
忠
通
に
か
ね
て

か
ら
依
頼
し
て
い
た
と
こ
ろ
忠
通
か
ら
は
清
水
観
音
の
歌
「
猶
頼
め
し
め
ち
が

原
の
さ
し
も
草
わ
が
世
の
中
に
あ
ら
む
限
り
は
」
を
ふ
ま
え
て
頼
み
に
せ
よ
と

返
事
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
空
し
く
今
年
の
秋
も
過
ぎ
、
推
薦
に
も
れ

た
。
．
そ
の
恨
み
ご
と
の
歌
で
あ
る
。
藤
原
氏
の
長
者
の
主
催
す
る
維
摩
経
の
法

会
は
毎
年
十
月
十
日
か
ら
十
六
日
ま
で
興
福
守
で
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
講
師
は

や
が
て
宮
中
の
最
勝
会
の
講
師
に
も
な
れ
る
栄
誉
を
も
つ
。
基
俊
が
わ
が
子
の

出
世
を
念
じ
た
の
も
そ
の
故
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
現
が
出
来
な
か
っ
た
歎
き

の
歌
で
あ
の
、
こ
の
一
首
は
い
わ
ば
基
俊
の
代
表
歌
と
も
な
り
、
定
家
も
「
二

四
代
集
」
以
下
流
布
本
近
代
秀
歌
・
八
代
集
秀
逸
な
ど
秀
歌
撰
に
は
多
ぐ
取
り

あ
げ
、
百
人
一
首
に
も
採
用
し
た
。
清
輔
の
私
撰
集
「
続
詞
花
集
雑
下
」
に
も

入
集
し
て
い
る
。
秀
れ
た
歌
も
詠
ん
で
は
い
る
が
、
俊
頼
に
は
遂
に
及
ば
な
か

・
つ
た
。
俊
成
に
し
て
も
歌
論
の
上
で
は
基
俊
の
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
歌
風

は
俊
頼
を
庶
幾
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

（
二
）
 
宰
相
中
将
源
朝
臣
国
信
卿
家
歌
合
に
お
け
る
基
俊
の
歌
論

 
基
俊
に
は
歌
論
書
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
「
潮
目

抄
」
が
挙
げ
ら
れ
て
き
て
い
た
が
、
こ
れ
は
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
二
条
家
末
流

の
執
筆
に
か
か
る
も
の
で
後
世
の
仮
託
偽
書
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
の
歌
論
研
究

資
料
と
し
て
は
歌
合
の
判
詞
に
よ
る
ほ
か
は
な
い
。
彼
が
歌
合
判
者
と
な
つ
九

主
な
も
の
を
時
代
順
に
あ
げ
る
と
次
の
通
り
。
 
（
○
印
は
俊
頼
と
共
判
、
△
印

は
衆
議
判
で
は
あ
る
が
、
基
俊
の
歌
論
が
含
ま
れ
る
）

△
ω
源
宰
相
中
将
家
歌
合
く
国
信
宮
家
歌
合
と
も
い
う
V
（
康
和
二
年
〈
一

 
 
 
一
〇
〇
〉
四
・
二
八
）
 
（
但
し
衆
議
判
的
）
 
（
四
一
才
）

ω
雲
居
寺
結
縁
経
後
宴
歌
合
八
麟
邸
上
人
歌
合
と
も
い
う
〉
（
永
久
四

 
 
 
年
〈
＝
一
六
〉
）
 
（
五
七
才
）

○
鋤
内
大
臣
忠
通
家
歌
合
（
元
永
元
年
く
一
一
一
八
V
一
〇
・
二
）
（
五
九

 
 
 
才
）

 
ω
関
白
内
大
臣
忠
通
家
歌
合
 
（
保
安
二
年
〈
一
＝
一
一
〉
九
・
一
二
）

 
 
 
（
六
二
才
）

 
㈲
無
動
機
歌
合
 
（
保
安
三
年
く
一
一
二
二
V
二
・
二
〇
）
 
（
六
三
才
）

○
㈲
奈
良
花
林
院
歌
合
（
大
治
三
年
〈
一
一
二
八
〉
二
月
五
日
と
も
天
治
元

 
 
 
年
く
一
一
二
四
V
三
月
下
旬
と
も
い
わ
れ
張
行
の
時
期
不
明
。
基
俊
判

 
 
 
に
人
々
不
平
を
抱
き
、
宗
延
法
師
の
陳
状
に
よ
り
、
電
工
の
改
判
が
行

 
 
 
な
わ
れ
た
。
こ
の
改
判
の
歌
合
が
「
永
縁
奈
良
房
歌
合
」
で
あ
る
。

 
ω
西
宮
歌
合
（
大
治
三
年
忌
一
＝
一
八
〉
八
二
一
九
）
 
（
六
九
才
）

 
㈲
中
宮
亮
顕
貸
家
歌
合
（
長
承
三
年
忌
一
＝
二
四
V
九
・
＝
二
）
（
七
五

藤
原
基
俊
に
お
け
る
初
期
歌
論
の
特
質
 
一
宰
相
申
将
源
朝
臣
国
信
卿
家
歌
合
を
視
座
と
し
て
一
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〆

、

 
 
 
才
）

 
さ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
初
期
に
お
け
る
基
俊
歌
論
の
内
容
分
析
を
考
え

る
の
が
そ
の
日
章
で
あ
り
、
こ
と
に
革
新
細
評
俊
頼
の
判
詞
と
比
較
す
る
こ
と

に
よ
り
基
俊
歌
論
の
出
発
点
に
お
け
る
特
質
も
明
ち
か
に
な
る
。
但
し
、
本
歌

合
の
二
十
番
全
部
の
作
品
ど
判
詞
に
触
れ
る
紙
幅
が
な
い
の
で
俊
頼
と
基
俊
両

者
結
番
の
み
に
し
ぼ
っ
て
そ
の
考
察
の
対
象
と
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
グ
く
に
ざ
ね

 
こ
こ
に
取
り
あ
げ
る
歌
合
は
、
先
に
例
示
し
た
ω
の
国
信
塗
家
歌
合
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
く
わ
し
い
文
献
的
調
査
に
つ
い
て
は
、
橋
本
不
美
男
、

萩
谷
朴
、
峯
岸
義
秋
の
諸
氏
の
論
考
が
あ
り
、
私
も
す
で
に
触
れ
た
こ
と
が
あ

る
の
で
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い
。
た
だ
も
う
一
度
考
え
て
お
き
た
い
こ
と

は
、
本
歌
合
が
右
大
臣
源
顕
房
の
四
男
貴
公
子
国
信
が
ま
だ
三
十
二
才
の
若
い

時
に
主
催
し
た
歌
合
で
あ
り
、
こ
れ
に
歌
壇
の
保
守
、
革
新
の
代
表
で
あ
る
基

俊
、
俊
頼
が
出
席
し
、
衆
議
判
と
は
い
え
、
こ
の
二
人
の
発
言
権
が
か
な
り
強

力
に
支
配
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
そ
の
事
で
あ
る
。
と
同
時
に
歌
題

も
恋
の
三
相
1
（
初
恋
・
後
朝
・
遇
不
逢
恋
・
夜
恋
・
歴
年
恋
）
の
み
に
限
定
し
た

文
芸
意
識
の
も
と
に
左
方
は
俊
頼
を
含
め
て
の
五
人
《
右
方
は
基
俊
を
含
め
て

の
五
人
、
計
十
人
が
そ
れ
ぞ
れ
討
論
を
交
わ
し
た
歌
合
で
、
隆
源
の
陳
状
・
基

峻
の
戯
評
再
判
な
ど
が
加
わ
り
、
院
政
期
に
お
け
る
基
俊
の
最
初
の
歌
合
判
詞

と
し
で
注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
本
文
に
は
ω
廿
巻
本
と
回
宮
内
庁
書

陵
部
蔵
桂
宮
本
の
二
系
統
が
あ
る
が
、
回
の
方
が
基
俊
本
の
内
容
を
完
備
し

て
い
る
。
以
下
本
歌
合
を
ω
歌
人
構
成
と
歌
題
設
定
の
意
味
、
ω
判
詞
の
内

容
に
わ
け
て
考
察
し
て
ゆ
く
。

 
 
ω
歌
人
構
成
と
歌
題
設
定
の
意
味

 
ま
ず
歌
人
構
成
を
み
る
と
、
次
の
八
人
。

左
方
…
宰
相
中
将
・
左
京
権
大
夫
俊
頼
朝
臣
・
三
三
梨
隆
源
・
源
家
職
（
四

 
 
ヒ
人
）

右
方
…
刑
部
卿
顕
仲
朝
朝
臣
・
散
位
基
俊
・
備
中
守
尊
皇
朝
臣
・
源
兼
昌

 
 
 
 
（
四
人
∀

以
上
八
名
の
歌
人
暑
歴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

（
左
方
）

○
宰
相
中
将
と
は
源
国
信
（
延
久
元
年
く
一
〇
六
九
V
一
天
永
二
年
く
＝

 
 
一
一
V
四
三
才
没
）
の
こ
と
。
・
村
上
源
氏
、
村
上
天
皇
の
曽
孫
右
大
臣
顕

 
房
の
子
。
俊
頼
、
基
俊
よ
り
も
遙
か
に
年
下
で
あ
っ
た
が
（
．
本
歌
会
の
主

 
催
者
で
あ
り
v
衆
議
判
と
し
て
し
ば
し
ば
判
定
を
乞
わ
れ
て
い
る
。
」
「
堀

 
河
百
首
」
に
も
出
詠
。
堀
河
院
近
臣
と
し
て
堀
河
院
内
裏
歌
壇
の
中
心
的

 
位
置
に
あ
っ
た
。
堀
河
院
崩
御
に
あ
た
っ
て
は
「
君
な
く
て
よ
る
か
た
も

 
な
き
青
柳
の
い
と
ど
浮
世
ぞ
思
ひ
み
だ
る
る
」
 
（
新
古
今
集
・
哀
傷
歌
）

 
 
の
悲
歌
）
の
悲
し
み
を
詠
じ
た
。
院
二
十
九
才
。
国
信
三
十
九
才
の
時
で

 
あ
っ
た
。

，
○
翠
霞
（
天
喜
三
年
〈
一
〇
五
五
＞
i
大
治
四
年
く
一
「
二
九
V
七
五
才

 
没
）
宇
多
源
氏
。
大
納
言
経
信
の
子
。
本
歌
合
に
お
い
て
は
衆
議
判
で
あ

 
 
つ
た
が
、
，
左
方
の
事
実
上
の
指
導
的
緊
密
の
位
置
に
立
つ
。
こ
の
時
四
十

 
 
六
才
。
金
葉
集
の
撰
者
、
歌
論
書
に
「
俊
頼
髄
脳
」
家
集
に
「
散
木
奇
奇

 
集
」
が
あ
る
。
そ
の
歌
風
は
俊
成
に
継
承
さ
れ
た
。

○
書
聖
は
生
没
不
明
。
藤
原
氏
。
小
野
宮
実
頼
の
商
。
若
狭
守
通
宗
の
子
。

 
後
拾
遺
集
撰
者
通
俊
は
叔
父
。
「
故
若
狭
守
通
宗
女
子
達
歌
合
」
「
堀
河

 
百
首
」
な
ど
に
も
出
詠
。
彼
は
豊
か
な
和
歌
的
環
寛
に
置
か
れ
て
い
た
。

 
歌
学
書
に
「
隆
源
口
伝
』
が
あ
る
。
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0
家
職
は
宇
多
源
氏
。
廿
巻
本
に
は
「
筑
前
七
郎
」
と
記
レ
て
あ
る
が
、
そ

 
の
伝
記
は
詳
か
で
な
い
。

（
右
方
）
噛

○
顕
仲
（
康
平
七
年
く
」
〇
六
四
V
一
保
延
四
年
く
一
＝
二
八
V
七
五
才

 
没
）
村
上
源
氏
。
右
大
臣
顕
在
の
子
。
主
催
者
国
信
の
異
母
兄
。
今
鏡
に

 
は
「
歌
詠
み
笙
の
笛
よ
く
吹
き
給
ひ
け
り
」
、
と
あ
り
、
寛
治
七
年
（
一
〇

 
九
三
）
の
「
郁
芳
門
院
根
合
」
に
は
奏
楽
者
と
し
て
出
仕
。
歌
人
と
し

 
て
出
席
し
た
の
は
今
回
が
始
め
で
刑
部
卿
在
任
中
で
あ
っ
た
。
本
歌
合
の

 
時
は
四
十
才
。
子
女
に
は
爆
雷
門
院
堀
河
を
始
め
多
く
の
勅
撰
女
流
が
い

 
る
。
従
三
位
神
祇
伯
に
至
る
。

0
基
俊
（
康
平
三
年
〈
一
〇
六
〇
〉
一
康
諸
元
年
八
一
一
四
一
〉
八
三
才

 
没
）
藤
原
氏
。
右
大
臣
俊
嘗
め
子
。
名
門
で
出
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
従

 
五
位
上
左
衛
門
佐
で
終
る
。
本
歌
合
に
お
い
て
は
俊
頼
と
対
立
し
右
方
の

 
指
導
的
判
者
と
な
る
。
こ
の
時
四
一
才
。
万
葉
次
点
者
の
一
人
。
家
集
に

 
は
、
「
基
俊
集
」
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
群
書
類
従
本
と
桂
宮
本
に
甲
本
と
乙

 
本
と
が
そ
れ
ぞ
れ
現
存
す
る
。
そ
の
他
は
、
e
に
く
わ
し
く
述
べ
た
の

 
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

○
伸
実
（
天
喜
五
年
く
一
〇
五
七
V
1
元
永
元
年
く
一
＝
八
V
六
二
才

 
没
）
藤
原
氏
。
越
前
守
能
成
の
子
。
正
四
位
下
墨
宮
亮
に
至
る
。
堀
河

 
院
歌
壇
の
有
力
な
歌
人
。
中
宮
職
の
下
僚
と
し
て
国
信
匙
親
交
を
も
つ
。

 
「
堀
河
百
首
」
に
出
詠
。
源
師
後
の
家
で
催
さ
れ
た
「
山
家
五
番
歌
合
」
、

 
 
（
天
仁
三
年
〈
＝
・
一
〇
〉
）
に
は
俊
頼
、
隆
源
と
も
出
席
し
て
い
る
。

 
当
代
の
代
表
歌
人
た
ち
と
は
広
く
交
友
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
俊
頼
と
は

 
特
に
親
し
か
っ
た
。
本
歌
合
の
時
は
四
四
才
で
あ
る
。
歌
学
に
長
じ
「
綺

 
 
語
意
」
「
古
今
和
歌
集
目
録
」
な
ど
の
著
書
が
あ
る
。

 
○
兼
昌
の
生
年
は
未
詳
。
天
永
三
年
（
＝
＝
一
）
に
没
。
宇
多
源
氏
。
敦

 
 
実
親
王
六
代
の
孫
。
摂
津
守
俊
輔
の
子
。
従
五
位
下
皇
后
宮
三
六
。
'
皇
宮

 
 
本
に
は
「
摂
津
三
郎
」
と
記
し
で
あ
る
。
こ
れ
は
父
が
摂
津
守
で
、
そ
の

 
 
三
男
の
故
の
呼
祢
だ
ろ
う
。
永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
の
「
堀
河
次
郎
百

 
 
首
」
を
始
め
、
元
永
元
年
の
「
内
大
臣
家
歌
合
」
 
（
忠
通
家
）
に
は
二
度

 
 
と
も
高
詠
。
 
（
十
月
二
日
・
十
月
十
三
日
）
、
翌
二
年
七
月
十
三
日
の
内
大

 
 
臣
忠
通
家
歌
合
」
に
も
出
面
。
堀
河
院
歌
壇
に
活
躍
し
た
。

 
以
上
の
歌
人
達
は
、
若
い
宰
相
中
将
源
国
信
を
中
心
Z
し
て
集
っ
た
血
気
盛

ん
な
壮
年
期
の
人
々
で
、
い
わ
ゆ
る
康
和
の
清
新
な
歌
壇
．
を
生
み
出
し
た
。
俊

頼
、
基
俊
は
そ
の
中
に
新
旧
対
立
の
指
導
者
と
し
て
い
ず
れ
も
ゆ
ず
ら
ず
、
そ

の
判
詞
の
中
に
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
考
え
を
互
い
に
述
べ
あ
っ
て
判
者
と
し
て

の
み
ず
か
ら
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
。

 
こ
う
い
う
新
し
い
歌
人
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
意
識
に
は
歌
題
の
変
革
が
当
然

お
こ
っ
て
く
る
。
こ
れ
ま
で
の
歌
合
に
は
遊
宴
的
性
格
が
表
面
に
う
ち
出
さ
れ

て
き
で
お
り
、
そ
こ
に
は
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
の
固
定
化
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
。

、
そ
れ
へ
の
脱
却
．
こ
そ
が
新
し
い
息
吹
に
燃
え
る
歌
人
た
ち
の
念
願
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
り
、
文
芸
意
識
が
そ
こ
に
働
き
か
け
恋
の
心
理
過
程
と
い
う
発
想
と
表

現
を
重
ん
じ
、
こ
れ
を
「
初
恋
・
後
期
・
遇
不
警
語
・
夜
恋
・
歴
年
恋
」
の
三

相
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
新
し
い
歌
合
の
歌
題
を
設
定
し
た
。
こ
の
こ

と
は
本
歌
合
の
大
き
な
特
色
で
あ
り
、
衆
議
判
の
形
式
は
と
っ
て
い
る
が
、
先

に
も
述
べ
た
通
り
県
下
・
基
俊
の
指
導
理
念
が
判
詞
の
上
に
具
体
化
す
る
。
基

俊
に
と
っ
て
は
始
め
て
の
歌
合
の
場
で
あ
り
大
切
な
意
味
を
持
つ
。
以
下
判
詞

の
内
容
に
入
る
。

藤
原
基
俊
に
お
け
る
初
期
歌
論
の
特
質
 
一
宰
相
中
将
源
朝
臣
国
信
卿
家
歌
合
を
視
座
と
し
て
一
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ω
判
詞
の
分
析

ω
風
吹
け
ば
た
ち
ろ
ぐ
や
ど
の
板
じ
と
み
や
ぶ
れ
に
け
り
な
し
の
ぶ
こ
㌧
ろ

 
 
は
（
初
恋
二
番
・
左
・
組
討
朝
臣
）

ω
人
し
れ
ぬ
恋
に
は
ま
け
じ
と
思
ふ
に
も
う
つ
せ
び
の
よ
そ
か
な
し
か
り
け

 
 
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
（
同
・
右
・
基
俊
）

 
こ
の
二
首
は
、
俊
頼
、
基
俊
の
二
番
と
し
て
注
意
す
べ
き
歌
で
、
衆
議
判
で

あ
っ
て
も
右
方
の
発
言
は
基
俊
、
左
方
の
発
言
は
俊
頼
が
そ
れ
ぞ
れ
有
力
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ざ
れ
ご
と

っ
た
。
基
俊
は
、
ま
ず
「
左
の
歌
は
戯
言
歌
に
こ
そ
侍
め
れ
。
う
る
は
し
か

ら
ね
ば
、
と
も
か
う
も
申
す
べ
か
ら
ず
。
大
き
な
る
あ
や
ま
り
に
こ
そ
」
と
否

定
し
た
。
「
ざ
れ
ご
と
」
で
あ
る
こ
と
と
「
う
る
は
し
く
な
い
」
こ
と
が
否
定

の
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
俊
頼
は
「
歌
の
品
、
さ
ま
ざ
ま
に
あ
ま
た
分

か
れ
て
侍
め
れ
ば
、
か
か
る
筋
の
歌
な
き
に
あ
ら
ず
」
と
反
駁
し
讃
歌
を
示
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
が
ご
と

う
と
ま
で
言
っ
た
が
、
「
証
歌
な
ど
た
つ
ぬ
べ
き
ほ
ど
に
あ
ら
ず
。
な
ほ
僻
言

な
り
」
と
基
俊
は
な
お
も
執
拗
に
否
定
し
た
。
俊
頼
は
、
歌
が
ら
は
よ
い
が
、

初
恋
の
心
が
な
い
。
つ
ま
り
題
の
心
が
乏
し
い
と
評
し
て
甲
論
乙
駁
は
つ
づ
い

た
が
、
基
俊
の
勝
ち
た
い
様
子
を
見
て
結
局
は
、
亭
主
国
信
の
調
停
で
こ
れ
は

世
間
の
人
が
決
め
る
だ
ろ
う
が
、
今
夜
だ
け
は
基
俊
の
歌
を
勝
に
し
ょ
う
と
結

着
が
つ
い
た
例
で
あ
る
。
「
勝
た
ま
ほ
し
げ
に
侍
れ
ば
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
歌

合
に
臨
ん
だ
基
俊
の
面
貌
が
し
の
ば
れ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
合
の
披
講
後
二
ヶ
月
後
に
書
き
加
え
た
「
基
俊
後
記
」

が
あ
る
。
以
下
、
当
日
の
基
俊
判
と
思
わ
れ
る
も
の
と
こ
の
「
後
記
」
を
比
較

し
な
が
ら
批
評
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

 
ま
ず
、
先
に
あ
げ
た
「
初
恋
二
番
・
左
・
町
名
」
に
対
し
て
、

 
紛
 
 
二
 

■
 
 
 
 
ル
ニ
．
キ
ブ

 
「
此
歌
、
己
文
選
江
賦
之
躰
也
。
今
人
非
レ
所
・
可
・
及
也
。
唐
歌
倭
歌
、

 
 
 
ニ
 
ド
モ
 
ヂ
リ
ト
 
 
 
 
 
ジ
キ
 
 
 
 
 
ラ
 
シ
 
 
 
ス
 
 
 
モ
 
シ
 
 
 
ス

 
躰
已
錐
レ
異
、
 
事
理
猶
同
 
者
也
。
専
三
二
珍
重
一
。
尤
．
可
二
秘
蔵
一
。

 
 
 
 
 
ハ
ニ
ル
セ
 
ノ
ト
 
ノ
 
 
ノ
 
 
 

ニ
シ

 
就
中
判
巻
落
被
レ
民
田
滑
稽
歌
一
。
此
定
又
玄
中
言
也
。
貫
之
已
汲
此
．

 
 
 
シ
 
レ
ル
 
'

 
定
少
二
知
 
者
一
。

↑
一
訓
f
刀
一
引
一
i
キ
．
キ
 
「
1
「
ヲ
ー
ー

 
今
聞
二
此
説
一
、
如
下
被
二
雲
霧
一
見
中
青
天
上
子
己
。
」

と
最
初
の
判
と
は
全
く
う
っ
て
変
わ
っ
た
讃
辞
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
風
吹
け
ば
」
の
歌
は
、
㈲
文
選
巻
十
二
に
お
け
る
郭
景
純
の
江
賦
と
比
較

し
て
今
の
人
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
い
、
 
回
で
は
初
判
に
つ
い
て
の

反
省
の
意
を
表
明
し
た
も
の
と
う
け
と
ら
れ
る
。
・
果
た
し
て
こ
れ
が
基
俊
の
真

実
の
称
讃
と
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
 
逆
説
的
な
評
で
あ
り
、

「
た
ち
ろ
ぐ
宿
の
板
じ
と
み
」
な
ど
の
新
奇
な
着
想
を
序
と
し
た
こ
と
へ
の
批

判
と
し
て
と
れ
る
し
、
文
選
引
用
な
ど
に
は
基
俊
の
漢
学
才
能
の
街
学
的
態
度

の
誇
示
が
う
か
が
え
る
。

㈲
契
り
あ
り
て
渡
り
ぞ
め
な
ば
角
田
川
か
へ
ら
ぬ
水
の
心
之
も
が
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
（
後
朝
五
番
・
左
・
持
・
俊
頼
朝
臣
）

ω
月
草
に
逼
れ
る
衣
の
朝
露
に
か
へ
る
今
朝
さ
へ
恋
し
き
や
な
ぞ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
．
 
 
 
（
同
・
右
・
基
俊
）

に
対
し
て
薫
蒸
は
、
基
俊
の
歌
は
、
着
想
表
現
と
も
に
陳
腐
で
あ
り
、
「
朝
露
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

と
「
今
朝
」
と
が
同
心
病
で
、
「
月
草
に
」
と
「
朝
露
に
」
は
同
字
病
で
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
基
俊
は
、
「
谷
風
に
と
く
る
氷
の
ひ
ま
ご

 
むと

に
打
ち
三
つ
る
波
や
春
の
初
花
」
 
（
古
今
集
春
歌
上
・
源
當
純
）
の
証
歌
を

示
し
て
「
と
が
に
あ
ら
ず
」
と
反
論
し
た
。
し
か
し
結
局
は
同
心
病
が
他
に
も

あ
っ
た
た
め
、
普
通
だ
っ
た
ら
「
負
」
で
あ
る
べ
き
所
基
俊
は
「
持
」
に
ま
で

押
し
あ
げ
て
判
定
を
下
し
た
。
衆
議
判
と
は
い
え
、
こ
こ
に
も
強
引
な
基
俊
の

自
薦
へ
の
自
信
を
誇
示
し
た
態
度
が
見
ら
れ
る
と
同
時
に
、
古
歌
へ
の
権
威
を
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背
景
に
し
た
伝
統
固
守
の
発
言
で
あ
っ
た
。
基
俊
後
記
に
は
、

 
ω
ノ
 
 
へ
 
引
一
-
到
訓
～
，
」
，
、
㈲
，
胡
…
列
則
…
-
ー
ヨ
，
の
i
刀

 
 
「
此
歌
詞
備
二
六
義
一
、
装
入
二
万
端
一
。
就
中
重
句
非
二
古
歌
一
、
康
和

 
 
 
 
 
 
 
ル
 
 
カ
ズ
ニ
 
ヲ
 
 
 
 
キ
 
 
テ
 
 
 
ス

 
時
勢
備
忘
。
足
レ
驚
・
 
心
。
自
書
二
以
庶
幾
一
巳
。
」

と
こ
れ
ま
た
大
変
な
絶
讃
ぶ
り
で
あ
る
。
当
日
の
俊
頼
の
歌
に
対
す
る
基
俊
判

は
、
前
述
の
通
り
、
文
字
病
、
同
心
病
に
触
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
G
り
に

見
る
よ
う
に
古
今
集
序
の
六
義
（
風
・
雅
・
頒
・
比
・
賦
・
興
）
に
か
な
い
、

一
首
全
体
に
興
趣
の
深
い
も
の
が
あ
り
、
伝
統
派
の
基
俊
自
身
ま
で
も
回
「
古

歌
に
非
ず
」
と
評
し
、
の
の
「
康
和
時
勢
粧
」
と
い
グ
評
語
を
用
い
た
判
詞
ま

で
現
出
す
る
。
こ
の
判
詞
の
申
に
は
す
で
に
歌
も
時
代
と
共
に
助
き
、
堀
河
歌
．

壇
の
新
し
い
動
向
も
確
立
し
て
い
た
状
況
下
に
基
俊
自
身
も
置
か
れ
て
い
た
こ
'

と
を
意
味
す
る
。
国
信
歌
合
に
参
加
し
た
歌
人
た
ち
も
歌
壇
の
新
し
い
空
気
は

体
で
う
け
と
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
伝
統
派
の
基
俊
に
し
て
も
同
じ
で
、
康

和
二
年
は
四
十
一
才
を
迎
え
て
い
る
し
、
歌
壇
に
頭
角
を
表
わ
そ
う
と
す
る
意

欲
に
燃
え
て
い
た
頃
で
あ
っ
た
。
革
新
派
の
俊
頼
の
歌
に
対
し
て
も
時
代
の
歌

と
し
て
保
守
派
の
基
俊
も
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

㈲
恋
し
さ
に
絶
え
ず
流
る
る
わ
が
袖
の
涙
を
人
の
心
と
も
が
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
遇
不
逢
恋
九
番
・
左
・
俊
頼
朝
臣
）

㈲
た
は
れ
に
し
妹
に
や
あ
ふ
ど
道
の
べ
に
と
ひ
し
ゆ
ふ
け
ぞ
人
だ
の
め
な
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
・
右
・
．
勝
・
基
俊
）

 
こ
の
歌
に
対
し
て
基
俊
は
「
左
の
歌
、
深
き
と
が
に
侍
ら
ね
ど
・
も
、
あ
ひ
て

あ
は
ず
と
い
ふ
心
や
、
す
く
な
く
侍
ら
ん
」
と
、
題
の
心
の
浅
い
こ
と
を
指
摘

し
た
。
俊
頼
は
こ
れ
に
対
し
て
「
あ
は
ぬ
先
に
、
忘
れ
ぬ
る
人
を
ば
、
い
ひ
た

，
ゆ
と
な
む
申
す
と
な
ら
ひ
て
侍
れ
ば
、
心
に
は
あ
や
ま
た
ぬ
や
う
に
な
ん
思
う

給
ふ
る
」
と
釈
明
し
、
「
右
歌
に
こ
そ
題
の
心
浮
か
れ
た
る
や
う
に
こ
そ
見
給
ふ

 
れ
」
と
逆
襲
し
た
。
こ
れ
は
二
人
の
題
意
論
に
つ
い
て
の
対
立
論
で
あ
っ
た
。

 
ま
た
つ
づ
い
て
「
妹
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
俊
頼
は
妻
と
の
み
限
定
せ
ず
、

 
一
般
の
女
性
を
さ
す
。
こ
れ
に
対
し
て
基
俊
は
妻
に
限
定
し
て
な
お
応
酬
は
続

 
き
、
勝
負
は
決
ま
ら
ず
に
最
後
の
判
は
国
信
に
ま
か
せ
ら
れ
、
国
信
は
、
俊
頼

 
の
歌
に
お
け
る
「
絶
え
ず
流
る
る
わ
が
袖
の
」
と
続
い
た
の
は
耳
ざ
わ
り
で
あ

 
り
、
基
俊
の
歌
は
「
歌
が
ら
」
が
少
し
勝
っ
て
い
る
理
由
で
勝
に
判
定
を
下
し

 
た
。
そ
れ
が
「
後
記
」
に
な
る
と
、
ま
た
が
ら
り
と
一
変
し
、
俊
頼
を
讃
え
る

 
評
語
に
展
開
す
る
。
・

 
 
 
ノ
 
メ
ル
 
 
α
は
な
は
ダ
 
テ
 
 
 
 
 
 
 
リ
ハ
 
ル
 
 
 
ニ
 
 
い
か
で
カ
 
ジ
ウ
セ
ン
 
ノ

 
 
「
所
レ
詠
 
意
趣
太
・
以
高
情
也
。
自
・
非
二
赤
人
一
、
 
争
同
二
 
其

 
 
 
ヲ
 
．
 
 
ノ
 
ノ
 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
 
 
 
ノ
 
 
ニ
 
 
 
セ
リ

 
 
躰
一
。
就
中
聖
歌
章
句
、
與
川
前
歌
群
羊
「
、
言
詞
己
重
畳
 
。
少
人

 
 
 
ド
モ
 
 
ル
ト
 
ノ
 
ニ
に
 
 
 
 
 
い
さ
ぎ
よ
し
ト
ー
引
 
 
 
ナ
ル
 
 
 
 
 
一
，
一
当
-
釧
ー
ー

 
 
錐
レ
拘
二
此
難
「
、
高
才
未
レ
 
屑
二
細
事
「
。
大
 
哉
「
歌
聖
空
足
二
欣

 
 
 
ニ
 
 
 
キ
 
 
フ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト

 
 
仰
一
。
可
レ
三
二
我
道
之
独
尊
「
也
。
」

 
と
追
記
し
て
い
る
。
 
こ
こ
で
基
俊
は
俊
頼
の
㈲
の
歌
に
つ
い
て
は
忠
塔
十
体

 
中
の
「
高
情
体
」
の
評
語
を
以
て
表
現
し
、
赤
人
に
比
し
て
歌
聖
と
ま
で
激
賞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
モ
 
 
 
ト
 
 
ハ
 
 
り

 
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
忠
學
の
説
明
に
よ
れ
ば
「
此
体
、
詞
錐
二
凡
流
「
義
入
二

 
 
 
一
一
 
 
 
，
 
 
 
ル
 
 
 
ト

幽
玄
一
、
諸
歌
之
為
二
上
科
一
也
（
後
略
）
」
と
あ
る
体
で
、
最
上
級
の
賞
讃
を
与

＼
え
た
こ
と
に
な
る
。
晩
年
に
お
け
る
基
俊
歌
論
に
は
幽
玄
が
尊
重
さ
れ
た
が
、

 
こ
こ
で
は
ま
だ
幽
玄
と
い
う
評
語
そ
の
も
の
は
表
面
に
は
む
ろ
ん
出
て
い
な

 
い
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
「
高
情
」
と
い
う
判
詞
を
使
用
し
た
こ
と
に
あ
り
、

基
俊
歌
論
の
出
発
点
が
す
で
に
こ
こ
に
胎
生
し
、
以
後
の
基
俊
の
伝
統
性
を
貫

く
ひ
と
つ
の
規
範
性
が
う
ち
出
さ
れ
た
こ
と
に
歌
論
と
し
て
の
意
味
が
認
め
ら

 
れ
る
。

 
ω
夜
と
と
も
に
玉
散
る
床
の
菅
瞥
見
せ
ぼ
や
人
に
夜
は
の
け
し
き
を

藤
原
基
俊
に
お
け
る
初
期
歌
論
の
特
質
 
一
宰
相
中
将
源
朝
臣
国
信
卿
家
禽
合
を
視
座
と
し
て
一
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，
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
夜
恋
十
四
番
目
左
・
勝
・
俊
頼
朝
臣
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
も
い
ら
で

㈲
浪
の
よ
る
岩
根
に
た
て
る
磯
馴
れ
松
ま
た
れ
て
の
み
ぞ
恋
ひ
あ
か
し
つ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
・
古
・
基
俊
）

 
 
（
注
・
㈲
新
千
載
集
入
選
の
基
俊
の
歌
四
句
は
 
「
ま
だ
ね
も
い
ら
で
」

 
 
と
な
っ
て
い
る
が
、
．
後
忙
「
ま
た
れ
て
の
み
ぞ
」
と
改
作
し
た
も
の
と
思

 
 
わ
れ
る
）
。

 
こ
の
門
番
に
お
い
て
ば
俊
頼
か
ら
は
「
ね
と
い
ふ
事
の
ふ
た
た
び
あ
り
」
と

い
う
文
字
病
の
事
と
、
磯
馴
松
の
根
強
い
も
の
を
は
か
な
い
恋
に
た
と
え
た
の

は
心
得
ぬ
と
い
う
着
想
の
事
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
。
「
ま
だ
ね
も
い
ら
で

は
、
い
か
で
か
そ
な
る
る
ま
で
も
侍
ら
ん
」
と
い
う
発
想
上
の
疑
問
も
提
出
さ

れ
た
つ
こ
れ
に
対
し
て
は
基
俊
も
「
こ
の
た
び
て
そ
、
い
か
な
る
事
に
か
、
さ

き
ざ
き
の
や
う
に
も
な
く
て
、
負
く
と
は
恨
め
り
」
と
結
着
し
た
。
文
字
病
の

点
か
ら
す
る
と
、
俊
頼
の
歌
に
実
は
「
夜
」
と
「
夜
半
」
と
二
つ
も
あ
る
。
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
基
俊
は
全
く
反
駁
せ
ず
に
あ
っ
さ
り
と
負
け
て
い
る
。
こ

れ
は
ど
の
よ
う
に
解
し
て
よ
い
か
。
文
字
病
と
い
う
形
式
的
な
こ
と
に
つ
い
て

は
こ
こ
で
は
触
れ
ず
、
専
ら
着
想
と
い
う
内
容
面
か
ら
の
み
評
し
た
。
い
わ
ゆ

る
文
芸
的
志
向
に
立
脚
し
て
の
評
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

㈲
君
恋
ふ
と
鳴
海
の
浦
の
浜
ひ
さ
ぎ
萎
れ
て
の
み
も
年
を
経
る
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
歴
年
恋
十
八
番
・
左
・
俊
頼
朝
臣
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
き
 
ふ
る
く
ひ

⑩
人
心
何
を
た
の
み
て
水
無
瀬
川
堰
の
古
杭
朽
ち
は
で
ぬ
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
（
同
・
右
・
勝
・
基
俊
）

 
紛
は
新
古
今
週
二
（
定
家
・
家
運
選
）
、
⑳
は
千
載
集
恋
五
に
そ
れ
ぞ
れ
採

用
さ
れ
て
い
る
。
㈲
に
対
し
て
の
基
俊
評
は
、
「
左
の
歌
に
、
『
浜
ひ
さ
ぎ
煽
る

る
』
と
詠
ま
れ
た
る
は
、
証
歌
や
侍
ら
ん
。
『
浪
萎
る
」
と
い
ふ
証
な
く
ば
、

す
こ
ぶ
る
荒
涼
な
り
。
蓮
の
泥
の
中
に
生
ふ
れ
ど
も
、
濁
り
に
し
ま
ぬ
事
も
あ

れ
ば
、
な
ほ
お
ぼ
っ
か
な
。
ま
た
、
古
き
歌
に
は
『
浜
ひ
さ
ぎ
』
と
詠
み
て

は
『
久
し
』
と
こ
そ
続
く
め
れ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
客
観
的
な
判
定
の
基
準
と

し
て
典
拠
を
古
歌
に
求
め
た
基
俊
の
態
度
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
俊
頼
は
、

こ
れ
に
対
し
て
「
沢
ひ
さ
ぎ
久
し
と
つ
づ
く
べ
し
と
侍
る
は
、
い
と
た
へ
が
た

し
。
さ
ら
ば
ひ
と
へ
の
ふ
る
歌
に
こ
そ
侍
ら
め
」
と
反
論
す
る
。
こ
こ
に
は
俊

頼
の
自
由
な
革
新
的
表
現
を
尊
重
す
る
態
度
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
基
俊
の

⑩
の
歌
に
対
す
る
双
方
の
評
に
も
言
え
る
。
 
論
評
は
、
「
堰
の
古
杭
」
に
つ

い
て
「
よ
・
ま
ぬ
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
い
と
優
に
も
聞
え
ぬ
こ
と
ば
に
こ
そ
侍
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
る
く
ひ

り
」
と
評
す
る
。
基
俊
は
こ
れ
を
受
け
て
「
大
堰
川
せ
き
の
古
代
'
年
ふ
と
も

わ
れ
忘
れ
む
と
思
ひ
け
む
や
は
」
 
（
古
今
六
帖
）
の
古
歌
の
例
証
を
挙
げ
て
こ

れ
は
「
ひ
が
事
に
や
」
と
詰
問
す
る
。
こ
れ
も
証
歌
を
基
準
と
す
る
客
観
の
判

定
で
あ
っ
た
。
結
局
は
衆
議
判
で
勝
負
決
定
の
人
も
な
か
っ
た
の
で
「
例
の
右

勝
た
せ
給
へ
」
と
い
ヶ
結
果
に
落
ち
つ
く
。
こ
の
判
定
は
俊
頼
と
思
わ
れ
る
。

歌
合
に
お
け
る
勝
負
に
執
拗
で
あ
っ
た
基
俊
に
対
し
て
俊
頼
は
、
自
説
は
強
力

に
押
し
出
し
は
す
る
が
噛
勝
負
判
定
そ
の
も
の
に
は
悟
淡
と
し
て
い
た
。
そ
れ

が
「
後
記
」
に
な
る
と
、
基
俊
は
次
の
如
く
言
う
。

 
 
 
ノ
 
 
 
 
の
 
 
セ
リ
 
ニ
 
 
 
 
 
 
 
ス
 
三
レ

「
此
歌
義
理
分
明
、
卓
二
牢
 
古
歌
一
。
制
作
之
美
、
挙
世
鼓
動
。
誠
是

 
カ
シ
 
 

ヲ
 
 
 
ゼ
シ
ム
ル
 
 
 
 
 
 
ル
コ
ト
 
 

ヲ
 
 
 
 
 
 
 

シ
 
ヘ
テ

動
二
神
明
一
、
感
 
 
 
者
也
。
抑
新
年
 
歌
体
一
毎
度
、
歌
骨
兄
二
敢
 
所
∬

 
ル
 
 
 
暫
蹴
ム
 
 
 
 
 
 
．
ヘ
リ
↑
-
、
一
l
-
一
 
 
ス
ル
ハ
 
 
 
ノ
 
'
 
 
い
か
で
カ
ラ
ン

採
。
濁
悲
。
各
々
相
闘
 
。
．
両
々
讐
害
・
井
蛙
浅
智
、
争
知
二
四

ガ
ウ
 
 
キ
 
ヲ
 
 
 
 
ノ
 
れ
い
 
 
ニ
 
ル
 
 
 
 
 
 
ヲ
 
 
ド
モ
 
フ
ト
 
 
 
 
 
ヲ

談
之
深
心
一
。
，
籠
鴉
鋤
彫
、
己
忘
二
大
鵬
之
垂
釣
一
。
錐
レ
思
二
遣
遙
之
義
【
、

 
タ
ル
 
 
ル
ル
ニ
 
 
 
 
 
 
 
ヲ

似
・
忘
二
 
相
惚
之
篇
一
箱
己
。
」

㈲
に
は
俊
頼
の
歌
を
古
歌
に
も
超
え
て
秀
れ
、
 
神
明
を
も
動
か
す
と
称
揚

（76）



！

し
、
㈲
に
は
基
俊
自
身
を
垣
根
の
小
さ
な
鶉
、
井
の
蛙
の
狭
い
も
の
に
允
と

え
、
聖
運
を
大
海
の
亀
、
「
蕪
子
」
遣
遊
篇
の
大
鵬
の
偉
大
さ
に
比
し
て
自
己

の
歌
才
を
卑
下
し
困
力
頼
を
批
判
し
た
非
礼
を
わ
び
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
基

俊
が
追
判
後
記
を
書
き
直
し
た
の
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
。
始
め
の
玉
詞
が

自
己
の
固
執
に
偏
し
す
ぎ
た
反
省
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
表
面
に
は
俊
頼

の
高
才
を
称
し
な
が
ら
、
そ
の
新
奇
さ
を
実
は
椰
鋭
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の

か
。
要
す
る
に
基
俊
は
追
記
に
よ
り
自
己
を
語
り
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

私
に
は
思
わ
れ
る
。
「
康
和
時
勢
粧
也
」
と
俊
頼
を
た
た
え
な
が
ら
、
そ
の

中
に
自
己
の
保
守
伝
統
を
も
押
し
出
す
構
え
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

 
 
ラ
 
 
キ
 
 
テ
 
 
 
 
ス

「
自
可
二
六
庶
幾
一
落
己
」
と
あ
る
の
は
康
和
の
新
風
が
自
己
の
中
に
も
あ
る

こ
と
へ
の
言
挙
げ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
伝
統
を
守
り
つ
つ
時
代
に
お
く
れ

ぬ
新
風
を
お
こ
す
念
願
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
論
理
の
矛
盾
が
当

日
の
喜
劇
と
追
判
後
記
の
間
に
は
た
し
か
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
言
わ

ね
ば
す
で
に
時
代
も
承
知
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
位
置
に
立
た
さ

れ
て
い
た
の
が
俊
頼
よ
り
も
む
し
ろ
基
俊
の
方
に
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。
こ
れ
ま
で
本
文
資
料
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
研
究
さ
れ
て
来
た
。
廿
巻

本
（
甲
本
）
は
本
文
の
み
で
関
白
忠
通
家
に
秘
蔵
さ
れ
た
ま
ま
し
ば
ら
く
流
布

せ
ず
、
基
俊
は
こ
れ
に
手
を
入
れ
、
．
「
隆
源
陳
状
」
を
加
え
、
自
ら
の
追
回
を

も
書
き
直
し
、
こ
こ
に
現
在
宮
府
庁
書
陵
部
桂
宮
本
（
乙
本
）
と
し
て
流
布
す

る
に
至
っ
た
。
甲
本
の
資
料
価
値
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
た
の
が
橋
本
不
美
男
氏

で
そ
の
業
績
は
大
き
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
ま
っ
て
本
歌
会
の
研
究
は
終
っ
た

の
で
は
な
い
。
そ
の
後
萩
谷
朴
氏
が
更
に
研
究
を
進
め
今
日
に
至
っ
た
。
橋
本

氏
が
乙
本
を
原
型
本
と
し
、
甲
本
は
そ
の
抄
出
本
で
あ
る
と
の
説
に
対
し
て
歌

合
記
録
生
成
の
過
程
事
情
か
ら
乙
津
の
綜
合
本
と
し
て
の
性
格
を
検
討
し
た
。

 
こ
れ
は
正
し
い
歌
合
史
の
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
歌
合
に
お
け
る
衆

'
議
判
の
主
動
的
位
置
に
あ
．
つ
た
の
は
こ
れ
ま
で
俊
頼
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き

 
た
が
、
追
判
後
記
を
書
い
た
基
俊
で
は
な
か
っ
た
か
。
一
ケ
月
後
に
総
合
的
に

 
ま
と
め
得
た
と
い
う
こ
と
は
そ
こ
に
反
省
と
か
椰
楡
と
か
い
ず
れ
に
あ
っ
た
と

 
し
て
も
判
者
と
し
て
の
重
要
な
位
置
が
基
俊
に
あ
っ
た
が
た
め
と
思
わ
れ
る
。

 
こ
れ
ま
で
の
本
歌
合
の
研
究
に
必
ず
引
用
さ
れ
る
十
劇
画
第
｝
の
「
源
中
納
言

 
国
信
卿
家
の
歌
合
を
俊
頼
の
判
じ
た
る
を
ば
、
若
狭
阿
閣
梨
隆
源
、
左
衛
門
佐
魑

 
基
俊
な
ど
、
 
お
の
お
の
お
こ
づ
き
、
 
や
う
や
う
事
ど
も
書
付
け
た
り
け
る
に

 
や
」
に
つ
い
て
は
俊
頼
を
主
判
者
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
こ
れ
が
現
在
ま
で
．
長

 
く
継
承
さ
れ
て
き
た
が
、
 
こ
れ
も
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
「
隆
源
の
陳

 
状
の
相
手
は
俊
頼
で
は
な
く
基
俊
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
隆
源
と
同

 
じ
左
方
の
俊
頼
に
対
し
て
た
と
い
衆
議
判
で
あ
っ
た
と
し
て
も
陳
状
す
る
こ
と

 
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
萩
谷
朴
氏
が
く
わ

 
し
く
「
平
安
朝
歌
合
大
成
・
五
」
．
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
同
意
を
表
し
た

 
い
。

結
 
 
」
語

 
基
俊
の
始
め
て
列
し
た
歌
合
に
俊
頼
と
結
番
さ
れ
た
こ
と
は
当
代
の
代
表
と

し
て
当
然
で
あ
っ
た
し
、
衆
議
判
と
は
い
え
保
守
、
革
新
の
対
決
の
場
が
す
で

に
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
。
長
い
間
俊
頼
研
究
に
か
か
わ
っ
て
き
た
が
、
最
近
は

基
俊
の
方
に
関
心
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
本
歌
合
を
も
う

一
度
考
え
る
…
機
を
得
て
基
俊
の
位
置
を
確
め
よ
う
と
し
た
σ
し
か
し
、
こ
こ
に

は
基
俊
の
判
と
し
て
は
「
い
と
を
か
し
う
よ
ま
れ
た
り
」
と
か
、
「
め
づ
ら
し

か
ら
ね
ど
も
、
文
字
つ
づ
き
な
ど
い
ひ
な
れ
て
き
よ
げ
に
慰
め
り
」
と
言
っ
た

藤
原
基
俊
に
お
け
る
初
期
歌
論
の
特
質
 
一
宰
相
中
将
源
朝
臣
国
信
主
家
歌
合
を
視
座
と
し
て
一
'
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料
詞
の
類
が
見
受
け
ら
れ
る
。
俊
頼
評
に
な
る
と
証
歌
と
か
文
字
病
な
ど
も
配

慮
が
あ
り
、
か
な
り
相
手
を
意
識
し
て
取
ザ
組
ん
で
い
る
態
度
が
め
だ
つ
。
そ
、

れ
に
し
て
も
彼
の
初
期
の
判
詞
で
あ
る
し
、
彼
自
身
の
美
的
理
念
は
ま
だ
表
面

に
は
出
て
い
な
い
。
．
こ
れ
か
ら
基
俊
の
歌
、
歌
論
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の

が
現
在
の
私
の
課
題
で
あ
り
、
こ
の
た
び
は
そ
の
手
始
め
に
本
歌
会
を
対
象
に

と
り
あ
げ
た
。
こ
の
歌
合
の
問
い
か
け
か
ら
入
ら
ね
ば
以
後
の
基
俊
研
究
に
進
・

ま
れ
な
い
。
以
後
彼
の
判
者
と
な
っ
た
歌
合
に
は
独
判
も
あ
り
、
ま
た
「
奈
良

花
林
院
歌
合
」
の
よ
う
に
基
俊
独
判
の
あ
と
、
俊
頼
の
改
判
が
行
な
わ
れ
た
場

合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判
詞
を
追
い
な
が
ら
中
世
歌
論
の
基
点
と
な
っ
た
基
俊

歌
論
の
形
成
の
軌
跡
を
さ
ぐ
っ
て
ゆ
き
た
い
。
そ
れ
が
私
の
今
後
の
研
究
の
課

題
で
あ
る
。
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