
『
続
詞
花

和
歌
集
』
の
一
考
察

一
赤
染
衛
門
と
和
泉
式
部
の
入
集
歌
を
め
ぐ
っ
て
1

ト
の
葺
畠
o
h
．
6
ぎ
ぎ
的
ミ
書
＄
募
霧
ミ
、
、

1
』
尋
貸
ミ
ミ
ミ
§
§
、
句
≦
鋤
尻
9
9
転
住
澄
袋
ミ
蹄
ミ
ミ
ミ
、
偽
≦
9
屏
ゆ
一

鈴

木

徳

男

は
　
じ
　
あ
　
に

　
藤
原
清
輔
の
和
歌
観
を
知
る
て
が
か
り
と
し
て
、
　
『
続
詞
花
和
歌
集
』
（
以
下

『
続
詞
花
集
』
と
略
称
す
る
。
他
に
勅
撰
集
も
同
様
）
、
『
袋
草
紙
』
雑
談
を
め
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1

り
、
そ
の
能
勢
観
は
す
で
に
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
赤
染
衛
門
と

和
泉
式
部
を
匙
り
あ
げ
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。
和
泉
式
部
と
赤
染
衛
門
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2

い
て
、
周
知
の
よ
う
に
『
紫
式
部
日
記
』
中
に
対
照
的
な
人
物
評
が
み
え
る
が
、

　
　
注
3

『
袋
草
紙
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
和
歌
者
人
ノ
心
々
也
。
定
頼
卿
問
二
四
条
大
納
言
”
云
、
式
部
・
赤
染
尊
勝
歌

　
　
読
候
哉
。
答
云
、
非
一
一
一
口
之
合
一
。
式
部
ハ
コ
ヤ
ト
モ
人
ノ
イ
フ
ベ
キ
ニ
ト

　
　
イ
フ
歌
ヨ
ム
者
也
云
々
。
定
頼
云
、
式
部
歌
ニ
ハ
、
ハ
ル
芝
切
テ
ラ
セ
山
ノ

　
　
ハ
ノ
月
ヲ
コ
ソ
世
以
還
二
秀
歌
一
云
々
。
如
何
。
答
、
不
レ
知
二
案
内
一
也
。
ク

　
　
ラ
キ
ヨ
リ
ク
ラ
キ
ミ
チ
写
経
文
也
。
イ
カ
デ
オ
モ
ヒ
ヨ
リ
ケ
ム
ト
モ
不
レ
可
レ

　
　
思
。
末
ノ
ハ
ル
カ
ニ
テ
ラ
セ
ハ
、
彼
二
被
レ
引
て
出
来
レ
ル
詞
也
。
　
コ
ヤ
ト

　
　
　
　
　
　
『
続
詞
花
和
歌
集
』
の
一
考
察

　
　
モ
人
ヲ
ト
イ
ヒ
ヲ
キ
テ
、
末
ニ
ヒ
マ
コ
ソ
ナ
ケ
レ
ト
ヨ
ム
ハ
、
凡
夫
ノ
可
二

　
　
思
寄
一
事
二
非
ズ
ト
云
々
。
而
江
記
云
、
良
遅
云
、
式
部
・
赤
染
共
以
歌
仙

　
　
也
。
但
、
赤
染
、
鷹
司
殿
御
屏
風
歌
十
二
首
中
十
首
ハ
秀
歌
。
又
、
賀
陽
院

　
　
歌
合
時
、
多
二
秀
歌
一
。
如
二
屏
風
一
ハ
式
部
不
レ
可
レ
及
二
彼
人
一
云
々
。

　
　
予
案
レ
之
、
仰
テ
可
レ
信
二
大
納
言
之
説
一
。
何
付
二
良
遅
威
儀
冒
哉
。
但
、
誠
ニ

　
　
モ
如
二
寄
合
一
望
赤
染
槌
歌
読
也
。
又
、
式
部
歌
聖
レ
入
二
度
々
歌
合
顧
。
所
レ
謂

　
　
花
山
院
井
長
元
霊
鳥
。

　
「
和
歌
者
人
ノ
心
々
也
」
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
公
任
の
和
泉
式
部
、
分
営

衛
門
の
優
劣
論
は
『
俊
頼
髄
脳
』
か
ら
の
書
承
で
あ
り
、
清
輔
は
『
江
記
』
か

ら
良
遅
法
師
の
評
を
載
せ
、
、
公
任
説
を
承
認
す
る
私
見
を
述
べ
て
い
る
。
『
袋
草

紙
』
は
『
続
詞
花
集
』
の
編
纂
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
二
条
天
皇
に
奉
っ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
以
上
の
記
事
は
和
泉
式
部
、
赤
染
衛
門
の
詠
歌
を
選
択
批
評
す
る
過

程
で
抱
い
た
清
輔
の
見
解
と
考
え
て
支
障
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
清

輔
の
両
人
に
対
す
る
実
作
の
評
価
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
公
任
の
優
劣
論
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
『
続
詞
花
集
』
入
集
歌
に
お
い
て
検
討
す
る
。
清
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『
続
詞
花
和
歌
集
」
の
一
考
察

輔
は
『
続
詞
花
集
』
に
和
泉
式
部
十
三
首
、
異
染
衛
門
十
三
首
の
同
数
を
採
用
し

て
い
る
（
崇
徳
院
十
八
首
、
覚
性
十
六
首
に
続
く
上
位
入
集
で
あ
る
）
。
『
詞
花

集
』
の
場
合
、
和
泉
式
部
十
六
首
、
赤
染
衛
門
八
首
、
ま
た
『
千
載
集
』
の
場

合
、
和
泉
式
部
二
十
】
首
、
赤
児
衛
門
六
首
で
あ
り
、
『
続
詞
花
集
』
前
後
の
勅

撰
集
で
の
両
人
の
あ
つ
か
い
を
み
る
と
、
歌
数
に
お
い
て
和
泉
式
部
が
か
な
り
優

勢
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
人
の
作
を
同
数
入
集
さ
せ
て
い
る
清
輔
は
赤
染
衛
門

に
他
に
な
い
価
値
を
見
出
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4

　
感
染
衛
門
の
『
続
詞
花
集
』
入
集
歌
十
三
首
を
次
に
掲
載
す
る
。
な
お
、
頭
に

便
宜
的
な
通
し
番
号
を
付
し
（
）
内
に
集
中
の
歌
番
号
と
部
立
を
挙
げ
る
。

　
　
　
竹
の
葉
に
を
け
る
霜
の
と
け
て
露
の
や
う
に
て
お
つ
る
を
み
て

1
竹
の
葉
に
む
す
へ
る
霜
の
と
け
ぬ
れ
は
も
と
の
露
と
も
な
り
に
け
る
哉
（
三
〇

　
二
、
冬
）

　
　
　
此
身
毒
芹

2
ゆ
め
や
夢
う
つ
、
や
ゆ
あ
と
わ
か
ぬ
か
な
い
つ
れ
の
よ
に
か
さ
め
む
と
す
ら
ん

　
（
四
六
〇
、
釈
教
）

　
　
　
人
の
む
す
め
の
お
さ
な
き
を
か
た
ら
ふ
に
ま
た
て
も
か
、
す
と
て
か
へ
り

　
　
　
こ
と
も
せ
さ
り
け
れ
は
挙
周
朝
臣
に
か
は
り
て

3
わ
か
の
浦
の
し
ほ
ま
に
あ
そ
ふ
濱
千
鳥
ふ
み
す
さ
ふ
ら
ん
あ
と
な
お
し
み
そ

　
（
四
九
八
、
恋
上
）

　
　
　
十
月
今
人
に
か
は
り
て
女
の
も
と
へ
遣
し
け
る

4
霜
か
れ
の
野
へ
に
朝
吹
風
の
音
の
身
に
し
む
は
か
り
物
を
こ
そ
思
へ
　
（
五
三

　
八
、
恋
上
）

　
　
　
泉
式
部
道
貞
に
わ
す
ら
れ
て
程
な
く
帥
宮
へ
ま
い
る
と
き
、
て

5
う
つ
ろ
は
て
し
は
し
信
田
の
杜
を
見
よ
か
へ
り
も
そ
す
る
葛
の
う
ら
風
（
六
三

　
〇
、
鴻
巣
）

　
　
　
む
す
め
の
許
に
か
よ
ふ
お
と
こ
の
か
り
に
ま
か
る
に
な
む
と
て
た
ち
を
こ

　
　
　
ひ
に
を
こ
せ
た
り
け
れ
は
っ
か
は
す
と
て
む
す
ひ
づ
け
＼
る

6
か
り
に
そ
と
い
は
ぬ
さ
き
ょ
り
た
の
ま
れ
す
た
ち
と
ま
る
へ
き
心
な
ら
ね
は

　
（
六
五
五
、
恋
下
）

　
　
　
た
こ
に
て
よ
み
侍
け
る

7
お
も
ふ
こ
と
な
く
て
そ
み
ま
し
よ
さ
の
海
の
あ
ま
の
は
し
立
宮
古
成
せ
は
（
七

　
二
九
、
旅
）

　
　
　
野
ち
か
き
と
こ
ろ
に
よ
る
と
ま
り
て
む
し
の
い
た
く
鳴
け
れ
ば

8
一
夜
た
に
あ
か
し
か
ね
ぬ
る
秋
の
野
に
な
く
く
す
く
る
虫
そ
悲
し
き
（
七
三

　
三
、
旅
）

　
　
　
匡
衡
朝
臣
う
せ
て
後
石
山
へ
ま
う
て
け
る
道
に
山
か
け
な
る
草
の
露
に
あ

　
　
　
さ
ひ
の
さ
し
た
る
を
見
て

9
朝
日
さ
す
山
下
露
の
き
ゆ
る
ま
も
み
し
ほ
と
よ
り
は
ひ
さ
し
か
り
け
り
（
八
三

　
一
、
含
蓄
）

　
　
　
上
東
門
院
に
ま
い
り
て
一
条
院
に
匡
衡
か
御
書
を
し
へ
た
て
ま
つ
り
し
ほ

　
　
　
と
の
こ
と
な
と
昔
物
語
啓
し
て
ま
か
り
い
て
に
け
る
あ
し
た
に
た
て
ま
つ

　
　
　
り
け
る

10

｢
と
㌧
し
く
又
ぬ
れ
そ
ひ
し
挟
か
な
む
か
し
を
か
け
て
お
ち
し
涙
に
（
八
三
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三
、
雑
中
）

　
　
　
お
も
ふ
事
あ
り
け
る
こ
ろ
よ
ふ
く
る
ま
て
月
を
み
て

11

ｨ
お
も
は
ぬ
人
も
や
今
宵
な
か
む
ら
ん
ね
ら
れ
ぬ
ま
～
に
月
を
み
る
か
な
（
八

　
四
一
、
雑
中
）

　
　
　
お
と
こ
の
よ
を
む
な
し
と
し
り
な
か
ら
き
み
に
さ
は
り
て
そ
む
か
ぬ
こ
と

　
　
　
、
い
ひ
た
り
け
る
返
事
に

12

墲
黷
烽
ﾈ
し
人
も
む
な
し
と
思
な
は
何
か
此
世
の
さ
は
り
な
る
へ
き
（
九
〇

　
三
、
雑
下
）

　
　
　
鯛
と
い
ふ
い
ほ
に
梅
の
花
を
か
さ
し
て
人
の
を
こ
せ
た
り
け
る
か
か
の
つ

　
　
　
き
た
り
け
れ
は

13

t
こ
と
に
さ
く
ら
鯛
と
そ
き
、
し
か
と
梅
を
か
さ
せ
る
か
そ
つ
き
に
け
る
（
九

　
八
四
、
戯
咲
）

　
以
上
の
赤
墨
衛
門
詠
は
、
7
を
除
い
て
流
布
本
系
の
家
集
『
赤
染
衛
門
集
』
を

撰
集
資
料
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
7
は
『
玄
々
集
』
か
ら
の
採
用
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
注
5

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
十
三
首
の
う
ち
、
3
、
8
、
1
3
を
除
く
十
首
が
後
の
勅
撰

　
　
　
　
　
　
注
6

集
に
入
集
し
て
い
る
。

　
部
立
を
み
る
と
、
冬
一
首
、
釈
教
一
首
、
恋
四
首
、
旅
二
首
、
‘
雑
四
首
、
戯
咲

一
首
と
な
る
。
冬
に
部
類
さ
れ
る
一
は
竹
の
葉
と
露
の
伝
統
的
な
趣
向
を
と
ら
え

て
霜
が
と
け
て
露
に
な
っ
た
と
い
う
観
察
を
ふ
ま
え
た
繊
細
な
風
情
を
詠
ん
だ
作

で
あ
る
。
た
だ
し
、
　
『
続
古
今
集
』
で
は
匡
衡
の
作
（
五
九
五
、
冬
）
と
な
っ
て

い
る
。
2
は
『
新
古
今
集
』
入
集
歌
（
一
九
七
三
、
釈
教
）
で
、
そ
の
詞
書
に

「
維
摩
経
十
喩
中
に
此
身
悪
夢
と
い
へ
る
こ
、
ろ
を
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
維
摩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7

経
』
の
趣
旨
を
直
叙
し
た
作
で
あ
る
。
3
か
ら
6
ま
で
は
恋
を
主
題
と
す
る
作
で

　
　
　
　
　
　
　
「
続
詞
花
和
歌
集
」
の
一
考
察

あ
る
が
、
3
は
幼
い
子
息
挙
周
の
た
め
に
代
作
し
た
も
の
で
あ
り
、
4
も
代
作
。

5
は
後
述
す
る
よ
う
に
和
泉
式
部
と
の
贈
答
歌
で
あ
り
、
恋
愛
の
主
体
と
な
る
の

は
和
泉
式
部
の
方
で
あ
る
。
6
は
娘
の
代
り
に
娘
の
恋
人
に
あ
て
て
詠
ん
だ
も

の
。
こ
の
よ
う
に
恋
部
に
部
類
（
配
列
上
、
様
々
な
恋
の
段
階
一
に
位
置
し
て
い

る
）
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
赤
染
衛
門
自
身
の
真
情
を
詠
嘆
し
た
作
は
み
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
詞
書
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
代
作
と
い
う
詠
歌
事
情

に
よ
っ
て
赤
魚
術
門
と
い
う
歌
人
の
創
作
姿
勢
が
示
唆
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
、
7
、
8
の
旅
の
部
立
中
の
作
を
み
る
と
、
体
験
に
基
づ
く
と
思

わ
れ
る
実
情
の
横
溢
す
る
詠
歌
で
あ
っ
て
、
ま
た
雑
に
入
催
す
る
、
石
山
寺
に
参

詣
し
て
亡
夫
匡
衡
を
回
顧
す
る
9
、
匡
衡
の
記
憶
．
を
め
ぐ
る
心
情
を
吐
露
し
た

1
1
、
薄
染
衛
門
の
人
物
を
彷
彿
と
さ
せ
る
1
2
な
ど
も
同
様
に
実
感
の
詠
歌
で
あ

る
。
恋
の
代
作
歌
や
身
近
な
体
験
を
通
じ
て
の
率
直
な
感
情
の
表
現
な
ど
は
、
家

　
　
　
　
　
　
注
8

集
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
も
あ
り
、
家
集
を
熟
読
し
撰
集
資
料
と
し
て
用
い
た
清
輔

の
着
実
な
鑑
賞
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
注
9

　
『
詞
花
集
』
に
は
赤
染
衛
門
詠
は
八
首
入
集
し
て
い
る
。
子
日
を
題
材
と
す
る

慶
賀
の
屏
風
歌
（
七
、
春
）
、
法
輪
寺
参
詣
の
時
嵯
峨
野
の
秋
の
花
を
詠
ん
だ
歌

（
＝
一
、
秋
）
、
さ
か
き
ば
を
素
材
と
し
た
賀
の
歌
（
一
六
四
、
賀
）
。
屏
風
歌

や
賀
の
歌
は
『
続
詞
花
集
』
が
閑
却
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
「
を
と
こ
に

わ
す
ら
れ
て
な
け
き
け
る
こ
ろ
、
八
月
許
に
ま
ゑ
な
る
前
栽
の
露
を
よ
も
す
が
ら

な
か
め
て
よ
め
る
」
と
詞
書
の
あ
る
歌
（
二
四
五
、
卑
下
）
、
「
い
た
く
し
の
ひ
け

る
を
と
こ
の
ひ
さ
し
く
お
と
せ
さ
り
け
れ
は
い
ひ
っ
か
は
し
け
る
」
と
詞
書
に
あ

る
歌
（
一
一
＝
八
、
雑
上
）
、
「
お
も
ふ
こ
と
は
へ
り
け
る
こ
ろ
い
の
ね
ら
れ
す
細
け

れ
は
、
夜
も
す
が
ら
な
か
め
あ
か
し
て
あ
り
あ
け
の
月
の
く
ま
な
く
侍
け
る
か
、
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『
続
詞
花
和
歌
集
」
の
一
考
察

か
き
く
ら
し
＼
く
れ
け
る
を
見
て
よ
め
る
」
と
詞
書
に
あ
る
歌
（
三
二
三
、
聖

上
）
、
以
上
の
三
首
は
う
ち
二
首
が
雑
に
部
類
さ
れ
て
い
る
が
、
恋
の
趣
向
の
み

え
る
作
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
四
五
お
よ
び
三
二
三
の
作
は
例
え
ば
流
布
本
系
家

注
1
0

集
で
の
詞
書
は
「
秋
の
夜
、
ひ
と
り
な
き
あ
か
し
て
」
、
「
十
月
に
あ
り
あ
け
の
日

の
い
み
し
く
あ
か
き
に
、
に
は
か
に
か
き
し
く
れ
、
ま
た
う
ち
あ
か
り
つ
、
あ
は

れ
な
る
を
、
ひ
と
り
な
か
め
て
」
と
あ
っ
て
（
ゴ
＝
八
は
家
集
に
み
え
な
い
、
あ

る
い
は
代
作
か
と
憶
測
す
る
）
、
現
存
家
集
で
み
る
限
り
必
ず
し
も
『
詞
花
集
』

の
詞
書
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
恋
の
状
況
を
墨
堤
と
し
た
作
と
は
言

え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
挙
周
が
病
気
の
折
の
母
親
と
し
て
の
悲
痛
な
詠
嘆

（
三
六
一
、
雑
下
）
、
匡
衡
を
し
の
ぶ
歌
（
三
九
九
、
雑
下
）
な
ど
は
『
続
詞
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1

集
』
中
の
歌
に
共
通
し
た
傾
向
の
作
で
あ
る
。
『
千
載
集
』
に
は
写
染
衛
門
詠
は

六
首
入
集
し
て
い
る
。
「
落
花
満
山
路
と
い
へ
る
心
を
詠
め
る
」
と
い
う
詞
書
の

あ
る
「
踏
め
ば
惜
し
踏
ま
で
は
行
か
む
方
も
な
し
心
尽
し
の
山
桜
か
な
」
（
八

三
、
春
歌
下
）
は
、
流
布
本
家
集
で
「
ま
た
い
み
し
く
み
る
と
こ
ろ
に
、
庭
の
ま

も
な
く
お
か
し
く
見
え
し
に
」
の
詞
書
で
「
ふ
め
は
お
し
ふ
ま
す
は
ゆ
か
ん
方
も

な
し
ち
り
つ
む
に
は
の
花
桜
哉
」
、
桂
宮
本
で
　
「
花
見
に
あ
り
き
し
に
、
ち
り
つ

も
り
て
、
い
と
見
と
こ
ろ
あ
る
ほ
と
な
り
し
に
」
の
詞
書
で
「
ふ
め
は
お
し
ふ
ま

ね
は
ゆ
か
む
か
た
も
な
し
ち
り
つ
む
庭
の
花
桜
哉
」
と
あ
る
詠
歌
と
関
連
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、
詞
書
や
詞
句
に
異
同
が
あ
り
、
庭
に
咲
く
桜
と
山
桜
と
い
う

素
材
も
相
違
し
て
い
て
、
直
接
の
繋
が
り
を
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
現

存
家
集
以
外
を
資
料
と
し
た
可
能
性
が
高
い
（
詞
書
か
ら
推
定
す
る
に
、
お
そ
ら

く
家
集
以
外
の
資
料
、
例
え
ば
歌
合
な
ど
か
ら
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
）
。

「
山
寺
に
詣
で
た
り
け
る
時
、
貝
吹
き
け
る
を
聞
き
て
詠
あ
る
」
と
い
う
詞
書
の

あ
る
「
今
日
も
ま
た
午
の
貝
こ
そ
吹
き
つ
な
れ
羊
の
歩
み
近
付
き
ぬ
ら
ん
」
（
一

一
九
六
、
雑
体
）
は
釈
教
的
な
内
容
を
も
つ
誹
譜
歌
で
あ
る
が
出
典
は
不
明
で
あ

る
。
以
上
の
二
首
を
除
く
四
首
は
す
べ
て
『
続
詞
花
集
』
入
集
歌
と
の
共
通
歌
で

あ
る
。
五
〇
三
（
罫
旅
歌
）
は
7
、
五
六
五
（
哀
傷
歌
）
は
1
0
（
上
東
門
院
の
返

歌
と
も
ど
も
入
選
）
、
九
一
二
（
恋
歌
）
は
6
、
九
八
一
（
雑
歌
上
）
は
1
1
で
あ

り
、
詞
書
、
詞
句
を
家
集
な
ど
と
比
較
検
討
す
る
と
『
続
詞
花
集
』
に
依
拠
し
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2

考
に
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
俊
成
は
旧
染
衛
門
を
『
千
載
集
』
に
お
い

て
高
く
評
価
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
結
果
的
に
清
輔
の
評
価
を
ほ
と
ん
ど
そ

の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二

　
清
輔
が
赤
染
衛
門
に
関
心
を
も
ち
家
集
を
熟
読
し
て
い
た
証
は
「
袋
草
紙
』
に

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
袋
草
紙
』
（
上
巻
）
に
は
、
前
述
の
公
任
に
よ
る
優
劣
論

を
引
用
す
る
部
分
の
他
に
、
雑
談
と
希
代
歌
の
項
に
三
箇
所
、
赤
染
衛
門
の
名
が

見
出
せ
る
。
ひ
と
つ
は
、
公
任
が
一
条
院
に
提
出
す
る
上
表
文
を
管
足
に
依
頼
し

た
と
こ
ろ
、
妻
の
赤
染
衛
門
の
助
言
に
よ
っ
て
、
三
業
は
み
ご
と
に
公
任
を
感
歎

さ
せ
る
趣
旨
の
上
表
文
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
説
話
で
、
清
輔
は
話
末
に

「
是
以
和
歌
之
思
高
巧
匠
事
者
、
有
レ
興
云
々
」
と
記
し
て
赤
染
衛
門
を
称
揚
し

て
い
る
。
ま
た
、
雑
談
に
次
の
よ
う
な
説
話
が
み
え
る
。

　
　
中
関
白
為
二
少
将
一
之
時
、
語
二
赤
染
飯
兄
弟
面
一
、
而
忘
給
之
後
、
彼
女
奉
レ

　
　
恋
二
関
白
一
、
日
暮
巻
二
上
南
面
簾
一
テ
、
ナ
ガ
メ
居
。
詫
間
直
衣
人
寄
、
香
甚

　
　
入
来
。
酒
殿
也
。
女
有
二
悦
心
一
会
合
。
其
後
夜
々
来
。
但
暁
タ
無
二
車
馬
音
一
。
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以
二
長
緒
一
著
レ
針
、
著
二
直
衣
袖
一
。
朝
、
此
緒
留
二
南
庭
樹
上
一
。
其
後
無
レ

　
　
来
。
是
魅
之
所
為
歎
。
又
、
件
女
懐
任
、
臨
レ
期
産
二
一
胞
衣
一
。
開
レ
之
見
レ

　
　
之
、
多
有
レ
血
無
二
他
物
一
云
々
。
見
二
半
記
噌
。
赤
染
歌
、

　
　
　
　
ヤ
ス
ラ
ハ
デ
ネ
ナ
マ
シ
モ
ノ
ヲ
サ
ヨ
フ
ケ
テ
カ
タ
ブ
ク
マ
デ
ノ
月
ヲ
ミ

　
　
　
　
シ
カ
ナ

　
中
関
白
道
隆
が
赤
染
衛
門
の
姉
（
あ
る
い
は
妹
）
と
親
し
く
な
っ
た
こ
と
に
発

端
す
る
以
上
の
よ
う
な
『
江
記
』
に
基
づ
く
怪
事
件
を
記
し
て
の
ち
、
『
江
記
』

を
再
び
引
用
し
、
赤
染
衛
門
は
赤
染
時
用
の
娘
で
あ
る
が
、
実
は
兼
盛
の
子
で
あ

る
と
い
う
異
常
な
出
生
の
て
ん
ま
つ
を
書
い
て
い
る
。
さ
て
、
赤
出
歌
と
し
て
清

輔
が
ひ
い
た
「
や
す
ら
は
で
…
…
」
の
有
名
な
作
は
『
後
拾
遺
集
』
に
「
中
関
白

少
将
に
は
べ
り
け
る
時
、
は
ら
か
ら
な
る
入
に
、
も
の
い
ひ
わ
た
り
侍
け
り
。
た

の
め
て
ま
う
で
ご
ざ
り
け
る
つ
と
め
て
、
女
に
か
は
り
て
よ
め
る
」
の
詞
書
で
入

集
し
て
お
り
、
流
布
本
家
集
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
　
　
中
関
白
殿
の
、
蔵
人
の
少
将
と
聞
し
こ
ろ
、
は
ら
か
ら
の
も
と
に
お
は
し

　
　
　
て
、
内
の
御
物
忌
に
こ
も
る
な
り
、
月
の
い
ら
ぬ
さ
き
に
と
て
職
給
に
し

　
　
　
の
ち
も
、
月
の
の
と
か
に
あ
り
し
か
は
、
つ
と
め
て
た
て
ま
つ
れ
り
し
に

　
　
　
か
は
り
て

　
入
ぬ
と
て
人
の
い
そ
き
し
月
影
は
出
て
の
＼
ち
も
久
し
く
そ
与
し

　
　
．
お
な
し
人
、
た
の
め
て
お
わ
せ
す
な
り
に
し
っ
と
あ
て
奉
れ
る

　
や
す
ら
は
て
ね
な
ま
し
物
を
小
夜
更
て
か
た
ふ
く
迄
の
月
を
み
し
哉

　
清
輔
は
『
江
記
』
に
あ
る
不
思
議
な
説
話
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
家
集
な
ど
か

ら
う
か
が
わ
れ
る
事
情
を
ふ
ま
え
て
、
代
作
歌
一
首
を
書
き
と
め
た
と
思
わ
れ

る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
希
代
歌
の
項
目
に
「
仏
神
感
応
歌
」
と
し
て
次
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
「
続
詞
花
和
歌
集
』
の
一
考
察

あ
る
。

　
写
染
衛
門

　
　
　
カ
ハ
ラ
ム
ト
オ
モ
ブ
イ
ノ
チ
ハ
ヲ
シ
カ
ラ
デ
サ
テ
モ
ワ
カ
レ
ム
事
ゾ
カ
ナ

　
　
　
シ
キ

　
　
　
タ
ノ
ミ
テ
ハ
ピ
サ
シ
ク
ナ
リ
ヌ
ス
ミ
ヨ
シ
ノ
マ
ツ
コ
ノ
タ
ビ
ノ
シ
ル
シ
ミ

　
　
　
セ
ナ
ム

　
　
　
チ
ヨ
セ
ヨ
ト
マ
ダ
ミ
ド
リ
コ
ニ
ア
リ
シ
ヨ
リ
ロ
ハ
ス
ミ
ヨ
シ
ノ
マ
ツ
ヲ
イ
ノ

　
　
　
リ
キ

　
是
ハ
江
叢
説
、
和
泉
去
レ
任
之
後
、
重
病
悩
而
有
二
住
吉
之
御
崇
一
之
由
、
傍
奉
二

　
幣
当
社
一
之
時
、
三
本
幣
二
各
所
レ
置
歌
也
。
其
時
人
夢
二
白
髪
老
翁
社
中
ヨ
リ

　
出
来
テ
、
取
二
此
身
一
テ
入
、
其
後
病
平
癒
云
々
。

　
以
上
の
、
住
吉
の
神
の
た
た
り
で
子
の
挙
周
が
重
病
に
か
か
っ
た
と
い
う
の
で

住
吉
社
へ
み
て
ぐ
ら
に
歌
を
書
い
て
奉
納
し
た
と
こ
ろ
効
験
あ
っ
て
挙
周
の
病
気

が
平
癒
し
た
と
い
う
説
話
は
『
今
昔
物
語
』
馬
面
二
十
四
、
『
古
本
説
話
集
』
巻

上
「
赤
染
衛
門
が
事
」
、
『
宝
物
集
』
（
一
巻
本
）
、
『
十
訓
導
』
第
十
「
可
レ
庶
’

不
才
能
芸
業
一
事
」
、
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
和
歌
お
よ
び
巻
第
八
孝
行
恩
愛
、

『
沙
石
集
』
第
五
末
「
神
明
ノ
歌
ヲ
感
ジ
テ
人
ヲ
助
給
ヘ
ル
事
」
な
ど
の
説
話
集

に
も
み
ら
れ
る
が
、
説
話
集
に
お
い
て
は
和
歌
は
「
か
は
ら
む
と
…
…
…
」
の
一

首
の
み
（
『
古
本
説
話
集
』
は
二
首
で
　
「
た
の
み
て
は
…
…
…
」
も
載
せ
て
い

る
）
で
あ
り
、
ま
た
『
今
昔
物
語
』
『
古
本
説
話
集
』
『
宝
物
集
』
に
は
「
其
時
入

夢
二
白
髪
老
翁
社
中
ヨ
リ
出
来
テ
、
取
引
此
幣
一
テ
入
」
に
あ
た
る
部
分
が
な
く
、

『
古
本
説
話
集
』
と
『
宝
物
集
』
は
挙
周
が
和
泉
へ
赴
任
す
る
途
中
で
病
気
に
な

っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
か
は
ら
む
と
…
…
」
は
『
詞
花
集
』
入
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「
続
詞
花
和
歌
集
』
の
一
考
察

集
検
（
三
六
｝
、
詞
書
は
「
大
江
挙
周
朝
臣
お
も
く
わ
っ
ら
ひ
て
か
き
り
に
み
え

侍
け
れ
は
よ
め
る
」
、
な
お
前
述
）
、
「
た
の
み
て
は
…
…
」
は
「
後
拾
遺
集
』
入

集
歌
（
一
〇
七
〇
、
詞
書
は
「
挙
周
和
泉
の
任
は
て
、
ま
か
り
昇
る
ま
、
に
い
と

重
く
煩
ひ
侍
り
け
る
を
住
吉
の
た
＼
り
な
ど
い
ふ
人
侍
り
け
れ
ば
み
て
ぐ
ら
奉
り

侍
り
け
る
に
か
き
つ
け
＼
る
」
）
で
あ
り
、
流
布
本
家
集
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る
。

　
　
　
挙
周
か
い
つ
み
は
て
、
の
ほ
る
ま
、
に
、
い
と
を
も
う
わ
っ
ら
ひ
し
に
、

　
　
　
す
み
よ
し
の
し
た
ま
ふ
と
人
の
い
ひ
し
か
、
み
て
く
ら
た
て
ま
つ
ら
れ
し

　
　
　
に
か
き
つ
け
し

　
た
の
み
て
は
久
し
く
あ
り
ぬ
住
吉
の
ま
つ
こ
の
た
ひ
は
し
る
し
な
ん
み
せ
て
よ

　
千
世
へ
よ
と
ま
た
み
と
り
こ
に
有
し
よ
り
た
＼
す
み
よ
し
の
松
を
い
の
り
き

　
か
は
ら
む
と
い
の
る
命
は
お
し
か
ら
て
わ
か
る
と
お
も
は
ん
程
そ
か
な
し
き

　
　
　
奉
り
て
の
夜
、
人
の
夢
に
、
ひ
け
い
と
し
ろ
き
翁
、
こ
の
み
て
く
ら
を
三

　
　
　
な
か
ら
と
る
と
み
て
、
お
こ
た
り
き

．
以
上
の
よ
う
に
、
説
話
集
に
な
い
歌
を
含
め
て
家
集
に
み
え
る
三
首
の
歌
を
列

挙
し
て
い
る
こ
と
、
家
集
の
詞
書
や
注
記
が
「
袋
草
紙
』
の
本
文
と
類
似
し
て
い

る
こ
と
な
ど
、
『
袋
草
紙
』
中
の
記
事
が
流
布
本
家
集
を
資
料
の
ひ
と
つ
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3

書
か
れ
た
蓋
然
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
付
言
す
れ
ば
、
『
袋
草
紙
』
中
の

説
話
に
示
さ
れ
る
赤
染
衛
門
像
と
『
続
詞
花
集
』
入
集
歌
の
特
徴
は
ほ
ぼ
一
致
す

る
方
向
に
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
得
る
。

三

　
和
泉
式
部
の
『
続
詞
花
集
」
入
書
髭
十
三
首
を
赤
面
衛
門
の
場
合
と
同
様
に
次

に
掲
載
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
4

1
た
の
め
た
る
人
は
な
け
れ
と
あ
き
の
夜
は
月
み
て
ぬ
へ
き
心
ち
こ
そ
せ
ね
（
尉

　
七
一
、
秋
上
）

　
　
　
花
山
院
寄
合
出
を
よ
み
斎
け
る

2
玉
か
と
て
と
れ
は
消
ぬ
る
白
露
を
置
な
か
ら
こ
そ
み
る
へ
か
り
け
れ
（
二
四

　
〇
、
足
下
）

　
　
　
心
な
ら
ず
人
に
し
た
し
く
な
り
て

3
是
も
又
さ
そ
な
む
か
し
の
ち
き
り
そ
と
思
ふ
物
か
ら
あ
さ
ま
し
き
か
な
（
五
五

　
六
、
恋
中
）

4
夢
に
た
に
見
て
あ
か
し
つ
る
暁
の
こ
ひ
こ
そ
恋
の
か
き
り
な
り
け
れ
（
五
九

　
六
、
熱
中
）

　
　
　
人
と
も
の
か
た
り
し
て
侍
け
る
ほ
と
に
又
人
の
き
た
り
け
れ
は
た
れ
も

　
　
　
く
か
へ
り
に
け
る
あ
し
た
に
い
ひ
つ
か
は
し
け
る

5
中
空
に
ひ
と
り
あ
り
あ
け
の
月
を
み
て
の
こ
る
く
ま
な
く
身
を
そ
し
り
ぬ
る

　
（
五
九
九
、
恋
中
）

　
　
　
い
く
か
さ
ね
と
い
ふ
古
こ
と
を
い
へ
る
人
に

6
と
へ
と
お
も
ふ
心
そ
た
へ
ぬ
わ
す
る
、
を
か
つ
み
く
ま
の
＼
う
ら
の
は
ま
ゆ
ふ

　
（
六
〇
四
、
恋
中
）

　
　
　
帥
宮
お
は
せ
て
後
よ
り
侍
け
る

7
寝
覚
す
る
身
を
吹
と
を
す
風
の
音
を
昔
は
耳
の
よ
そ
に
き
、
け
む
（
六
二
五
、

恋
下
）

　
　
　
返
し
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8
秋
風
は
す
こ
く
吹
と
も
葛
の
は
の
う
ら
み
か
ほ
に
は
み
え
し
と
そ
お
も
ふ
（
六

　
三
一
、
恋
下
）

　
　
　
か
き
絶
て
音
せ
ぬ
人
に

9
う
ら
む
へ
き
こ
＼
ろ
は
か
り
は
有
物
を
な
き
に
な
し
て
も
と
は
ぬ
君
哉
（
六
四

　
二
、
恋
下
）

　
　
　
お
と
こ
に
わ
す
ら
れ
て
な
け
き
叩
け
る
こ
ろ
霜
の
ふ
れ
る
あ
し
た
に
人
の

　
　
　
も
と
へ
っ
か
は
し
け
る

10

｡
朝
し
も
お
も
は
む
人
は
と
ひ
て
ま
し
妻
無
配
の
う
へ
は
い
か
に
と
（
六
六

　
四
、
里
下
）

　
　
　
は
な
れ
に
け
る
を
と
こ
の
と
を
き
程
へ
行
を
い
か
、
思
ふ
と
い
ひ
た
る
人

　
　
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
5

11

ﾊ
て
も
お
な
し
都
に
あ
り
し
か
は
い
と
此
た
ひ
の
心
ち
や
は
せ
し
（
六
九
五
、

　
別
）

　
　
　
か
た
ら
ふ
お
と
こ
の
も
と
の
肯
い
み
し
く
は
ら
た
っ
と
き
く
に
た
か
う
な

　
　
　
を
や
る
と
て
い
ま
の
人
の
よ
ま
せ
避
け
る
に

12

ｩ
は
ら
し
や
た
け
の
ふ
る
ね
は
ひ
と
よ
た
に
こ
れ
に
と
ま
れ
る
ふ
し
は
あ
り
や

　
は
（
八
〇
六
、
雑
中
）

　
　
　
少
将
井
尼
大
原
よ
り
い
て
た
り
と
き
、
て

13

謔
�
ｻ
む
く
か
た
は
い
つ
く
に
あ
り
ぬ
へ
し
大
原
山
は
す
み
よ
か
り
き
や
（
八

　
九
三
、
三
下
）

　
以
上
の
和
泉
式
部
詠
は
「
和
泉
式
部
集
』
正
集
に
み
え
る
も
の
、
1
、
2
、

6
、
8
、
9
、
1
0
、
1
1
、
続
集
に
み
え
る
も
の
、
3
、
4
、
5
、
7
、
1
2
で
あ

り
、
1
3
を
除
い
て
、
す
べ
て
『
和
泉
式
部
集
』
を
撰
集
資
料
と
し
て
い
る
と
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
「
続
詞
花
和
歌
集
」
の
一
考
察

　
注
1
6

れ
る
。
1
3
は
少
将
井
尼
と
の
贈
答
歌
（
次
の
八
九
四
は
少
将
井
尼
の
返
歌
）
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
7

少
将
井
尼
に
は
現
存
し
な
い
け
れ
ど
も
家
集
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
お

そ
ら
く
は
少
将
井
尼
集
か
ら
採
用
し
た
作
と
思
わ
れ
る
。
十
三
首
の
う
ち
、
2
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
8

1
0
、
1
2
を
除
く
十
首
が
後
の
勅
撰
集
に
入
呈
し
て
い
る
。

　
部
立
を
み
る
と
、
秋
二
首
、
恋
八
首
、
別
一
首
、
雑
二
首
と
な
り
、
恋
に
部
類

さ
れ
る
作
が
中
心
で
あ
る
。
1
「
た
の
め
た
る
人
は
な
け
れ
ど
あ
き
の
よ
は
月
み

で
ぬ
べ
き
心
ち
こ
そ
せ
ね
」
は
、
『
詞
花
集
』
恋
下
は
和
泉
式
部
作
、
「
た
け
の
葉

に
あ
ら
れ
ふ
る
な
り
さ
ら
く
に
一
人
は
ぬ
へ
き
心
ち
こ
そ
せ
ね
」
（
二
五
三
）

詞
書
に
「
た
の
め
た
る
を
と
こ
を
い
ま
や
と
ま
ち
け
る
に
、
ま
へ
な
る
た
け
の
は

に
あ
ら
れ
の
ふ
り
か
＼
り
け
る
を
き
＼
て
よ
め
る
」
と
あ
る
類
想
歌
が
み
え
、
恋

の
情
緒
を
含
む
作
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
2
は
家
集
の
詞
書
で
は
「
又

十
た
い
」
の
中
の
「
露
」
と
い
う
題
詠
を
示
す
の
み
で
あ
り
、
『
続
詞
花
集
』
は

花
山
院
歌
合
と
し
て
詞
書
を
書
き
改
あ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
2
が
作
ら
れ

る
直
前
に
催
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
寛
和
元
年
内
裏
歌
合
で
露
の
題
に
て
花
山
院
が

「
荻
葉
に
お
け
る
白
露
玉
か
と
て
袖
に
包
め
ど
た
ま
ら
ざ
り
け
り
」
と
詠
ん
で
い

る
作
に
着
想
表
現
が
似
か
よ
っ
て
お
り
関
係
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
花
山
院
詠

に
は
恋
を
連
想
す
る
艶
な
る
趣
が
う
か
が
わ
れ
、
そ
の
作
を
受
け
た
と
す
る
と
2

も
同
様
に
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
恋
部
に
配
置
さ
れ
る
歌
群
は
、
い
つ
れ
も

奔
放
（
3
、
5
、
6
、
8
）
か
つ
熱
情
的
（
4
、
7
、
9
、
1
0
）
な
作
で
あ
り
、

素
材
、
技
巧
に
も
個
性
で
力
強
い
様
式
（
例
え
ば
「
あ
さ
ま
し
き
か
な
」
「
暁
の

こ
ひ
こ
そ
恋
の
か
ぎ
り
」
「
の
こ
る
く
ま
な
く
」
「
み
く
ま
の
の
浦
の
浜
ゆ
ふ
」

「
昔
は
耳
の
よ
そ
に
聞
き
け
む
」
「
う
ら
み
が
ほ
に
は
み
え
じ
」
「
な
き
に
な
し
て

も
」
「
妻
な
き
閨
の
上
」
な
ど
の
表
現
）
が
注
目
さ
れ
る
。
別
部
の
1
1
、
雑
部
の
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『
続
詞
花
和
歌
集
』
の
一
考
察

12

燉
�
ﾌ
状
況
を
含
む
作
で
あ
る
。

　
『
詞
花
集
』
の
入
集
歌
は
十
六
首
、
『
千
載
集
』
は
二
十
一
首
で
、
前
後
の
勅

撰
集
に
比
較
し
て
『
続
詞
花
集
』
に
和
泉
式
部
に
対
す
る
目
立
っ
て
高
い
評
価
は

み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
『
千
載
集
』
中
の
二
十
一
首
の
う
ち
、
『
続
詞
花
集
』
と
の

一
致
歌
は
3
、
9
、
1
1
の
三
首
で
あ
る
が
、
3
は
初
句
「
こ
れ
も
又
」
が
家
集
、

『
千
載
集
』
で
は
「
こ
れ
も
皆
」
で
異
同
が
あ
り
、
さ
ら
に
3
、
9
と
も
に
『
千

載
集
』
の
詞
書
は
「
題
知
ら
ず
」
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
は
、
和
泉
式
部
詠
の
場

合
、
『
千
載
集
』
入
善
に
際
し
て
『
続
詞
花
集
』
は
介
在
し
て
い
な
い
と
考
え
ら

れ
、
赤
染
衛
門
の
場
合
と
異
な
り
、
俊
成
は
清
輔
の
評
価
を
意
識
す
る
こ
と
が
少

　
注
1
9

な
く
、
言
い
換
え
れ
ば
独
自
の
和
泉
式
部
観
を
う
ち
だ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
　
『
新
古
今
集
』
に
は
和
泉
式
部
詠
は
十
五
首
が
皇
軍
し
て
お
り
、
う
ち
四

首
が
『
続
詞
花
集
』
と
の
共
通
歌
で
あ
る
。
四
〇
八
（
秋
歌
上
）
は
一
、
七
八
三

（
哀
傷
歌
）
は
7
、
一
六
三
八
（
雑
歌
中
）
は
1
3
（
少
将
井
尼
の
返
歌
一
六
三
九

と
と
も
に
採
用
）
、
　
一
八
一
＝
　
（
雑
歌
下
）
は
8
（
血
染
衛
門
の
贈
呈
一
八
二
〇

と
と
も
に
採
用
）
と
な
り
、
詞
書
や
採
用
方
針
な
ど
か
ら
み
て
家
集
か
ら
直
接
で

な
く
『
続
詞
花
集
』
か
ら
採
っ
た
と
思
わ
れ
（
少
な
く
と
も
7
、
8
、
1
3
に
関
し

て
）
そ
れ
ぞ
れ
の
撰
者
名
注
記
を
み
る
と
、
1
は
定
家
単
独
、
1
3
は
有
家
、
家

隆
、
雅
経
の
三
人
で
あ
り
、
7
と
8
は
有
家
の
単
独
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
首

の
う
ち
三
首
が
六
条
家
を
代
表
す
る
有
家
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

注
2
0

る
。
清
輔
の
和
泉
式
部
に
対
す
る
評
価
の
一
部
は
有
家
に
継
承
さ
れ
、
『
新
古
今

集
』
に
い
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
清
輔
が
『
和
泉
式
部
集
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
の
一
例
と
し
て
嘉
応
二
年
十
月

九
日
散
位
敦
頼
住
吉
社
倉
合
（
歌
合
の
呼
称
は
平
安
朝
歌
合
大
成
に
よ
る
）
に
お

け
る
社
頭
月
四
番
左
の
清
輔
詠
「
月
か
げ
は
さ
え
に
け
ら
し
な
神
垣
や
よ
る
辺
の

水
に
つ
ら
ら
み
る
ま
で
」
に
対
す
る
俊
成
の
玉
詞
と
清
輔
の
陳
難
（
『
隅
木
抄
』

巻
廿
六
所
収
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
此
歌
判
者
俊
成
卿
云
、
左
上
「
よ
る
べ
の
水
に
つ
ら
ら
み
る
ま
で
」
な
ど
い

　
　
へ
る
文
字
つ
づ
き
宜
し
く
は
見
ゆ
る
を
、
お
ぼ
つ
か
な
き
事
ど
も
ぞ
白
め

　
　
る
。
ま
つ
、
「
よ
る
べ
の
水
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
源
氏
の
物
語
に
も
、
賀
茂

　
　
の
祭
の
日
の
歌
に
、
「
さ
も
こ
そ
は
よ
る
べ
の
水
も
水
草
み
め
」
と
よ
め

　
　
り
、
み
た
ま
へ
し
。
さ
ら
で
は
古
き
歌
に
も
え
見
及
び
侍
ら
ず
。
こ
の
水

　
　
を
、
お
ろ
お
ろ
承
は
る
に
、
た
と
へ
ば
い
つ
れ
の
社
に
も
侍
ら
め
ど
、
ま
つ

　
　
当
社
の
御
前
の
月
に
は
、
海
の
面
罵
を
磨
き
、
浜
の
真
砂
玉
を
敷
け
ら
む
を

　
　
ば
お
き
て
、
よ
る
べ
の
水
に
む
か
ひ
て
月
は
さ
え
に
け
ら
し
な
ど
思
は
む
事

　
　
や
い
か
が
と
云
々
。
作
者
清
輔
朝
臣
云
、
よ
る
べ
の
水
は
い
つ
れ
の
社
に
も

　
　
侍
る
に
こ
そ
。
又
、
歌
に
よ
め
る
事
、
源
氏
の
み
に
あ
ら
ず
、
和
泉
式
部
集

　
　
な
ど
は
御
覧
ぜ
ざ
り
け
る
に
や
。
又
、
月
よ
む
べ
き
所
は
多
か
れ
ど
、
風
情

　
　
に
随
ひ
て
こ
そ
よ
め
る
か
し
。
姥
捨
山
な
ど
を
と
り
集
め
て
尽
す
べ
し
と

　
　
不
レ
密
事
也
。
姥
捨
山
高
き
名
な
り
と
て
、
月
の
歌
ご
と
に
そ
れ
を
よ
み
て

　
　
余
山
を
よ
む
ま
じ
き
に
や
と
云
々
。

　
右
の
歌
合
に
お
け
る
俊
成
の
判
に
は
清
輔
の
実
証
主
義
に
対
す
る
当
て
こ
す
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
1

的
な
発
言
が
み
ら
れ
る
と
言
わ
れ
、
以
上
の
判
詞
に
も
街
学
的
傾
向
が
う
か
が
え

る
。
俊
成
の
難
じ
た
「
よ
る
べ
の
水
」
に
つ
い
て
、
清
輔
は
は
や
く
『
奥
義
抄
』

で
言
及
し
て
い
る
。
歌
合
で
の
清
輔
詠
の
本
歌
と
み
ら
れ
る
古
歌
「
神
さ
び
て
よ

る
べ
に
た
ま
る
あ
ま
み
つ
の
み
く
さ
み
る
ま
で
い
も
を
見
る
か
な
」
（
『
万
葉
集
』

に
は
み
え
ず
出
典
不
詳
）
を
挙
げ
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
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こ
れ
は
神
社
に
か
め
を
お
き
て
、
そ
れ
な
る
水
を
、
な
き
事
な
ど
お
ひ
た
る

　
　
も
の
は
神
水
と
て
こ
れ
を
の
む
也
。
た
ゴ
す
の
杜
な
ど
に
今
も
あ
り
。
和
泉

　
　
式
部
歌
に
も
、

　
　
　
　
神
か
け
て
き
み
は
あ
ら
が
ふ
た
れ
か
さ
は
よ
る
べ
に
た
ま
る
み
っ
と
い

　
　
　
　
ひ
け
む

　
　
又
源
氏
の
あ
ふ
ひ
の
う
へ
の
歌
云
、

　
　
　
　
さ
も
こ
そ
は
よ
る
べ
の
水
に
か
げ
た
え
め
か
け
し
あ
ふ
ひ
を
わ
す
る
べ

　
　
　
　
し
や
は

　
　
こ
れ
ら
も
か
の
か
め
の
み
つ
を
よ
め
る
也
。

　
和
泉
式
部
の
引
用
歌
は
正
嘉
、
続
集
と
も
に
み
え
る
（
正
集
に
よ
る
と
「
な
に

こ
と
＼
し
ら
ぬ
人
に
は
ゆ
ふ
た
す
き
な
に
か
た
＼
す
の
神
に
か
く
ら
ん
」
に
対
す

る
返
歌
）
。
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
引
用
は
不
正
確
で
あ
り
、
幻
の
巻
に
み
え
る
中

将
の
君
の
歌
「
さ
も
こ
そ
は
よ
る
べ
の
水
に
水
草
み
め
け
ふ
の
か
ざ
し
よ
名
さ
へ

忘
る
る
」
を
指
す
と
思
わ
れ
、
俊
成
の
判
武
芸
の
引
用
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。

な
お
『
奥
義
抄
』
の
釈
は
『
和
歌
色
葉
』
の
難
歌
会
釈
に
引
用
さ
れ
、
『
八
雲
町

抄
』
巻
第
四
言
語
部
に
は
「
よ
る
べ
の
水
」
の
項
が
あ
り
『
源
氏
物
語
』
幻
の
巻

を
指
摘
し
嘉
応
住
吉
歌
合
の
俊
成
判
を
引
く
。
ま
た
『
袖
中
抄
』
は
「
よ
り
べ
の

み
つ
」
の
項
目
を
立
て
『
源
氏
物
語
』
中
の
作
（
『
奥
義
抄
』
引
用
と
置
歌
）
を

拠
り
ど
こ
ろ
に
比
較
的
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
（
た
だ
し
和
泉
式
部
歌
を
「
源
氏

歌
」
と
混
同
し
て
い
る
）
。
難
義
で
あ
っ
た
「
よ
る
べ
の
水
」
に
拘
泥
し
た
俊
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
2

の
意
識
に
は
『
奥
義
抄
』
の
記
事
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
清

輔
は
は
や
く
か
ら
『
和
泉
式
部
集
』
を
古
歌
の
証
歌
に
挙
げ
る
ほ
ど
に
研
究
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
『
続
詞
花
和
歌
集
』
の
一
考
察

お
　
わ
　
り
　
に

　
　
　
　
　
　
注
2
3

　
長
明
『
無
名
抄
日
は
和
泉
式
部
と
赤
染
衛
門
と
の
勝
劣
に
関
し
て
或
人
と
長
明

と
の
問
答
を
載
せ
て
い
る
。
或
人
が
、
清
輔
が
『
袋
草
紙
』
に
言
及
し
た
と
こ
ろ

の
、
『
俊
頼
髄
脳
』
に
み
え
る
公
任
の
説
を
挙
げ
、
二
つ
の
不
審
を
唱
え
る
。
す

な
わ
ち
「
一
に
は
式
部
を
勝
れ
る
由
理
ら
れ
た
れ
ど
、
其
比
の
し
か
る
べ
き
会
、

晴
の
歌
合
な
ど
を
見
れ
ば
、
赤
染
を
ば
盛
り
に
賞
し
て
、
式
部
は
洩
れ
た
る
事
多

か
り
。
　
一
に
は
式
部
が
二
首
の
寄
を
今
見
れ
ば
、
『
遙
か
に
照
せ
』
と
云
ふ
寄

は
、
詞
も
姿
も
こ
と
の
外
に
た
け
高
く
、
又
景
気
も
あ
り
。
い
か
な
れ
ば
大
納
言

は
し
か
理
ら
れ
け
る
に
か
。
か
た
み
＼
お
ぼ
つ
か
な
く
な
ん
侍
る
」
と
あ
る
。

或
人
の
第
一
の
不
審
に
対
し
て
長
明
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
和
泉
式
部

を
優
れ
て
い
る
と
す
る
の
は
、
公
任
だ
け
に
限
ら
ず
、
今
で
は
世
間
一
般
が
和
泉

式
部
を
優
位
に
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
代
に
お
い
て
は
人
が
ら
に
よ
っ
て

勝
劣
が
決
定
す
る
場
合
が
あ
る
。
「
寄
の
方
は
式
部
左
右
な
き
上
手
な
れ
ど
も
、

身
の
ふ
る
ま
ひ
、
も
て
な
し
、
心
持
ち
な
ど
、
赤
染
に
は
及
び
難
か
り
け
る
に

や
」
で
あ
り
、
『
紫
式
部
日
記
』
の
両
人
に
関
す
る
評
に
も
あ
る
通
り
で
あ
っ
て

「
其
時
は
人
ざ
ま
に
も
ち
消
た
れ
て
、
寄
の
方
に
も
思
ふ
ほ
ど
用
い
ら
れ
ね
ど
、

真
に
は
上
手
な
れ
ば
秀
嵜
も
多
く
、
こ
と
に
触
れ
つ
～
よ
み
置
く
程
に
、
撰
集
共

に
も
あ
ま
た
入
れ
る
に
こ
そ
。
」
要
す
る
に
和
泉
式
部
が
、
生
存
当
時
に
は
赤
染

衛
門
の
方
が
晴
の
会
な
ど
で
歌
人
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
人
々
の
評
価
が
高
い
の

に
対
し
て
不
遇
で
あ
っ
た
の
は
、
歌
入
定
資
質
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
主
と
し
て

人
格
的
な
意
味
に
よ
る
結
果
で
あ
る
。
没
後
に
勅
撰
集
に
も
多
数
入
選
し
て
い
る

39



　
　
　
　
　
　
『
続
詞
花
和
歌
集
』
の
一
考
察

こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
歌
人
と
し
て
よ
り
秀
れ
た
才
能
を
も
っ
て
い
る
。

　
公
任
は
「
津
の
国
の
こ
や
と
も
人
の
い
ふ
べ
き
に
ひ
ま
こ
そ
な
け
れ
藍
の
や
へ

ぶ
き
」
の
作
を
巧
緻
な
風
情
、
技
巧
を
認
め
て
和
泉
式
部
の
代
表
的
な
秀
歌
と

し
、
世
の
人
が
秀
歌
と
考
え
る
「
暗
き
ょ
り
暗
き
道
に
ぞ
入
り
ぬ
べ
き
は
る
か
に

て
ら
せ
山
の
端
の
月
」
を
経
文
の
翻
案
と
し
て
し
り
ぞ
け
て
い
る
。
公
任
の
論
断

は
、
愚
人
の
第
二
の
不
審
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
長
明
は
「
公
任
卿
の
理
の
い

は
れ
ぬ
に
も
あ
ら
ず
、
今
の
不
審
の
避
事
に
も
あ
ら
ず
。
」
と
相
方
の
言
い
分
を

認
め
「
吾
は
作
り
た
て
た
る
風
情
、
巧
み
は
ゆ
、
し
け
れ
ど
、
寄
品
を
定
む
る
時

さ
し
も
な
き
事
も
あ
り
。
又
、
思
ひ
寄
れ
る
所
は
及
び
難
く
も
あ
ら
ね
ど
、
打
聞

く
に
た
け
も
あ
り
、
艶
に
も
聞
え
て
、
景
気
浮
か
ぶ
吾
も
侍
る
ぞ
か
し
。
」
と
二

首
の
特
徴
（
前
者
が
「
こ
や
と
も
人
を
」
、
後
者
が
「
遙
か
に
照
せ
」
を
示
す
）

を
洞
察
し
て
「
歌
よ
み
の
程
を
正
し
く
定
め
ん
に
は
、
『
こ
や
と
も
人
を
』
と
云

ふ
寄
を
取
る
共
、
『
式
部
が
秀
歌
は
い
つ
れ
そ
』
と
選
む
に
は
、
『
遙
か
に
照
せ
』

と
云
ふ
嵜
の
勝
る
べ
き
に
こ
そ
。
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
た
と
え
て

み
れ
ば
「
遙
か
に
照
せ
」
は
宝
で
あ
る
黄
金
、
「
こ
や
と
も
人
を
」
は
大
変
巧
み

に
作
ら
れ
た
櫛
、
針
の
類
で
あ
っ
て
、
路
傍
に
黄
金
を
み
つ
け
て
も
そ
の
人
の
手

柄
で
は
な
い
が
、
針
の
類
は
宝
で
な
く
と
も
上
手
の
し
わ
ざ
と
言
い
得
る
の
で
あ

り
、
公
任
の
説
は
右
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
も
の
か
と
長
明
は
述
べ
、
「
寄
の
善
悪

も
世
々
に
変
る
も
の
な
れ
ば
、
そ
の
世
に
『
こ
や
と
も
人
を
』
と
云
ふ
寄
の
勝
る

方
も
あ
り
け
る
を
、
な
べ
て
人
の
心
得
ざ
り
け
る
に
や
、
後
人
定
む
べ
し
」
と
し

　
　
　
　
　
　
注
2
4

あ
く
く
っ
て
い
る
。

　
長
明
の
卓
抜
な
試
論
を
ふ
ま
え
て
、
同
じ
く
『
袋
草
紙
』
に
お
い
て
公
任
の
優

劣
論
を
載
せ
た
清
輔
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
、
和
泉
式
部
と
赤
染
衛
門

の
優
劣
に
関
し
て
、
公
任
説
に
従
い
歌
仙
と
し
て
和
泉
式
部
を
優
位
に
置
い
て
い

た
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
『
続
詞
花

集
』
入
館
歌
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
む
し
ろ
時
代
の
趨
勢
と
は
違
い
、
赤
染
衛

門
に
相
当
の
価
値
を
見
出
し
て
お
り
、
し
か
も
『
三
咲
』
に
記
さ
れ
た
良
遅
の
説

の
よ
う
に
屏
風
歌
に
で
は
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
に
家
集
を
熟
読
し
た
成
果
の
上

に
立
つ
赤
染
衛
門
の
特
徴
を
把
握
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
和
泉
式
部
の

秀
歌
に
関
し
て
、
長
明
は
た
け
高
く
、
景
気
の
あ
る
「
遙
か
に
照
せ
」
の
作
を
推

称
し
た
が
、
清
輔
は
『
続
詞
花
集
』
中
の
和
泉
式
部
詠
を
み
る
限
り
、
「
作
り
た

て
た
る
風
情
、
巧
み
は
ゆ
、
し
」
と
長
明
の
言
う
、
「
こ
や
と
も
人
を
」
の
作
を

公
任
同
様
に
「
凡
夫
可
二
思
寄
一
事
に
非
ず
」
と
考
え
て
評
価
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
や
は
り
、
家
集
を
清
輔
な
り
に
読
ん
で
い
た
結
果
で
あ
る
。

　
　
〈
注
V

1
　
拙
論
「
清
輔
と
能
因
法
師
」
（
『
ブ
デ
ィ
ス
ト
』
第
1
3
号
、
昭
和
五
七
年
七
月
二
〇

　
口
、
東
方
界
、
な
お
本
論
文
は
「
続
詞
花
集
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
と
題
し
た
研
究
発
表

　
く
和
歌
文
学
爪
冠
十
九
回
関
西
例
会
V
の
一
部
で
あ
る
）
参
照
。

2
　
日
本
古
典
文
学
大
系
「
枕
草
子
　
紫
式
部
日
記
」
（
岩
波
書
店
）
四
九
五
頁
参
照
。

3
　
　
『
袋
草
紙
」
の
テ
キ
ス
ト
は
『
袋
草
紙
注
釈
上
」
（
小
沢
正
夫
、
後
藤
重
郎
、
島
津

　
忠
夫
、
樋
口
芳
麻
呂
共
著
、
塙
書
房
）
の
本
文
を
用
い
る
。
以
下
同
様
。

4
　
『
続
詞
花
集
」
は
本
稿
で
は
陽
明
叢
書
「
中
古
和
歌
集
』
（
三
文
閣
）
所
収
の
陽
明

　
文
庫
本
を
テ
キ
ス
ト
に
す
る
。

5
　
河
合
一
也
氏
「
続
詞
花
集
の
撰
集
資
料
に
つ
い
て
」
（
「
語
文
」
第
五
二
輯
、
昭
和
五

　
⊥
ハ
年
六
月
）
に
指
摘
が
あ
る
。

6
6
、
7
、
1
0
、
1
1
が
「
千
載
集
」
に
、
2
、
5
が
「
新
古
今
集
」
に
、
1
2
が
『
三
三

　
撰
集
』
に
、
1
が
『
続
古
今
集
』
に
、
9
が
「
続
後
拾
遺
集
」
に
、
4
が
「
新
拾
遺

　
集
』
に
そ
れ
ぞ
れ
入
聞
し
て
い
る
。
な
お
、
2
は
家
集
や
『
新
古
今
集
』
で
は
四
句
は
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「
い
か
な
る
世
に
か
」
と
み
え
る
。
1
0
は
家
集
や
「
千
載
集
』
で
は
重
句
は
「
つ
ね
よ

り
も
」
と
み
え
る
。
（
清
輔
の
改
作
と
す
れ
ば
、
原
作
の
表
現
に
何
ら
か
の
注
文
を
付
け

　
た
こ
と
に
な
る
か
。
）

7
　
石
原
清
志
先
生
『
釈
教
歌
の
研
究
』
（
同
朋
舎
出
版
）
四
二
五
頁
参
照
。

8
　
真
鍋
熈
賊
乱
「
家
集
か
ら
”
見
た
作
家
の
像
一
歌
人
赤
墨
衛
門
の
一
性
格
一
」

　
（
『
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
三
二
年
七
月
）
参
照
。

9
　
『
詞
花
集
』
は
笠
間
叢
書
『
詞
花
和
歌
集
」
（
井
上
宗
雄
、
片
野
達
郎
校
注
）
を
テ

　
キ
ス
ト
に
す
る
。

10

@
流
布
本
『
薄
染
衛
門
集
』
は
私
家
集
大
成
（
中
古
H
）
に
所
収
の
一
（
榊
原
家
本
）

　
を
用
い
る
。

11

@
『
千
載
集
」
は
笠
間
叢
書
『
千
載
和
歌
集
」
（
久
保
田
淳
、
松
野
陽
一
校
注
）
を
テ

　
キ
ス
ト
に
す
る
。

12

繹
齠
�
ﾍ
詞
書
か
ら
明
ら
か
に
『
続
詞
花
集
」
中
の
6
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い

　
る
。
五
〇
三
の
場
合
、
家
集
に
み
え
な
い
作
で
、
『
千
載
集
』
で
の
詞
書
は
「
丹
後
国

　
に
ま
か
れ
り
け
る
時
、
詠
め
る
」
で
あ
り
、
『
続
詞
花
集
」
は
「
た
こ
に
て
よ
み
侍
け

　
る
」
、
「
玄
々
集
』
は
「
丹
後
に
く
た
り
て
」
と
あ
る
の
で
、
『
玄
々
集
』
に
近
い
と
も

　
い
え
る
。
　
五
六
五
の
場
合
、
家
集
、
『
続
詞
花
集
』
、
『
千
載
集
」
そ
れ
ぞ
れ
詞
書
に
異

　
同
が
あ
り
、
に
わ
か
に
判
断
し
に
く
い
が
、
注
6
で
前
述
の
よ
う
に
『
続
詞
花
集
」
中

　
の
1
0
は
初
句
が
「
い
と
ど
し
く
」
で
『
千
載
集
」
、
家
集
は
「
常
よ
り
も
」
で
あ
る
の

　
で
、
あ
る
い
は
家
集
を
優
先
さ
せ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
九
八
一
は
「
題
知
ら
ず
」
で
入

　
集
し
て
い
る
。

13

@
流
布
本
家
集
に
あ
る
「
奉
つ
り
て
の
夜
、
人
の
夢
に
、
ひ
け
い
と
し
ろ
き
翁
、
こ
の

　
み
て
く
ら
を
三
な
か
ら
と
る
と
み
て
、
お
こ
た
り
き
」
と
い
う
説
明
文
に
つ
い
て
、
注

　
8
に
挙
げ
た
真
鍋
氏
論
文
は
、
後
に
説
話
か
ら
逆
に
混
入
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

　
が
、
そ
う
と
は
言
い
き
れ
な
い
こ
と
を
い
く
つ
か
の
論
点
か
ら
論
じ
、
積
極
的
な
き
め

　
手
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
赤
染
衛
門
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ

　
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

14
@
群
書
類
従
本
で
は
結
句
は
「
心
ち
こ
そ
す
れ
」
で
あ
る
が
、
家
集
や
「
新
古
今
集
」

　
で
は
「
心
ち
こ
そ
せ
ね
」
で
あ
る
の
で
、
　
一
応
テ
キ
ス
ト
に
従
う
（
天
理
図
書
館
蔵

「
続
詞
花
和
歌
集
」
の
一
考
察

　
本
、
三
手
文
庫
蔵
本
な
ど
も
同
じ
、
な
お
例
え
ば
三
手
文
庫
本
の
朱
の
注
記
に
よ
れ

　
ば
、
家
集
で
は
「
心
ち
こ
そ
す
れ
」
と
あ
る
と
み
え
る
が
未
調
査
）
。

15

@
詞
書
中
の
「
い
か
が
思
ふ
と
い
ひ
た
る
人
」
は
「
赤
染
衛
門
集
」
に
よ
る
と
赤
染
衛

　
門
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
み
ち
さ
た
み
ち
の
く
に
＼
な
り
ぬ
と
聞
て
い
つ
み
し
き
ふ
に

　
や
り
し
」
の
詞
書
で
「
行
人
も
と
ま
る
も
い
か
に
思
ふ
ら
ん
別
て
の
ち
の
ま
た
の
わ
か

　
れ
は
」
と
み
え
、
返
し
が
1
1
の
和
泉
式
部
の
作
で
あ
る
。

16

@
吉
田
幸
一
氏
『
和
泉
式
部
研
究
二
」
（
古
典
文
庫
）
に
指
摘
が
あ
る
。
吉
田
幸
一
氏

　
は
寅
翰
本
な
ど
を
含
め
て
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
正
集
、
続
集
に
限
り
検
討

　
し
た
。
正
集
、
続
集
は
も
と
一
体
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
、
原
型
和
泉
式
部
集
が
存
在

　
し
た
と
の
説
に
従
う
。

17

@
上
野
理
訴
『
後
拾
遺
集
前
後
」
（
笠
間
書
院
）
二
七
八
頁
参
照
。

18

R
、
9
、
1
1
が
『
千
載
集
」
に
、
1
、
7
、
8
、
1
3
が
『
新
古
今
集
」
に
、
4
が

　
「
新
勅
撰
集
』
に
、
6
が
『
続
後
撰
集
」
に
、
5
が
『
玉
葉
集
』
に
そ
れ
ぞ
れ
入
集
し

　
て
い
る
。

19

@
た
だ
し
、
9
は
『
古
来
風
体
抄
」
に
抄
出
し
て
い
る
（
『
千
載
集
』
か
ら
は
和
泉
式

　
延
延
は
9
を
含
め
て
四
首
）
。

20
@
茶
田
智
子
氏
「
藤
原
有
家
論
」
（
『
大
谷
女
子
大
国
文
」
第
八
号
）
は
、
『
新
古
今
集
』

　
撰
集
の
際
、
撰
者
有
家
が
「
続
詞
花
集
』
を
資
料
に
使
用
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

21

@
平
安
朝
歌
合
大
成
の
本
歌
合
解
説
参
こ
入
ま
た
久
保
田
淳
氏
『
新
古
今
歌
人
の
研

　
究
」
（
東
京
大
学
出
版
会
）
は
、
「
よ
る
べ
の
水
」
に
つ
い
て
の
俊
成
の
発
言
は
や
や
衝

　
学
的
で
あ
る
が
、
判
詞
後
半
は
「
社
頭
月
」
の
題
の
本
意
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
も
の

　
の
言
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
四
七
五
頁
）
。
谷
山
茂
先
生
「
俊
成
と
清
輔
」
（
『
国
文

　
学
」
昭
和
四
二
年
八
月
初
出
、
著
作
集
三
巻
所
収
）
は
判
者
と
作
者
そ
れ
ぞ
れ
の
態
度

　
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
、
「
よ
る
べ
の
水
」
に
関
し
て
は
俊
成
の
勇
み
足
に
対
す
る
清

　
輔
の
あ
げ
足
と
り
と
説
い
て
い
る
。
（
著
作
集
第
三
巻
四
四
六
頁
）

22

@
『
奥
義
抄
」
の
成
立
に
つ
い
て
日
本
歌
学
大
系
第
一
巻
解
題
を
参
照
。
ま
た
井
上
宗

　
雄
氏
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
」
（
笠
間
書
院
）
は
「
奥
儀
抄
は
長
い
期
間
書
き
続

　
け
ら
れ
て
内
々
成
立
し
て
い
た
に
し
て
も
、
清
輔
が
久
安
百
首
の
作
者
と
な
っ
て
院
に

　
名
を
知
ら
れ
た
後
、
久
安
後
半
に
進
上
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
」
と
述
べ
、
久
蜜
七
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『
続
詞
花
和
歌
集
」
の
一
考
察

　
年
前
後
こ
ろ
、
俊
成
は
院
か
ら
『
奥
義
抄
』
を
見
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
す

　
る
（
＝
一
四
頁
）
。

23

@
『
無
名
抄
」
は
日
本
古
典
文
学
大
系
「
歌
論
集
　
能
楽
論
集
』
（
岩
波
書
店
）
を
テ

　
キ
ス
ト
に
用
い
る
。

24

@
和
泉
式
部
の
秀
歌
論
は
『
西
行
上
人
談
抄
」
に
も
み
え
る
が
、
公
任
説
の
ま
ま
に

　
「
隙
こ
そ
な
け
れ
」
を
勝
っ
て
い
る
と
す
る
。
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