
組
題
百
首
・
部
類
百
首
の
始
発
で
あ
る
と
と
も
に
、
百
首
歌
を
公
的
な
場
の
も
 
 

の
と
し
た
、
「
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
」
 
（
以
下
、
「
堀
河
百
首
」
と
略
称
）
は
、
 
 

成
立
以
後
、
題
詠
歌
の
模
範
と
し
て
中
世
歌
人
に
甚
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
き
 
 

た
。
 
 
 

「
堀
河
百
首
」
の
成
立
過
程
は
、
伝
本
に
も
十
四
人
本
・
十
五
人
本
（
除
源
顕
 
 

仲
本
・
除
永
緑
本
）
・
十
六
人
本
の
三
種
四
顆
が
現
存
し
、
か
な
り
複
雑
で
あ
る
。
 
 

が
、
当
初
の
段
階
で
は
源
俊
頼
の
手
に
よ
っ
て
企
画
・
推
進
さ
れ
、
や
が
て
源
国
 
 

信
が
、
中
央
政
界
の
実
力
者
で
あ
る
藤
原
公
実
や
藤
原
顕
季
な
ど
を
出
詠
歌
人
に
 
 

参
加
さ
せ
、
さ
ら
に
題
者
に
大
江
匡
房
を
招
き
、
長
治
二
年
（
〓
〇
五
）
五
月
か
 
 

ら
長
治
三
年
三
月
頃
に
か
け
て
の
あ
る
時
点
に
、
堀
河
天
皇
に
奉
献
さ
れ
た
と
推
 
 

定
さ
れ
て
い
る
。
注
1
 
 
 

和
歌
史
上
に
お
け
る
「
堀
河
百
首
」
 
の
重
要
性
に
い
ち
早
く
着
目
さ
れ
た
の
は
、
 
 

石
田
書
貞
氏
で
、
そ
の
成
立
時
期
や
成
立
事
情
を
実
証
的
に
究
明
さ
れ
て
い
加
出
 
 

さ
ら
に
戦
後
、
峯
村
文
人
氏
は
、
「
堀
河
百
首
」
 
の
歌
で
、
二
十
一
代
の
勅
撰
集
 
 

に
入
集
し
て
い
る
も
の
の
状
況
を
詳
細
に
調
査
し
た
り
、
俊
成
が
い
か
に
こ
の
百
 
 

舌
を
尊
重
し
て
い
た
か
を
跡
付
け
、
「
堀
河
百
首
は
、
中
世
和
歌
の
起
点
に
位
置
 
 

せ
し
め
ら
る
べ
き
重
要
を
世
界
を
持
っ
て
ゐ
た
」
響
こ
と
を
論
証
さ
れ
る
と
と
も
 
 

に
、
「
西
行
の
作
風
形
成
」
注
4
の
論
考
な
ど
で
、
西
行
が
い
か
に
「
堀
河
百
首
」
 
 

兼
好
と
 
「
堀
河
百
首
」
 
 

の
歌
に
影
響
さ
れ
て
い
た
か
を
具
体
的
な
作
品
の
比
較
を
通
し
て
跡
付
け
ら
れ
た
。
 
 
 

そ
の
後
も
、
上
野
理
氏
注
5
や
松
野
陽
一
氏
注
6
を
ど
の
研
究
を
経
る
こ
と
に
よ
 
 

っ
て
、
中
世
和
歌
史
に
お
け
る
「
堀
河
百
首
」
の
占
め
る
位
置
の
重
要
性
が
再
確
 
 

認
さ
れ
て
い
っ
た
。
 
 
 

こ
う
い
っ
た
趨
勢
の
な
か
で
、
橋
本
不
美
男
・
沌
沢
貞
夫
両
氏
に
よ
っ
て
、
諸
 
 

伝
本
を
博
捜
し
て
の
校
本
作
成
・
古
注
集
成
・
総
索
引
・
研
究
と
多
方
面
に
わ
た
 
 

る
考
察
を
集
大
成
し
た
、
『
桝
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
と
そ
の
研
究
』
が
、
「
本
 
 

文
・
研
究
篇
」
 
「
古
注
・
索
引
篇
」
の
二
冊
の
大
著
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
「
堀
河
 
 

百
首
」
研
究
を
大
き
く
前
進
さ
せ
る
と
と
も
に
、
今
後
依
拠
す
べ
き
正
確
な
本
文
 
 

が
提
供
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
著
作
を
基
底
に
し
て
、
竹
下
豊
氏
注
7
 
な
ど
の
、
 
 

表
現
に
着
目
し
て
の
研
究
も
持
続
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
稿
も
、
以
上
の
研
究
成
果
に
示
唆
を
受
け
を
が
ら
、
中
世
歌
人
と
し
て
の
 
 

兼
好
が
 
「
堀
河
百
首
」
を
ど
の
よ
う
に
摂
取
し
、
そ
れ
が
作
品
面
に
ど
の
よ
う
な
 
 

形
で
顕
現
し
て
い
る
か
を
、
「
徒
然
草
」
と
「
兼
好
自
撰
家
集
」
を
対
象
に
し
て
、
 
 

具
体
的
に
析
出
す
る
こ
と
を
目
論
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
、
要
す
る
に
、
 
 

中
世
歌
人
に
お
け
る
「
堀
河
百
首
」
の
享
受
の
一
面
を
照
射
す
る
と
と
も
に
、
兼
 
 

好
の
和
歌
創
作
の
背
後
に
あ
る
素
養
を
摘
出
す
る
こ
と
に
も
を
ろ
う
。
 
 
 

兼
好
が
「
堀
河
百
首
」
を
熟
読
し
て
い
た
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
確
実
で
 
 

あ
る
が
、
そ
の
事
受
の
跡
を
明
確
に
辿
っ
て
ゆ
く
の
は
相
当
に
困
難
で
あ
る
。
そ
 
 

れ
は
詠
歌
に
際
し
て
、
「
堀
河
百
首
」
 
の
歌
を
本
歌
取
と
い
っ
た
手
法
で
明
確
に
 
 

稲
 
 
田
 
 

徳  
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取
り
込
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
荒
木
尚
氏
は
「
歌
人
と
し
て
の
兼
好
 
 

論
序
説
L
注
8
に
 
「
兼
好
自
撰
家
集
」
 
の
本
歌
取
歌
五
十
五
首
を
本
歌
と
と
も
に
網
 
 

羅
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
範
囲
に
も
、
本
歌
と
し
て
「
堀
河
百
首
」
に
直
接
に
出
 
 

所
を
有
す
る
歌
は
一
首
も
見
出
せ
を
い
。
注
す
 
 
 

こ
の
結
果
は
、
を
に
も
兼
好
が
「
堀
河
百
首
」
の
和
歌
に
関
心
を
抱
か
な
か
っ
 
 

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
を
く
、
当
時
の
歌
壇
の
趨
勢
の
な
か
に
あ
っ
て
、
 
 

本
歌
の
対
象
に
 
「
堀
河
百
首
」
を
強
く
意
識
し
を
か
っ
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
の
 
 

で
は
を
い
か
と
思
う
。
 
 
 

そ
こ
で
、
少
し
論
題
か
ら
は
ず
れ
る
が
、
中
世
歌
人
た
ち
の
、
「
堀
河
百
首
」
 
 

と
そ
の
作
者
に
対
す
る
認
識
を
、
当
時
の
歌
論
書
・
歌
学
書
の
類
を
通
し
て
概
観
 
 

し
て
お
き
た
い
。
 
 
 

「
正
徹
物
語
」
江
1
0
の
 
「
普
の
人
は
、
皆
堀
川
院
の
百
首
を
初
心
の
稽
古
に
は
読
 
 

み
侍
り
し
也
。
さ
り
な
が
ら
掘
川
院
の
百
首
は
ち
と
読
み
に
く
き
題
也
」
と
の
言
 
 

説
か
ら
み
る
と
、
「
堀
河
百
首
L
の
百
首
題
は
初
心
の
と
き
の
題
詠
の
指
南
書
的
 
 

な
役
割
を
も
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
事
実
、
俊
成
の
 
「
堀
河
院
御
時
百
首
題
を
述
懐
 
 

に
よ
せ
て
読
み
け
る
歌
」
（
長
秋
詠
藻
）
性
1
1
を
は
じ
め
、
新
古
今
時
代
の
定
家
や
慈
 
 

円
の
初
学
期
に
、
こ
の
百
首
題
で
詠
出
し
た
百
首
が
現
存
し
、
そ
の
後
も
こ
の
組
 
 

題
百
首
は
百
首
題
の
規
範
と
を
り
、
多
く
の
歌
人
が
堀
河
百
首
題
で
百
首
歌
を
詠
 
 

歌
し
て
い
る
。
 
 
 

つ
ぎ
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
「
上
代
は
号
古
風
て
三
代
集
の
か
ら
を
ま
を
び
 
 

二
－
 
 

し
か
ど
も
、
堀
川
院
百
首
人
々
以
来
、
様
々
の
体
を
よ
め
り
」
（
「
了
俊
一
子
伝
」
）
注
1
2
 
 

と
い
う
と
ら
え
方
で
あ
る
。
了
俊
の
こ
の
言
説
は
、
一
つ
の
風
体
の
み
に
執
着
す
 
 

る
二
条
派
歌
人
へ
の
批
判
の
証
拠
だ
て
と
し
て
、
堀
河
院
百
首
の
歌
人
を
持
ち
出
 
 

し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
堀
河
百
首
」
の
歌
人
が
、
幅
広
い
風
体
を
展
開
し
た
、
和
 
 

歌
史
上
、
画
期
的
な
歌
風
樹
立
着
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
人
々
が
等
し
く
認
め
て
い
 
 

た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
 
 
 

さ
ら
に
問
題
に
を
っ
て
い
る
の
は
、
「
堀
河
百
首
」
 
の
歌
人
の
和
歌
を
本
歌
取
 
 

の
立
場
か
ら
ど
う
位
置
付
け
る
か
で
あ
る
。
二
条
良
基
は
 
「
本
歌
に
は
堀
河
院
の
 
 

百
首
の
作
者
ま
で
を
と
る
也
。
同
は
名
人
の
歌
を
と
る
べ
し
。
勅
撰
は
後
拾
遺
ま
 
 

で
を
と
る
べ
し
と
申
し
き
。
」
（
「
近
来
風
体
」
）
注
1
3
と
、
・
「
堀
河
百
首
」
の
作
者
ま
 
 

で
の
歌
、
特
に
名
人
の
歌
を
本
歌
取
に
し
て
よ
い
と
す
る
一
般
的
な
理
解
を
紹
介
 
 

す
る
。
こ
の
考
え
は
、
「
愚
問
賢
注
」
注
1
4
で
、
頓
阿
に
向
っ
て
、
「
本
歌
を
と
る
 
 

に
は
、
堀
河
院
の
作
者
ま
で
を
と
る
。
そ
れ
以
後
は
と
る
べ
か
ら
ぎ
る
よ
し
申
す
。
 
 

此
分
子
細
な
き
を
や
。
譜
歌
に
は
達
者
の
よ
め
る
歌
を
ば
、
近
代
を
り
と
も
も
ち
 
 

う
ペ
き
に
や
」
と
同
様
な
質
問
を
ぶ
つ
け
て
い
る
。
頓
阿
は
こ
れ
に
対
し
て
、
 
 
 

本
歌
は
後
拾
遺
な
ど
ま
で
の
歌
な
り
。
堀
河
百
首
作
者
も
、
俊
頼
朝
臣
歌
な
ど
、
近
来
と
る
 
 
 

事
あ
り
と
八
雲
御
抄
に
も
見
え
侍
る
敗
。
か
の
御
百
首
作
者
も
人
の
口
に
あ
る
名
歌
な
ど
の
、
 
 
 

そ
れ
と
お
ぼ
ゆ
る
を
取
る
べ
き
に
や
。
讃
歌
に
は
近
世
先
達
歌
も
引
用
侍
敗
。
 
 

と
慎
重
に
応
答
、
一
応
、
本
歌
は
「
後
拾
遺
集
」
頃
ま
で
の
歌
で
、
「
堀
河
百
首
」
 
 

の
作
者
の
歌
は
、
人
口
に
胎
灸
さ
れ
た
名
歌
に
限
る
ペ
き
か
と
す
る
。
 
 
 

や
や
時
代
が
下
っ
て
正
徹
の
頃
に
を
る
と
、
「
堀
川
院
の
作
者
は
、
た
と
ひ
近
 
 

来
の
勅
撰
に
入
り
た
り
と
も
、
本
寄
に
て
有
る
べ
き
を
り
。
堀
河
院
作
者
の
寄
の
 
 

勅
撰
に
入
ら
ぬ
は
、
詰
寄
と
は
を
る
也
。
本
苛
に
て
は
あ
る
ま
じ
き
也
。
」
 
（
正
徹
 
 

物
語
）
と
勅
撰
集
入
集
の
 
「
堀
河
百
首
」
歌
人
の
歌
は
本
歌
と
な
る
が
、
入
集
し
 
 

を
い
歌
は
本
歌
と
し
な
い
と
の
見
解
も
開
陳
し
て
い
る
。
 
 
 

以
上
の
状
況
を
勘
案
す
る
と
、
二
条
為
世
門
の
歌
人
で
あ
っ
た
兼
好
は
、
お
そ
 
 

ら
く
頓
阿
と
同
じ
態
度
、
即
ち
、
本
歌
は
「
後
拾
遺
集
」
頃
ま
で
の
歌
で
、
「
堀
河
 
 

百
首
」
 
の
作
者
の
歌
は
、
特
に
人
口
に
胎
泉
さ
れ
た
名
歌
に
限
ら
れ
る
と
認
識
し
 
 

て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
 
 
 

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
兼
好
の
和
歌
に
、
「
堀
河
百
首
」
を
出
所
と
す
る
歌
 
 

を
本
歌
に
し
た
本
歌
取
歌
が
摘
出
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
彼
の
こ
う
い
っ
た
態
度
 
 

と
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
 
 
 

た
だ
、
本
歌
の
対
象
と
し
を
い
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
「
堀
河
百
首
」
 
の
享
受
の
 
 

稀
薄
さ
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
徒
然
草
」
や
兼
好
の
和
歌
作
品
に
当
っ
 
 

て
み
る
と
、
そ
の
表
現
や
和
歌
の
発
想
な
ど
に
、
隠
微
を
形
で
は
あ
る
が
、
「
堀
 
 

河
百
首
L
の
影
響
の
跡
が
辿
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
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二
 
 

非
好
が
 
「
堀
河
百
首
」
（
以
下
「
百
首
」
と
略
称
す
る
こ
と
も
あ
る
）
 
に
目
を
通
し
て
 
 

い
た
こ
と
は
、
次
の
 
「
徒
然
草
」
注
1
5
第
二
十
六
段
か
ら
競
え
る
。
 
 

風
も
吹
き
あ
ヘ
ザ
う
つ
ろ
ふ
人
の
心
の
花
に
、
な
れ
に
し
年
月
を
思
へ
ば
、
あ
は
れ
と
聞
 
 
 

き
し
こ
と
の
楽
ご
と
に
忘
れ
ぬ
も
の
か
ら
、
我
が
世
の
外
に
な
り
ゆ
く
な
ら
ひ
こ
そ
、
亡
き
 
 
 

人
の
わ
か
れ
よ
り
も
ま
さ
り
て
か
な
し
き
も
の
を
れ
。
 
 

さ
れ
ば
、
白
き
糸
の
染
ま
ん
事
を
悲
し
び
、
路
の
ち
ま
た
の
わ
か
れ
ん
事
を
凌
げ
く
人
も
 
 
 

あ
り
け
ん
か
し
。
堀
川
院
の
百
首
の
歌
の
中
に
、
 
 

ふ
i
▼
れ
 
 

む
か
し
見
し
妹
が
増
根
は
荒
れ
に
け
り
つ
ば
な
ま
じ
り
の
韮
の
み
し
て
 
 
 

さ
び
し
き
け
し
き
、
さ
る
串
侍
り
け
ん
。
 
 
 

こ
の
章
段
は
、
前
段
の
 
「
飛
鳥
井
の
淵
瀬
常
な
ら
ぬ
世
に
し
あ
れ
ば
、
時
移
り
、
 
 

事
さ
り
、
楽
し
び
、
悲
し
び
ゆ
き
か
ひ
て
、
花
や
か
を
り
し
あ
た
り
も
人
す
ま
ぬ
 
 

野
ら
と
な
り
、
変
ら
ぬ
住
家
は
人
あ
ら
た
ま
り
ぬ
。
…
…
」
と
、
無
常
思
想
を
前
 
 

提
に
し
て
、
時
の
経
過
と
と
も
に
、
刻
々
と
変
化
、
衰
滅
し
て
ゆ
く
世
の
実
相
を
、
 
 

哀
感
を
湛
え
て
叙
述
し
た
連
想
で
、
人
間
の
内
部
を
凝
視
、
そ
の
心
の
移
ろ
い
や
 
 

す
い
さ
ま
を
通
し
て
、
別
離
の
悲
し
さ
を
綴
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
堀
河
院
の
百
 
 

首
」
に
あ
る
と
す
る
「
む
か
し
見
し
」
 
の
歌
は
、
確
か
に
 
「
堀
河
百
首
」
の
 
「
茎
 
 

葉
」
歌
題
の
最
初
に
、
．
藤
原
公
実
の
歌
と
し
て
み
え
る
。
こ
の
歌
は
勅
撰
集
の
類
 
 

に
入
集
し
て
い
を
い
の
で
、
注
1
6
兼
好
は
「
堀
河
百
首
」
か
ら
直
接
引
用
し
た
も
の
 
 

で
、
彼
が
 
「
百
首
」
を
披
見
し
て
い
た
有
力
な
証
拠
と
を
る
。
し
か
も
非
好
は
、
 
 

こ
の
歌
に
対
し
て
、
「
さ
び
し
き
け
し
き
、
さ
る
事
侍
り
け
ん
」
と
記
し
て
い
る
 
 

よ
う
に
、
作
者
公
実
の
実
体
験
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
っ
て
深
く
感
銘
し
て
 
 

い
る
。
 
 
 

公
実
の
歌
は
、
昔
愛
し
あ
っ
て
い
た
女
の
家
の
垣
根
の
あ
た
り
が
、
今
で
は
す
 
 

つ
ば
々
 
 

っ
か
り
荒
れ
果
て
て
し
ま
い
、
た
だ
茅
花
に
ま
じ
っ
て
董
の
花
が
咲
い
て
い
る
ば
 
 

か
り
で
あ
る
、
と
の
意
で
、
「
家
持
集
」
の
 
 
 

つ
ば
な
ぬ
く
あ
さ
ぢ
が
は
ら
の
つ
ぼ
す
み
れ
い
ま
さ
か
り
に
も
し
げ
き
わ
が
こ
ひ
（
三
九
）
 
 

を
本
歌
と
す
る
と
さ
れ
る
。
注
1
7
 
 
 

「
堀
河
百
首
」
注
1
8
の
 
「
窒
素
」
歌
題
歌
十
六
首
を
み
る
と
、
そ
の
多
く
は
、
 
 
 

雲
雀
あ
が
る
と
ぶ
ひ
の
原
に
我
ひ
と
り
野
面
に
さ
け
る
韮
を
ぞ
摘
む
 
 （

仲
英
二
一
四
七
）
 
 

の
よ
う
に
、
春
の
野
に
董
を
摘
む
行
為
を
詠
じ
た
歌
で
あ
り
、
董
を
荒
廃
の
状
況
 
 

の
中
で
と
ら
え
た
の
は
、
公
実
の
歌
の
ほ
か
に
は
、
 
 
 

あ
さ
ぢ
ふ
や
あ
れ
た
る
や
ど
の
つ
ぼ
塑
た
れ
む
ら
さ
き
の
色
に
そ
め
け
ん
 
 

（
藤
原
顕
伸
二
一
五
〇
）
 
 
 

あ
れ
に
け
る
宿
の
そ
と
も
の
春
の
の
に
韮
つ
む
と
て
け
ふ
も
く
ら
し
つ
 
 

（
隆
源
二
一
五
三
）
 
 

の
二
首
の
み
だ
が
、
こ
の
二
首
も
公
実
歌
の
よ
う
に
、
荒
廃
し
た
場
所
が
か
つ
て
 
 

自
分
と
か
か
わ
り
の
あ
っ
た
対
象
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
を
懐
古
の
気
持
で
拝
情
 
 

す
る
方
向
を
と
っ
て
い
な
い
。
 
 
 

公
実
が
荒
れ
た
増
根
に
着
日
し
た
の
は
、
「
和
漢
朗
詠
集
」
注
1
9
の
「
故
宮
付
破
 
 

宅
」
の
「
暮
鳥
栖
風
守
二
廃
征
こ
や
「
荒
雛
見
レ
 
露
秋
蘭
泣
」
な
ど
の
漢
詩
句
か
 
 

ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
荒
廃
し
た
増
根
を
、
か
つ
て
馴
れ
 
 

親
し
ん
だ
恋
人
の
屋
敷
に
設
定
し
た
こ
と
が
、
非
好
の
嗜
好
に
マ
ッ
チ
し
た
の
で
 
 

は
を
か
ろ
う
か
。
 
 
 

「
徒
然
草
」
第
二
十
六
段
は
、
古
歌
や
故
事
を
巧
妙
に
織
り
込
ん
で
、
し
み
じ
 
 

み
し
た
衷
韻
を
湛
え
た
叙
述
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
人
と
の
死
別
で
は
を
く
、
 
 

親
密
に
接
し
て
き
た
人
と
の
別
離
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
段
を
読
む
と
、
 
 

「
兼
好
自
撰
家
集
」
注
2
0
の
 
 

た
の
も
し
げ
を
る
こ
と
い
ひ
て
た
ち
わ
か
る
ゝ
人
に
 
 
 

は
か
な
し
や
い
の
ち
も
人
の
こ
と
の
菓
も
た
の
ま
れ
ぬ
世
を
た
の
む
わ
か
れ
は
 
 

（
三
八
）
 
 

つ
ら
く
な
り
ゆ
く
人
に
 
 
 

い
ま
さ
ら
に
か
は
る
ち
ぎ
り
と
お
も
ふ
ま
で
は
か
な
く
人
を
た
の
み
け
る
か
な
 
 

（
四
八
）
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の
歌
を
連
想
す
る
が
、
か
つ
て
臆
測
し
た
よ
う
に
注
2
1
兼
好
に
は
、
愛
し
合
っ
た
 
 

女
性
と
の
切
な
い
別
離
の
体
験
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
体
験
を
バ
 
 

ッ
ク
に
し
て
第
二
十
六
段
が
執
筆
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
た
の
も
し
げ
な
 
 

る
こ
と
」
を
言
い
残
し
て
去
っ
た
こ
と
が
、
「
我
が
世
の
外
に
な
り
ゆ
く
」
こ
と
 
 

で
あ
り
、
そ
の
後
時
を
経
て
、
荒
廃
し
た
恋
人
の
い
を
く
な
っ
た
屋
敷
を
見
る
こ
 
 

と
が
あ
り
、
ふ
と
公
実
の
歌
を
想
起
し
て
こ
こ
に
記
し
た
、
「
さ
る
事
侍
り
け
ん
」
 
 

と
は
同
時
に
兼
好
自
身
の
体
験
と
二
重
映
し
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
 
 

を
い
。
 
 
 

換
言
す
れ
ば
、
「
徒
然
草
」
に
公
実
歌
を
引
用
し
た
の
は
、
単
を
る
街
学
的
な
 
 

次
元
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
兼
好
の
体
験
や
噂
好
と
マ
ッ
チ
し
た
内
容
を
 
 

有
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

「
し
つ
か
に
思
へ
ば
、
よ
ろ
づ
に
過
ぎ
に
し
か
た
の
恋
し
さ
の
み
ぞ
せ
ん
か
た
 
 

な
き
」
（
第
二
十
九
段
）
と
い
っ
た
懐
古
的
態
度
は
、
「
徒
然
草
」
 
の
世
界
を
底
流
し
 
 

て
い
る
。
兼
好
が
時
間
や
歳
月
の
進
行
に
い
か
に
過
敏
で
あ
っ
た
か
、
彼
を
感
傷
 
 

に
誘
う
の
は
歳
月
へ
の
思
い
、
懐
旧
の
情
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
兼
好
の
思
 
 

惟
と
表
現
を
考
え
る
と
き
、
不
問
に
付
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
 
 

こ
と
に
関
し
て
は
、
三
木
紀
人
氏
の
卓
論
が
あ
る
の
で
注
2
2
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
 
 

。
 
 
 

公
実
の
歌
は
、
「
む
か
し
見
し
妹
が
増
根
は
荒
れ
に
け
り
」
に
荒
廃
を
通
し
て
、
 
 

哀
切
な
懐
旧
の
情
を
誘
発
さ
せ
、
下
旬
の
 
「
つ
ば
な
ま
じ
り
の
董
の
み
し
て
」
は
、
 
 

茅
花
の
を
か
の
小
さ
な
紫
色
の
童
を
か
そ
け
く
点
描
し
、
余
韻
を
も
た
せ
を
が
ら
 
 

言
い
さ
し
て
い
る
あ
た
り
、
兼
好
の
思
惟
と
時
好
に
見
事
に
適
合
し
て
い
る
。
兼
 
 

好
は
こ
の
歌
を
自
己
の
理
念
に
引
き
寄
せ
、
や
や
深
読
み
し
て
い
る
気
配
も
感
ぜ
 
 

ら
れ
を
く
は
な
い
が
、
こ
れ
が
代
々
の
勅
撰
集
に
入
集
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
不
思
 
 

議
で
あ
り
、
逆
に
こ
の
歌
に
魅
力
を
感
じ
た
兼
好
の
詩
的
感
性
の
鋭
敏
さ
も
示
唆
 
 

し
て
い
る
。
 
 

「
徒
然
草
」
 
に
は
、
他
に
 
「
堀
河
百
首
」
歌
を
引
用
し
た
も
の
や
明
確
に
引
歌
′
 
 

と
し
て
い
る
も
の
は
見
当
ら
を
い
。
こ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
「
百
首
」
 
の
歌
 
 

を
本
歌
や
引
歌
の
対
象
と
し
て
強
く
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
よ
ろ
う
。
 
 
 

但
し
、
仔
細
に
吟
味
し
て
ゆ
く
と
「
百
首
」
の
和
歌
の
表
現
が
、
ご
く
自
然
に
 
 

融
合
し
て
い
る
と
思
え
る
表
現
は
い
く
つ
か
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
 
 

い
わ
ゆ
る
王
朝
的
章
段
と
さ
れ
て
い
る
、
第
四
十
四
段
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。
 
 

あ
や
し
の
竹
の
編
戸
の
う
ち
よ
り
、
い
と
若
き
男
の
、
月
形
に
色
あ
ひ
さ
だ
か
な
ら
ね
ど
、
 

つ
や
ゝ
か
な
る
狩
衣
に
、
漉
き
指
耳
、
い
と
故
づ
き
た
る
さ
ま
に
て
、
さ
、
や
か
な
る
童
ひ
 
 

を
や
ま
田
の
稲
葉
の
露
に
そ
ほ
ち
つ
つ
人
め
も
る
身
は
く
る
し
か
り
け
り
 
 

（
顕
季
・
一
五
〇
九
）
 
 

の
歌
の
措
辞
を
借
用
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
注
2
3
（
も
っ
と
も
、
顕
季
の
こ
の
歌
自
 
 

体
は
、
「
ほ
に
も
い
で
ぬ
山
田
を
も
る
と
藤
衣
い
な
ば
の
つ
ゆ
に
ぬ
れ
ぬ
日
ぞ
な
 
 

き
」
（
古
今
集
・
秋
下
・
よ
み
人
し
ら
ず
二
ニ
〇
七
）
を
踏
ん
で
い
る
が
）
。
た
だ
「
源
氏
 
 

物
語
」
注
2
4
（
夕
霧
）
に
も
、
 
 

ゆ
ふ
ぐ
れ
の
稲
葉
の
露
を
分
け
き
て
も
宿
の
蓑
を
人
の
と
へ
か
し
 
 

（
王
二
集
・
九
四
四
）
 
 

な
ど
も
あ
り
、
か
な
り
類
型
的
な
表
現
に
を
っ
て
は
い
る
が
、
や
は
り
「
堀
河
百
 
 
 

と
い
う
歌
も
あ
り
、
「
分
け
行
く
」
か
ら
み
て
、
両
歌
を
合
成
し
た
よ
う
な
表
 
 

現
に
な
っ
て
い
る
。
露
に
濡
れ
な
が
ら
道
を
分
け
行
く
構
図
は
、
こ
の
他
、
 
 

青
か
ご
と
が
ま
し
く
、
進
水
の
音
の
ど
や
か
な
り
。
 
 

こ
の
傍
線
仙
の
「
稲
葉
の
露
に
そ
ぼ
ち
つ
ゝ
」
は
、
「
堀
河
百
首
」
の
 
 

田
家
 
 

荻
原
や
軒
端
の
露
に
そ
 
 

秋
な
ら
ば
稲
葉
の
露
に
濡
れ
な
ま
し
早
苗
を
分
く
る
小
田
の
細
道
 
 

（
〔
寿
永
二
年
以
前
〕
或
所
取
合
華
警
 
 

分
け
釆
つ
る
を
ぎ
さ
の
つ
ゆ
に
そ
ほ
ち
つ
つ
ほ
し
ぞ
わ
ら
づ
ら
ふ
す
み
ぞ
め
の
袖
 
 

（
山
家
集
・
九
一
八
）
 
 

と
り
を
具
し
て
、
 
 

に
、
（
中
略
）
ほ
 
 遥

な
る
田
の
中
の
細
道
を
、
u
稲
葉
の
露
に
そ
ぼ
ち
つ
ゝ
分
け
行
↑
粗
酉
 
 

心
の
ま
、
に
茂
れ
る
秋
の
野
ら
は
、
置
き
あ
ま
る
露
に
埋
も
れ
て
、
品
の
 
 

つ
ゝ
八
重
た
つ
霧
を
わ
け
ぞ
行
く
べ
き
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革
も
木
も
心
の
ま
ま
に
し
げ
れ
た
だ
わ
が
か
く
れ
家
を
外
に
も
と
め
じ
 
 

（
文
保
有
首
・
為
相
二
五
二
八
）
 
 

と
散
見
し
、
こ
れ
ま
た
類
型
的
に
な
っ
て
く
る
が
、
い
ず
れ
も
「
堀
河
百
首
」
の
 
 

影
響
を
受
け
て
い
よ
う
。
 
 
 

「
堀
河
百
首
」
の
こ
の
歌
は
、
「
心
の
ま
ま
に
」
繁
茂
す
る
さ
ま
を
、
訪
れ
る
 
 

人
も
い
な
小
山
里
の
寂
蓼
さ
を
際
立
た
せ
る
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
が
、
非
好
 
 

は
そ
れ
を
、
「
心
の
ま
ゝ
な
ら
ず
作
り
な
せ
る
」
（
第
十
段
）
姿
勢
を
批
判
し
、
自
然
 
 

に
任
せ
た
姿
を
肯
定
す
る
と
い
う
自
己
の
理
念
に
引
き
寄
せ
て
取
り
込
ん
で
い
る
。
 
 
 

「
堀
河
百
首
」
が
中
世
歌
人
に
迎
え
ら
れ
た
一
面
に
、
山
家
・
田
家
な
ど
の
歌
 
 

題
歌
で
、
田
園
や
山
里
の
景
色
を
自
在
に
詠
み
込
ん
だ
点
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
注
2
8
 
 

兼
好
は
い
ち
早
く
、
こ
の
 
「
百
首
」
 
の
特
色
を
見
抜
き
、
自
己
の
表
現
に
摂
取
し
 
 
 

首
」
の
表
現
が
一
番
近
似
す
る
。
た
だ
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
「
百
首
」
の
歌
は
 
 

「
稲
葉
の
露
に
そ
ほ
つ
」
行
為
を
苦
し
い
状
況
と
し
て
設
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
 
 

兼
好
は
、
し
つ
と
り
と
濡
れ
通
る
よ
う
を
情
緒
を
醸
成
さ
せ
る
も
の
に
変
容
し
て
 
 

取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
傍
線
部
㈲
も
「
堀
河
百
首
」
の
、
 
 

山
家
 
 
 

と
ふ
人
も
な
き
山
ざ
と
の
浅
ぢ
ふ
は
心
の
ま
ま
に
し
げ
り
こ
そ
す
れ
 
 

（
紀
伊
・
一
五
〇
三
）
 
 

と
、
「
古
今
集
」
注
2
6
の
、
 
 
 

さ
と
は
あ
れ
て
人
は
ふ
り
に
し
や
ど
を
れ
や
庭
も
ま
が
き
も
秋
の
の
ら
を
る
 
 

（
秋
上
遠
昭
二
一
姻
軌
）
 
 

と
を
ア
レ
ン
ジ
し
、
人
影
の
な
い
場
所
に
、
自
然
に
繁
茂
し
た
秋
の
庭
を
措
く
。
 
 
 

草
木
が
「
心
の
ま
ま
に
し
げ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
「
堀
河
百
首
」
以
後
、
 
 

夏
草
は
心
の
ま
ま
に
し
げ
れ
た
だ
む
す
ぶ
ば
か
り
の
庵
に
も
せ
む
 
 

（
宝
拍
百
首
・
少
将
内
侍
二
〇
三
七
）
 
 
 

人
め
な
く
あ
れ
行
く
や
ど
は
夏
草
の
心
の
ま
ま
に
し
げ
る
庭
か
な
 
 

（
宝
治
百
首
・
俊
成
女
二
〇
三
六
）
 
 

と
へ
に
逢
ひ
見
る
を
ば
い
ふ
も
の
か
は
。
連
は
で
止
み
に
し
憂
さ
を
思
ひ
、
あ
だ
 
 

な
る
契
を
か
こ
ち
、
長
き
夜
を
ひ
と
り
明
か
し
、
遠
き
雲
井
を
思
ひ
や
り
、
浅
茅
 
 

が
宿
に
昔
を
偲
ぶ
こ
そ
、
色
好
む
と
は
い
は
め
」
と
、
理
想
的
を
「
色
好
み
」
の
 
 

心
情
を
記
し
た
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
を
か
の
傍
線
部
「
逢
は
で
止
み
に
し
」
は
「
堀
 
 

河
百
首
」
 
の
、
 
 

不
適
恋
 
 

り
。
暫
し
も
世
を
の
ど
か
に
は
思
ひ
な
ん
や
」
と
死
期
の
突
発
性
を
強
調
す
る
文
 
 

章
が
あ
る
。
こ
の
傍
線
部
の
無
常
認
識
の
叙
述
の
仕
方
は
、
「
堀
河
百
首
」
の
、
 
 

無
常
 
 
 

け
ふ
と
て
む
咄
封
四
川
q
別
」
同
州
叫
矧
刷
刷
山
川
劇
あ
す
し
ら
ぬ
身
ぞ
衷
な
り
け
る
 
 

（
河
内
二
五
六
八
）
 
 
 

す
ぐ
ろ
く
の
い
ち
ば
に
た
て
る
ひ
と
づ
ま
の
あ
は
で
や
み
な
ん
物
に
や
は
あ
ら
ぬ
 
 

（
雑
恋
・
読
人
し
ら
ず
・
一
二
一
四
）
 
 

に
も
み
え
る
の
で
、
「
百
首
」
か
ら
の
直
接
の
影
響
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、
参
 
 

考
程
度
に
は
を
ろ
う
。
 
 
 

第
百
三
十
七
段
で
は
続
い
て
、
「
若
き
に
も
よ
ら
ず
、
強
き
に
も
よ
ら
ず
、
思
 
 

ひ
か
け
ぬ
は
死
期
な
り
。
今
日
ま
で
逃
れ
釆
に
け
る
は
、
あ
り
が
た
き
不
思
議
を
 
 

て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
も
は
や
引
用
の
次
元
を
越
え
、
自
身
の
表
現
・
文
 
 

脈
の
な
か
に
融
解
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
同
時
に
、
兼
好
が
「
百
首
」
を
深
 
 

く
読
み
込
み
、
自
己
の
噌
好
に
あ
っ
た
歌
や
措
辞
を
記
憶
し
、
自
家
典
範
中
の
も
 
 

の
と
し
て
駆
使
し
て
い
た
こ
と
を
も
暗
示
し
て
い
る
。
 
 
 

「
堀
河
百
首
」
を
、
第
四
十
四
段
の
よ
う
に
隠
微
を
か
た
ち
で
摂
取
し
た
と
お
 
 

ぼ
し
い
例
と
し
て
、
あ
と
一
つ
、
第
百
三
十
七
段
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。
 
 
 

「
花
は
さ
か
り
に
、
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
」
 
で
始
ま
る
、
こ
 
 

の
著
名
な
段
に
は
、
「
万
の
事
も
、
始
終
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
男
女
の
情
む
、
ひ
 
 

思
ふ
事
あ
り
そ
の
海
の
う
つ
せ
貝
あ
は
で
や
み
ぬ
る
名
を
や
残
さ
ん
 
 

（
帥
頼
ニ
ー
五
六
）
 
 

の
歌
の
措
辞
と
一
致
す
る
。
注
2
9
も
っ
と
も
こ
の
措
辞
は
、
「
拾
遺
象
」
に
、
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て
記
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
因
み
に
「
徒
然
草
」
に
は
、
「
世
を
長
閑
に
思
 
 

ひ
l
可
打
ち
怠
り
つ
ゝ
、
先
さ
し
あ
た
り
た
る
目
の
前
の
事
に
の
み
ま
ぎ
れ
て
月
日
 
 

を
送
れ
ば
」
 
（
第
百
八
十
八
段
）
と
も
み
え
る
。
 
 
 

以
上
、
「
徒
然
草
」
の
第
四
十
四
段
や
第
百
三
十
七
段
の
表
現
に
、
「
堀
河
百
 
 

首
」
の
和
歌
の
措
辞
と
類
似
す
る
箇
所
を
四
例
ほ
ど
摘
出
し
て
み
た
。
た
だ
し
、
 
 

執
筆
に
際
し
、
兼
好
の
脳
裡
に
、
各
々
の
「
百
首
」
の
歌
が
意
識
さ
れ
て
い
た
か
 
 

ど
う
か
は
確
証
が
な
い
。
い
つ
も
読
み
込
ん
で
い
た
「
百
首
」
の
和
歌
の
措
辞
が
 
 

無
意
識
裡
に
表
現
に
融
化
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
だ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
兼
 
 

好
の
「
堀
河
首
首
」
の
影
響
と
い
う
こ
と
で
は
意
味
を
も
つ
。
 
 
 

こ
う
い
っ
た
表
現
次
元
ま
で
下
っ
て
き
て
、
「
徒
然
草
L
と
「
堀
河
百
首
」
を
 
 

仔
細
に
比
較
す
れ
ば
、
他
に
も
い
く
つ
か
指
摘
で
き
よ
う
が
、
こ
の
あ
た
り
に
と
 
 

ど
め
た
い
。
注
3
0
 
 
 

な
お
「
堀
河
百
首
L
の
影
響
と
い
う
こ
と
で
は
、
「
徒
然
草
」
第
十
九
段
の
「
折
 
 

節
の
移
り
か
は
る
こ
そ
、
も
の
ご
と
に
衷
を
れ
」
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
四
季
折
々
 
 

の
風
物
と
そ
の
描
写
が
、
「
百
首
」
の
歌
材
と
か
な
り
重
を
っ
て
く
る
こ
と
も
問
 
 

題
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
第
一
三
九
段
の
「
家
に
あ
り
た
き
木
は
」
で
と
り
あ
げ
ら
 
 

れ
た
草
木
が
、
「
百
首
」
の
草
木
花
の
世
界
に
近
似
す
る
こ
と
は
、
か
つ
て
触
れ
 
 

た
こ
と
も
あ
る
の
で
注
3
1
こ
こ
で
は
再
説
し
な
い
。
 
 

三
 
 
 

次
に
は
兼
好
の
和
歌
に
「
堀
河
百
首
」
が
ど
の
よ
う
に
投
影
し
て
い
る
か
、
こ
 
 

の
方
面
の
吟
味
を
行
な
い
た
い
。
対
象
と
す
る
和
歌
は
、
「
兼
好
自
撰
家
集
」
だ
 
 

と
類
似
す
る
。
こ
の
こ
と
は
早
く
「
徒
然
草
文
段
抄
」
も
指
摘
し
て
い
る
。
近
似
 
 

の
表
現
は
、
「
古
今
六
帖
」
 
（
一
〇
〇
六
）
に
も
入
集
し
て
い
る
、
伊
勢
の
、
 
 
 

盤
の
上
を
す
み
か
に
し
た
る
あ
し
た
づ
は
世
を
の
ど
か
に
も
思
ふ
ペ
き
か
な
 
 

（
伊
勢
集
二
八
六
）
 
 

に
も
一
例
み
え
る
も
の
の
、
他
に
用
例
を
み
な
い
。
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
常
日
頃
読
 
 

み
を
れ
て
い
た
「
百
首
」
の
「
無
常
」
歌
題
の
歌
の
措
辞
が
、
兼
好
の
筆
に
乗
っ
 
 

け
で
を
く
、
そ
れ
に
収
載
さ
れ
て
い
な
い
勅
撰
集
や
私
撰
集
入
集
歌
、
「
民
部
卿
 
 

家
褒
放
歌
」
注
3
2
な
ど
、
合
せ
て
六
十
三
首
も
含
め
た
全
歌
と
す
る
。
引
用
本
文
と
 
 

番
号
は
、
『
兼
好
法
師
全
歌
集
総
索
引
』
注
3
3
に
依
拠
し
、
適
宜
、
濁
点
を
ど
を
付
 
 

し
て
解
読
し
や
す
く
し
た
。
 
 
 

兼
好
の
本
歌
取
歌
に
は
、
直
接
「
堀
河
百
首
」
に
出
所
を
も
つ
歌
を
本
歌
に
し
 
 

た
も
の
は
見
当
ら
を
い
。
こ
れ
は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
本
歌
は
主
と
し
て
「
後
 
 

拾
遺
集
」
頃
ま
で
の
歌
と
し
、
「
堀
河
百
首
」
ぉ
よ
び
そ
の
作
者
の
歌
は
、
相
当
 
 

著
名
な
も
の
で
な
い
と
対
象
と
し
を
い
と
い
う
、
当
時
の
二
条
派
歌
人
の
共
通
し
 
 

た
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
す
で
に
「
徒
然
草
」
で
探
索
し
た
よ
う
に
、
兼
好
は
「
百
首
」
を
熟
 
 

読
し
、
そ
の
歌
の
措
辞
を
自
家
薬
寵
中
の
も
の
と
し
、
自
分
の
文
章
に
融
合
さ
せ
 
 

て
い
た
気
配
が
察
せ
ら
れ
た
。
こ
の
事
実
を
念
頭
に
す
る
と
、
「
百
首
」
 
の
歌
が
 
 

彼
の
和
歌
の
世
界
に
も
、
を
ん
ら
か
の
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
は
予
測
さ
れ
る
。
 
 
 

従
っ
て
以
下
に
展
開
す
る
記
述
は
、
か
を
り
臆
測
の
域
を
で
な
い
も
の
も
あ
る
 
 

だ
ろ
う
。
 
 

ま
ず
「
兼
好
自
撰
家
集
」
（
以
下
、
「
自
排
家
集
」
・
「
家
集
」
と
略
称
す
る
こ
と
が
あ
る
）
 
 

の
歌
題
か
ら
み
る
と
、
「
民
部
卿
殿
に
て
を
の
〈
歌
よ
み
て
ほ
め
そ
し
る
こ
と
 
 

あ
り
し
に
」
 
の
詞
書
で
、
「
立
春
（
〓
○
）
か
ら
「
寄
橋
恋
」
 
（
〓
一
七
）
ま
で
、
 
 

十
八
首
が
連
続
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
歌
群
が
注
意
さ
れ
る
。
十
八
首
の
う
ち
四
 
 

季
題
は
、
「
立
春
・
若
水
・
早
蕨
・
帰
燭
・
盛
花
・
初
郭
公
・
五
月
雨
・
泉
・
蘭
 
 

・
駒
迎
・
松
虫
・
櫨
火
・
網
代
」
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
傍
線
を
付
し
た
歌
題
は
、
 
 

「
堀
河
百
首
」
 
の
歌
題
と
一
致
、
特
に
「
泉
」
や
「
櫨
火
」
は
「
堀
河
百
首
」
で
 
 

の
初
出
歌
題
で
あ
る
。
こ
の
民
部
卿
家
褒
股
歌
会
の
歌
は
（
内
閣
文
庫
本
「
民
部
 
 

卿
家
褒
放
歌
」
と
関
連
が
あ
る
）
、
民
部
卿
為
走
邸
で
の
幾
度
か
の
歌
会
詠
か
ら
撰
 
 

歌
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
歌
合
で
の
あ
る
時
に
、
「
堀
河
百
首
」
 
 

題
が
提
出
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
「
民
部
脚
家
褒
股
歌
」
 
の
方
 
 

に
も
、
「
蓮
」
 
「
氷
室
」
 
「
杜
若
」
な
ど
、
「
百
首
」
を
樺
色
付
け
る
珍
し
い
歌
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題
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
二
条
為
走
邸
の
歌
会
に
「
堀
河
百
首
」
の
歌
題
 
 

が
提
出
さ
れ
、
兼
好
も
そ
れ
に
よ
っ
て
詠
作
し
た
こ
と
の
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
 
 

な
い
。
ま
ず
は
、
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
 
 
 

最
初
に
兼
好
の
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
歌
枕
や
地
名
が
、
「
堀
河
百
首
」
 
 

の
そ
れ
と
関
連
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
か
ら
検
討
す
る
。
 
 

氷
室
 
 
 

万
代
を
松
が
崎
な
る
氷
室
と
や
た
め
し
に
春
は
立
は
じ
め
け
む
 
 

（
民
部
脚
家
褒
放
歌
・
三
七
）
 
 

こ
の
歌
は
「
氷
室
」
と
「
松
が
崎
」
を
結
合
さ
せ
、
正
月
朔
日
の
 
「
氷
様
（
ひ
の
た
 
 

め
し
）
」
を
踏
ん
だ
立
春
詠
で
あ
る
。
勅
撰
集
に
「
松
が
崎
」
な
る
地
名
は
、
「
拾
 
 

遺
集
」
に
．
「
ち
と
せ
ふ
る
松
が
さ
き
に
は
」
（
元
輔
・
六
〇
七
）
、
「
つ
る
の
す
む
松
 
 

が
さ
き
に
は
」
（
兼
盛
・
六
一
七
）
に
二
首
み
え
る
が
、
以
後
絶
え
て
表
わ
れ
な
い
。
 
 

私
家
集
に
は
若
干
み
え
る
も
の
の
、
松
の
緑
を
万
代
と
か
か
わ
ら
せ
た
賀
の
歌
で
、
 
 

「
氷
室
」
と
結
び
つ
け
た
も
の
は
、
ま
だ
見
出
し
て
い
な
い
。
「
氷
室
」
と
い
う
 
 

歌
自
体
も
「
千
載
集
」
に
は
三
首
ほ
ど
あ
る
も
の
の
少
な
い
。
し
か
し
「
堀
河
百
 
 

首
」
 
に
は
、
 
 
 

夏
の
日
も
す
ず
し
か
り
け
り
樹
剰
嘲
こ
れ
や
別
封
の
わ
た
り
な
る
ら
ん
 
 

（
顕
季
・
五
一
七
）
 
 
 

氷
ゐ
て
千
年
の
夏
も
消
え
せ
じ
蟄
引
引
な
る
叫
叫
引
と
お
も
へ
ば
 
 

（
肥
後
・
五
二
六
）
 
 

と
二
首
も
「
松
が
崎
」
と
結
合
し
た
「
氷
室
」
歌
題
歌
が
み
え
る
。
兼
好
が
「
氷
 
 

室
」
の
歌
題
に
対
し
て
、
「
松
が
崎
」
を
る
地
名
を
詠
出
し
た
背
景
に
、
「
百
首
」
 
 

の
歌
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
特
に
、
肥
後
の
歌
の
 
「
千
年
の
夏
も
消
え
せ
 
 

じ
」
の
発
想
は
、
「
松
が
崎
」
の
 
「
氷
室
」
と
「
万
代
」
を
関
連
付
け
た
兼
好
の
 
 

歌
の
発
想
と
近
似
す
る
。
 
 

寄
湖
恋
 
 

心
を
ぞ
こ
ほ
り
と
く
だ
く
す
は
の
う
み
の
ま
だ
と
け
そ
め
ぬ
中
の
か
よ
ひ
ぢ
 
 

（
自
排
家
集
・
一
二
五
）
 
 
 

い
く
ら
心
を
千
々
に
砕
い
て
も
、
恋
人
は
少
し
も
打
解
け
て
く
れ
な
い
苦
し
い
恋
 
 

情
を
、
信
州
の
諏
訪
湖
の
氷
と
関
連
付
け
た
歌
で
あ
る
。
歌
枕
と
し
て
「
諏
訪
の
 
 

海
」
は
、
勅
撰
集
に
は
一
首
も
見
当
ら
を
い
よ
う
に
、
あ
ま
り
取
材
さ
れ
て
い
な
 
 

い
が
、
「
堀
河
百
首
」
に
は
、
「
凍
L
の
歌
題
で
、
 
 
 

す
は
の
海
の
氷
の
上
の
か
よ
ひ
ぢ
は
神
の
わ
た
り
て
と
く
る
を
り
け
り
 
 

（
源
顕
仲
・
九
九
八
）
 
 

と
諏
訪
湖
に
取
材
し
た
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
「
諏
訪
御
渡
十
二
月
暗
夜
云
々
神
 
 

わ
た
り
の
を
き
ま
へ
に
は
人
馬
こ
と
ぐ
く
氷
の
う
へ
を
自
由
に
か
よ
ふ
と
い
へ
 
 

り
」
（
堀
河
院
百
首
聞
書
）
注
3
4
と
注
解
さ
れ
て
い
る
が
、
諏
訪
湖
の
氷
堤
は
諏
訪
明
神
 
 

御
神
事
の
跡
と
さ
れ
、
春
先
に
明
神
が
通
っ
て
ゆ
け
ば
解
け
る
と
い
う
俗
信
を
背
 
 

景
に
詠
じ
て
い
る
。
顕
仲
の
歌
は
、
特
殊
な
民
俗
信
仰
に
取
材
し
て
印
象
深
い
た
 
 

め
か
、
西
行
も
こ
の
歌
を
念
頭
に
、
「
寄
氷
恋
」
の
歌
題
で
、
 
 
 

春
を
ま
つ
す
は
の
わ
た
り
も
あ
る
も
の
を
い
つ
を
か
ぎ
り
に
す
べ
き
つ
ら
ら
ぞ
 
 

（
山
家
集
・
六
〇
七
）
 
 

と
、
同
じ
く
藤
原
為
家
も
「
こ
ほ
り
」
で
、
 
 
 

す
は
の
う
み
の
冬
の
氷
の
通
ぢ
や
神
の
む
す
べ
る
ち
か
ひ
な
る
ら
ん
 
 

（
新
撰
六
帖
二
凶
六
三
）
 
 

と
詠
じ
て
い
る
。
先
の
兼
好
の
歌
も
、
「
す
は
の
海
L
 
「
か
よ
ひ
ぢ
」
が
一
致
す
 
 

る
だ
け
で
な
く
、
「
ま
だ
と
け
そ
め
ぬ
」
は
、
「
神
の
わ
た
り
て
と
く
る
」
と
い
 
 

う
発
想
を
受
け
て
お
り
、
明
ら
か
に
 
「
堀
河
百
首
」
の
歌
を
念
頭
に
し
て
詠
歌
し
 
 

て
い
る
。
こ
れ
は
本
歌
と
し
て
認
定
し
て
よ
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

さ
て
「
自
撰
家
集
」
に
は
「
網
代
」
歌
題
詠
が
二
首
あ
る
。
う
ち
一
首
は
「
も
 
 

の
の
ふ
の
や
そ
う
ぢ
河
の
あ
じ
ろ
も
る
こ
ろ
」
 
（
一
二
二
）
で
、
宇
治
川
の
も
の
だ
 
 

が
、
他
の
一
首
は
、
 
 

代
 
 

し
る
べ
せ
よ
た
な
か
み
河
の
あ
じ
ろ
も
り
ひ
を
へ
て
わ
が
身
よ
る
方
も
な
し
 
 

（
自
摂
家
集
二
l
八
二
）
 
 

と
「
田
上
河
」
の
網
代
に
取
材
し
て
い
る
。
 
 
 

㈹  



て
い
る
。
「
田
上
川
」
と
「
網
代
」
 
の
取
り
合
せ
、
「
ひ
を
へ
て
」
 
の
修
辞
の
一
 
 

致
な
ど
か
ら
み
て
、
兼
好
の
歌
に
は
、
先
の
 
「
堀
河
百
首
」
の
網
代
の
歌
が
投
影
 
 

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

以
上
の
三
例
は
、
地
名
・
歌
枕
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
氷
室
」
に
 
 

対
し
て
「
松
が
崎
」
、
「
湖
」
に
対
し
て
「
諏
訪
の
海
」
、
「
網
代
」
に
対
し
て
「
田
 
 

上
川
」
と
、
い
ず
れ
も
珍
し
い
結
合
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
「
堀
河
百
首
」
 
 

を
証
歌
に
し
て
、
若
干
の
新
味
を
出
そ
う
と
し
た
兼
好
の
詠
歌
姿
勢
も
窺
え
る
。
 
 
 

次
に
歌
材
の
方
面
の
影
響
の
痕
跡
を
辿
っ
て
お
く
。
 
 
 

「
堀
河
百
首
」
 
の
歌
材
と
兼
好
の
歌
材
と
が
重
を
る
も
の
の
多
い
の
は
亭
フ
ま
 
 
 

な
ど
、
兼
好
の
歌
の
 
「
ひ
を
へ
て
 
 

八
代
集
に
、
「
網
代
・
網
代
木
」
を
詠
じ
た
歌
は
十
六
首
あ
る
が
、
固
有
名
詞
 
 

の
河
の
名
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
は
、
「
宇
治
川
」
が
五
首
、
「
田
上
川
」
が
一
首
。
 
 

こ
の
結
果
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
他
の
網
代
の
歌
を
収
集
し
て
み
て
も
、
河
と
し
 
 

て
は
「
宇
治
川
」
が
圧
倒
的
に
多
く
、
稀
に
「
田
上
川
」
 
「
吉
野
川
」
な
ど
が
み
 
 

え
る
程
度
。
も
っ
と
も
「
田
上
川
」
は
、
「
拾
遺
集
」
に
、
 
 

月
影
の
た
な
か
み
河
に
き
よ
け
れ
ば
網
代
に
ひ
を
の
よ
る
も
見
え
け
り
 
 

（
雑
秋
・
消
原
元
輔
二
 
言
二
ニ
）
 
 

と
み
え
る
の
に
、
以
後
あ
ま
り
多
く
継
承
さ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
堀
河
百
首
」
 
 

の
十
六
首
の
 
「
網
代
」
歌
題
歌
を
み
る
と
、
固
有
名
詞
の
川
は
、
「
田
上
川
」
が
 
 

六
首
、
「
宇
治
川
」
が
二
首
と
、
和
歌
の
常
識
と
逆
の
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
し
 
 

か
も
そ
の
歌
は
、
 
 

ゆ
ふ
だ
た
み
田
上
川
の
あ
じ
ろ
木
の
ゐ
ぐ
ら
に
ひ
を
も
く
ら
す
此
か
な
 
 

（
藤
原
顕
仲
・
一
〇
三
四
）
 
 

の
例
歌
に
み
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
「
日
を
へ
て
」
に
 
「
氷
魚
」
を
掛
け
て
い
る
 
 
 

田
上
の
瀬
瀬
の
あ
じ
ろ
に
日
を
へ
つ
つ
わ
が
心
さ
へ
よ
す
る
こ
ろ
か
な
 
 

（
国
信
・
l
〇
二
七
）
 
 
 

風
ふ
け
ば
田
上
川
の
あ
じ
ろ
木
に
み
ね
の
紅
葉
も
日
を
へ
て
ぞ
よ
る
 
 

わ
が
身
よ
る
方
も
な
し
」
と
同
じ
修
辞
を
と
っ
 
 

（
仲
実
・
一
〇
三
一
）
 
 

水
の
ペ
の
ま
こ
も
も
今
は
生
ひ
ぬ
れ
ば
た
な
れ
の
駒
を
は
な
ち
て
ぞ
み
る
 
 

（
紀
伊
・
一
九
こ
 
 

な
ど
の
歌
の
感
化
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
な
づ
む
」
と
い
う
語
も
、
「
百
 
 

首
」
 
の
 
「
春
駒
」
 
に
、
 
 
 

の
二
首
だ
け
で
稀
少
。
 
 

源
内
侍
が
詠
じ
た
、
 
 

の
が
ひ
に
も
は
な
ち
や
せ
ま
し
ま
こ
も
ぐ
さ
た
な
れ
の
こ
ま
の
の
ど
け
か
ら
ぬ
を
 
 

（
四
四
七
）
 
 

を
ど
が
目
に
と
ま
っ
た
が
、
稀
少
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
兼
好
に
は
、
 
 

で
も
な
い
が
、
影
響
と
い
う
点
に
な
る
と
確
証
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
こ
で
 
 

は
「
た
な
れ
の
駒
L
と
「
千
引
の
石
」
 
の
二
つ
だ
け
を
と
り
あ
げ
る
。
 
 
 

「
た
な
れ
の
駒
」
と
は
「
手
慣
れ
の
駒
」
で
、
よ
く
飼
い
な
ら
し
た
馬
の
こ
と
 
 

だ
が
、
八
代
集
で
は
、
 
 

冬
が
れ
に
な
づ
み
し
駒
も
は
る
く
れ
ば
い
ば
ゆ
ば
か
り
に
成
り
に
け
る
か
を
 
 

（
河
内
二
九
二
）
 
 

と
み
え
、
冬
枯
れ
に
 
「
な
づ
む
」
駒
を
、
兼
好
は
夏
草
に
 
「
な
づ
む
L
駒
に
転
じ
 
 

て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
 
 
 

兼
好
の
歌
に
は
、
 
 

ご
く
ら
く
に
往
生
す
べ
き
串
な
ど
と
く
を
き
ゝ
て
 
 
 

夏
の
ゆ
く
た
を
れ
の
こ
ま
の
む
ね
わ
け
に
な
づ
む
ば
か
り
も
し
げ
る
く
さ
哉
 
 

（
自
撰
家
集
二
〓
三
）
 
 

の
歌
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
堀
河
百
首
」
の
「
春
騎
」
の
歌
題
歌
の
 
 
 

わ
が
せ
こ
が
劃
川
い
御
も
沢
に
あ
れ
て
春
の
け
色
は
あ
し
げ
な
る
か
な
 
 

（
肥
後
・
一
九
〇
）
 
 

わ
が
か
ど
の
ひ
と
む
ら
す
す
き
か
り
か
は
ん
君
が
て
な
れ
の
こ
ま
も
こ
ぬ
か
な
 
 

（
後
撰
集
・
恋
二
・
小
町
が
姉
・
六
〓
ハ
）
 
 

ゆ
ふ
ぎ
り
に
さ
の
の
ふ
を
ば
し
お
と
す
な
り
た
な
れ
の
こ
ま
の
か
へ
り
く
る
か
も
 
 

（
詞
花
集
∴
稚
上
・
左
大
弁
俊
雅
母
・
三
二
八
）
 
 

「
堀
河
百
首
」
以
前
で
は
、
↓
源
氏
物
語
」
 
（
紅
葉
賀
）
で
 
 

㈹  



君
が
た
め
ゆ
だ
の
を
わ
け
て
ひ
ろ
ひ
つ
る
ち
び
き
の
石
に
た
れ
か
あ
ふ
ペ
き
 
 

（
散
木
奇
歌
集
・
七
二
七
）
 
 

の
歌
を
は
じ
め
、
「
永
久
百
首
」
（
息
房
・
五
〓
ハ
）
・
「
俊
息
家
歌
合
」
（
仲
英
二
l
 
 

四
）
 
な
ど
院
政
期
歌
人
の
歌
に
散
見
さ
れ
る
も
の
の
極
め
て
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
 
 

兼
好
が
こ
の
珍
し
い
 
「
千
引
の
石
」
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
「
万
葉
集
」
か
ら
と
 
 

の
可
能
性
も
あ
る
が
、
や
は
り
直
接
に
は
 
「
堀
河
百
首
」
か
ら
で
は
を
か
っ
た
か
 
 

と
思
う
。
 
 

四
 
 

最
後
に
、
兼
好
の
和
歌
の
発
想
が
「
堀
河
百
首
」
 
の
歌
に
、
な
ん
ら
か
の
意
味
 
 

で
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
吟
味
す
る
。
 
 
 

発
想
の
近
似
性
は
、
措
辞
の
方
面
の
摂
取
の
裏
付
け
が
あ
れ
ば
影
響
関
係
が
確
 
 

証
で
き
る
が
、
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
単
な
る
偶
然
に
よ
る
こ
と
も
あ
り
、
断
定
 
 

を
く
だ
す
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、
以
 
 

下
、
歌
材
に
即
し
な
が
ら
事
例
を
列
挙
し
た
い
。
 
 
 

ま
ず
は
「
山
吹
」
歌
題
歌
か
ら
。
 
 

ふ
ね
し
あ
れ
ば
ち
び
き
の
い
し
も
う
か
ぶ
て
ふ
ち
か
ひ
の
う
み
に
浪
た
つ
な
ゆ
め
 
 

（
自
撰
家
集
・
一
四
三
）
 
 

と
「
千
引
の
石
」
と
い
う
珍
し
い
素
材
を
詠
じ
た
も
の
が
あ
る
。
「
千
引
の
石
」
 
 

は
「
万
葉
集
」
注
3
5
に
、
 
 
 

わ
が
恋
は
干
引
の
石
を
七
ば
か
り
首
に
戯
け
む
も
神
の
諸
伏
 
 

（
巻
四
・
七
四
三
）
 
 

と
一
首
み
え
る
の
が
初
出
で
、
「
堀
河
百
首
」
 
に
も
、
こ
れ
か
ら
取
材
し
て
、
 
 

詞
 
 
 

き
み
が
代
は
千
び
き
の
石
を
く
だ
き
つ
つ
万
代
ご
と
に
と
れ
ど
つ
き
せ
じ
 
 （

源
顕
仲
・
一
五
九
こ
 
 

と
み
え
る
。
「
千
引
の
石
」
は
こ
の
他
に
、
 
 

よ
し
の
川
い
は
こ
す
を
み
に
か
げ
見
れ
ば
ち
る
に
つ
き
せ
ぬ
や
ま
ぶ
き
の
は
な
 
 
 

共
に
ち
る
露
は
し
ば
し
も
や
す
ら
は
で
は
す
の
立
葉
に
花
ぞ
と
ま
れ
る
 
 

（
民
都
卿
家
寮
舷
歌
二
二
六
）
 
 

傍
線
部
「
は
す
の
立
薬
」
は
、
 
 

（
自
排
家
集
・
二
〇
こ
 
 

こ
の
歌
は
岩
を
越
え
る
波
に
映
る
岸
の
山
吹
を
、
一
見
、
散
っ
た
花
か
と
錯
覚
す
 
 

る
モ
チ
ー
フ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
白
波
の
飛
沫
に
映
じ
て
散
っ
て
い
る
よ
う
に
 
 

見
え
る
が
、
実
際
は
散
っ
て
い
な
い
光
景
に
着
目
し
て
「
ち
る
に
つ
き
せ
ぬ
」
と
 
 

凝
縮
表
現
に
し
た
と
こ
ろ
に
智
的
な
趣
向
が
あ
る
。
吉
野
川
の
山
吹
と
し
て
は
、
 
 

「
古
今
集
」
の
、
 
 
 

吉
野
河
岸
の
山
吹
ふ
く
か
ぜ
に
そ
こ
の
影
さ
へ
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
 
 

（
春
下
・
耳
之
・
一
二
四
）
 
 

の
歌
の
系
譜
に
た
つ
。
兼
好
は
こ
の
 
「
古
今
集
」
を
念
頭
に
し
て
逆
発
想
に
詠
じ
 
 

た
の
か
も
し
れ
を
い
が
、
「
ち
る
に
つ
き
せ
ぬ
」
の
措
辞
と
発
想
は
、
他
の
歌
集
 
 

に
も
見
当
ら
ぬ
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
 
「
堀
河
百
首
」
に
は
次
の
よ
う
を
発
想
を
と
る
「
山
吹
」
歌
題
歌
が
 
 

あ
る
。
 
 
 

い
は
ね
よ
り
か
け
つ
つ
水
は
あ
ら
へ
ど
も
色
も
か
は
ら
ず
岸
の
山
吹
 
 

（
源
顕
伸
二
一
九
四
）
 
 
 

ゆ
く
水
に
き
し
の
山
ぶ
き
う
つ
れ
ど
も
底
の
に
ほ
ひ
は
な
が
れ
ぎ
り
け
り
 
 

（
藤
原
闘
仲
エ
l
九
八
）
 
 

こ
の
 
「
I
－
ど
も
1
し
な
い
」
と
い
う
、
「
逆
接
－
打
消
し
」
の
構
文
と
発
想
 
 

は
、
兼
好
の
歌
の
 
「
ち
る
に
つ
き
せ
ぬ
」
（
散
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
尽
き
な
い
）
 
と
い
 
 

う
発
想
と
重
な
る
面
が
あ
る
。
非
好
は
こ
の
発
想
を
「
堀
河
百
首
」
か
ら
得
た
可
 
 

能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

次
は
 
「
蓮
L
 
の
歌
題
歌
。
 
 

風
ふ
け
ば
は
す
の
う
き
薬
に
玉
こ
え
て
涼
し
く
な
り
ぬ
日
ぐ
ら
し
の
こ
ゑ
 
 

（
散
木
奇
歌
集
二
三
二
）
 
 

な
ど
の
 
「
は
す
の
浮
き
葉
」
（
水
面
に
浮
い
て
い
る
蓮
の
薬
）
に
対
し
て
、
水
面
の
上
に
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雨
ふ
れ
ば
は
す
の
た
ち
薬
に
ゐ
る
玉
の
た
え
ず
こ
ぼ
る
る
我
が
涙
か
な
 
 

（
俊
頼
・
五
〇
四
）
 
 

か
ら
の
影
響
に
た
つ
と
思
う
。
こ
の
俊
頬
歌
は
、
蓮
の
立
菓
に
雨
が
降
る
と
玉
が
 
 

絶
え
間
な
く
こ
ぼ
れ
る
さ
ま
を
「
た
え
ず
こ
ぼ
る
る
」
の
序
詞
的
に
用
い
て
い
る
。
 
 

兼
好
の
歌
は
、
こ
の
俊
頼
歌
か
ら
「
は
す
の
立
案
」
 
の
歌
材
を
取
り
こ
ん
だ
だ
け
 
 

で
な
く
、
「
露
は
し
ば
し
も
や
す
ら
は
で
」
散
る
と
、
「
た
え
ず
こ
ぼ
る
る
」
と
 
 

同
じ
方
向
で
と
ら
え
る
。
た
だ
、
花
と
露
は
共
に
散
る
が
、
花
び
ら
の
方
は
立
菓
 
 

に
と
ま
っ
て
い
る
と
想
定
し
た
と
こ
ろ
に
新
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
俊
 
 

頼
歌
を
念
頭
に
し
て
詠
出
し
た
と
み
を
し
て
よ
い
歌
で
あ
る
。
 
 
 

霜
の
降
る
夜
に
は
自
然
に
鐘
が
鳴
り
響
く
の
は
、
中
国
の
故
事
に
よ
る
。
「
和
 
 

歌
童
蒙
抄
」
注
3
6
（
萱
ハ
）
の
「
霜
ま
つ
か
ね
」
の
項
に
は
、
「
山
海
経
日
、
豊
山
有
二
 
 

九
鐘
】
。
是
和
レ
霜
嶋
。
郭
瑛
注
日
、
霜
降
則
鐘
嶋
。
故
知
レ
言
也
。
物
有
二
．
自
然
 
 

感
一
。
不
レ
可
レ
為
也
。
」
を
引
用
す
る
。
八
代
集
に
鐘
を
素
材
に
し
た
歌
は
二
十
六
 
 

首
ほ
ど
あ
る
が
、
こ
の
故
事
に
依
拠
し
た
歌
は
、
「
千
載
集
」
の
、
 
 
 

は
つ
霜
や
お
き
は
じ
む
ら
ん
暁
の
か
ね
の
お
と
こ
そ
は
の
き
こ
ゆ
な
れ
 
 

（
冬
・
大
炊
御
門
右
大
臣
・
三
九
七
）
 
 
 

た
か
さ
ご
の
を
の
へ
の
か
ね
の
お
と
す
な
り
鳴
か
け
て
霜
や
お
く
ら
ん
 
 

（
冬
・
匡
房
二
二
九
八
）
 
 

の
二
首
の
み
。
前
歌
の
 
「
大
炊
御
門
右
大
臣
」
、
即
ち
公
能
の
は
、
匡
房
の
歌
の
 
 

上
旬
と
下
旬
を
逆
に
し
た
模
倣
歌
に
す
ぎ
を
い
。
実
は
「
千
載
集
」
に
入
集
し
た
 
 

こ
の
匡
房
の
歌
は
、
「
堀
河
百
首
」
 
の
 
「
霜
」
歌
題
の
歌
で
あ
る
（
九
〓
凹
）
。
「
和
 
 

歌
童
蒙
抄
」
（
巻
一
）
で
も
、
匡
房
の
歌
を
引
用
し
、
「
堀
川
院
百
首
に
匡
房
卿
の
 
 

雨
そ
そ
く
は
す
の
立
案
に
ゐ
る
玉
の
た
ま
ら
ぬ
物
は
涙
な
り
け
り
 
 （

後
鳥
羽
院
御
集
・
七
三
九
）
 
 

な
ど
は
じ
め
、
諸
歌
集
に
若
干
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
堀
河
百
首
」
 
の
、
 
 

一
本
ず
つ
立
っ
て
い
る
蓮
の
菓
の
こ
と
で
、
 
 

小
舟
さ
し
た
を
り
て
袖
に
う
つ
し
見
ん
は
す
の
立
薬
の
露
の
白
玉
 
 

（
長
秋
詠
祐
二
一
九
）
 
 

よ
め
る
也
。
も
ろ
こ
し
に
豊
山
と
い
ふ
処
有
。
そ
の
峯
に
鐘
あ
り
。
霜
の
く
だ
る
 
 

を
ま
ち
て
な
る
也
」
と
注
す
る
。
「
江
帥
集
」
に
は
、
 
 
 

3
1
6
 
ゆ
き
ふ
れ
ば
た
か
く
な
り
け
り
す
ず
か
や
ま
 
 

い
か
を
る
し
も
に
か
ね
ひ
び
く
ら
ん
 
 

の
連
歌
も
み
え
る
。
こ
の
鐘
と
霜
の
中
国
故
事
に
依
拠
し
た
歌
は
、
「
壬
二
集
」
（
一
 
 

八
一
）
、
「
拾
遺
息
草
」
（
二
三
五
〇
）
な
ど
に
も
散
見
す
る
が
、
い
ず
れ
も
「
堀
河
百
 
 

首
」
 
の
匡
房
の
歌
の
影
響
下
に
あ
る
。
こ
の
故
事
を
和
歌
の
世
界
に
持
ち
込
ん
だ
 
 

が
、
う
ち
一
首
は
次
の
も
の
。
 
 

の
は
、
匡
房
が
最
初
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
兼
好
の
、
 
 
 

春
ち
か
き
別
如
の
ひ
ゞ
き
の
さ
ゆ
る
か
を
こ
よ
ひ
ば
か
り
と
い
打
や
を
く
ら
ん
 
 

（
自
撰
家
集
二
二
一
六
）
 
 

の
歌
も
、
以
上
の
考
察
か
ら
判
断
す
る
と
、
や
は
り
匡
房
の
歌
を
念
頭
に
し
て
の
 
 

詠
歌
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
荒
木
尚
氏
注
3
7
冨
倉
徳
次
郎
氏
注
3
8
も
共
に
、
「
千
載
集
」
 
 

の
匡
房
歌
を
本
歌
に
指
摘
し
て
い
る
。
兼
好
の
歌
は
、
春
も
ま
近
い
頃
の
鐘
の
音
 
 

を
と
ら
え
、
霜
も
も
う
今
夜
限
り
だ
と
置
い
て
い
る
だ
ろ
う
と
推
測
し
、
匡
房
歌
 
 

か
ら
一
歩
離
れ
て
新
味
を
出
し
て
い
る
。
 
 
 

「
自
撰
家
集
」
に
は
「
た
か
が
り
（
鷹
狩
）
」
の
歌
題
歌
が
連
続
し
て
二
首
あ
る
 
 
 

ふ
る
雪
に
ゆ
く
へ
も
見
え
ず
は
し
艦
の
を
ぶ
さ
の
す
ず
の
お
と
ば
か
り
し
て
 
 

（
冬
・
隆
源
・
四
二
二
）
 
 

の
一
首
だ
け
だ
が
、
こ
れ
は
「
堀
河
百
首
」
の
歌
で
あ
る
（
一
〇
六
九
）
。
 
「
古
今
 
 

六
帖
」
 
の
 
「
こ
た
か
」
 
「
は
し
た
か
」
 
に
あ
る
八
首
中
に
も
「
鈴
」
は
み
え
を
い
。
 
 

こ
の
よ
う
に
「
堀
河
百
首
」
以
前
に
、
牒
狩
の
歌
に
 
「
尾
ぶ
さ
の
鈴
」
を
持
ち
込
 
 

ん
だ
歌
は
稀
少
の
よ
う
だ
。
そ
の
点
、
「
堀
河
百
首
」
 
に
は
、
先
の
「
千
載
集
」
 
 

入
集
散
の
ほ
か
に
も
、
 
 
 

す
㌔
の
を
と
は
ち
か
く
き
こ
え
て
は
し
た
か
の
し
げ
み
の
木
ゐ
に
か
く
れ
つ
る
か
な
 
 

（
二
〇
三
）
 
 

こ
の
歌
の
「
す
㌔
 
（
鈴
）
」
と
は
、
鷹
の
尾
ぶ
さ
に
つ
け
る
鈴
の
こ
と
。
鷹
狩
の
歌
 
 

は
八
代
集
に
十
余
首
あ
る
が
「
鈴
」
を
取
り
込
ん
だ
の
は
、
「
千
載
集
」
の
、
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（
冬
・
素
意
法
師
・
四
〇
二
）
 
 

の
本
歌
取
歌
さ
れ
て
い
る
。
注
3
9
確
か
に
上
旬
の
措
辞
、
発
想
は
酷
似
し
、
そ
の
可
 
 

能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
上
旬
が
酷
似
し
て
い
る
わ
り
に
は
、
下
旬
に
お
け
る
本
 
 

歌
の
東
換
具
合
が
明
ら
か
で
な
い
。
兼
好
の
歌
は
、
埋
火
の
辺
は
春
と
思
う
の
に
、
 
 

夜
が
な
か
な
か
明
け
な
い
、
や
は
り
冬
の
長
い
夜
か
と
慨
嘆
し
て
い
る
が
、
「
後
 
 

拾
遺
集
L
の
歌
は
、
埋
火
の
辺
の
春
の
心
地
を
前
提
に
、
降
る
雪
を
落
花
と
見
る
 
 

発
想
で
あ
り
、
次
元
が
ち
が
っ
て
い
る
。
こ
う
み
て
く
る
と
上
旬
の
酷
似
は
偶
然
 
 

の
一
致
で
、
兼
好
の
歌
は
、
別
の
方
面
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
発
想
で
あ
る
と
の
推
 
 

測
も
可
能
で
あ
る
。
 
 
 

「
和
漢
朗
詠
集
」
 
の
 
「
岨
火
L
の
漢
詩
句
に
は
、
 
 
 

は
し
た
か
の
し
る
し
の
鈴
の
ち
か
け
れ
ば
か
く
れ
か
ね
て
や
雉
子
鳴
く
ら
ん
 
 

（
河
内
二
〇
七
二
）
 
 

の
歌
を
ど
五
首
も
あ
る
。
こ
の
歌
と
兼
好
の
歌
を
比
較
す
る
と
、
「
は
し
た
か
」
 
 

「
鈴
」
 
の
素
材
結
合
が
一
致
す
る
だ
け
で
な
く
、
鈴
の
音
が
近
く
聞
え
る
こ
と
で
 
 

（
主
体
こ
そ
相
達
す
る
が
）
、
「
か
く
れ
」
る
行
為
も
近
似
し
、
影
響
を
受
け
た
可
能
性
 
 

も
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
「
岨
火
」
と
い
う
「
堀
河
首
首
」
の
歌
題
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
 
 

「
百
首
」
 
に
初
め
て
登
場
し
た
珍
し
い
も
の
で
、
「
和
漢
朗
詠
集
L
か
ら
採
用
し
 
 

た
も
の
で
あ
る
。
「
正
徹
物
語
」
に
「
櫨
火
の
題
に
て
は
埋
火
を
も
焼
火
を
も
読
 
 

む
也
。
哩
火
の
題
に
て
は
岨
火
を
ば
読
ま
ぬ
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
和
歌
で
は
「
ろ
 
 

か
」
と
は
よ
ま
れ
ず
「
う
づ
み
火
」
と
よ
ま
れ
る
。
「
堀
河
百
首
」
 
の
十
六
首
の
 
 

「
姐
火
」
の
歌
は
、
す
べ
て
 
「
う
づ
み
火
」
と
し
て
詠
じ
て
い
る
。
兼
好
に
も
 
 

「
櫨
火
」
歌
題
で
、
 
 

】
董
′
 
 
 

う
づ
み
火
の
あ
た
り
は
春
と
お
も
ふ
彼
の
あ
く
る
ひ
さ
し
き
ね
や
の
う
ち
か
を
 
 

（
自
撰
家
集
二
二
〓
 
 

と
「
埋
火
」
を
詠
じ
た
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
「
後
拾
遺
集
」
の
、
 
 

う
づ
み
び
を
よ
め
る
 
 
 

う
づ
み
び
 
 の
あ
た
り
は
は
る
の
心
地
し
て
ち
り
く
る
ゆ
き
を
花
と
こ
そ
み
れ
 
 

常
の
な
か
ぬ
ば
か
り
ぞ
う
づ
み
火
の
き
え
せ
ぬ
宿
は
春
め
き
に
け
り
 
 

（
帥
時
・
一
〇
九
七
）
 
 

と
「
埋
火
」
の
あ
る
宿
は
「
春
め
き
に
け
り
」
と
す
る
発
想
歌
が
あ
る
。
従
っ
て
、
 
 

兼
好
の
先
掲
の
歌
も
「
百
首
L
の
歌
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
可
能
性
も
あ
る
。
 
 
 

最
後
に
 
「
杜
若
」
 
の
歌
を
取
り
あ
げ
る
。
 
 
 

「
杜
若
（
か
き
つ
ば
た
）
」
そ
の
も
の
は
、
「
万
葉
集
」
以
来
、
歌
材
と
さ
れ
、
「
古
 
 

今
六
帖
」
な
ど
に
も
見
え
る
が
、
い
わ
ゆ
る
歌
題
と
し
て
明
確
に
設
定
し
た
歌
は
 
 

意
外
に
少
を
く
、
勅
撰
集
で
は
「
金
菓
集
」
に
一
首
あ
る
の
み
と
い
う
。
「
八
雲
 
 

御
抄
」
注
1
0
（
巻
三
）
は
、
「
杜
若
」
に
対
し
、
「
弛
に
よ
め
り
。
か
き
つ
ば
た
と
て
、
 
 

か
き
に
よ
せ
て
も
よ
め
り
。
其
も
不
レ
離
レ
水
欺
L
と
あ
る
よ
う
に
、
「
か
き
つ
ば
 
 

た
」
か
ら
「
垣
」
を
連
想
し
て
詠
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
「
古
今
六
帖
」
の
 
 
 

影
う
つ
す
あ
さ
か
の
ぬ
ま
の
か
き
つ
ば
た
水
の
こ
ゝ
ろ
は
へ
だ
て
ざ
り
け
る
 
 

（
民
部
卿
家
渡
放
歌
・
五
五
）
 
 

と
、
「
垣
」
を
連
想
し
、
「
水
の
心
」
は
隔
て
な
い
と
詠
じ
て
い
る
。
 
 

一
方
、
「
堀
河
百
首
」
 
の
 
「
杜
若
」
歌
題
歌
十
六
首
中
に
は
、
「
垣
」
と
関
連
 
 

付
け
た
歌
が
五
首
ほ
ど
散
見
す
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
 
 

此
火
応
顔
二
花
樹
一
軍
。
対
釆
終
破
有
二
春
情
一
。
（
菅
三
晶
）
 
 

と
、
埋
火
と
春
の
気
分
を
関
連
付
け
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
漢
詩
句
の
影
響
も
あ
 
 

っ
て
か
、
「
堀
河
百
首
」
 
に
は
、
 
 

君
が
や
ど
わ
が
や
ど
わ
け
る
か
き
つ
ば
た
う
つ
ろ
は
ん
と
き
見
ん
人
も
が
を
 
 

（
貫
之
二
二
八
〇
二
）
 
 

の
歌
を
ど
は
そ
の
早
い
例
で
あ
る
。
兼
好
も
「
杜
若
」
 
の
歌
題
で
、
 
 

杜
若
お
を
じ
さ
は
べ
に
お
ひ
な
が
ら
な
に
を
へ
だ
つ
る
心
を
る
ら
ん
 
 

も
ろ
と
も
に
ふ
し
み
の
さ
と
の
杜
若
心
ば
か
り
は
へ
だ
て
ざ
ら
な
ん
 
 
 

に
ほ
鳥
の
す
だ
く
み
ぬ
ま
の
杜
若
人
へ
だ
つ
べ
き
わ
が
心
か
を
 
 

（
俊
頼
二
一
六
四
）
 
 

（
肥
後
ニ
ー
七
〇
）
 
 

（
河
内
二
一
七
二
）
 
 
 

釧  



の
ご
と
く
、
心
を
隔
て
る
こ
と
を
発
想
の
核
に
し
た
歌
が
あ
る
。
兼
好
の
歌
は
、
 
 

こ
れ
ら
の
 
「
人
の
心
」
の
 
「
隔
て
」
を
念
演
に
し
、
「
安
積
香
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
 
 

山
の
井
の
浅
き
心
を
わ
が
思
は
な
く
に
」
（
万
乗
集
・
巻
十
六
・
三
八
〇
七
）
の
歌
を
背
 
 

景
に
、
「
水
の
心
」
は
隔
て
を
い
と
反
措
定
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
 
 

「
堀
河
百
首
」
 
の
影
響
下
に
あ
る
歌
と
み
な
し
て
よ
い
。
 
 

こ
れ
ま
で
兼
好
に
お
け
る
「
堀
河
百
首
」
の
摂
取
状
況
を
、
「
徒
然
草
」
と
和
 
 

歌
の
世
界
に
分
け
入
っ
て
辿
っ
て
き
た
。
「
徒
然
草
」
 
に
引
用
の
公
実
の
歌
に
よ
 
 

り
、
兼
好
が
「
百
首
」
を
披
見
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
、
し
か
も
「
徒
然
草
」
 
 

に
鎖
め
ら
れ
た
意
匠
を
凝
ら
し
た
表
現
に
は
、
「
百
首
」
の
和
歌
本
文
を
自
在
に
 
 

取
り
込
ん
で
い
る
と
思
し
い
も
の
が
蔑
箇
所
か
指
摘
で
き
た
。
 
 
 

こ
の
事
実
は
、
彼
が
「
百
首
」
を
熟
読
、
玩
味
し
て
、
自
家
薬
籠
中
の
も
の
に
 
 

し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
摂
取
し
た
も
の
は
、
「
百
首
」
 
 

の
中
の
表
現
機
能
と
は
別
の
も
の
に
変
容
さ
せ
た
り
、
彼
の
美
的
理
念
に
引
き
寄
 
 

せ
た
方
向
で
駆
使
し
て
い
る
傾
向
も
あ
っ
た
。
 
 
 

続
い
て
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
和
歌
の
方
面
の
摂
取
の
様
相
を
、
個
々
の
作
品
 
 

に
即
し
て
具
体
的
に
分
析
す
る
作
業
を
試
み
た
。
が
、
そ
こ
に
は
本
歌
と
本
歌
取
 
 

と
い
っ
た
関
係
に
あ
る
も
の
は
稀
少
で
、
強
い
て
そ
れ
に
類
す
る
も
の
を
あ
げ
る
 
 

と
す
れ
ば
、
諏
訪
湖
の
中
の
通
い
路
と
鐘
と
霜
の
中
国
故
事
に
依
拠
し
た
歌
程
度
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

け
れ
ど
も
「
堀
河
百
首
」
 
の
兼
好
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、
露
骨
に
顕
在
化
し
て
 
 

は
い
な
い
が
、
和
歌
詠
作
の
素
養
と
し
て
看
過
で
き
を
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
 
 

こ
と
は
、
「
氷
室
」
と
「
松
が
崎
」
、
「
網
代
」
と
「
田
上
川
」
な
ど
の
例
の
よ
う
 
 

に
、
伝
統
的
な
素
材
結
合
か
ら
や
や
逸
脱
し
た
も
の
で
も
、
そ
の
証
歌
を
「
百
首
」
 
 

の
中
に
定
め
て
い
た
り
、
「
蓮
」
「
杜
若
」
「
姐
火
」
な
ど
の
 
「
百
首
」
特
有
の
歌
題
 
 

な
ど
に
対
し
た
と
き
は
、
や
は
り
「
百
首
」
 
の
歌
に
そ
の
発
想
契
機
を
求
め
て
い
 
 

る
こ
と
な
ど
で
も
窺
う
こ
と
が
で
き
た
。
 
 
 

論
及
に
際
し
て
は
、
い
さ
さ
か
飛
躍
し
た
推
測
や
強
引
さ
も
あ
っ
た
が
、
要
す
 
 

る
に
歌
人
兼
好
に
と
っ
て
「
堀
河
百
首
L
は
、
和
歌
詠
作
の
基
盤
・
素
養
と
し
て
 
 

種
々
を
面
に
影
響
を
与
え
て
い
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
論
じ
得
た
か
と
思
う
。
 
 
 

を
お
、
兼
好
は
、
「
堀
河
百
首
」
 
の
諸
本
の
う
ち
、
ど
ん
な
伝
本
を
披
見
し
て
 
 

い
た
か
も
問
題
に
は
な
る
が
、
そ
れ
を
決
定
付
け
る
根
拠
も
見
出
し
て
い
を
い
の
 
 

で
特
別
に
論
及
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
た
だ
、
「
金
某
集
」
「
詞
花
集
」
「
続
 
 

詞
花
集
」
な
ど
が
撰
歌
対
象
に
し
た
の
は
、
十
六
人
本
「
堀
河
百
首
」
で
あ
っ
た
 
 

と
い
う
見
解
注
“
1
を
念
頭
に
、
十
六
人
本
を
想
定
し
て
調
査
を
進
め
た
こ
と
を
付
言
 
 

し
て
お
く
。
 
 
 

注
1
、
橋
本
不
美
男
・
滝
沢
貞
夫
両
氏
著
『
掴
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
と
そ
の
研
究
桝
娯
篇
L
 
 

の
研
究
筋
の
説
。
 
 
 

2
、
「
堀
河
院
百
首
の
成
立
そ
の
他
に
つ
い
て
」
 
（
国
語
と
国
文
学
・
昭
9
・
9
）
。
後
に
 
 

「
新
古
今
世
界
と
中
世
文
学
上
』
に
収
録
。
 
 
 

3
、
「
堀
河
百
首
と
中
世
和
歌
」
（
国
語
・
昭
2
8
・
9
）
。
後
に
、
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
 
 

r
新
古
今
和
歌
集
一
に
再
録
。
 
 
 

4
、
「
言
語
と
文
芸
」
（
昭
3
9
・
7
）
。
 
 
 

5
、
「
堀
河
院
御
時
百
首
の
歌
め
し
け
る
時
」
人
国
文
学
研
究
、
第
3
2
号
、
昭
4
0
・
1
0
）
、
「
俊
 
 

頼
と
堀
河
置
首
歌
」
（
文
学
・
軍
字
、
第
鵡
号
、
昭
4
1
■
1
2
）
。
 
 
 

6
、
「
組
題
構
成
意
識
の
確
立
と
継
承
」
（
文
学
・
語
学
、
第
7
0
号
、
昭
4
9
・
1
）
。
 
 
 

7
、
∃
堀
河
百
首
』
の
成
立
事
情
と
そ
の
一
性
格
」
（
女
子
大
文
学
・
第
3
6
号
）
、
・
「
¶
堀
河
 
 

百
首
し
と
出
詠
歌
人
の
別
詠
」
（
同
、
第
3
7
号
∵
「
永
緑
と
『
堀
河
百
首
E
 
（
同
・
第
 
 

3
8
号
）
。
 
 
 

8
、
「
熊
本
大
学
『
法
文
論
鞭
J
L
（
昭
3
2
・
6
）
。
後
に
、
日
本
文
学
研
究
資
料
鞍
書
¶
方
丈
 
 

記
・
徒
然
草
』
に
再
録
。
 
 
 

9
、
但
し
、
二
二
四
番
歌
「
春
ち
か
き
」
の
本
歌
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
千
載
集
」
の
 
 

匡
房
の
歌
は
、
「
堀
河
百
首
」
を
出
所
と
す
る
。
 
 
 

1
0
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
 
『
歌
論
集
・
能
楽
論
集
L
所
収
本
に
よ
る
。
 
 
 

1
1
、
『
新
編
国
歌
大
観
 
私
家
弛
編
Ⅰ
』
に
よ
る
。
以
下
、
特
記
し
な
い
私
家
集
の
本
文
は
同
 
 

鋤   



沓
に
よ
る
。
 
 

1
2
、
『
日
本
歌
学
大
系
 
第
五
巻
し
所
収
本
に
よ
る
。
 
 

1
3
、
注
1
2
に
同
じ
。
 
 

1
4
、
注
1
2
に
同
じ
。
 
 

1
5
、
以
下
、
「
徒
然
草
L
の
本
文
は
、
日
本
古
山
ハ
文
学
大
系
『
方
丈
記
・
徒
然
草
』
の
本
文
 
 

に
よ
る
。
 
 

1
6
、
「
夫
木
和
歌
抄
」
〓
九
三
九
）
に
は
採
取
さ
れ
て
い
る
。
 
 

1
7
、
田
辺
凪
氏
「
徒
然
草
諸
注
集
成
』
ほ
か
の
諸
注
釈
書
。
 
 

1
8
、
以
下
、
「
堀
河
百
首
」
の
本
文
は
、
『
新
編
国
歌
大
観
 
私
家
兆
細
Ⅲ
・
定
数
敗
錮
ご
に
よ
る
。
 
 

以
下
の
定
数
歌
な
ど
も
同
書
に
よ
る
。
 
 

1
9
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
和
漢
朗
詠
集
・
梁
塵
秘
抄
』
に
よ
る
。
 
 

2
0
、
拙
編
著
『
兼
好
法
師
全
歌
集
総
索
引
』
 
に
よ
る
。
 
 

2
1
、
拙
著
『
徒
然
草
上
』
（
日
本
の
文
学
・
古
此
ハ
編
）
。
ま
た
、
安
良
岡
傑
作
氏
も
、
『
徒
然
 
 
 

草
全
注
釈
 
上
巻
』
で
、
同
様
な
推
測
を
提
示
し
て
い
る
。
 
 

2
2
、
「
歳
月
と
兼
好
」
 
（
秋
山
虜
編
r
中
世
文
学
の
研
究
』
所
収
）
。
 
 

2
3
、
早
く
¶
徒
然
草
文
段
抄
≒
が
指
摘
し
て
い
る
。
 
 

2
4
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
 
に
よ
る
。
 
 

2
5
、
萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
に
よ
る
。
 
 

2
6
、
『
新
編
国
歌
大
観
 
勅
邦
兆
編
』
に
よ
る
。
以
下
、
勅
撰
集
の
本
文
は
同
書
に
よ
る
。
 
 

2
7
、
『
徒
然
草
拾
辿
抄
』
も
、
先
の
「
堀
河
百
首
」
の
紀
伊
の
歌
を
指
摘
し
て
い
る
。
 
 

2
8
、
注
5
の
上
野
理
氏
の
論
考
な
ど
。
 
 

2
9
、
三
木
紀
人
民
『
徒
然
草
臼
全
訳
注
】
に
も
、
こ
の
歌
を
引
用
す
る
。
 
 

3
0
、
「
徒
然
草
」
の
和
歌
的
世
界
を
ま
と
め
た
も
の
に
、
斎
藤
彰
氏
の
「
徒
然
草
の
和
歌
的
 
 
 

基
盤
（
上
）
（
中
）
（
下
）
1
表
現
機
能
と
構
成
意
識
」
 
（
学
苑
・
第
五
二
九
号
・
第
五
 
 

四
一
号
・
第
五
五
二
号
）
が
あ
る
。
 
 

3
1
、
拙
稿
∃
徒
然
草
L
の
草
木
を
め
ぐ
っ
て
（
上
）
」
 
（
岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
 
 

第
4
6
号
、
昭
5
2
・
2
）
 
 

軍
 
「
兼
好
の
r
民
部
脚
家
褒
股
和
歌
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
、
 
 

3
、
 
 

3
 
 

4
、
 
 

3
 
 

5
、
 
 

3
 
 

6
、
 
 

3
 
 

7
、
 
 

3
 
 

8
、
 
 

3
 
 

9
、
 
 

3
 
 

0
、
 
 

4
 
 

1
、
 
 

4
 
 

第
7
1
号
、
昭
6
1
・
1
）
 
で
論
及
し
た
。
 
 

昭
和
5
8
年
、
和
泉
書
院
出
版
。
 
 

崩
堀
河
院
御
崎
百
首
和
歌
と
そ
の
研
究
柁
篇
L
所
収
。
 
 

日
本
古
典
文
学
大
系
¶
万
韮
在
㌘
に
よ
る
。
番
号
も
同
書
の
も
の
。
 
 

『
日
本
歌
学
大
系
 
別
巻
一
』
 
に
よ
る
。
 
 

注
8
の
論
文
に
同
じ
。
 
 

蒜
梢
徒
然
草
』
付
戯
の
「
自
排
家
集
」
の
頭
注
。
 
 

注
8
の
荒
木
論
文
。
 
 

¶
日
本
歌
学
大
系
 
別
巻
三
一
に
よ
る
。
 
 

注
1
の
著
書
の
解
題
に
よ
る
。
 
 

（
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
十
六
日
受
理
）
 
 

㈹   


