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は
じ
め
に

　

多
く
の
人
の
心
を
捉
え
る
源
実
朝
の
人
物
像
や
和
歌
に
つ
い
て
、
近
年
、

和
歌
研
究
・
歴
史
的
研
究
の
双
方
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
、
成
果
を
上
げ
て

い
る
。
そ
の
最
新
の
成
果
は
、渡
部
泰
明
編『
源
実
朝　

虚
実
を
越
え
て
』（
勉

誠
出
版
・
二
〇
一
九
年
）
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仮
に
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
研

究
書
に
限
っ
て
も
、

①
今
関
敏
子
『『
金
槐
和
歌
集
』
の
時
空
―
―
定
家
所
伝
本
の
配
列
構
成
』

 

（
和
泉
書
院
・
二
〇
〇
〇
年
）

②
五
味
文
彦
『
増
補
吾
妻
鏡
の
方
法
―
事
実
と
神
話
に
見
る
中
世
―
』

 

（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
〇
〇
年
）

③
五
味
文
彦
『
後
鳥
羽
上
皇　

新
古
今
集
は
な
に
を
語
る
か
』

 

（
角
川
選
書
五
〇
六
・
角
川
学
芸
出
版
・
二
〇
一
二
年
）

④
今
関
俊
子
『
実
朝
の
歌　

金
槐
和
歌
集
訳
注
』（
青
簡
舎
・
二
〇
一
三
年
）

⑤
坂
井
孝
一
『
源
実
朝　
「
東
国
の
王
権
」
を
夢
見
た
将
軍
』

 

（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
五
七
八
・
講
談
社
・
二
〇
一
四
年
）

⑥
五
味
文
彦
『
源
実
朝　

歌
と
身
体
か
ら
の
歴
史
学
』

 

（
角
川
選
書
五
六
二
・K

A
D
O
K
A
W
A

・
二
〇
一
五
年
）

⑦
吉
野
朋
美
『
後
鳥
羽
院
と
そ
の
時
代
』　
（
笠
間
書
院
・
二
〇
一
五
年
）

⑧
今
関
敏
子
『
金
槐
和
歌
集
論
―
定
家
所
伝
本
と
実
朝
―
』

 

（
青
簡
舎
・
二
〇
一
六
年
）

⑨
渡
部
泰
明
『
中
世
和
歌
史
論　

様
式
と
方
法
』（
岩
波
書
店
・
二
〇
一
七
年
）

⑩
坂
井
孝
一
『
承
久
の
乱
』

 

（
中
公
新
書
二
五
一
七
・
中
央
公
論
新
社
・
二
〇
一
八
年
）

⑪
坂
井
孝
一
『
源
氏
将
軍
断
絶 

な
ぜ
頼
朝
の
血
は
三
代
で
途
絶
え
た
か
』

 

（PH
P

新
書
・PH

P

研
究
所
・
二
〇
二
〇
年
）

⑫
今
関
俊
子
『
平
安
鎌
倉
文
学
め
ぐ
り
―
―
虚
構
の
真
実
・
詩
情
の
い
の
ち
』

 

（
青
簡
舎
・
二
〇
二
一
年
）

な
ど
に
近
年
の
成
果
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。こ
の
成
果
を
基
に
改
め
て『
金

槐
和
歌
集
』
が
映
し
出
す
実
朝
詠
歌
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　

一
、
実
朝
の
作
歌
方
法

　
「
は
じ
め
に
」
に
あ
げ
た
中
で
も
、
⑨
に
「
源
実
朝
と
音
」（
注
１
）、「
源

実
朝
と
『
万
葉
集
』」（
注
２
）
の
御
論
の
あ
る
渡
部
泰
明
氏
に
は
、
編
著
『
源
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実
朝　

虚
実
を
越
え
て
』
に
、「
実
朝
像
の
由
来
」
の
御
論
が
あ
る
。

　
「
源
実
朝
と
音
」
で
は
、
六
一
九
番
歌
（
注
３
）
に
つ
い
て
、

　

こ
こ
で
、一
つ
乱
暴
な
仮
説
を
提
出
し
て
み
た
い
。
建
暦
元
年
七
月
、

関
東
に
大
雨
は
降
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
該
歌
は
詞
書
も

含
め
、『
貞
観
政
要
』
を
読
ん
で
（
建
暦
元
年
〈
一
二
一
一
〉
七
月
か

ら
十
一
月
）、
帝
王
の
な
す
べ
き
道
に
目
覚
め
た
実
朝
が
、
こ
れ
ま
で

学
ん
だ
漢
学
の
知
識
な
ど
を
動
員
し
な
が
ら
、
紙
上
で
試
み
た
止
雨
の

修
法
で
あ
っ
た
、
と
。
そ
う
考
え
る
と
、
詞
書
中
の
「
ひ
と
り
本
尊
に

向
か
ひ
て
」
の
「
ひ
と
り
」
の
語
も
、
そ
れ
が
事
実
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
と
問
わ
れ
る
事
を
、
あ
ら
か
じ
め
回
避
す
る
た
め
の
言
い
訳
の

よ
う
に
も
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

右
の
仮
説
の
是
非
は
と
も
か
く
、
一
首
が
、
白
楽
天
の
祭
文
や
漢
学

の
知
識
、
故
実
・
作
法
の
勉
学
を
動
員
し
な
が
ら
、
作
り
上
げ
た
文
字

通
り
の
「
作
品
」
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
ろ
う
。
実
朝
の
儀
式
・

儀
礼
へ
の
関
心
も
う
か
が
え
る
し
、唱
え
言
な
ど
具
体
的
な
「
声
」（「
八

大
龍
王
雨
や
め
た
ま
へ
」）
を
取
り
入
れ
て
し
ま
う
力
業
な
ど
も
窺
知

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
構
成
的
で
、
実
朝
ら
し
く
な

い
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
我
々
は
、
音
や
声
に
触
発
さ
れ

て
想
像
力
を
拡
げ
る
一
方
、
そ
れ
を
編
み
上
げ
て
自
己
の
表
現
と
し
て

ゆ
く
、
実
朝
の
歌
人
と
し
て
の
ふ
と
こ
ろ
の
深
さ
に
目
を
向
け
る
べ
き

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

〔（　

）
内
の
注
お
よ
び
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
〕

と
述
べ
、
実
朝
が
詠
歌
の
み
な
ら
ず
、
詞
書
の
文
言
や
歌
集
編
纂
ま
で
視
野

に
入
れ
た
緻
密
な
作
品
創
作
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け
た
。

　

そ
し
て
、「
実
朝
像
の
由
来
」
で
は
、『
新
勅
撰
和
歌
集
』
入
集
歌
と
、
そ

の
類
似
の
歌
を
比
較
し
、
実
朝
歌
が
詠
歌
の
過
程
で
「
言
葉
が
相
互
に
縁
づ

け
ら
れ
て
展
開
し
て
い
く
中
で
、
結
果
的
に
そ
の
主
体
の
身
体
的
な
存
在
感

が
抑
制
さ
れ
、
希
薄
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
」
と
し
、「
言

葉
の
相
互
関
連
を
強
め
、
主
体
の
身
体
性
を
抑
制
す
る
方
向
に
向
か
う
」
こ

と
が
、
実
朝
の
歌
の
磨
き
上
げ
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
後
鳥
羽
院

の
詠
を
含
む
、
例
え
ば
『
仙
洞
句
題
五
十
首
』
な
ど
か
ら
言
葉
の
つ
な
ぎ
方

を
学
ん
で
「
身
体
性
に
満
ち
た
主
体
を
…
…
希
薄
化
し
て
ゆ
く
方
法
を
育
て

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
稿
者
が
か
つ
て
拙
稿
（
注
４
）
の
な
か
で
「
実
朝
が
古
歌
の
歌
語
を

詠
も
う
と
し
て
、一
つ
の
枠
に
は
め
て
詠
ん
で
し
ま
う
語
の
あ
る
こ
と
」、「
写

実
の
詠
で
も
、
自
ら
の
感
興
を
古
歌
詞
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
こ
と
」
を
指

摘
し
、「
一
つ
の
枠
の
暗
さ
と
、
自
ら
の
心
を
自
ら
の
語
で
は
表
現
し
な
い

詠
法
は
、
実
朝
が
い
つ
も
抱
い
て
い
る
心
の
、
醒
め
た
内
実
を
映
し
出
し
て

い
る
」「
方
法
論
の
考
察
の
な
か
で
み
ら
れ
た
、
実
朝
の
「
歌
作
り
」
に
励

む
姿
は
、
自
分
の
心
を
直
接
に
、
ま
た
自
分
の
語
（
こ
と
ば
）
で
は
述
べ
な

い
と
い
う
、
作
者
の
主
体
が
要
求
し
た
方
法
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
」
と
結
論
し
た
点
と
繋
が
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
渡

部
氏
が
実
朝
の
伝
記
的
事
実
や
個
性
的
な
歌
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以

外
の
歌
に
も
実
朝
像
を
追
求
さ
れ
た
よ
う
に
、
実
朝
の
詠
歌
か
ら
実
朝
の
内

実
を
捉
え
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
氏
の
言
わ
れ
る
と
こ

ろ
の
、
実
朝
が
「
意
図
し
て
作
り
上
げ
た
歌
の
中
に
息
づ
く
主
体
」
を
さ
ら

に
分
析
す
る
必
要
に
思
い
至
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
中
川
博
夫
氏
「
実
朝
を
読
み
直
す
―
―
藤
原
定
家
所
伝
本
『
金
槐
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和
歌
集
』
抄
」
は
、「
想
像
す
る
に
実
朝
は
、
京
都
に
遜
色
な
い
環
境
で
歌

を
学
び
得
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
京
都
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
歌
書
類

を
貪
欲
に
吸
収
し
た
の
で
は
な
い
か
」
を
前
提
に
す
る
。
稿
者
は
、
実
朝
の

万
葉
集
か
ら
新
古
今
時
代
ま
で
の
和
歌
の
摂
取
は
、実
朝
が
独
学
か
ら
始
め
、

目
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
歌
書
類
を
い
っ
た
ん
あ
ま
ね
く
摂
取
し
た
結
果
、

そ
こ
か
ら
「
新
古
今
歌
に
捉
え
ら
れ
た
情
景
を
核
と
し
て
、
先
行
歌
の
選
択

を
行
っ
た
」、
そ
れ
は
、
独
自
の
言
語
感
覚
に
よ
っ
た
も
の
と
考
察
し
て
い

る
（
注
５
）。
中
川
氏
の
ご
指
摘
は
、
和
歌
の
表
現
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
は

当
然
で
あ
ろ
う
が
、「
実
朝
の
志
向
す
る
所
は
、『
新
古
今
集
』
自
体
で
は
な

く
、
そ
こ
に
至
る
「
万
葉
」
を
包
摂
し
た
平
安
朝
の
和
歌
世
界
を
捉
え
返
す

後
鳥
羽
院
自
身
や
新
古
今
集
歌
人
た
ち
と
そ
の
歌
壇
で
あ
り
、
そ
れ
を
生
む

治
世
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
て
く
る
」
と
、
作
歌
に
臨
む
実
朝
の
心
情
的
な
背

景
に
も
目
を
向
け
る
。
そ
し
て
、「
新
古
今
時
代
と
り
わ
け
後
鳥
羽
院
治
世

下
の
歌
壇
の
和
歌
へ
の
同
化
を
志
向
す
る
情
念
が
う
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

で
あ
る
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
単
な
る
為
政
者
へ
の
憧
憬
で
は
な
く
、
文

治
の
君
と
し
て
創
作
す
る
後
鳥
羽
院
を
崇
め
同
化
を
願
っ
た
と
い
う
ご
指
摘

は
、
鎌
倉
幕
府
を
主
体
的
に
統
括
し
て
い
こ
う
と
す
る
実
朝
像
が
丹
念
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
き
た
近
年
の
成
果
を
踏
ま
え
、
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「『
万
葉
』
を
包
摂
し
た
平
安
朝
の
和
歌
世
界
を
捉
え
返
す
後
鳥
羽
院
」
に
も

実
朝
自
ら
の
和
歌
の
習
得
過
程
と
重
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　

二
、
後
鳥
羽
院

　
『
吾
妻
鏡
』
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）、
実
朝
十
四
歳
の
記
事
に
、

　

・
四
月
大
○
十
二
日
己
亥
。
将
軍
家
令
詠
十
二
首
和
歌
給
云
々
。

　

・ 

九
月
大
○
二
日
乙
酉
。
内
藤
兵
衛
尉
朝
親
自
京
都
下
着
。
持
参
新
古
今

和
歌
集
。

と
あ
っ
て
、
初
め
て
記
録
に
載
せ
ら
れ
た
実
朝
の
詠
歌
体
験
か
ら
五
ヶ
月
の

ち
に
手
に
し
た
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
記
述
が
見
え
る
。
京
よ
り
持
参
さ
れ

た
、
父
頼
朝
の
和
歌
が
載
せ
ら
れ
る
和
歌
集
へ
の
耽
溺
は
、
表
現
と
し
て
の

和
歌
作
品
の
魅
力
と
と
も
に
、
仮
名
序
に
記
さ
れ
た
、

や
ま
と
う
た
は
、
む
か
し
あ
め
つ
ち
ひ
ら
け
は
じ
め
て
、
人
の
し
わ
ざ

い
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ざ
り
し
時
、
葦
原
中
国
の
こ
と
の
は
と
し
て
、
稲
田

姫
素
鵝
の
さ
と
よ
り
ぞ
つ
た
は
れ
り
け
る
、
し
か
あ
り
し
よ
り
こ
の
か

た
、
そ
の
み
ち
さ
か
り
に
お
こ
り
、
そ
の
な
が
れ
い
ま
に
た
ゆ
る
こ
と

な
く
し
て
、
い
ろ
に
ふ
け
り
、
こ
こ
ろ
を
の
ぶ
る
な
か
だ
ち
と
し
、
世

を
を
さ
め
、
た
み
を
や
は
ら
ぐ
る
み
ち
と
せ
り
、

と
い
う
治
世
の
手
段
と
し
て
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
「
勅
撰
和
歌
集
」

で
あ
る
こ
と
の
魅
力
に
も
拠
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
代
々
の
帝
も
こ
れ
を
す

て
た
ま
は
ず
」
尊
重
し
た
和
歌
を
、
歌
集
と
し
て
完
成
さ
せ
た
後
鳥
羽
院
に

対
す
る
崇
拝
が
高
ま
っ
た
の
も
頷
け
る
。

　

実
在
の
人
物
と
し
て
の
後
鳥
羽
院
へ
の
思
い
が
詠
ま
れ
た
和
歌
に
つ
い
て

は
、
夙
に
今
関
敏
子
氏
が
①
で
、
樋
口
芳
麻
呂
氏
の
「
巻
頭
・
巻
末
の
歌
に

見
ら
れ
る
後
鳥
羽
院
に
寄
せ
る
熱
い
思
慕
の
情
は
、
建
暦
三
年
本
が
、
紛
れ

も
な
く
、実
朝
自
身
の
手
で
編
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
」
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実
朝　

虚
実
を
越
え
て
』
に
、「
実
朝
像
の
由
来
」
の
御
論
が
あ
る
。

　
「
源
実
朝
と
音
」
で
は
、
六
一
九
番
歌
（
注
３
）
に
つ
い
て
、

　

こ
こ
で
、一
つ
乱
暴
な
仮
説
を
提
出
し
て
み
た
い
。
建
暦
元
年
七
月
、

関
東
に
大
雨
は
降
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
該
歌
は
詞
書
も

含
め
、『
貞
観
政
要
』
を
読
ん
で
（
建
暦
元
年
〈
一
二
一
一
〉
七
月
か

ら
十
一
月
）、
帝
王
の
な
す
べ
き
道
に
目
覚
め
た
実
朝
が
、
こ
れ
ま
で

学
ん
だ
漢
学
の
知
識
な
ど
を
動
員
し
な
が
ら
、
紙
上
で
試
み
た
止
雨
の

修
法
で
あ
っ
た
、
と
。
そ
う
考
え
る
と
、
詞
書
中
の
「
ひ
と
り
本
尊
に

向
か
ひ
て
」
の
「
ひ
と
り
」
の
語
も
、
そ
れ
が
事
実
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
と
問
わ
れ
る
事
を
、
あ
ら
か
じ
め
回
避
す
る
た
め
の
言
い
訳
の

よ
う
に
も
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

右
の
仮
説
の
是
非
は
と
も
か
く
、
一
首
が
、
白
楽
天
の
祭
文
や
漢
学

の
知
識
、
故
実
・
作
法
の
勉
学
を
動
員
し
な
が
ら
、
作
り
上
げ
た
文
字

通
り
の
「
作
品
」
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
ろ
う
。
実
朝
の
儀
式
・

儀
礼
へ
の
関
心
も
う
か
が
え
る
し
、唱
え
言
な
ど
具
体
的
な
「
声
」（「
八

大
龍
王
雨
や
め
た
ま
へ
」）
を
取
り
入
れ
て
し
ま
う
力
業
な
ど
も
窺
知

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
構
成
的
で
、
実
朝
ら
し
く
な

い
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
我
々
は
、
音
や
声
に
触
発
さ
れ

て
想
像
力
を
拡
げ
る
一
方
、
そ
れ
を
編
み
上
げ
て
自
己
の
表
現
と
し
て

ゆ
く
、
実
朝
の
歌
人
と
し
て
の
ふ
と
こ
ろ
の
深
さ
に
目
を
向
け
る
べ
き

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

〔（　

）
内
の
注
お
よ
び
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
〕

と
述
べ
、
実
朝
が
詠
歌
の
み
な
ら
ず
、
詞
書
の
文
言
や
歌
集
編
纂
ま
で
視
野

に
入
れ
た
緻
密
な
作
品
創
作
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け
た
。

　

そ
し
て
、「
実
朝
像
の
由
来
」
で
は
、『
新
勅
撰
和
歌
集
』
入
集
歌
と
、
そ

の
類
似
の
歌
を
比
較
し
、
実
朝
歌
が
詠
歌
の
過
程
で
「
言
葉
が
相
互
に
縁
づ

け
ら
れ
て
展
開
し
て
い
く
中
で
、
結
果
的
に
そ
の
主
体
の
身
体
的
な
存
在
感

が
抑
制
さ
れ
、
希
薄
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
」
と
し
、「
言

葉
の
相
互
関
連
を
強
め
、
主
体
の
身
体
性
を
抑
制
す
る
方
向
に
向
か
う
」
こ

と
が
、
実
朝
の
歌
の
磨
き
上
げ
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
後
鳥
羽
院

の
詠
を
含
む
、
例
え
ば
『
仙
洞
句
題
五
十
首
』
な
ど
か
ら
言
葉
の
つ
な
ぎ
方

を
学
ん
で
「
身
体
性
に
満
ち
た
主
体
を
…
…
希
薄
化
し
て
ゆ
く
方
法
を
育
て

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
稿
者
が
か
つ
て
拙
稿
（
注
４
）
の
な
か
で
「
実
朝
が
古
歌
の
歌
語
を

詠
も
う
と
し
て
、一
つ
の
枠
に
は
め
て
詠
ん
で
し
ま
う
語
の
あ
る
こ
と
」、「
写

実
の
詠
で
も
、
自
ら
の
感
興
を
古
歌
詞
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
こ
と
」
を
指

摘
し
、「
一
つ
の
枠
の
暗
さ
と
、
自
ら
の
心
を
自
ら
の
語
で
は
表
現
し
な
い

詠
法
は
、
実
朝
が
い
つ
も
抱
い
て
い
る
心
の
、
醒
め
た
内
実
を
映
し
出
し
て

い
る
」「
方
法
論
の
考
察
の
な
か
で
み
ら
れ
た
、
実
朝
の
「
歌
作
り
」
に
励

む
姿
は
、
自
分
の
心
を
直
接
に
、
ま
た
自
分
の
語
（
こ
と
ば
）
で
は
述
べ
な

い
と
い
う
、
作
者
の
主
体
が
要
求
し
た
方
法
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
」
と
結
論
し
た
点
と
繋
が
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
渡

部
氏
が
実
朝
の
伝
記
的
事
実
や
個
性
的
な
歌
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以

外
の
歌
に
も
実
朝
像
を
追
求
さ
れ
た
よ
う
に
、
実
朝
の
詠
歌
か
ら
実
朝
の
内

実
を
捉
え
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
氏
の
言
わ
れ
る
と
こ

ろ
の
、
実
朝
が
「
意
図
し
て
作
り
上
げ
た
歌
の
中
に
息
づ
く
主
体
」
を
さ
ら

に
分
析
す
る
必
要
に
思
い
至
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
中
川
博
夫
氏
「
実
朝
を
読
み
直
す
―
―
藤
原
定
家
所
伝
本
『
金
槐

（ 2 ）（ 3 ）

和
歌
集
』
抄
」
は
、「
想
像
す
る
に
実
朝
は
、
京
都
に
遜
色
な
い
環
境
で
歌

を
学
び
得
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
京
都
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
歌
書
類

を
貪
欲
に
吸
収
し
た
の
で
は
な
い
か
」
を
前
提
に
す
る
。
稿
者
は
、
実
朝
の

万
葉
集
か
ら
新
古
今
時
代
ま
で
の
和
歌
の
摂
取
は
、実
朝
が
独
学
か
ら
始
め
、

目
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
歌
書
類
を
い
っ
た
ん
あ
ま
ね
く
摂
取
し
た
結
果
、

そ
こ
か
ら
「
新
古
今
歌
に
捉
え
ら
れ
た
情
景
を
核
と
し
て
、
先
行
歌
の
選
択

を
行
っ
た
」、
そ
れ
は
、
独
自
の
言
語
感
覚
に
よ
っ
た
も
の
と
考
察
し
て
い

る
（
注
５
）。
中
川
氏
の
ご
指
摘
は
、
和
歌
の
表
現
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
は

当
然
で
あ
ろ
う
が
、「
実
朝
の
志
向
す
る
所
は
、『
新
古
今
集
』
自
体
で
は
な

く
、
そ
こ
に
至
る
「
万
葉
」
を
包
摂
し
た
平
安
朝
の
和
歌
世
界
を
捉
え
返
す

後
鳥
羽
院
自
身
や
新
古
今
集
歌
人
た
ち
と
そ
の
歌
壇
で
あ
り
、
そ
れ
を
生
む

治
世
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
て
く
る
」
と
、
作
歌
に
臨
む
実
朝
の
心
情
的
な
背

景
に
も
目
を
向
け
る
。
そ
し
て
、「
新
古
今
時
代
と
り
わ
け
後
鳥
羽
院
治
世

下
の
歌
壇
の
和
歌
へ
の
同
化
を
志
向
す
る
情
念
が
う
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

で
あ
る
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
単
な
る
為
政
者
へ
の
憧
憬
で
は
な
く
、
文

治
の
君
と
し
て
創
作
す
る
後
鳥
羽
院
を
崇
め
同
化
を
願
っ
た
と
い
う
ご
指
摘

は
、
鎌
倉
幕
府
を
主
体
的
に
統
括
し
て
い
こ
う
と
す
る
実
朝
像
が
丹
念
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
き
た
近
年
の
成
果
を
踏
ま
え
、
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「『
万
葉
』
を
包
摂
し
た
平
安
朝
の
和
歌
世
界
を
捉
え
返
す
後
鳥
羽
院
」
に
も

実
朝
自
ら
の
和
歌
の
習
得
過
程
と
重
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　

二
、
後
鳥
羽
院

　
『
吾
妻
鏡
』
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）、
実
朝
十
四
歳
の
記
事
に
、

　

・
四
月
大
○
十
二
日
己
亥
。
将
軍
家
令
詠
十
二
首
和
歌
給
云
々
。

　

・ 

九
月
大
○
二
日
乙
酉
。
内
藤
兵
衛
尉
朝
親
自
京
都
下
着
。
持
参
新
古
今

和
歌
集
。

と
あ
っ
て
、
初
め
て
記
録
に
載
せ
ら
れ
た
実
朝
の
詠
歌
体
験
か
ら
五
ヶ
月
の

ち
に
手
に
し
た
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
記
述
が
見
え
る
。
京
よ
り
持
参
さ
れ

た
、
父
頼
朝
の
和
歌
が
載
せ
ら
れ
る
和
歌
集
へ
の
耽
溺
は
、
表
現
と
し
て
の

和
歌
作
品
の
魅
力
と
と
も
に
、
仮
名
序
に
記
さ
れ
た
、

や
ま
と
う
た
は
、
む
か
し
あ
め
つ
ち
ひ
ら
け
は
じ
め
て
、
人
の
し
わ
ざ

い
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ざ
り
し
時
、
葦
原
中
国
の
こ
と
の
は
と
し
て
、
稲
田

姫
素
鵝
の
さ
と
よ
り
ぞ
つ
た
は
れ
り
け
る
、
し
か
あ
り
し
よ
り
こ
の
か

た
、
そ
の
み
ち
さ
か
り
に
お
こ
り
、
そ
の
な
が
れ
い
ま
に
た
ゆ
る
こ
と

な
く
し
て
、
い
ろ
に
ふ
け
り
、
こ
こ
ろ
を
の
ぶ
る
な
か
だ
ち
と
し
、
世

を
を
さ
め
、
た
み
を
や
は
ら
ぐ
る
み
ち
と
せ
り
、

と
い
う
治
世
の
手
段
と
し
て
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
「
勅
撰
和
歌
集
」

で
あ
る
こ
と
の
魅
力
に
も
拠
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
代
々
の
帝
も
こ
れ
を
す

て
た
ま
は
ず
」
尊
重
し
た
和
歌
を
、
歌
集
と
し
て
完
成
さ
せ
た
後
鳥
羽
院
に

対
す
る
崇
拝
が
高
ま
っ
た
の
も
頷
け
る
。

　

実
在
の
人
物
と
し
て
の
後
鳥
羽
院
へ
の
思
い
が
詠
ま
れ
た
和
歌
に
つ
い
て

は
、
夙
に
今
関
敏
子
氏
が
①
で
、
樋
口
芳
麻
呂
氏
の
「
巻
頭
・
巻
末
の
歌
に

見
ら
れ
る
後
鳥
羽
院
に
寄
せ
る
熱
い
思
慕
の
情
は
、
建
暦
三
年
本
が
、
紛
れ

も
な
く
、実
朝
自
身
の
手
で
編
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
」
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（
注
６
）
と
い
う
ご
指
摘
を
踏
ま
え
て
、「
実
朝
の
京
へ
の
志
向
、
後
鳥
羽
院

へ
の
帰
属
意
識
」
を
指
摘
す
る
。
ま
た
「
将
軍
と
し
て
の
自
己
規
定
は
希
薄

で
あ
り
」、「
後
鳥
羽
院
の
廷
臣
た
る
自
己
は
、
実
朝
自
身
に
と
っ
て
安
定
し

た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
帰
属
意
識
に
つ
い
て
は
、
福

留
温
子
氏
に
も
「
院
よ
り
先
に
実
朝
が
金
槐
集
の
巻
頭
巻
軸
を
通
し
て
…
…

院
に
対
す
る
熱
い
臣
従
・
鑽
仰
の
思
い
を
発
信
し
た
」（
注
７
）
と
の
ご
指
摘

が
あ
る
。

　

巻
末
三
首
に
「
太
上
天
皇
の
御
書
下
し
預
り
し
時
の
歌
」
と
題
し
た
和
歌

を
置
き
、
後
鳥
羽
院
へ
の
忠
誠
を
、

　
　

山
は
裂
け
海
は
あ
せ
な
む
世
な
り
と
も
君
に
二ふ
た
ご
こ
ろ心わ
が
あ
ら
め
や
も

 

（
金
槐
和
歌
集
・
雑
・
六
六
三
）

と
強
い
言
葉
で
し
め
く
く
っ
た
歌
集
に
は
、
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
渡
部

氏
が
、

　
　
　
　

 

建
暦
元
年
七
月
、
洪
水
天
に
漫
は
び
こ
り、
土
民
愁
歎
せ
む
こ
と
を
思
ひ
て
、

一
人
本
尊
に
向
か
ひ
奉
り
、
聊
い
さ
さ
か

祈
念
を
致
し
て
曰
く

　
　

時
に
よ
り
す
ぐ
れ
ば
民
の
嘆
き
な
り
八
大
龍
王
雨
や
め
た
ま
へ

 

　
（
金
槐
和
歌
集
・
雑
・
六
一
九
）

に
つ
い
て
、「
帝
王
の
な
す
べ
き
道
に
目
覚
め
た
実
朝
」
が
、
実
際
の
天
候

に
拘
わ
ら
ず
「
雨
や
め
た
ま
へ
」
と
祈
る
将
軍
を
演
出
し
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
や
は
り
「
将
軍
と
し
て
の
自
己
規
定
」
の
演
出
を
強

く
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
将
軍
と
し
て
の
自
負
を
覗
か
せ
た
和
歌
は
、
他
に

も
指
摘
で
き
る
。
拙
稿
（
注
８
）
で
も
述
べ
た
巻
末
三
首
の
前
に
置
か
れ
た
、

　
　
　
　

述
懐
の
歌

　
　

君
が
代
に
な
ほ
永
ら
へ
て
月
清
み
秋
の
み
空
の
影
を
待
た
な
む

 

（
金
槐
和
歌
集
・
雑
・
六
六
〇
）

で
あ
る
。

　

秋
の
空
の
月
の
光
の
よ
う
な
院
の
恵
み
を
待
と
う
と
い
う
の
は
、
臣
下
と

し
て
当
然
の
発
想
で
あ
る
が
「
君
が
代
に
な
ほ
永
ら
へ
て
」
と
自
分
も
や
は

り
長
生
き
し
て
と
祈
る
の
は
、
東
国
に
自
ら
が
統
治
者
と
し
て
存
在
す
る
こ

と
を
歌
っ
て
る
の
で
は
な
い
か
。
巻
末
の
三
首
、

　
　
　
　

太
上
天
皇
御
書
下
預
時
歌

　
　

大
君
の
勅
を
か
し
こ
み
ち
ち
わ
く
に
心
は
わ
く
と
も
人
に
い
は
め
や
も

　
　

 

東
ひ
ん
が
しの
国
に
我
が
居
れ
ば
朝
日
さ
す
藐
姑
射
の
山
の
影
と
な
り
に
き

　
　

 

山
は
裂
け
海
は
あ
せ
な
む
世
な
り
と
も
君
に
二ふ
た
ご
こ
ろ心わ
が
あ
ら
め
や
も

 

（
金
槐
和
歌
集
・
雑
・
六
六
一
〜
六
六
三
）

は
、
院
に
対
す
る
畏
敬
の
念
や
忠
誠
を
う
た
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う

な
私
が
君
と
と
も
に
永
遠
に
な
が
ら
え
て
君
の
恵
み
を
待
つ
、
と
い
う
第
一

の
臣
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
統
治
者
と
し
て
の
立
場
で
詠
ん
だ
歌
に
つ
い
て
は
、
坂
井
孝

一
氏
が
⑤
で
、賀
部
巻
末
の
「
祝
い
の
歌
」
三
六
九
・
三
七
〇
番
に
つ
い
て
も
、

考
察
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　

三
、
描
か
れ
た
実
朝
像

　

で
は
、
次
に
歴
史
的
研
究
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
た
、
自
信
に
満
ち
た

実
朝
像
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

冒
頭
に
挙
げ
た
『
源
実
朝　

虚
実
を
越
え
て
』
で
は
、
菊
池
紳
一
氏
「
鎌

倉
殿
実
朝
」、
坂
井
孝
一
氏
「
建
保
年
間
の
源
実
朝
と
鎌
倉
幕
府
」、
小
林
直

（ 4 ）（ 5 ）

樹
氏
「『
沙
石
集
』
の
実
朝
伝
説
―
―
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
源
実
朝
像
」
が

収
め
ら
れ
る
。
坂
井
氏
は
、「
将
軍
親
裁
を
推
進
し
て
確
固
た
る
権
威
・
権

力
を
保
ち
、
和
歌
や
蹴
鞠
を
通
じ
て
治
天
の
君
後
鳥
羽
院
と
信
頼
関
係
を
築

い
て
朝
幕
協
調
を
実
現
し
た
将
軍
、
そ
れ
が
実
朝
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ

る
。
五
味
文
彦
氏
②
を
嚆
矢
と
し
て
、
同
氏
⑥
や
坂
井
氏
の
こ
れ
ま
で
の
著

書
⑤
⑩
、
そ
し
て
、
近
著
⑪
『
源
氏
将
軍
断
絶 

な
ぜ
頼
朝
の
血
は
三
代
で

途
絶
え
た
か
』
で
も
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
五
味
文
彦
氏
⑥
で
は
、
将
軍
実
朝
を
擁
立
し

て
い
く
た
め
に
「
実
朝
の
教
育
」
が
政
子
の
指
示
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
る
。
源
仲
章
を
侍
読
と
し
、
政
治
問
答
書
で
あ
る
『
貞
観
政
要
』
仮
名

文
作
成
が
依
頼
さ
れ
、『
孝
経
』
で
読
書
始
が
行
わ
れ
た
。
武
芸
と
し
て
の

弓
に
関
わ
る
行
事
、
蹴
鞠
、
ま
た
和
歌
も
源
光
行
に
『
蒙
求
和
歌
』
を
書
か

せ
て
和
歌
教
育
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
文
弱
の
印
象
を
抱
か
せ
る
実
朝

の
嗜
好
と
し
て
の
和
歌
・
蹴
鞠
が
『
吾
妻
鏡
』
に
描
か
れ
る
が
、
本
来
は
全

人
教
育
と
し
て
始
ま
っ
た
手
ほ
ど
き
の
中
で
、
実
朝
の
和
歌
の
才
能
が
開
花

し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
、小
林
氏
の
論
で
も
『
沙
石
集
』
に
描
か
れ
る
「
実
朝
伝
説
」
は
、『
吾

妻
鏡
』
の
「
実
朝
伝
説
」
か
ら
も
窺
え
る
も
の
で
あ
り
、
深
い
信
仰
心
を
も

つ
為
政
者
と
し
て
の
実
朝
を
伝
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
説
話
集
や
歴
史

書
が
描
く
実
朝
像
は
、
時
代
や
後
の
幕
府
・
為
政
者
の
意
図
す
る
も
の
で
は

あ
っ
た
ろ
う
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
の
な
か
に
実
朝
像
の
深
部
が

確
実
に
見
え
て
き
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　

四
、『
吾
妻
鏡
』
の
伝
え
る
実
朝
の
和
歌
活
動

　

元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）、
十
四
歳
の
時
に
十
二
首
和
歌
を
詠
ん
だ
と
記

さ
れ
、
九
月
に
『
新
古
今
和
歌
集
』
を
入
手
し
て
か
ら
、
定
家
所
伝
本
に

記
さ
れ
た
奥
書
の
日
時
、「
建
暦
三
年
十
二
月
十
八
日
」
に
、
実
朝
の
作

歌
活
動
は
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
る
。
そ
の
始
発
に
は
、
元
久
元
年

（
一
二
〇
四
）
一
二
月
に
鎌
倉
に
到
着
し
た
坊
門
信
清
の
女
で
あ
る
御
台
所

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
京
の
和
歌
事
情
も
反
映
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
『
吾
妻
鏡
』
に
記
さ
れ
る
和
歌
に
関
連
す
る
記
事
を
抜
き
出
す
と
以
下
の

よ
う
に
な
る
。

　
　
〈
元
久
三
年
（
一
二
〇
六
）
〜
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）〉

元
久
三
年
（
一
二
〇
六
）
四
月
二
十
七
日
に
建
永
に
改
元
。　

十
五
歳

　

Ⅰ 

二
月
大
○
四
日
乙
卯
。
大
雪
降
。
鶴
丘
宮
祭
如
例
。
及
晩
、
将
軍
家
為

覧
雪
、
御
出
名
越
山
辺
。
於
相
州
（
義
時
）
山
庄
、
有
和
歌
御
会
。
相

模
太
郎
（ 

泰
時 

）、 重
胤 

、 朝
親 

等
候
其
座
。

承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）　

十
七
歳

　

Ａ 

五
月
大
○
二
十
九
日
丁
卯
、陰
。
兵
衛
尉
清
綱 

御
台
所
侍

、
昨
日
自
京
都
下
着
、

今
日
参
御
所
、
是
随
分
有
識
也
。
仍
将
軍
家
有
御
対
面
。
清
綱
称
相
伝

物
、
令
進
古
今
和
歌
集
一
部
。
左
金
吾
基
俊
令
書
之
由
申
之
。
先
達
筆

跡
也
。
已
可
謂
末
代
重
宝
、
殊
有
御
感
。

承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）　

十
八
歳

　

Ｂ 
１
七
月
大
○
五
日
丙
申
。
将
軍
家
依
御
夢
想
、
被
奉
二
十
首
御
詠
歌
於

住
吉
社
。
内
藤
右
馬
允
知
親
好
士
也
。
定

家
朝
臣
門
弟
。為
御
使
。
去
建
永
元
年
御
初
学
之

後
御
歌
撰
三
十
首
、
為
合
点
、
被
遣
定
家
朝
臣
也
。
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（
注
６
）
と
い
う
ご
指
摘
を
踏
ま
え
て
、「
実
朝
の
京
へ
の
志
向
、
後
鳥
羽
院

へ
の
帰
属
意
識
」
を
指
摘
す
る
。
ま
た
「
将
軍
と
し
て
の
自
己
規
定
は
希
薄

で
あ
り
」、「
後
鳥
羽
院
の
廷
臣
た
る
自
己
は
、
実
朝
自
身
に
と
っ
て
安
定
し

た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
帰
属
意
識
に
つ
い
て
は
、
福

留
温
子
氏
に
も
「
院
よ
り
先
に
実
朝
が
金
槐
集
の
巻
頭
巻
軸
を
通
し
て
…
…

院
に
対
す
る
熱
い
臣
従
・
鑽
仰
の
思
い
を
発
信
し
た
」（
注
７
）
と
の
ご
指
摘

が
あ
る
。

　

巻
末
三
首
に
「
太
上
天
皇
の
御
書
下
し
預
り
し
時
の
歌
」
と
題
し
た
和
歌

を
置
き
、
後
鳥
羽
院
へ
の
忠
誠
を
、

　
　

山
は
裂
け
海
は
あ
せ
な
む
世
な
り
と
も
君
に
二ふ
た
ご
こ
ろ心わ
が
あ
ら
め
や
も

 
（
金
槐
和
歌
集
・
雑
・
六
六
三
）

と
強
い
言
葉
で
し
め
く
く
っ
た
歌
集
に
は
、
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
渡
部

氏
が
、

　
　
　
　

 

建
暦
元
年
七
月
、
洪
水
天
に
漫
は
び
こ
り、
土
民
愁
歎
せ
む
こ
と
を
思
ひ
て
、

一
人
本
尊
に
向
か
ひ
奉
り
、
聊
い
さ
さ
か

祈
念
を
致
し
て
曰
く

　
　

時
に
よ
り
す
ぐ
れ
ば
民
の
嘆
き
な
り
八
大
龍
王
雨
や
め
た
ま
へ

 

　
（
金
槐
和
歌
集
・
雑
・
六
一
九
）

に
つ
い
て
、「
帝
王
の
な
す
べ
き
道
に
目
覚
め
た
実
朝
」
が
、
実
際
の
天
候

に
拘
わ
ら
ず
「
雨
や
め
た
ま
へ
」
と
祈
る
将
軍
を
演
出
し
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
や
は
り
「
将
軍
と
し
て
の
自
己
規
定
」
の
演
出
を
強

く
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
将
軍
と
し
て
の
自
負
を
覗
か
せ
た
和
歌
は
、
他
に

も
指
摘
で
き
る
。
拙
稿
（
注
８
）
で
も
述
べ
た
巻
末
三
首
の
前
に
置
か
れ
た
、

　
　
　
　

述
懐
の
歌

　
　

君
が
代
に
な
ほ
永
ら
へ
て
月
清
み
秋
の
み
空
の
影
を
待
た
な
む

 

（
金
槐
和
歌
集
・
雑
・
六
六
〇
）

で
あ
る
。

　

秋
の
空
の
月
の
光
の
よ
う
な
院
の
恵
み
を
待
と
う
と
い
う
の
は
、
臣
下
と

し
て
当
然
の
発
想
で
あ
る
が
「
君
が
代
に
な
ほ
永
ら
へ
て
」
と
自
分
も
や
は

り
長
生
き
し
て
と
祈
る
の
は
、
東
国
に
自
ら
が
統
治
者
と
し
て
存
在
す
る
こ

と
を
歌
っ
て
る
の
で
は
な
い
か
。
巻
末
の
三
首
、

　
　
　
　

太
上
天
皇
御
書
下
預
時
歌

　
　

大
君
の
勅
を
か
し
こ
み
ち
ち
わ
く
に
心
は
わ
く
と
も
人
に
い
は
め
や
も

　
　

 

東
ひ
ん
が
しの
国
に
我
が
居
れ
ば
朝
日
さ
す
藐
姑
射
の
山
の
影
と
な
り
に
き

　
　

 

山
は
裂
け
海
は
あ
せ
な
む
世
な
り
と
も
君
に
二ふ
た
ご
こ
ろ心わ
が
あ
ら
め
や
も

 

（
金
槐
和
歌
集
・
雑
・
六
六
一
〜
六
六
三
）

は
、
院
に
対
す
る
畏
敬
の
念
や
忠
誠
を
う
た
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う

な
私
が
君
と
と
も
に
永
遠
に
な
が
ら
え
て
君
の
恵
み
を
待
つ
、
と
い
う
第
一

の
臣
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
統
治
者
と
し
て
の
立
場
で
詠
ん
だ
歌
に
つ
い
て
は
、
坂
井
孝

一
氏
が
⑤
で
、賀
部
巻
末
の
「
祝
い
の
歌
」
三
六
九
・
三
七
〇
番
に
つ
い
て
も
、

考
察
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　

三
、
描
か
れ
た
実
朝
像

　

で
は
、
次
に
歴
史
的
研
究
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
た
、
自
信
に
満
ち
た

実
朝
像
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

冒
頭
に
挙
げ
た
『
源
実
朝　

虚
実
を
越
え
て
』
で
は
、
菊
池
紳
一
氏
「
鎌

倉
殿
実
朝
」、
坂
井
孝
一
氏
「
建
保
年
間
の
源
実
朝
と
鎌
倉
幕
府
」、
小
林
直

（ 4 ）（ 5 ）

樹
氏
「『
沙
石
集
』
の
実
朝
伝
説
―
―
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
源
実
朝
像
」
が

収
め
ら
れ
る
。
坂
井
氏
は
、「
将
軍
親
裁
を
推
進
し
て
確
固
た
る
権
威
・
権

力
を
保
ち
、
和
歌
や
蹴
鞠
を
通
じ
て
治
天
の
君
後
鳥
羽
院
と
信
頼
関
係
を
築

い
て
朝
幕
協
調
を
実
現
し
た
将
軍
、
そ
れ
が
実
朝
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ

る
。
五
味
文
彦
氏
②
を
嚆
矢
と
し
て
、
同
氏
⑥
や
坂
井
氏
の
こ
れ
ま
で
の
著

書
⑤
⑩
、
そ
し
て
、
近
著
⑪
『
源
氏
将
軍
断
絶 

な
ぜ
頼
朝
の
血
は
三
代
で

途
絶
え
た
か
』
で
も
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
五
味
文
彦
氏
⑥
で
は
、
将
軍
実
朝
を
擁
立
し

て
い
く
た
め
に
「
実
朝
の
教
育
」
が
政
子
の
指
示
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
る
。
源
仲
章
を
侍
読
と
し
、
政
治
問
答
書
で
あ
る
『
貞
観
政
要
』
仮
名

文
作
成
が
依
頼
さ
れ
、『
孝
経
』
で
読
書
始
が
行
わ
れ
た
。
武
芸
と
し
て
の

弓
に
関
わ
る
行
事
、
蹴
鞠
、
ま
た
和
歌
も
源
光
行
に
『
蒙
求
和
歌
』
を
書
か

せ
て
和
歌
教
育
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
文
弱
の
印
象
を
抱
か
せ
る
実
朝

の
嗜
好
と
し
て
の
和
歌
・
蹴
鞠
が
『
吾
妻
鏡
』
に
描
か
れ
る
が
、
本
来
は
全

人
教
育
と
し
て
始
ま
っ
た
手
ほ
ど
き
の
中
で
、
実
朝
の
和
歌
の
才
能
が
開
花

し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
、小
林
氏
の
論
で
も
『
沙
石
集
』
に
描
か
れ
る
「
実
朝
伝
説
」
は
、『
吾

妻
鏡
』
の
「
実
朝
伝
説
」
か
ら
も
窺
え
る
も
の
で
あ
り
、
深
い
信
仰
心
を
も

つ
為
政
者
と
し
て
の
実
朝
を
伝
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
説
話
集
や
歴
史

書
が
描
く
実
朝
像
は
、
時
代
や
後
の
幕
府
・
為
政
者
の
意
図
す
る
も
の
で
は

あ
っ
た
ろ
う
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
の
な
か
に
実
朝
像
の
深
部
が

確
実
に
見
え
て
き
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　

四
、『
吾
妻
鏡
』
の
伝
え
る
実
朝
の
和
歌
活
動

　

元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）、
十
四
歳
の
時
に
十
二
首
和
歌
を
詠
ん
だ
と
記

さ
れ
、
九
月
に
『
新
古
今
和
歌
集
』
を
入
手
し
て
か
ら
、
定
家
所
伝
本
に

記
さ
れ
た
奥
書
の
日
時
、「
建
暦
三
年
十
二
月
十
八
日
」
に
、
実
朝
の
作

歌
活
動
は
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
る
。
そ
の
始
発
に
は
、
元
久
元
年

（
一
二
〇
四
）
一
二
月
に
鎌
倉
に
到
着
し
た
坊
門
信
清
の
女
で
あ
る
御
台
所

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
京
の
和
歌
事
情
も
反
映
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
『
吾
妻
鏡
』
に
記
さ
れ
る
和
歌
に
関
連
す
る
記
事
を
抜
き
出
す
と
以
下
の

よ
う
に
な
る
。

　
　
〈
元
久
三
年
（
一
二
〇
六
）
〜
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）〉

元
久
三
年
（
一
二
〇
六
）
四
月
二
十
七
日
に
建
永
に
改
元
。　

十
五
歳

　

Ⅰ 

二
月
大
○
四
日
乙
卯
。
大
雪
降
。
鶴
丘
宮
祭
如
例
。
及
晩
、
将
軍
家
為

覧
雪
、
御
出
名
越
山
辺
。
於
相
州
（
義
時
）
山
庄
、
有
和
歌
御
会
。
相

模
太
郎
（ 

泰
時 

）、 重
胤 

、 朝
親 

等
候
其
座
。

承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）　

十
七
歳

　

Ａ 

五
月
大
○
二
十
九
日
丁
卯
、陰
。
兵
衛
尉
清
綱 

御
台
所
侍

、
昨
日
自
京
都
下
着
、

今
日
参
御
所
、
是
随
分
有
識
也
。
仍
将
軍
家
有
御
対
面
。
清
綱
称
相
伝

物
、
令
進
古
今
和
歌
集
一
部
。
左
金
吾
基
俊
令
書
之
由
申
之
。
先
達
筆

跡
也
。
已
可
謂
末
代
重
宝
、
殊
有
御
感
。

承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）　

十
八
歳

　

Ｂ 

１
七
月
大
○
五
日
丙
申
。
将
軍
家
依
御
夢
想
、
被
奉
二
十
首
御
詠
歌
於

住
吉
社
。
内
藤
右
馬
允
知
親
好
士
也
。
定

家
朝
臣
門
弟
。為
御
使
。
去
建
永
元
年
御
初
学
之

後
御
歌
撰
三
十
首
、
為
合
点
、
被
遣
定
家
朝
臣
也
。

- 25 -



（ 23 ）（ 6 ）（ 7 ）

　

Ｂ 

２
八
月
大
○
十
三
日
甲
戌
。知
親
元
朝
字
也
。与
美
作
蔵
人
朝
親
名
字

著
到
時
混
乱
間
改
之
。

自
京
都
帰
参
。

所
被
遣
于
京
極
中
将
定
家
朝
臣
之
御
歌
。
加
合
点
返
進
。
又
献
詠
歌
口

伝
一
巻
。
是
六
義
風
体
事
。
内
々
依
被
尋
仰
也
。

承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）　

十
九
歳

　

Ｃ 

五
月
小
○
六
日
癸
巳
。
将
軍
家
渡
御
広
元
朝
臣
家
、
相
州
（ 

義
時 

）、

武
州
（ 
時
房 
）
等
被
参
。
及
和
歌
以
下
御
興
宴
云
々
。
亭
主
三
代
集

為
贈
物
云
々
。

　

Ⅱ 

九
月
大
○
十
三
日
丁
酉
。
於
幕
府
有
和
歌
御
会
。
遠
江
守

（
源 

親
広 

）。大
和
前
司（
源 
光
行 

）、内
藤
馬
允（ 

知
親 

）等
候
座
云
々
。

　

Ⅲ 

十
一
月
大
○
二
十
一
日
乙
巳
。
雪
降
、
於
幕
府
南
面
、
有
和
歌
御

会
。 

重
胤 

、（
和
田
） 朝
盛 

等
祗
候
云
々
。

建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）　

二
十
一
歳

　

Ｄ 

九
月
小
○
二
日
乙
巳
。
晴
。
筑
後
前
司
頼
時
去
夜
自
京
都
下
向
。
…
…

此
便
宜
、
定
家
朝
臣
進
消
息
併
和
歌
文
書
等
。
今
日
持
参
御
所
。

建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
十
二
月
六
日
に
建
保
と
改
元
。
二
十
二
歳

　

Ⅳ 

二
月
大
○
一
日
壬
申
。
於
幕
府
有
和
歌
御
会
。
題
梅
花
契
万
春
・
武
州

（ 

時
房 

）、
修
理
亮
（ 

泰
時 

）、
伊
賀
次
郎
兵
衛
尉
（ 

光
宗 
）。
和
田

新
兵
衛
尉（ 

朝
盛 

）等
参
入
。
女
房
相
接
、披
講
之
後
、有
御
連
歌
云
々
。

　

Ⅴ
三
月
大
○
十
九
日
、
庚
申
。
於
御
所
有
庚
申
和
歌
御
会
。

　

Ⅵ 

四
月
小
○
十
五
日
丙
戌
。
…
于
時
、
将
軍
家
対
朗
月
於
南
面
有
和
歌
御

会
。
女
房
数
輩
候
其
砌
。 

朝
盛 

参
進
、
献
秀
逸
之
間
、
御
感
及
再
往

　

Ⅶ 

七
月
小
○
七
日
丙
午
。
晴
。
牛
剋
大
地
震
、今
日
、於
御
所
有
和
歌
御
会
。

相
州
（ 

義
時 

）、修
理
亮
（ 

泰
時 

）、東
平
太 

重
胤 

等
。
所
候
其
座
也
。

　

Ⅷ 

九
月
大
○
二
十
二
日
戊
午
。
将
軍
家
令
逍
遥
火
取
沢
辺
給
。
是
依
覧
草

花
秋
興
也
。
武
蔵
守
（
時
房
）、
修
理
亮
（
泰
時
）、
出
雲
守
（
長
定
）、

三
浦
左
衛
門
尉
（
義
村
）、
結
城
左
右
衛
門
尉
（
朝
光
）、
内
藤
右
馬
允

（
知
親
）
等
令
供
奉
、
皆
携
歌
道
之
輩
也
。

　

Ｅ 

十
一
月
大
○
二
十
三
日
己
丑
。
天
晴
、
京
極
侍
従
定
家
卿
。　

献
相
伝
私
本
万

葉
集
一
部
於
将
軍
家
是
以
二
條
中
将
雅
経
。
依
被
尋
也
。
就
之
去
七
日
、

羽
林
請
取
之
送
進
。
今
日
到
着
之
間
、
広
元
朝
臣
持
参
御
所
。
御
賞
翫

無
他
。

　

Ⅰ
〜
Ⅷ
・
Ｃ
は
、
歌
会
の
記
録
で
あ
り
、
Ⅷ
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、「
皆

携
歌
道
之
輩
也
」
と
歌
道
を
嗜
む
臣
下
た
ち
と
、
草
花
の
秋
の
風
情
を
楽
し

む
と
あ
り
、
当
然
詠
歌
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

他
に
も
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
の
記
事
に
は
、
四
月
二
十
九
日
、
未
明

に
実
朝
が
永
福
寺
に
出
か
け
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
北
条
泰
時
、
範
高
、

知
親
、
行
村
、
重
胤
、
康
俊
が
供
奉
し
た
と
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
前
日
、

郭
公
の
初
音
を
聞
い
た
者
が
い
た
た
め
と
い
う
。
ま
た
、
同
年
十
月
十
三
日

に
は
鴨
長
明
が
下
向
し
、
実
朝
に
拝
謁
し
た
と
あ
り
、
頼
朝
を
し
の
ん
だ
和

歌
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
実
朝
が
和
歌
的
感
興
を
そ
そ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
事

跡
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
最
初
に
手
に
し
た
『
新
古
今
和
歌
集
』
以
外
に
も
、
Ａ
〜
Ｅ
は
Ａ

『
古
今
和
歌
集
』、
Ｃ
三
代
集
、
Ｄ
定
家
の
消
息
と
和
歌
文
書
、
Ｅ
『
万
葉
集
』

な
ど
の
和
歌
文
書
を
入
手
し
た
こ
と
を
示
し
、
Ｂ
１
で
は
実
朝
詠
の
住
吉
社

へ
の
奉
納
と
、
定
家
に
三
十
首
の
和
歌
を
撰
歌
し
て
送
り
、
Ｂ
２
で
そ
の
添

削
と
「
詠
歌
口
伝
一
巻
」（『
近
代
秀
歌
』）
を
も
得
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
は
事
実
と
し
て
、
十
四
歳
か
ら
二
十
二
歳
の
時
期
に
自
撰
歌
集
を
編
む
こ

と
が
で
き
る
力
を
培
う
基
盤
を
実
朝
が
得
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

（ 6 ）（ 7 ）

　

し
か
し
、
実
朝
は
さ
て
お
き
、
こ
の
時
期
は
実
朝
を
め
ぐ
る
東
国
武
士
の

間
に
ま
で
和
歌
活
動
が
深
く
浸
透
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
時
代
で
あ

る
。
で
は
、『
金
槐
和
歌
集
』
に
、
そ
の
活
動
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。

　
　
　
　

五
、『
金
槐
和
歌
集
』
の
編
纂

　
『
金
槐
和
歌
集
』
の
詞
書
は
、
例
え
ば
冒
頭
十
首
の
例
を
挙
げ
る
と
、

〔
一
〕「

正
月
一
日
よ
め
る
」 

 
 

（
一
）

「
立
春
の
心
を
よ
め
る
」  

 

（
二
）

「
故
郷
立
春
」  

 
 

 （
三
）

「
春
の
は
じ
め
に
雪
の
降
る
を
よ
め
る
」 

（
四
・
五
）

「
春
の
は
じ
め
の
う
た
」  

 
 （

六
・
七
）

「
屏
風
の
ゑ
に
、
か
す
が
の
山
に
ゆ
き
ふ
れ
る
所
を
よ
め
る
」　
（
八
）

「
若
菜
つ
む
と
こ
ろ
」 

 
 

（
九
）

「
雪
中
若
菜
と
い
ふ
こ
と
を
」 

 

（
十
）

の
よ
う
に
勅
撰
集
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
。そ
の
中
で
数
は
少
な
い
も
の
の
、

〔
二
〕「

き
さ
ら
ぎ
の
廿
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
に
や
あ
り
け
む
、
北
向
の
縁
に
た

ち
い
で
て
、
夕
暮
の
空
を
な
が
め
て
一
人
居
る
に
、
雁
の
な
く
を
聞
き

て
よ
め
る
」 

（
春
・
五
七
）

「
雨
い
た
く
ふ
れ
る
夜
、
ひ
と
り
ほ
と
と
ぎ
す
を
聞
き
て
よ
め
る
」

 

（
夏
・
一
四
三
）

「
庭
の
萩
わ
づ
か
に
残
れ
る
を
、
月
さ
し
い
で
て
の
ち
見
る
に
、
散
り

に
た
る
に
や
、
花
の
み
え
ざ
り
し
か
ば
」 
（
秋
・
一
八
八
）

の
よ
う
な
、
日
常
を
切
り
取
っ
た
と
読
め
る
詞
書
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、

第
一
節
で
引
い
た
六
一
九
番
歌
が
、「
紙
上
で
試
み
た
止
雨
の
修
法
」
で
あ

る
な
ら
、
詞
書
も
そ
れ
を
支
え
る
創
作
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

　

稿
者
も
〔
二
〕
に
詞
書
を
引
い
た
五
七
番
歌
「
な
が
め
つ
つ
思
ふ
も
悲
し

帰
る
雁
行
く
ら
む
方
の
夕
暮
れ
の
空
」
に
つ
い
て
、
実
朝
は
自
ら
の
実
感
を

投
影
し
つ
つ
も
、『
新
古
今
集
』
の
「
眺
め
つ
つ
思
ふ
も
さ
び
し
久
方
の
月

の
都
の
明
け
方
の
空
」（
秋
上
・
三
九
二
・
藤
原
家
隆
）
の
言
葉
に
よ
っ
て

詠
歌
し
て
い
る
こ
と
を
、「
実
朝
は
、
溢
れ
る
ば
か
り
の
自
ら
の
心
を
、
先

行
す
る
歌
の
言
葉
に
あ
え
て
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
先
行
す
る

和
歌
の
多
く
の
た
ぎ
る
思
い
を
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
再
生
し
、
自
ら
の
心
を

重
ね
て
い
く
。
自
ら
の
実
感
を
、
古
典
和
歌
の
手
法
を
利
用
し
て
先
行
す
る

言
葉
で
語
ら
せ
よ
う
と
し
た
と
き
、
実
朝
に
と
っ
て
和
歌
は
表
現
手
段
と
し

て
新
し
い
意
味
を
持
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
題
詠
歌
で
も
こ
う
し

た
実
詠
歌
で
も
、
直
接
的
に
自
分
の
言
葉
で
語
ろ
う
と
し
な
い
」
と
述
べ
た

こ
と
が
あ
る
（
注
９
）。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
詞
書
は
事
実
を
伝
え
る
も
の
と

し
て
読
む
必
然
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
創
作
し
た
実
朝
の
意
図
を
考
え
る
必

要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
実
詠
歌
と
思
わ
れ
る
詞
書
を
検
討
し
た
い
。
従
来

の
実
朝
の
印
象
と
は
少
し
離
れ
た
、「
人
々
」
と
と
も
に
詠
む
和
歌
で
あ
る
。

　
『
金
槐
和
歌
集
』
で
「
人
々
」
と
和
歌
を
詠
む
例
は
九
例
見
え
る
。

　

ⅰ 

梅
の
花
、
風
に
に
ほ
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
に
よ
ま
せ
侍
し
つ
い
で

に 

（
春
・
一
五
）
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Ｂ 

２
八
月
大
○
十
三
日
甲
戌
。知
親
元
朝
字
也
。与
美
作
蔵
人
朝
親
名
字

著
到
時
混
乱
間
改
之
。

自
京
都
帰
参
。

所
被
遣
于
京
極
中
将
定
家
朝
臣
之
御
歌
。
加
合
点
返
進
。
又
献
詠
歌
口

伝
一
巻
。
是
六
義
風
体
事
。
内
々
依
被
尋
仰
也
。

承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）　

十
九
歳

　

Ｃ 

五
月
小
○
六
日
癸
巳
。
将
軍
家
渡
御
広
元
朝
臣
家
、
相
州
（ 

義
時 

）、

武
州
（ 

時
房 

）
等
被
参
。
及
和
歌
以
下
御
興
宴
云
々
。
亭
主
三
代
集

為
贈
物
云
々
。

　

Ⅱ 

九
月
大
○
十
三
日
丁
酉
。
於
幕
府
有
和
歌
御
会
。
遠
江
守

（
源 

親
広 

）。大
和
前
司（
源 

光
行 

）、内
藤
馬
允（ 

知
親 

）等
候
座
云
々
。

　

Ⅲ 

十
一
月
大
○
二
十
一
日
乙
巳
。
雪
降
、
於
幕
府
南
面
、
有
和
歌
御

会
。 

重
胤 

、（
和
田
） 朝
盛 

等
祗
候
云
々
。

建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）　

二
十
一
歳

　

Ｄ 

九
月
小
○
二
日
乙
巳
。
晴
。
筑
後
前
司
頼
時
去
夜
自
京
都
下
向
。
…
…

此
便
宜
、
定
家
朝
臣
進
消
息
併
和
歌
文
書
等
。
今
日
持
参
御
所
。

建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
十
二
月
六
日
に
建
保
と
改
元
。
二
十
二
歳

　

Ⅳ 

二
月
大
○
一
日
壬
申
。
於
幕
府
有
和
歌
御
会
。
題
梅
花
契
万
春
・
武
州

（ 

時
房 

）、
修
理
亮
（ 

泰
時 

）、
伊
賀
次
郎
兵
衛
尉
（ 

光
宗 

）。
和
田

新
兵
衛
尉（ 

朝
盛 

）等
参
入
。
女
房
相
接
、披
講
之
後
、有
御
連
歌
云
々
。

　

Ⅴ
三
月
大
○
十
九
日
、
庚
申
。
於
御
所
有
庚
申
和
歌
御
会
。

　

Ⅵ 

四
月
小
○
十
五
日
丙
戌
。
…
于
時
、
将
軍
家
対
朗
月
於
南
面
有
和
歌
御

会
。
女
房
数
輩
候
其
砌
。 

朝
盛 

参
進
、
献
秀
逸
之
間
、
御
感
及
再
往

　

Ⅶ 

七
月
小
○
七
日
丙
午
。
晴
。
牛
剋
大
地
震
、今
日
、於
御
所
有
和
歌
御
会
。

相
州
（ 

義
時 

）、修
理
亮
（ 

泰
時 

）、東
平
太 

重
胤 

等
。
所
候
其
座
也
。

　

Ⅷ 

九
月
大
○
二
十
二
日
戊
午
。
将
軍
家
令
逍
遥
火
取
沢
辺
給
。
是
依
覧
草

花
秋
興
也
。
武
蔵
守
（
時
房
）、
修
理
亮
（
泰
時
）、
出
雲
守
（
長
定
）、

三
浦
左
衛
門
尉
（
義
村
）、
結
城
左
右
衛
門
尉
（
朝
光
）、
内
藤
右
馬
允

（
知
親
）
等
令
供
奉
、
皆
携
歌
道
之
輩
也
。

　

Ｅ 

十
一
月
大
○
二
十
三
日
己
丑
。
天
晴
、
京
極
侍
従
定
家
卿
。　

献
相
伝
私
本
万

葉
集
一
部
於
将
軍
家
是
以
二
條
中
将
雅
経
。
依
被
尋
也
。
就
之
去
七
日
、

羽
林
請
取
之
送
進
。
今
日
到
着
之
間
、
広
元
朝
臣
持
参
御
所
。
御
賞
翫

無
他
。

　

Ⅰ
〜
Ⅷ
・
Ｃ
は
、
歌
会
の
記
録
で
あ
り
、
Ⅷ
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、「
皆

携
歌
道
之
輩
也
」
と
歌
道
を
嗜
む
臣
下
た
ち
と
、
草
花
の
秋
の
風
情
を
楽
し

む
と
あ
り
、
当
然
詠
歌
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

他
に
も
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
の
記
事
に
は
、
四
月
二
十
九
日
、
未
明

に
実
朝
が
永
福
寺
に
出
か
け
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
北
条
泰
時
、
範
高
、

知
親
、
行
村
、
重
胤
、
康
俊
が
供
奉
し
た
と
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
前
日
、

郭
公
の
初
音
を
聞
い
た
者
が
い
た
た
め
と
い
う
。
ま
た
、
同
年
十
月
十
三
日

に
は
鴨
長
明
が
下
向
し
、
実
朝
に
拝
謁
し
た
と
あ
り
、
頼
朝
を
し
の
ん
だ
和

歌
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
実
朝
が
和
歌
的
感
興
を
そ
そ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
事

跡
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
最
初
に
手
に
し
た
『
新
古
今
和
歌
集
』
以
外
に
も
、
Ａ
〜
Ｅ
は
Ａ

『
古
今
和
歌
集
』、
Ｃ
三
代
集
、
Ｄ
定
家
の
消
息
と
和
歌
文
書
、
Ｅ
『
万
葉
集
』

な
ど
の
和
歌
文
書
を
入
手
し
た
こ
と
を
示
し
、
Ｂ
１
で
は
実
朝
詠
の
住
吉
社

へ
の
奉
納
と
、
定
家
に
三
十
首
の
和
歌
を
撰
歌
し
て
送
り
、
Ｂ
２
で
そ
の
添

削
と
「
詠
歌
口
伝
一
巻
」（『
近
代
秀
歌
』）
を
も
得
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
は
事
実
と
し
て
、
十
四
歳
か
ら
二
十
二
歳
の
時
期
に
自
撰
歌
集
を
編
む
こ

と
が
で
き
る
力
を
培
う
基
盤
を
実
朝
が
得
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

（ 6 ）（ 7 ）

　

し
か
し
、
実
朝
は
さ
て
お
き
、
こ
の
時
期
は
実
朝
を
め
ぐ
る
東
国
武
士
の

間
に
ま
で
和
歌
活
動
が
深
く
浸
透
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
時
代
で
あ

る
。
で
は
、『
金
槐
和
歌
集
』
に
、
そ
の
活
動
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。

　
　
　
　

五
、『
金
槐
和
歌
集
』
の
編
纂

　
『
金
槐
和
歌
集
』
の
詞
書
は
、
例
え
ば
冒
頭
十
首
の
例
を
挙
げ
る
と
、

〔
一
〕「

正
月
一
日
よ
め
る
」 

 
 

（
一
）

「
立
春
の
心
を
よ
め
る
」  

 

（
二
）

「
故
郷
立
春
」  

 
 

 （
三
）

「
春
の
は
じ
め
に
雪
の
降
る
を
よ
め
る
」 
（
四
・
五
）

「
春
の
は
じ
め
の
う
た
」  
 

 （
六
・
七
）

「
屏
風
の
ゑ
に
、
か
す
が
の
山
に
ゆ
き
ふ
れ
る
所
を
よ
め
る
」　
（
八
）

「
若
菜
つ
む
と
こ
ろ
」 
 

 

（
九
）

「
雪
中
若
菜
と
い
ふ
こ
と
を
」 

 

（
十
）

の
よ
う
に
勅
撰
集
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
。そ
の
中
で
数
は
少
な
い
も
の
の
、

〔
二
〕「

き
さ
ら
ぎ
の
廿
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
に
や
あ
り
け
む
、
北
向
の
縁
に
た

ち
い
で
て
、
夕
暮
の
空
を
な
が
め
て
一
人
居
る
に
、
雁
の
な
く
を
聞
き

て
よ
め
る
」 

（
春
・
五
七
）

「
雨
い
た
く
ふ
れ
る
夜
、
ひ
と
り
ほ
と
と
ぎ
す
を
聞
き
て
よ
め
る
」

 

（
夏
・
一
四
三
）

「
庭
の
萩
わ
づ
か
に
残
れ
る
を
、
月
さ
し
い
で
て
の
ち
見
る
に
、
散
り

に
た
る
に
や
、
花
の
み
え
ざ
り
し
か
ば
」 

（
秋
・
一
八
八
）

の
よ
う
な
、
日
常
を
切
り
取
っ
た
と
読
め
る
詞
書
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、

第
一
節
で
引
い
た
六
一
九
番
歌
が
、「
紙
上
で
試
み
た
止
雨
の
修
法
」
で
あ

る
な
ら
、
詞
書
も
そ
れ
を
支
え
る
創
作
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

　

稿
者
も
〔
二
〕
に
詞
書
を
引
い
た
五
七
番
歌
「
な
が
め
つ
つ
思
ふ
も
悲
し

帰
る
雁
行
く
ら
む
方
の
夕
暮
れ
の
空
」
に
つ
い
て
、
実
朝
は
自
ら
の
実
感
を

投
影
し
つ
つ
も
、『
新
古
今
集
』
の
「
眺
め
つ
つ
思
ふ
も
さ
び
し
久
方
の
月

の
都
の
明
け
方
の
空
」（
秋
上
・
三
九
二
・
藤
原
家
隆
）
の
言
葉
に
よ
っ
て

詠
歌
し
て
い
る
こ
と
を
、「
実
朝
は
、
溢
れ
る
ば
か
り
の
自
ら
の
心
を
、
先

行
す
る
歌
の
言
葉
に
あ
え
て
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
先
行
す
る

和
歌
の
多
く
の
た
ぎ
る
思
い
を
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
再
生
し
、
自
ら
の
心
を

重
ね
て
い
く
。
自
ら
の
実
感
を
、
古
典
和
歌
の
手
法
を
利
用
し
て
先
行
す
る

言
葉
で
語
ら
せ
よ
う
と
し
た
と
き
、
実
朝
に
と
っ
て
和
歌
は
表
現
手
段
と
し

て
新
し
い
意
味
を
持
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
題
詠
歌
で
も
こ
う
し

た
実
詠
歌
で
も
、
直
接
的
に
自
分
の
言
葉
で
語
ろ
う
と
し
な
い
」
と
述
べ
た

こ
と
が
あ
る
（
注
９
）。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
詞
書
は
事
実
を
伝
え
る
も
の
と

し
て
読
む
必
然
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
創
作
し
た
実
朝
の
意
図
を
考
え
る
必

要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
実
詠
歌
と
思
わ
れ
る
詞
書
を
検
討
し
た
い
。
従
来

の
実
朝
の
印
象
と
は
少
し
離
れ
た
、「
人
々
」
と
と
も
に
詠
む
和
歌
で
あ
る
。

　
『
金
槐
和
歌
集
』
で
「
人
々
」
と
和
歌
を
詠
む
例
は
九
例
見
え
る
。

　

ⅰ 

梅
の
花
、
風
に
に
ほ
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
に
よ
ま
せ
侍
し
つ
い
で

に 

（
春
・
一
五
）

- 22 -



（ 21 ）（ 8 ）（ 9 ）

　

ⅱ 

山
家
に
見
花
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
あ
ま
た
つ
か
う
ま
つ
り
し
つ
い
で

に 

（
春
・
六
八
）

　

ⅲ 
秋
の
野
に
お
く
白
露
は
玉
な
れ
や
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
に
お
ほ
せ
て

つ
か
う
ま
つ
ら
せ
し
時
よ
め
る 

（
秋
・
一
七
六
）

　

ⅳ 

佐
保
山
の
は
ゝ
そ
の
も
み
ぢ
時
雨
に
ぬ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
に
よ

ま
せ
し
つ
い
で
に
よ
め
る 

（
秋
・
二
六
六
）

　
ⅴ 

九
月
尽
の
心
を
、
人
々
に
お
ほ
せ
て
つ
か
う
ま
つ
ら
せ
し
つ
い
で
に
よ

め
る 

（
秋
・
二
七
四
）

　

ⅵ 

海
辺
の
千
鳥
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
あ
ま
た
つ
か
う
ま
つ
り
し
つ
い
で

に 

（
冬
・
二
九
四
〜
二
九
六
）

　

ⅶ 

年
を
経
て
待
つ
恋
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
に
お
ほ
せ
て
つ
か
う
ま
つ
ら

せ
し
つ
い
で
に 

（
恋
・
四
七
〇
）

　

ⅷ 

声
う
ち
そ
ふ
る
沖
つ
白
波
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
あ
ま
た
つ
か
う
ま
つ

り
し
つ
い
で
に 

（
雑
・
五
六
六
）

　

ⅸ 

相
州
の
土
屋
と
い
ふ
所
に
、
と
し
九
十
に
あ
ま
れ
る
朽
法
師
あ
り
、
を

の
づ
か
ら
き
た
る
、
昔
語
り
な
ど
せ
し
つ
い
で
に
、
身
の
た
ち
ゐ
に
た

へ
ず
な
ん
な
り
ぬ
る
こ
と
を
、
泣
く
泣
く
申
て
い
で
ぬ
、
時
に
「
老
」

と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
に
お
ほ
せ
て
つ
か
う
ま
つ
ら
せ
し
つ
い
で
に
よ

み
侍
る
歌　
（
雑
・
五
九
五
〜
五
九
九
、「
老
」〈
底
本
に
な
し
〉
を
補
う
）

　

集
う
人
々
が
同
じ
景
物
や
題
で
和
歌
を
詠
む
と
い
う
例
は
、
実
生
活
で
も

あ
っ
た
こ
と
は
第
四
節
に
引
い
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
凡
河
内
躬
恒
の
和
歌
は
、
次
の
よ
う
に
詞
書
が

記
さ
れ
て
い
る
。

　
ａ 

か
む
な
り
の
つ
ぼ
に
人
人
あ
つ
ま
り
て
秋
の
夜
を
し
む
歌
よ
み
け
る
つ

い
で
に
よ
め
る 

（
古
今
・
秋
上
・
一
九
〇
詞
書
）

ま
た
、
帝
や
主
人
が
さ
ぶ
ら
う
人
々
に
詠
歌
を
命
じ
る
場
合
も
あ
る
。

　

ｂ 

朱
雀
院
の
帝
、
布
引
の
滝
御
覧
ぜ
む
と
て
文
月
の
七
日
の
日
お
は
し
ま

し
て
あ
り
け
る
時
に
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
人
に
歌
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
に
よ

め
る　
　

橘
長
盛 

（
古
今
・
雑
上
・
九
二
七
詞
書
）

　
ｃ 

田
村
の
御
時
に
女
房
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
て
御
屏
風
の
ゑ
御
覧
じ
け
る
に
、

滝
落
ち
た
り
け
る
所
お
も
し
ろ
し
、
こ
れ
を
題
に
て
う
た
よ
め
と
さ
ぶ

ら
ふ
人
に
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
よ
め
る　

三
条
の
町

 

（
古
今
・
雑
上
・
九
三
〇
詞
書
）

　

ｄ 

廉
義
公
家
に
て
人
人
に
う
た
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
、
草
む
ら
の
な
か
の

夜
の
虫
と
い
ふ
題
を　

平
兼
盛 

（
拾
遺
集
・
賀
・
二
九
五
詞
書
）

　
ｅ 

三
条
院
御
時
、
五
月
五
日
、
昌
蒲
の
根
を
郭
公
の
か
た
に
つ
く
り
て
、

梅
の
枝
に
す
ゑ
て
人
の
た
て
ま
つ
り
て
侍
り
け
る
を
、
こ
れ
を
題
に
て

歌
つ
か
う
ま
つ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば　

三
条
院
女
蔵
人
左
近

 

（
新
古
今
集
・
雑
上
・
一
四
八
九
詞
書
）

　

ｂ
〜
ｅ
の
よ
う
に
、
人
々
に
和
歌
を
詠
ま
せ
る
だ
け
で
な
く
、『
金
槐
和

歌
集
』の
ⅰ
〜
ⅸ
は
、主
で
あ
る
実
朝
自
身
も
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
で
、『
古

今
集
』
の
ａ
に
見
ら
れ
る
「
つ
い
で
に
」
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
先
行
歌
集
に
見
ら
れ
た
円
居
の
世
界
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
も
記
録
さ

れ
る
も
の
で
、
実
朝
は
そ
の
和
歌
活
動
を
、
自
撰
歌
集
の
中
に
も
君
臣
和
楽

の
世
界
と
し
て
描
こ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
和
歌
に
よ
っ
て
国
を
治

め
る
助
け
と
す
る
と
い
う
勅
撰
集
の
方
針
を
具
現
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た

の
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
人
々
の
和
歌
が
勅
撰
集
は
当
然
と
し
て
、

和
歌
記
録
に
残
る
例
も
少
な
い
の
で
、
実
際
に
ど
の
程
度
の
人
々
が
和
歌
に

（ 8 ）（ 9 ）

親
し
み
、
場
の
喜
び
と
し
た
か
は
、
不
明
で
あ
る
が
、『
金
槐
和
歌
集
』
は
、

い
わ
ば
虚
実
を
超
え
て
、
そ
の
世
界
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
ⅲ
・
ⅳ
な
ど
の
古
歌
に
歌
わ
れ
た
情
景
を
題
に
し
て
作
歌
す
る

人
々
は
、
初
学
の
和
歌
に
励
も
う
と
す
る
武
士
の
姿
を
映
し
出
し
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
。

　

た
だ
、
そ
の
中
で
勅
撰
集
の
世
界
で
あ
る
な
ら
、
描
か
れ
な
い
よ
う
な
ⅸ

の
朽
法
師
が
「
身
の
た
ち
ゐ
に
た
へ
ず
な
ん
な
り
ぬ
る
こ
と
を
、
泣
く
泣
く

申
て
い
で
ぬ
」
と
い
う
よ
う
な
作
歌
の
契
機
を
描
く
と
こ
ろ
に
、
実
朝
の
独

特
の
感
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

我
幾
そ
見
し
世
の
こ
と
を
思
い
で
つ
あ
く
る
ほ
ど
な
き
夜
の
寝
覚
め
に

思
い
で
て
夜
は
す
が
ら
に
音
を
ぞ
な
く
あ
り
し
昔
の
世
々
の
古
ご
と

な
か
な
か
に
老
い
は
ほ
れ
て
も
忘
れ
な
で
な
ど
か
昔
を
い
と
偲
ぶ
ら
む

道
遠
し
腰
は
ふ
た
へ
に
か
が
ま
れ
り
杖
に
縋
り
て
ぞ
こ
こ
ま
で
も
来
る

さ
り
と
も
と
思
ふ
も
の
か
ら
日
を
経
て
は
次
第
し
だ
い
に
弱
る
悲
し
さ

 

（
金
槐
和
歌
集
・
雑
・
五
九
五
〜
五
九
九
）

　

こ
の
歌
群
に
対
し
、
今
関
敏
子
氏
は
「
ま
だ
青
年
で
あ
る
実
朝
が
老
人
に

な
り
代
わ
っ
て
詠
む
歌
は
、
あ
る
意
味
で
は
明
る
く
観
念
的
で
あ
る
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
遊
び
心
も
充
分
あ
ろ
う
」
と
「
は
じ
め
に
」
に
掲
示
し

た
研
究
書
①
で
言
う
。
深
刻
に
な
ら
ず
、
歌
に
よ
っ
て
異
な
る
境
遇
に
沈
潜

す
る
体
験
を
試
み
た
結
果
で
あ
る
か
ら
、
実
朝
独
特
の
作
歌
方
法
を
示
す
作

品
と
し
て
残
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
「
人
々
に
お
ほ
せ
て
つ
か
う
ま
つ

ら
せ
し
つ
い
で
」
で
あ
る
た
め
に
成
立
し
た
こ
と
を
詞
書
に
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
　
　
　

お
わ
り
に
―
―
虚
像
と
実
像
―
―

　
『
吾
妻
鏡
』
の
記
す
和
歌
関
連
の
事
項
に
、
家
臣
と
和
歌
を
介
在
す
る
記

事
は
他
に
も
あ
る
。
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）、
実
朝
十
六
歳
の
記
事
に
は
、

　

・ 

十
二
月
大
○
二
十
三
日
己
巳
。
晴
。
重
胤
参
相
州
。
蒙
御
気
色
事
、
愁

嘆
難
休
之
由
申
。
相
州
被
仰
云
。
是
非
始
終
事
哉
。
凡
逢
如
此
殃
者
、

宮
仕
之
習
也
。
但
献
詠
歌
者
、
定
快
然
歟
云
々
。
仍
於
当
座
染
筆
。
被

令
詠
一
首
。
相
州
感
之
。
相
伴
参
御
所
給
。
重
胤
者
徘
徊
門
外
。
于
時

将
軍
家
折
節
出
御
南
面
。
相
州
被
披
置
彼
歌
於
御
前
。
重
胤
愁
緒
之
余

及
述
懐
。
事
之
体
不
便
之
由
、
被
申
之
。
将
軍
家
御
詠
吟
及
両
三
反
、

即
召
御
前
、「
片
土
冬
気
」「
枯
野
眺
望
」「
鷹
狩
」「
雪
後
朝
」
等
事
、

被
尋
仰
。
数
剋
之
後
、
相
州
退
出
給
。
重
胤
奉
送
于
庭
上
。
合
手
依
賢

慮
預
免
許
。忽
散
沈
淪
之
恨
。子
葉
孫
枝
。永
可
候
門
下
之
由
申
之
云
々
。

　

お
気
に
入
り
の
近
習
東
重
胤
の
在
国
が
長
引
き
、
実
朝
の
不
興
を
買
っ

た
重
胤
に
、
義
時
が
和
歌
を
詠
ん
で
献
上
す
る
よ
う
促
し
、
実
朝
と
歌
題

に
つ
い
て
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
建
暦
二
年

（
一
二
一
二
）、
実
朝
二
十
一
歳
の
折
に
は
、

　

・ 

二
月
大
○
一
日
戊
寅
。未
明
、将
軍
家
以
和
田
新
兵
衛
尉
朝
盛
、為
御
使
。

被
送
遣
梅
花
一
枝
於
塩
谷
兵
衛
尉
朝
業
、
此
間
仰
云
。
不
名
謁　

た
れ

に
か
見
せ
ん
と
許
云
て
不
聞
御
返
事
可
帰
参
云
々
。
朝
盛
不
違
御
旨
。

即
走
参
。
朝
業
追
奉
一
首
和
歌
。

　
　
　
　

う
れ
し
さ
も
匂
も
袖
に
余
り
け
り
我
為
お
れ
る
梅
の
初
花

と
実
朝
か
ら
梅
花
を
贈
ら
れ
た
朝
業
の
感
激
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
建
暦

三
年
（
一
二
一
三
）
二
月
二
十
六
日
に
は
、
囚
人
渋
川
兼
盛
が
荏
柄
社
に
奉
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ⅱ 

山
家
に
見
花
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
あ
ま
た
つ
か
う
ま
つ
り
し
つ
い
で

に 

（
春
・
六
八
）

　

ⅲ 

秋
の
野
に
お
く
白
露
は
玉
な
れ
や
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
に
お
ほ
せ
て

つ
か
う
ま
つ
ら
せ
し
時
よ
め
る 

（
秋
・
一
七
六
）

　

ⅳ 

佐
保
山
の
は
ゝ
そ
の
も
み
ぢ
時
雨
に
ぬ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
に
よ

ま
せ
し
つ
い
で
に
よ
め
る 

（
秋
・
二
六
六
）

　
ⅴ 

九
月
尽
の
心
を
、
人
々
に
お
ほ
せ
て
つ
か
う
ま
つ
ら
せ
し
つ
い
で
に
よ

め
る 

（
秋
・
二
七
四
）

　

ⅵ 

海
辺
の
千
鳥
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
あ
ま
た
つ
か
う
ま
つ
り
し
つ
い
で

に 

（
冬
・
二
九
四
〜
二
九
六
）

　

ⅶ 

年
を
経
て
待
つ
恋
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
に
お
ほ
せ
て
つ
か
う
ま
つ
ら

せ
し
つ
い
で
に 

（
恋
・
四
七
〇
）

　

ⅷ 

声
う
ち
そ
ふ
る
沖
つ
白
波
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
あ
ま
た
つ
か
う
ま
つ

り
し
つ
い
で
に 

（
雑
・
五
六
六
）

　

ⅸ 

相
州
の
土
屋
と
い
ふ
所
に
、
と
し
九
十
に
あ
ま
れ
る
朽
法
師
あ
り
、
を

の
づ
か
ら
き
た
る
、
昔
語
り
な
ど
せ
し
つ
い
で
に
、
身
の
た
ち
ゐ
に
た

へ
ず
な
ん
な
り
ぬ
る
こ
と
を
、
泣
く
泣
く
申
て
い
で
ぬ
、
時
に
「
老
」

と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
に
お
ほ
せ
て
つ
か
う
ま
つ
ら
せ
し
つ
い
で
に
よ

み
侍
る
歌　
（
雑
・
五
九
五
〜
五
九
九
、「
老
」〈
底
本
に
な
し
〉
を
補
う
）

　

集
う
人
々
が
同
じ
景
物
や
題
で
和
歌
を
詠
む
と
い
う
例
は
、
実
生
活
で
も

あ
っ
た
こ
と
は
第
四
節
に
引
い
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
凡
河
内
躬
恒
の
和
歌
は
、
次
の
よ
う
に
詞
書
が

記
さ
れ
て
い
る
。

　
ａ 

か
む
な
り
の
つ
ぼ
に
人
人
あ
つ
ま
り
て
秋
の
夜
を
し
む
歌
よ
み
け
る
つ

い
で
に
よ
め
る 

（
古
今
・
秋
上
・
一
九
〇
詞
書
）

ま
た
、
帝
や
主
人
が
さ
ぶ
ら
う
人
々
に
詠
歌
を
命
じ
る
場
合
も
あ
る
。

　

ｂ 

朱
雀
院
の
帝
、
布
引
の
滝
御
覧
ぜ
む
と
て
文
月
の
七
日
の
日
お
は
し
ま

し
て
あ
り
け
る
時
に
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
人
に
歌
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
に
よ

め
る　
　

橘
長
盛 

（
古
今
・
雑
上
・
九
二
七
詞
書
）

　
ｃ 

田
村
の
御
時
に
女
房
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
て
御
屏
風
の
ゑ
御
覧
じ
け
る
に
、

滝
落
ち
た
り
け
る
所
お
も
し
ろ
し
、
こ
れ
を
題
に
て
う
た
よ
め
と
さ
ぶ

ら
ふ
人
に
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
よ
め
る　

三
条
の
町

 

（
古
今
・
雑
上
・
九
三
〇
詞
書
）

　

ｄ 

廉
義
公
家
に
て
人
人
に
う
た
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
、
草
む
ら
の
な
か
の

夜
の
虫
と
い
ふ
題
を　

平
兼
盛 

（
拾
遺
集
・
賀
・
二
九
五
詞
書
）

　
ｅ 

三
条
院
御
時
、
五
月
五
日
、
昌
蒲
の
根
を
郭
公
の
か
た
に
つ
く
り
て
、

梅
の
枝
に
す
ゑ
て
人
の
た
て
ま
つ
り
て
侍
り
け
る
を
、
こ
れ
を
題
に
て

歌
つ
か
う
ま
つ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば　

三
条
院
女
蔵
人
左
近

 

（
新
古
今
集
・
雑
上
・
一
四
八
九
詞
書
）

　

ｂ
〜
ｅ
の
よ
う
に
、
人
々
に
和
歌
を
詠
ま
せ
る
だ
け
で
な
く
、『
金
槐
和

歌
集
』の
ⅰ
〜
ⅸ
は
、主
で
あ
る
実
朝
自
身
も
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
で
、『
古

今
集
』
の
ａ
に
見
ら
れ
る
「
つ
い
で
に
」
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
先
行
歌
集
に
見
ら
れ
た
円
居
の
世
界
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
も
記
録
さ

れ
る
も
の
で
、
実
朝
は
そ
の
和
歌
活
動
を
、
自
撰
歌
集
の
中
に
も
君
臣
和
楽

の
世
界
と
し
て
描
こ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
和
歌
に
よ
っ
て
国
を
治

め
る
助
け
と
す
る
と
い
う
勅
撰
集
の
方
針
を
具
現
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た

の
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
人
々
の
和
歌
が
勅
撰
集
は
当
然
と
し
て
、

和
歌
記
録
に
残
る
例
も
少
な
い
の
で
、
実
際
に
ど
の
程
度
の
人
々
が
和
歌
に

（ 8 ）（ 9 ）

親
し
み
、
場
の
喜
び
と
し
た
か
は
、
不
明
で
あ
る
が
、『
金
槐
和
歌
集
』
は
、

い
わ
ば
虚
実
を
超
え
て
、
そ
の
世
界
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
ⅲ
・
ⅳ
な
ど
の
古
歌
に
歌
わ
れ
た
情
景
を
題
に
し
て
作
歌
す
る

人
々
は
、
初
学
の
和
歌
に
励
も
う
と
す
る
武
士
の
姿
を
映
し
出
し
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
。

　

た
だ
、
そ
の
中
で
勅
撰
集
の
世
界
で
あ
る
な
ら
、
描
か
れ
な
い
よ
う
な
ⅸ

の
朽
法
師
が
「
身
の
た
ち
ゐ
に
た
へ
ず
な
ん
な
り
ぬ
る
こ
と
を
、
泣
く
泣
く

申
て
い
で
ぬ
」
と
い
う
よ
う
な
作
歌
の
契
機
を
描
く
と
こ
ろ
に
、
実
朝
の
独

特
の
感
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

我
幾
そ
見
し
世
の
こ
と
を
思
い
で
つ
あ
く
る
ほ
ど
な
き
夜
の
寝
覚
め
に

思
い
で
て
夜
は
す
が
ら
に
音
を
ぞ
な
く
あ
り
し
昔
の
世
々
の
古
ご
と

な
か
な
か
に
老
い
は
ほ
れ
て
も
忘
れ
な
で
な
ど
か
昔
を
い
と
偲
ぶ
ら
む

道
遠
し
腰
は
ふ
た
へ
に
か
が
ま
れ
り
杖
に
縋
り
て
ぞ
こ
こ
ま
で
も
来
る

さ
り
と
も
と
思
ふ
も
の
か
ら
日
を
経
て
は
次
第
し
だ
い
に
弱
る
悲
し
さ

 

（
金
槐
和
歌
集
・
雑
・
五
九
五
〜
五
九
九
）

　

こ
の
歌
群
に
対
し
、
今
関
敏
子
氏
は
「
ま
だ
青
年
で
あ
る
実
朝
が
老
人
に

な
り
代
わ
っ
て
詠
む
歌
は
、
あ
る
意
味
で
は
明
る
く
観
念
的
で
あ
る
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
遊
び
心
も
充
分
あ
ろ
う
」
と
「
は
じ
め
に
」
に
掲
示
し

た
研
究
書
①
で
言
う
。
深
刻
に
な
ら
ず
、
歌
に
よ
っ
て
異
な
る
境
遇
に
沈
潜

す
る
体
験
を
試
み
た
結
果
で
あ
る
か
ら
、
実
朝
独
特
の
作
歌
方
法
を
示
す
作

品
と
し
て
残
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
「
人
々
に
お
ほ
せ
て
つ
か
う
ま
つ

ら
せ
し
つ
い
で
」
で
あ
る
た
め
に
成
立
し
た
こ
と
を
詞
書
に
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
　
　
　

お
わ
り
に
―
―
虚
像
と
実
像
―
―

　
『
吾
妻
鏡
』
の
記
す
和
歌
関
連
の
事
項
に
、
家
臣
と
和
歌
を
介
在
す
る
記

事
は
他
に
も
あ
る
。
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）、
実
朝
十
六
歳
の
記
事
に
は
、

　

・ 

十
二
月
大
○
二
十
三
日
己
巳
。
晴
。
重
胤
参
相
州
。
蒙
御
気
色
事
、
愁

嘆
難
休
之
由
申
。
相
州
被
仰
云
。
是
非
始
終
事
哉
。
凡
逢
如
此
殃
者
、

宮
仕
之
習
也
。
但
献
詠
歌
者
、
定
快
然
歟
云
々
。
仍
於
当
座
染
筆
。
被

令
詠
一
首
。
相
州
感
之
。
相
伴
参
御
所
給
。
重
胤
者
徘
徊
門
外
。
于
時

将
軍
家
折
節
出
御
南
面
。
相
州
被
披
置
彼
歌
於
御
前
。
重
胤
愁
緒
之
余

及
述
懐
。
事
之
体
不
便
之
由
、
被
申
之
。
将
軍
家
御
詠
吟
及
両
三
反
、

即
召
御
前
、「
片
土
冬
気
」「
枯
野
眺
望
」「
鷹
狩
」「
雪
後
朝
」
等
事
、

被
尋
仰
。
数
剋
之
後
、
相
州
退
出
給
。
重
胤
奉
送
于
庭
上
。
合
手
依
賢

慮
預
免
許
。忽
散
沈
淪
之
恨
。子
葉
孫
枝
。永
可
候
門
下
之
由
申
之
云
々
。

　

お
気
に
入
り
の
近
習
東
重
胤
の
在
国
が
長
引
き
、
実
朝
の
不
興
を
買
っ

た
重
胤
に
、
義
時
が
和
歌
を
詠
ん
で
献
上
す
る
よ
う
促
し
、
実
朝
と
歌
題

に
つ
い
て
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
建
暦
二
年

（
一
二
一
二
）、
実
朝
二
十
一
歳
の
折
に
は
、

　

・ 

二
月
大
○
一
日
戊
寅
。未
明
、将
軍
家
以
和
田
新
兵
衛
尉
朝
盛
、為
御
使
。

被
送
遣
梅
花
一
枝
於
塩
谷
兵
衛
尉
朝
業
、
此
間
仰
云
。
不
名
謁　

た
れ

に
か
見
せ
ん
と
許
云
て
不
聞
御
返
事
可
帰
参
云
々
。
朝
盛
不
違
御
旨
。

即
走
参
。
朝
業
追
奉
一
首
和
歌
。

　
　
　
　

う
れ
し
さ
も
匂
も
袖
に
余
り
け
り
我
為
お
れ
る
梅
の
初
花

と
実
朝
か
ら
梅
花
を
贈
ら
れ
た
朝
業
の
感
激
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
建
暦

三
年
（
一
二
一
三
）
二
月
二
十
六
日
に
は
、
囚
人
渋
川
兼
盛
が
荏
柄
社
に
奉
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納
し
た
十
首
の
和
歌
に
感
じ
て
罪
を
許
し
た
こ
と
が
み
え
る
。こ
の
よ
う
な
、

実
朝
が
和
歌
の
功
績
に
よ
っ
て
臣
下
を
評
価
・
判
断
し
た
こ
と
を
記
す
『
吾

妻
鏡
』
の
実
在
の
家
臣
と
の
や
り
と
り
の
内
容
は
、『
金
槐
和
歌
集
』
に
は

見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。「
人
々
」
と
記
し
た
実
朝
の
心
中
に
は
そ
の
面
影

は
あ
っ
た
と
し
て
も
で
あ
る
。

　

稿
者
は
か
つ
て
、
実
朝
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ゆ
れ
の
あ
る
評
価
に
対
し

て
、
そ
れ
ら
に
左
右
さ
れ
ず
に
実
朝
の
残
し
た
和
歌
を
読
む
こ
と
で
実
朝
の

内
実
に
迫
り
た
い
と
述
べ
た
（
注
10
）。
実
朝
の
和
歌
を
読
む
な
か
で
実
朝
の

作
歌
方
法
や
創
造
す
る
和
歌
世
界
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、

本
稿
で
取
り
上
げ
た
近
年
の
研
究
は
、
史
実
を
元
に
し
て
浮
か
び
上
が
る
実

朝
像
を
実
証
し
、
和
歌
研
究
に
よ
っ
て
も
、
さ
ら
に
実
朝
の
歌
集
全
体
に
わ

た
る
緻
密
な
創
作
意
識
と
水
準
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
実
朝
の
実
像
と
す

る
こ
と
に
賛
同
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
実
朝
像
と
『
吾
妻
鏡
』
が
描
こ
う

と
し
た
実
朝
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、『
吾
妻
鏡
』
か
ら
で

き
る
だ
け
事
実
の
み
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
の
が
、
第
四
節
の
「『
吾
妻
鏡
』

の
伝
え
る
実
朝
の
和
歌
活
動
」
で
あ
る
。
虚
像
と
も
い
え
る
実
朝
像
を
伝
え

る
そ
の
他
の
歌
集
や
作
品
と
の
対
比
か
ら
も
、
実
朝
が
『
金
槐
和
歌
集
』
に

残
し
た
も
の
、
創
り
出
そ
う
と
し
た
世
界
、
逆
に
見
え
な
い
よ
う
に
構
成
し

た
実
生
活
、
そ
れ
を
歌
集
か
ら
紐
解
く
作
業
は
ま
だ
ま
だ
深
め
ら
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
実
朝
の
創
作
意
識
を
奥
書
か
ら
も
確
か
め
て
お
き
た
い
。

　
『
金
槐
和
歌
集
』
の
謎
の
ひ
と
つ
に
、
巻
末
の
奥
書
が
あ
る
。
奥
書
の
次

頁
に
記
す
「
か
ま
く
ら
の
右
大
臣
家
集
」
は
明
ら
か
に
京
で
加
筆
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、「
建
暦
三
年
十
二
月
十
八
日
」
と
記
し
た
の
は
実
朝
自
身
で

あ
る
の
か
、
定
家
で
あ
る
の
か
。
十
二
月
六
日
に
建
保
と
改
元
さ
れ
た
事
実

は
歌
集
成
立
と
あ
ま
り
に
近
く
、
改
元
の
事
実
に
実
朝
は
気
づ
か
な
か
っ
た

の
か
と
い
う
憶
測
も
あ
る
。
例
え
ば
、
樋
口
芳
麻
呂
氏
『
金
槐
和
歌
集
』
解

説
（
注
11
）
に
は
「
改
元
の
詔
書
は
十
二
月
十
五
日
に
鎌
倉
に
到
着
し
て
将
軍

御
所
に
届
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
歌
集
の
成
立
時
期
を
示
す
「
建
暦
三
年

十
二
月
十
八
日
」
も
当
然
「
建
保
元
年
十
二
月
十
八
日
」
と
書
か
れ
て
よ
い

は
ず
だ
が
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
改
元
に
気
づ
か
ず
に
鎌
倉
で
記
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。
定
家
が
書
写
の
段
階
で
記
し
た
な
ら
ば
、
元
号
を

誤
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
、
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
以
降
も
、
仙

洞
秋
十
首
歌
合
が
献
上
さ
れ
た
り
（
建
保
二
年
八
月
二
九
日
）、
六
月
二
日

に
行
わ
れ
た
仙
洞
歌
合
一
巻
が
直
後
に
実
朝
に
進
め
ら
れ
た
り
（
建
保
三
年

七
月
六
日
）
す
る
記
録
が
あ
っ
て
（
注
12
）、
実
朝
の
和
歌
へ
の
関
心
や
和
歌

活
動
は
続
い
て
お
り
、
実
際
に
定
家
所
伝
本
に
な
い
歌
が
、
後
の
編
集
で
あ

る
柳
営
亜
槐
本
（
貞
享
版
本
）
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
実
朝

が
二
十
二
歳
で
歌
集
編
纂
を
意
図
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
は
、
和
歌
会
の
記
録
の
数
も
多
く
、
建
暦
は
実

朝
の
気
力
に
満
ち
た
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
五
月
に
鎌
倉
中
を
震

撼
さ
せ
た
和
田
合
戦
が
あ
り
、
戦
火
に
よ
っ
て
実
朝
の
御
所
は
焼
け
落
ち
、

鎌
倉
が
大
き
く
揺
れ
た
。
二
日
、三
日
の
合
戦
で
討
た
れ
た
人
の
記
録
を『
吾

妻
鏡
』
は
、
和
田
十
三
人
、
横
山
三
十
一
人
、
土
屋
十
人
、
山
内
二
十
人
、

渋
谷
八
人
、
毛
利
十
人
、
鎌
倉
の
人
々
三
十
人
、
逸
見
三
十
七
人
、
捕
虜

二
十
八
人
、
味
方
の
討
た
れ
た
人
五
十
人
と
氏
名
を
挙
げ
、
負
傷
者
は
千
余

人
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
年
、
実
際
に
も
た
び
た
び
の
大
地
震
が
あ
り
、
異

（ 10 ）（ 11 ）

変
の
記
事
も
見
え
る
。
並
行
し
て
『
吾
妻
鏡
』
は
和
歌
関
連
の
事
項
も
記
し

て
い
る
が
、
年
末
一
二
月
、
実
朝
は
写
経
を
行
い
、
供
養
の
の
ち
に
三
浦
に

遣
わ
し
た
経
は
、
海
底
に
沈
め
ら
れ
た
と
い
う
記
事
で
こ
の
年
が
終
え
ら
れ

る
。

　

第
四
節
で
見
た
和
歌
会
の
記
録
Ⅲ
Ⅳ
に
登
場
す
る
和
田
朝
盛
は
、Ⅵ
で
は
、

和
歌
会
の
こ
と
を
記
す
前
に
「
和
田
新
兵
衛
尉
朝
盛
者
、為
将
軍
家
御
寵
愛
」

と
書
か
れ
、
和
歌
会
で
秀
歌
を
献
じ
た
後
、
反
逆
を
企
て
て
い
る
和
田
の
一

統
で
あ
る
苦
し
み
の
た
め
出
家
し
た
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
悲
劇
性
を
高
め
る

よ
う
な
『
吾
妻
鏡
』
の
描
写
は
さ
て
お
き
、
和
歌
を
介
し
て
通
じ
合
う
家
臣

で
あ
っ
た
和
田
朝
盛
の
一
族
が
滅
び
た
の
で
あ
る
。

　

実
朝
に
と
っ
て
激
動
の
一
年
の
記
憶
は
、
家
集
編
纂
を
急
が
せ
、
第
五
節

で
見
た
よ
う
な
世
界
を
も
創
出
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

改
元
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
も
、
奥
書
に
「
建
暦
」
と
い
う
元
号
を
記
し
た

の
は
、「
建
暦
」を
平
穏
の
治
世
の
日
々
と
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
自
身
の
和
歌
活
動
が
充
実
し
た
日
々
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
騒

乱
が
起
こ
っ
た
「
建
暦
」
を
、
勅
撰
集
の
編
纂
に
準
え
、
文
治
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
歌
集
が
編
纂
さ
れ
る
よ
う
な
穏
や
か
な
日
々
と
し
て
記
憶
さ
せ
る
よ

う
に
あ
え
て
書
き
残
し
た
と
見
る
も
の
で
あ
る
。
和
歌
の
弟
子
で
あ
る
実
朝

の
意
図
を
理
解
し
た
か
ら
こ
そ
、
定
家
も
そ
の
「
建
暦
」
の
奥
書
を
そ
の
ま

ま
に
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　

今
後
は
さ
ら
に
、
実
朝
の
創
出
し
た
世
界
を
探
る
一
方
で
、
虚
像
が
ど
の

よ
う
に
作
ら
れ
た
か
に
も
迫
っ
て
い
き
た
い
。

＊ 

本
稿
で
は
、
実
朝
編
纂
の
定
家
書
伝
本
『
金
槐
和
歌
集
』
を
『
金
槐
和
歌
集
』
と
表
記

し
て
い
る
。
歌
集
の
本
文
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、『
金
槐
和
歌
集
』
は
、『
新

編
私
家
集
大
成　

実
朝
Ⅰ
』（
底
本
定
家
所
伝
本
複
製
〔
岩
波
書
店
〕）
に
よ
っ
て
反
復

記
号
を
文
字
に
直
す
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
表
記
を
改
め
た
個
所
が
あ
る
。

＊ 

本
稿
は
、
和
歌
文
学
会
関
西
例
会
、
第
一
一
三
回
（
二
〇
一
三
年
一
二
月
七
日
・
於
大

阪
府
立
大
学
）
に
お
け
る
発
表
の
一
部
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
注
】

１　

 

初
出
「
八
代
龍
王
雨
や
め
た
ま
へ
―
―
実
朝
の
音
」（『
文
学
』
二
〇
〇
五
年
７
・
８

月
号
）

２　

 

初
出
「
そ
の
後
の
万
葉
集　

源
実
朝
を
例
に
し
て
」（
古
橋
信
孝
編
『
万
葉
集
を
読
む
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）

３　

第
二
節
引
用
「
時
に
よ
り
す
ぐ
れ
ば
民
の
嘆
き
な
り
八
大
龍
王
雨
や
め
た
ま
へ
」

４　

 「
実
朝
詠
歌
、
方
法
と
内
実
―
歌
枕
表
現
を
中
心
と
し
て
―
」（『
女
子
大
文
学　

国

文
篇
』
第
33
号
、
一
九
八
二
年
三
月
）

５　

 

注
４
お
よ
び
「
実
朝
詠
歌
、
一
つ
の
方
法
―
結
句
を
中
心
と
し
て
―
」（『
女
子
大
文

学　

国
文
篇
』
第
30
号
・
一
九
七
九
年
三
月
）。

６　

新
潮
古
典
集
成
『
金
槐
和
歌
集
』（（
一
九
八
一
年
）
解
説
。

７　

 

福
留
温
子
氏
「「
読
む　

金
槐
和
歌
集
（
定
家
所
伝
本
）
の
巻
頭
巻
軸
部
―
後
鳥
羽

院
へ
の
思
い
を
読
む
」（『
日
本
文
学
』
635
・
二
〇
〇
六
年
五
月
）

８　
『
源
実
朝
』（
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選
051
・
笠
間
書
院
・
二
〇
一
二
年
）

９　

注
８
に
同
じ
。

10　

注
８
に
同
じ
。

11　

注
６
に
同
じ
。

12　

 

吉
野
朋
美
氏
⑦
の
「
実
朝
懐
柔
と
和
歌
」
に
、
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）『
院
四
十
五

番
歌
合
』
は
歌
人
・
歌
題
の
設
定
と
い
う
企
画
段
階
か
ら
読
者
実
朝
を
念
頭
に
置
い
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納
し
た
十
首
の
和
歌
に
感
じ
て
罪
を
許
し
た
こ
と
が
み
え
る
。こ
の
よ
う
な
、

実
朝
が
和
歌
の
功
績
に
よ
っ
て
臣
下
を
評
価
・
判
断
し
た
こ
と
を
記
す
『
吾

妻
鏡
』
の
実
在
の
家
臣
と
の
や
り
と
り
の
内
容
は
、『
金
槐
和
歌
集
』
に
は

見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。「
人
々
」
と
記
し
た
実
朝
の
心
中
に
は
そ
の
面
影

は
あ
っ
た
と
し
て
も
で
あ
る
。

　

稿
者
は
か
つ
て
、
実
朝
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ゆ
れ
の
あ
る
評
価
に
対
し

て
、
そ
れ
ら
に
左
右
さ
れ
ず
に
実
朝
の
残
し
た
和
歌
を
読
む
こ
と
で
実
朝
の

内
実
に
迫
り
た
い
と
述
べ
た
（
注
10
）。
実
朝
の
和
歌
を
読
む
な
か
で
実
朝
の

作
歌
方
法
や
創
造
す
る
和
歌
世
界
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、

本
稿
で
取
り
上
げ
た
近
年
の
研
究
は
、
史
実
を
元
に
し
て
浮
か
び
上
が
る
実

朝
像
を
実
証
し
、
和
歌
研
究
に
よ
っ
て
も
、
さ
ら
に
実
朝
の
歌
集
全
体
に
わ

た
る
緻
密
な
創
作
意
識
と
水
準
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
実
朝
の
実
像
と
す

る
こ
と
に
賛
同
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
実
朝
像
と
『
吾
妻
鏡
』
が
描
こ
う

と
し
た
実
朝
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、『
吾
妻
鏡
』
か
ら
で

き
る
だ
け
事
実
の
み
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
の
が
、
第
四
節
の
「『
吾
妻
鏡
』

の
伝
え
る
実
朝
の
和
歌
活
動
」
で
あ
る
。
虚
像
と
も
い
え
る
実
朝
像
を
伝
え

る
そ
の
他
の
歌
集
や
作
品
と
の
対
比
か
ら
も
、
実
朝
が
『
金
槐
和
歌
集
』
に

残
し
た
も
の
、
創
り
出
そ
う
と
し
た
世
界
、
逆
に
見
え
な
い
よ
う
に
構
成
し

た
実
生
活
、
そ
れ
を
歌
集
か
ら
紐
解
く
作
業
は
ま
だ
ま
だ
深
め
ら
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
実
朝
の
創
作
意
識
を
奥
書
か
ら
も
確
か
め
て
お
き
た
い
。

　
『
金
槐
和
歌
集
』
の
謎
の
ひ
と
つ
に
、
巻
末
の
奥
書
が
あ
る
。
奥
書
の
次

頁
に
記
す
「
か
ま
く
ら
の
右
大
臣
家
集
」
は
明
ら
か
に
京
で
加
筆
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、「
建
暦
三
年
十
二
月
十
八
日
」
と
記
し
た
の
は
実
朝
自
身
で

あ
る
の
か
、
定
家
で
あ
る
の
か
。
十
二
月
六
日
に
建
保
と
改
元
さ
れ
た
事
実

は
歌
集
成
立
と
あ
ま
り
に
近
く
、
改
元
の
事
実
に
実
朝
は
気
づ
か
な
か
っ
た

の
か
と
い
う
憶
測
も
あ
る
。
例
え
ば
、
樋
口
芳
麻
呂
氏
『
金
槐
和
歌
集
』
解

説
（
注
11
）
に
は
「
改
元
の
詔
書
は
十
二
月
十
五
日
に
鎌
倉
に
到
着
し
て
将
軍

御
所
に
届
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
歌
集
の
成
立
時
期
を
示
す
「
建
暦
三
年

十
二
月
十
八
日
」
も
当
然
「
建
保
元
年
十
二
月
十
八
日
」
と
書
か
れ
て
よ
い

は
ず
だ
が
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
改
元
に
気
づ
か
ず
に
鎌
倉
で
記
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。
定
家
が
書
写
の
段
階
で
記
し
た
な
ら
ば
、
元
号
を

誤
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
、
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
以
降
も
、
仙

洞
秋
十
首
歌
合
が
献
上
さ
れ
た
り
（
建
保
二
年
八
月
二
九
日
）、
六
月
二
日

に
行
わ
れ
た
仙
洞
歌
合
一
巻
が
直
後
に
実
朝
に
進
め
ら
れ
た
り
（
建
保
三
年

七
月
六
日
）
す
る
記
録
が
あ
っ
て
（
注
12
）、
実
朝
の
和
歌
へ
の
関
心
や
和
歌

活
動
は
続
い
て
お
り
、
実
際
に
定
家
所
伝
本
に
な
い
歌
が
、
後
の
編
集
で
あ

る
柳
営
亜
槐
本
（
貞
享
版
本
）
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
実
朝

が
二
十
二
歳
で
歌
集
編
纂
を
意
図
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
は
、
和
歌
会
の
記
録
の
数
も
多
く
、
建
暦
は
実

朝
の
気
力
に
満
ち
た
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
五
月
に
鎌
倉
中
を
震

撼
さ
せ
た
和
田
合
戦
が
あ
り
、
戦
火
に
よ
っ
て
実
朝
の
御
所
は
焼
け
落
ち
、

鎌
倉
が
大
き
く
揺
れ
た
。
二
日
、三
日
の
合
戦
で
討
た
れ
た
人
の
記
録
を『
吾

妻
鏡
』
は
、
和
田
十
三
人
、
横
山
三
十
一
人
、
土
屋
十
人
、
山
内
二
十
人
、

渋
谷
八
人
、
毛
利
十
人
、
鎌
倉
の
人
々
三
十
人
、
逸
見
三
十
七
人
、
捕
虜

二
十
八
人
、
味
方
の
討
た
れ
た
人
五
十
人
と
氏
名
を
挙
げ
、
負
傷
者
は
千
余

人
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
年
、
実
際
に
も
た
び
た
び
の
大
地
震
が
あ
り
、
異

（ 10 ）（ 11 ）

変
の
記
事
も
見
え
る
。
並
行
し
て
『
吾
妻
鏡
』
は
和
歌
関
連
の
事
項
も
記
し

て
い
る
が
、
年
末
一
二
月
、
実
朝
は
写
経
を
行
い
、
供
養
の
の
ち
に
三
浦
に

遣
わ
し
た
経
は
、
海
底
に
沈
め
ら
れ
た
と
い
う
記
事
で
こ
の
年
が
終
え
ら
れ

る
。

　

第
四
節
で
見
た
和
歌
会
の
記
録
Ⅲ
Ⅳ
に
登
場
す
る
和
田
朝
盛
は
、Ⅵ
で
は
、

和
歌
会
の
こ
と
を
記
す
前
に
「
和
田
新
兵
衛
尉
朝
盛
者
、為
将
軍
家
御
寵
愛
」

と
書
か
れ
、
和
歌
会
で
秀
歌
を
献
じ
た
後
、
反
逆
を
企
て
て
い
る
和
田
の
一

統
で
あ
る
苦
し
み
の
た
め
出
家
し
た
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
悲
劇
性
を
高
め
る

よ
う
な
『
吾
妻
鏡
』
の
描
写
は
さ
て
お
き
、
和
歌
を
介
し
て
通
じ
合
う
家
臣

で
あ
っ
た
和
田
朝
盛
の
一
族
が
滅
び
た
の
で
あ
る
。

　

実
朝
に
と
っ
て
激
動
の
一
年
の
記
憶
は
、
家
集
編
纂
を
急
が
せ
、
第
五
節

で
見
た
よ
う
な
世
界
を
も
創
出
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

改
元
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
も
、
奥
書
に
「
建
暦
」
と
い
う
元
号
を
記
し
た

の
は
、「
建
暦
」を
平
穏
の
治
世
の
日
々
と
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
自
身
の
和
歌
活
動
が
充
実
し
た
日
々
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
騒

乱
が
起
こ
っ
た
「
建
暦
」
を
、
勅
撰
集
の
編
纂
に
準
え
、
文
治
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
歌
集
が
編
纂
さ
れ
る
よ
う
な
穏
や
か
な
日
々
と
し
て
記
憶
さ
せ
る
よ

う
に
あ
え
て
書
き
残
し
た
と
見
る
も
の
で
あ
る
。
和
歌
の
弟
子
で
あ
る
実
朝

の
意
図
を
理
解
し
た
か
ら
こ
そ
、
定
家
も
そ
の
「
建
暦
」
の
奥
書
を
そ
の
ま

ま
に
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　

今
後
は
さ
ら
に
、
実
朝
の
創
出
し
た
世
界
を
探
る
一
方
で
、
虚
像
が
ど
の

よ
う
に
作
ら
れ
た
か
に
も
迫
っ
て
い
き
た
い
。

＊ 

本
稿
で
は
、
実
朝
編
纂
の
定
家
書
伝
本
『
金
槐
和
歌
集
』
を
『
金
槐
和
歌
集
』
と
表
記

し
て
い
る
。
歌
集
の
本
文
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、『
金
槐
和
歌
集
』
は
、『
新

編
私
家
集
大
成　

実
朝
Ⅰ
』（
底
本
定
家
所
伝
本
複
製
〔
岩
波
書
店
〕）
に
よ
っ
て
反
復

記
号
を
文
字
に
直
す
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
表
記
を
改
め
た
個
所
が
あ
る
。

＊ 

本
稿
は
、
和
歌
文
学
会
関
西
例
会
、
第
一
一
三
回
（
二
〇
一
三
年
一
二
月
七
日
・
於
大

阪
府
立
大
学
）
に
お
け
る
発
表
の
一
部
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
注
】

１　

 

初
出
「
八
代
龍
王
雨
や
め
た
ま
へ
―
―
実
朝
の
音
」（『
文
学
』
二
〇
〇
五
年
７
・
８

月
号
）

２　

 

初
出
「
そ
の
後
の
万
葉
集　

源
実
朝
を
例
に
し
て
」（
古
橋
信
孝
編
『
万
葉
集
を
読
む
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）

３　

第
二
節
引
用
「
時
に
よ
り
す
ぐ
れ
ば
民
の
嘆
き
な
り
八
大
龍
王
雨
や
め
た
ま
へ
」

４　

 「
実
朝
詠
歌
、
方
法
と
内
実
―
歌
枕
表
現
を
中
心
と
し
て
―
」（『
女
子
大
文
学　

国

文
篇
』
第
33
号
、
一
九
八
二
年
三
月
）

５　

 

注
４
お
よ
び
「
実
朝
詠
歌
、
一
つ
の
方
法
―
結
句
を
中
心
と
し
て
―
」（『
女
子
大
文

学　

国
文
篇
』
第
30
号
・
一
九
七
九
年
三
月
）。

６　

新
潮
古
典
集
成
『
金
槐
和
歌
集
』（（
一
九
八
一
年
）
解
説
。

７　

 

福
留
温
子
氏
「「
読
む　

金
槐
和
歌
集
（
定
家
所
伝
本
）
の
巻
頭
巻
軸
部
―
後
鳥
羽

院
へ
の
思
い
を
読
む
」（『
日
本
文
学
』
635
・
二
〇
〇
六
年
五
月
）

８　
『
源
実
朝
』（
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選
051
・
笠
間
書
院
・
二
〇
一
二
年
）

９　

注
８
に
同
じ
。

10　

注
８
に
同
じ
。

11　

注
６
に
同
じ
。

12　

 

吉
野
朋
美
氏
⑦
の
「
実
朝
懐
柔
と
和
歌
」
に
、
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）『
院
四
十
五

番
歌
合
』
は
歌
人
・
歌
題
の
設
定
と
い
う
企
画
段
階
か
ら
読
者
実
朝
を
念
頭
に
置
い
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（ 17 ）（ 12 ）

た
も
の
で
、「
統
治
権
者
と
し
て
積
極
的
な
政
策
を
展
開
（
五
味
文
彦
氏
②
に
よ
る
）」

す
る
時
期
に
、
朝
廷
と
の
関
わ
り
の
強
化
に
よ
っ
て
将
軍
の
地
位
・
権
力
を
保
全
し

よ
う
と
し
て
い
た
実
朝
と
後
鳥
羽
院
の
実
朝
懐
柔
の
思
惑
と
が
一
致
し
て
い
た
と
説

く
。　

（
定
家
所
伝
本
『
金
槐
和
歌
集
』
奥
書
（
複
製
）・
昭
和
五
年
・
岩
波
書
店
）
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