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源
家
出
身
の
二
条
院
讃
岐
の
歌
に
は

「出
自
」
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

讃
岐
が
歌
を
詠
出
す
る
土
壌
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
か
ら
、
伝
記
的

・
社

会
的
背
景
の
反
映
と
し
て
讃
岐
歌
を
読
み
解
く
。
若
い
頃
の
讃
岐
を

『歌
仙

落
書
』
が
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
讃
岐
の
人
生
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。

『玉
葉
』
を
詳
細
に
検
討
し
た
結
果
、
か
な
り
解
明
さ
れ
た
の
で
伝
記
を
背

景
に
讃
岐
歌
を
読
み
解
い
て
い
く
。

讃
岐
の
生
涯

の
う
ち
、
摂
政

・
関
白
藤
原
兼
実
の
秘
書

・

「北
政
所
」
を

勤
め
た
社
会
的
役
割
は
大
き
い
。
摂
政
家

の
家
経
営
の
中
枢
に
あ

っ
て
仕
事

に
専
念
し
、
「沖

の
石
の
讃
岐
」
と
し
て
女
流
歌
人
の
地
位
も
確
保
し
て
お

り
、
讃
岐

の
果
た
し
た
社
会
的
役
割
と
讃
岐
歌
と

の
関
わ
り
を
考
察
す
る
。

讃
岐
は
藤
原
兼
実
の
支
援
を
受
け
て
、
六
十
歳
で
歌
壇
に
復
帰
し
た
。
「出

自
」
「伝
記
的
背
景
」
「社
会
的
背
景
」
の
三

つ
の
要
素
か
ら
、
讃
岐
の
詩
的

世
界
は
構
築
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

沖

の
石
の
讃
岐
、
出
自
、
『玉
葉
』
、
詩
的
世
界
、
北
政
所

は
じ
め
に

(
　

)

従
来
の
二
条
院
讃
岐

の
研
究
は
、
新

古
今
時
代
の
新
風
歌
壇
に
返
り
咲

い
た
二

条
院
讃
岐
の
人
生
を
、
推
測
に
頼

っ
て
描
出
し
て
い
た
と
い
え
る
。
『玉
葉
』
に

(
2
)

見
え
る
二
条
院
讃
岐
像

に
よ

っ
て
、
人
物
像
を
か
な
り
正
確
に
把
握
で
き
た
が
、

二
条
院

の
内
裏
女
房
時
代
以
後
、
そ
れ
に
近
接
す
る
数
年

の
二
条
院
讃
岐
像
は
未

佛
教
大
学
大
学
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要
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〇
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三
月
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だ
解
明
が
不
十
分
で
あ
る
。

本
稿
で
は
自
撰
集

『
二
条
院
讃
岐
集
』
を
底
本
と
し
て
、
そ
の
人
生
を
通
し
て

M

詠
出
さ
れ
た
歌
を
手
が
か
り
に
、
内
な
る
詩
的
世
界

の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
二

条
院
讃
岐
の
歌
が
人
生
と
、
ど

の
よ
う
に
関
わ
り
あ

っ
て
い
る
の
か
を
解
明
し
た

い
。
更
に
、
二
条
院
讃
岐
は
ど

の
よ
う
な
社
会
的
評
価
を
得
て
い
た
の
か
、
没
後

に
お
け
る
評
価
と
も
併
せ
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
論
述
で

一
二
ご
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(4
)

は
二
条
院
讃
岐
を
、
讃
岐
と

の
み
表
記

す
る
。
な
お
、
テ
キ
ス
ト
は
冷
泉
家
本

『二
条
院
讃
岐
集
』
を
用
い
る
。

1

二
条

院
讃
岐
の
前
半
生
に
お

け
る
詩
的
世
界
の
構
造

ω

二
条
院
讃
岐
の
周
辺

讃
岐
の
生
没
を
先
行
研
究
で
は
正
治
初
度
百
首
の
詠
出
歌
を
基
に
推
定
し
、
永

治
元
年

(
一
一
四

一
)
誕
生
、
建
保
五
年

(
一
二

一
七
)
七
十
七
歳
頃
に
没
と
す

る
考
え
が
定
着
し
て
い
る
。
父
は
歌
人

・
源
三
位
頼
政
で
あ
る
。
讃
岐
の
身
辺
に

は
兄
仲
綱
、
十
歳
程
年
下
の
従
妹
丹
後
、
丹
後
の
父
頼
行
、
同
じ
く

一
族
の
行
頼
、

三
河
、
美
濃
な
ど
も
お
り
、
幼
少
の
頃
か
ら
父
の
頼
政
や
近
親
者
達
か
ら
歌

の
指

導
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

長
じ
て
十
八
歳
頃
に
二
条
天
皇

の
内
裏
女
房
と
し
て
出
仕
し
、
讃
岐
が

「内

の

(
5
)

御
会
」
で
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
左
記
の
歌
が
、
自
撰
集

『
二
条
院
讃
岐
集
』
に
見

出
さ
れ
る
。

内
裏
に
柳
垂
れ
り
と
い
ふ
こ
と
を

青
柳

の
な
び
く
下
枝
に
掃
き
て
け
り
吹
く
春
風
や
と
も
の
み
や
つ
こ

花
喜
ぶ
色
あ
り

お
の
が
咲
く
雲
井
に
君
を
ま
ち

つ
け
て
思
ひ
ひ
ら
く
る
花
さ
く
ら
か
な

旅
宿

の
ほ
と
と
ぎ
ず

も
ろ
と
も
に
旅
寝
す
る
夜

の
ほ
と
と
ぎ
す
梢
や
な
れ
が
庵
な
る
ら
ん

「初
内
裏
和
歌
会
」
は
平
治
元
年

(
=

五
九
)
讃
岐

の
十
九
歳
頃
で
あ
る
。
右

(
6

)

の
讃
岐
歌
と
同
じ
歌
題
が
、

『重
家
集

』
に
も
見
え
て
い
る
。
そ
の
後
も

「内
裏

一
一
四

和
歌
会
」
に
出
詠
し
、
二
条
内
裏
歌
壇
で
徐
々
に
存
在
を
認
め
ら
れ
、
そ
れ
と
と

も
に

『重
家
集
』
に
み
え
る
歌
人
た
ち
の
歌
会
に
も
参
加
し
て
い
る
。

寺
静
か
に
し
て
虫
を
聞
く

か
ね
を
だ
に
う
ち
わ
す
れ
に
し
山
寺

の
入
相
は
虫
の
声
の
み
ぞ
き
く

右
は
、
讃
岐
二
十
三
歳
、
長
寛
元
年

(
一
一
-1:
111)
に
行
わ
れ
た

「
刑
部
卿
逆
修

和
歌
会
」
で
の
詠
出
歌
で
、
五
年
の
歳
月
が
讃
岐
を
歌
人
と
し
て
育
て
上
げ
て
い

(
7

)

る
。
長
寛
二
年

(
一
一
六
四
)
讃
岐
が
二
十
四
歳
頃
に
俊
恵
が

『歌
苑
抄
』
の
中

で
、
左
記
の
讃
岐
歌
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
肯
け
る
。

一
夜
と
て
夜
離
れ
し
床
の
小
莚
に
や
が
て
も
塵

の
積
り
ぬ
る
か
な

永
万
元
年

(
一
一
六
五
)
七
月
、
二
条
院
の
崩
御
で
あ
る
。
讃
岐
は
二
十
五
歳

で
あ

っ
た
が
、
女
房
出
仕
辞
退

の
時
期
は
不
明

で
あ
る
。
そ
の
後
、
仁
安
元
年

(
一
一
六
六
)
「後
白
河
院
当
座
歌
合
」
に
参
加
し
た
二
十
六
歳
頃
の
、
内
裏
女
房

経
験
者
ら
し

い
讃
岐
の
消
息
が
、
定
家
の

『愚
秘
抄
』
に
見
え
て
い
る
。

金
吾

の
口
伝

の
う
ち
に
。
女
房
の
故
実
に
。
兼
日
の
懐
紙
な
き
時
は
。

後
白
河
院
の
仁
安
御
歌
合
。

当
座
に
て
侍
り
け
る
に
。
讃
岐
参
た
り
け
る
に
。
扇
を
さ
し
出
し
て
題

を
た
ま
は
り
け
る
と
か
や
。
ま
こ
と
に
あ
る
中
に
き
は
も
た
ち
て
。
い

み
じ

く

見

え

た

り

け

る
と

な

ん
申

侍

り

。

・

・

…

右
に
見
え
る
讃
岐
は
、
讃
岐
自
身
の
人
間
性
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
内
裏
女
房

と
し
て
経
験
を
積
ん
だ
習
性
を
具
現
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
じ
年

に

『続
詞
花
集
』
に

一
首
、
『今
撰
集
』
に
は

「内
讃
岐
」
と
し
て

一
首
入
集
し

て
い
る
。
左
記
は
入
集
歌
の
二
首
で
あ
る
。

あ
け
ぬ
れ
ど
ま
だ
き
ぬ
ぎ
ぬ
に
な
り
や
ら
で
人
の
袖
さ
へ
ぬ
ら
し
つ
る
か
な



『続
詞
花
集
』

今
さ
ら
に
ご
ひ
し
と
い
ふ
も
た
の
ま
れ
ず
こ
れ
も
心
の
か
は
る
と
お
も

へ
ば

『今
撰
集
』

こ
こ
で
気
付
く

の
は
讃
岐
の
詠
歌
分
野

の
変
化
で
あ
る
。
後
に

「恋
歌
の
女
流
歌

人

・
二
条
院
讃
岐
」
と
評
さ
れ
る
が
、
分
岐
点
は
二
十
六
歳
頃
に
あ
る
こ
と
が
解

か
る
。

内
裏
女
房
に
出
仕
し
た
讃
岐
に
は
、

行
儀
作
法
か
ら
対
人
関
係
に
至
る
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
待
ち
受
け
て
い
た

の
は
当
然
で
あ
る
。
身
分
社
会
の
中
で
内

裏
女
房

の
立
場
は
、
ひ
た
す
ら
滅
私
奉
公
で
あ
り
、
併
せ
て
宮
廷
行
事
を
遂
行
す

る
技
量
も
必
要
で
あ

っ
た
。
万
事
に
控
え
目
な
言
動
と
冷
静
さ
を
保
ち
、
貴
人
に

付
き
従
う
習
い
か
ら

一
歩
身
を
引

い
た
礼
儀
を
、
習
性
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

先
行
研
究

で
は
、
二
十
五
歳
か
ら

「別
雷
社
歌
合
」
出
詠

の
三
十
八
歳
ま
で
、

(
　
)

約
十
三
年
間
の
讃
岐
像
を

『尊
卑
分
脈
』
に
見
え
る
家
系
図
に
拠

っ
て
推
察
し
て

い
る
。
推
察
の
讃
岐
像
は
拙
稿
で
も
証
明
不
可
能
で
あ

っ
た
が
、
期
間
の
短
縮
と

新
た
な
讃
岐
像
が
把
握
出
来
た
の
で
、
以
下
に
そ
の
検
証
を
併
せ
て
述
べ
て
い
き

た

い
。

承
安

二
年

(
一
一
七
二
)
讃
岐

の
三
十
二
歳
頃
に
成
立
し
た

『歌
仙
落
書
』
に

は
、
讃
岐
に
対
す
る
際
立

っ
た
賞
賛
が
見
え
て
い
る
。
「讃
岐

の
心
優
し
く
余
情

の
あ
る
歌
の
詠
み
振
り
は
父
よ
り
も
優

っ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
先
、
讃
岐
の
よ
う

な
歌
人
は
出
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
更

に
、
女

の
詠
む
歌
は
こ
の
よ
う
で
あ

っ
て

欲
し
い
と
思
う
し
、
何
よ
り
も
讃
岐
の
歌
に
は
、
可
愛
さ
と
心
惹
か
れ
る
風
情
が

あ
る
。」
と
述

べ
て
い
る
。
内
裏
女
房
を
経
験
し

『続
詞
花
集
』

や

『今
撰
集
』

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

第
三
六
号

(二
〇
〇
八
年
三
月
)

へ
の
入
集
も
あ

っ
て
、
頭
角
を
顕
し
て
き
た
女
流
歌
人

・
讃
岐
で
は
あ
る
。
し
か

し
、
過
剰
な
賞
賛
は

『歌
仙
落
書
』

の
成
立
事
情
と
も
絡
ん
で
い
る
と
言
え
よ

・つ
。

、

選
者
は
久
我
太
政
大
臣
通
光
卿
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
よ
く

判

っ
て
い
な

い
ら
し
い
。
男
性
歌
人
十
六
人
、
女
流
歌
人
三
人
の
歌
に
対
す
る
批

評
と
、
各
人
に
選
者

の
感
想
歌
が

一
首
添
え
ら
れ
て
い
る
。
歌
人
は
後
徳
大
寺
実

定
関
係
が
多

い
。
当
時
は
六
条
家
と
御
子
左
家
と

の
問
で
際
立

っ
た
勢
力
争

い
は

ま
だ
見
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
両
派
で
は
互

い
を
十
分
に
意
識
し
て
お
り
、
御
子
左

家
の
俊
成
は
後
徳
大
寺
実
定
と
繋
が
り
を
見
せ
、
六
条
家
の
清
輔
は
右
大
臣
兼
実

(9

)

を
頼
み
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『歌
仙
落
書
』

へ
の
讃
岐
の
入
集
歌
は
次
の
四
首
で
あ
る
。

始
思
は
で
後
思
ふ
恋
と
い
ふ
こ
と
を

今
更
に
お
も
ふ
も
い
ふ
も
た
の
ま
れ
ず
こ
れ
も
心
の
か
は
る
と
思

へ
ば

一
夜
と
て
よ
が
れ
し
床
の
さ
む
し
ろ
に
や
が
て
も
ち
り
の
積
り
ぬ
る
か
な

後
朝
恋

あ
け
ぬ
れ
ど
ま
だ
衣
衣
に
な
り
や
ら
で
人
の
袖
を
も
ぬ
ら
し
つ
る
か
な

旧
夫
を
う
ら
む
る
恋
と
云
ふ
事
を

い
ま
さ
ら
に
い
か
が
は
す
べ
き
新
ま
く
ら
と
し
の
み
と
せ
は
待
侘
び
ぬ
と
も

『歌
仙
落
書
』
に
讃
岐
が
選
ば
れ
た
の
は
兼
実
と
の
関
係
か
ら
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
承
安

二
年

(
一
一
七
二
)
三
十
二
歳
頃
に
、
兼
実

の
許

へ
既
に
女
房
出
仕
を

し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
従
妹
の
丹
後
が
承
安
元
年
に
、
兼
実
家

の
家
女
房
に
出
仕
し
て
お
り
、
讃
岐

の
三
十
二
歳
以
前

の
出
仕
の
可
能
性
も
極
め

て
高
い
。
三
十
六
歳
頃
、
父

・
頼
政

の

『源
三
位
頼
政
集
』
が
世
に
出

て
お
り
、

一
一
五
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治
承

二
年

(
一
一
七
八
)
三
十
八
歳
の
讃
岐
も

「別
雷
社
歌
合
」
に
出
詠
し
た
が

成
績
は
振
る
わ
ず
、
歌
と
仕
事

の
両
立
は
難
し
い
よ
う
で
あ

っ
た
。

兼
実
家
の
家
女
房

・
讃
岐
は
、
主
家

の
主
だ

っ
た
行
事
の

一
部
分
を
受
け
持

っ

た
り
、
幼

い
姫
君
の
家
庭
教
師
的
な
存

在
と
し
て
、
姫
君

(後
の
後
鳥
羽
后

・
任

子
)

の
成
長
を
側
面
か
ら
支
え
る
役
目
も
担

っ
て
い
た
。
内
裏
女
房

の
経
験
を
生

か
し
、
更
な
る
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
い
く
こ
と
で
は
あ

っ
た
が
、
主
家
に
対
し
て

は
滅
私
奉
公
で
あ
り
、

一
歩
身
を
引

い
て
付
き
従
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か

っ
た
。

内
裏
女
房
時
代
か
ら
継
続
し
て
き
た
冷
静

で
沈
着
な
身

の
処
し
方
は
、
い
つ
の
間

に
か
讃
岐
に
と

っ
て
は
習
性
と
な
り
、

そ
れ
は
讃
岐
の
詩
的
世
界
の
内
な
る

「仕

事
の
世
界
」
を
自
ず
と
形
成
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
讃
岐

の

「出
自
」
に
も
目
を
向
け
て
お
き
た
い
。
讃
岐
は
源
家

の
出
身

で
あ
る
。
讃
岐
が
十
九
歳
の
と
き
平
治

の
乱
が
起
り
、
平
家
の
世
に
な

っ
て
以
来
、

源
氏

一
族
は
息
を
潜
め
て
生
き
て
き
た
現
実
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
以
仁
王
に
従

っ

た
父

・
頼
政
と
、
兄

・
仲
綱
と
を
、
宇
治
橋
の
合
戦
で

一
夜
に
し
て
失

っ
た
の
は
、

治
承
四
年

(
1
1
八
O
)
讃
岐
が
四
十
歳

の
と
き
で
あ
る
。
そ
の
後
、
寿
永
元
年

(
一
一
八
二
)
四
十

二
歳
の
讃
岐
は
、
自
撰
集

『二
条
院
讃
岐
集
』
を
賀
茂
社
に

奉
納
し
、
春
日
参
詣
を
し
て
報
告
し
て

い
る
。
源
氏

一
族
は
更
に
平
家
の
横
暴
に

耐
え
な
が
ら
も
、
寿
永
二
年

(
二

八
三
)

の
平
家
の
都
落
ち
、
そ
の
後
の
源
平

争
乱
を
経
て
平
家

の
滅
亡
を
迎
え
、
文
治
元
年

(
一
一
八
五
)
平
家
か
ら
の
圧
迫

が
断
ち
切
ら
れ
た
。
四
十
五
歳

の
讃
岐

に
と

っ
て
、
こ
の
と
き

「出
自
」
の
枷
が

よ
う
や
く
完
全
に
解
消
し
た
。
讃
岐
が
控
え
目
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
は
、

「出
自
」
に
よ
る
心

の
自
縛
を
抱
え
て

い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
讃
岐

の
生
き

方
を
も
左
右
し
、
讃
岐
に
芯
の
強
さ
を
齎
し
、
控
え
目
な
人
柄
を
熟
成
さ
せ
る
役

一
一
六

割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

内
裏
女
房
と
し
て
世
に
出

て
以
来
、
「歌

の
世
界
」

・

「仕
事

の
世
界
」

・

「出
自
」
と
、
讃
岐

に
は
三
重
構
造
に
な

っ
た
独
自

の
内
な
る
詩
的
世
界
が
拡
が

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「出
自
」

の
枷
が
外
れ
て
、
三
重
構
造
か
ら
二
重
構
造

へ

と
緩
や
か
に
な

っ
た
心
理
状
態
は
、
今
ま
で
の
人
生
経
験
か
ら
得
た
身
の
処
し
方

と
、
そ
れ
か
ら
得
た
芯
の
強
さ
と
が
相
俟

っ
て
、
讃
岐
本
来

の
人
間
性
を
開
花
さ

せ
る
方
向

へ
と
向
か

っ
て
行

っ
た
。
そ
れ
は

「沖

の
石
」
の
詠
に
よ

っ
て
、
女
流

歌
人
の
地
位
を
築
い
た
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

ω
讃
岐
歌
の
詠
歌
手
法
と
そ
の
変
化

讃
岐
の
詩
的
世
界
の
う
ち
、
讃
岐
が
渾
身
の
想

い
で
歌
を
吐
露
す
る
土
壌
、
即

ち
内
な
る

「歌
の
世
界
」
に
、
「出
自
」

の
自
縛
か
ら
抜
け
出
た
讃
岐

の
心
理
状

態
が
、
ど
の
よ
う
に
表
出
し
て
い
る
の
か
を
検
証
し
て
み
よ
う
。
三
十
二
歳
以
前

の
讃
岐
歌
の

「詠
出
位
置
」
と
、
何
に

「視
点
」
を
置

い
て
詠
出
し
て
い
る
の
か

を
、
先
述
し
た

『歌
仙
落
書
』
に
見
え
る
四
首

の
詠
歌
に
よ
り
考
察
す
る
。

①
今
更
に
お
も
ふ
も

い
ふ
も
た
の
ま
れ
ず
こ
れ
も
心

の
か
は
る
と
思

へ
ば

②

一
夜
と
て
よ
が
れ
し
床
の
さ
む
し
ろ
に
や
が
て
も
ち
り
の
積
り
ぬ
る
か
な

③
あ
け
ぬ
れ
ど
ま
だ
衣
衣
に
な
り
や
ら
で
人

の
袖
を
も
ぬ
ら
し
つ
る
か
な

④

い
ま
さ
ら
に
い
か
が
は
す
べ
き
新
ま
く
ら
と
し
の
み
と
せ
は
待
侘
び
ぬ
と
も

①
相
手
は
思
わ
せ
振
り
な
男
で
よ
く
心
変
わ
り
を
す
る
。
そ
れ
な
の
に
ま
た
、
纏

わ
り
付

い
て
く
る
。
こ
の
や
り
取
り
の
渦
中
に
は

い
な

い
で
、
男
を
冷
静
に
見

て
、
身
を
引
い
た
控
え
目
な
位
置
に
い
る
。

視
点
は
男

の
心
の
動
き
を
第
三
者
の
よ
う
に
冷
静
に
観
察
し
、
観
察
し
て
得
た



結
果
を
詠
ん
で
い
る
。

②
相
手
は

「
一
晩
だ
け
」
と
偽
り
、
離

れ
て
行

っ
た
の
で
男
の
姿
は
な

い
。
目
の

前
に
は
主
が
不
在
の
小
莚
が
あ
る
。
諦
め
き
れ
な

い
心
情
を
他
人
ご
と

の
よ
う

な
眩
き
で
、
小
莚
を
前
に
し
た
位
置

に
い
る
。

視
点
は
事
態
の
状
況
と
推
移
と
を
的
確
に
捉
え
、
第
三
者
的
な
視
点
で
冷
静
に

見
て
詠
ん
で

い
る
。

③
相
手
は
自
分
と
同
じ
当
事
者
で
あ
り

、
ま
だ
臥
所
の
な
か
に
二
人
で
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
自
分
も
渦
中
に
身
を
置
き

、
事
態
を
眺
め
な
が
ら
の
詠
出
で
、
臥
所

の
中
の
詠
出
位
置
と
は
特
出
し
た
手
法
で
あ
る
。

視
点
は
相
手
の
袂
が
濡
れ
た
訳
を
、

可
愛
く
説
明
で
き
る
第
三
者
的
な
視
点
で

詠
ん
で
い
る
。

④
相
手
が
姿
を
消
し
て
数
年
に
な
る
。
「
新
枕
を
し
て
も
、
ど
う

っ
て
こ
と
も
な

い
」
と
、
恨
め
し

い
気
持
ち
を
抱
き

な
が
ら
実
行
の
姿
勢
に
傾

い
て
い
る
。
目

の
前
の
回
想
の
場
面
と
向
き
合

っ
て

い
る
。

視
点
は
恨
み
も
少
々
垣
間
見
え
る
が
、
自
分
の
今

の
心
理
状
況
を
よ
く
判
断
し

て
詠
ん
で
い
る
。

右
に
見
る
と
お
り
四
首
の
詠
出
位
置
は
歌
の
情
景
に
対
応
し
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
。
③
は
渦
中
に
あ
り
な
が
ら
も
慎
ま
し
く
、
控
え
目
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が

解
か
る
。
詠
出
視
点
は
四
首
と
も
、
当
事
者
で
あ
り
被
害
者
で
も
あ
り
な
が
ら
、

第
三
者
的
で
冷
静
な
視
点
で
あ
る
。
相

手
を
非
難
せ
ず
、
他
人
ご
と

の
よ
う
に
眺

め
て
、
冷
静
に
事
態
を
分
析
し
て
い
る
。
表
現
は
柔
ら
か
く
優
し

い
の
で
、
余
情

が
自
ず
と
滲
み
出
て
自
己
を
省
み
る
余
裕
を
齋
し
可
愛
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

右

の
よ
う
な
詠
み
振
り
は
、
日
常

の
讃
岐
の
習
性
と
深

い
繋
が
り
を
持

っ
て
い

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

第
三
六
号

(二
〇
〇
八
年
三
月
)

る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
主
家
に
付
き
従
う
礼
儀
と
冷
静
さ
、
そ
れ
に
付
随

す
る
職
務
遂
行
に
よ
り
、
内
な
る

「
仕
事
の
世
界
」
が
優
先
し
て
い
る
日
常
で
あ

る
。
三
十
二
歳
以
前

の
讃
岐
の
詩
的
世
界
は
三
重
構
造
を
形
成
し
、

い
つ
も

「出

自
」
と

「仕
事

の
世
界
」
の
緊
張
が
支
配
し
、
晴
れ
や
か
な
世
界
で
は
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

次
い
で
四
十
二
歳
か
ら
四
十
五
歳
頃
の

「詠
出
位
置
」
「
詠
出
視
点
」
「詠
歌
手

法
」
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
よ
う
。
左
記
の
二
首

の
①
は

『
二
条
院
讃
岐
集
』
に
、

②
は

『千
載
和
歌
集
』
に
見
え
る
詠
で
あ
る
。

①
わ
が
恋
は
し
ほ
ひ
に
み
え
ぬ
お
き
の
石
の
人
こ
そ
し
ら
ね
か
は
く
ま
ぞ
な
き

②
君
こ
ふ
る
こ
こ
ろ
の
や
み
を
わ
び
つ
つ
は
こ
の
世
ば
か
り
と
お
も
は
ま
し
か
ば

①

「引
き
潮
で
も
見
え
な

い
沖
の
水
底
に
あ
る
石
」
と
、
「乾
く
間
も
な
く
涙
で

濡
れ
て
い
る
私
の
袖
」
と

い
う
二
つ
の
事
象
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
複
合
的

表
現
の
形
態
を
も
つ
詠
歌
手
法
で
あ
る
。

視
点
は
男
の
上
に
据
え
な
が
ら
、
非
難
も
せ
ず
、
慎
ま
し
く
控
え
目
な
位
置
か

ら
の
詠
出
で
あ
る
。
更
に

「あ
な
た
は
私
の
想
い
に
気
が

つ
い
て
い
な
い
」
と
、

男
の
心
の
中
を
見
据
え
な
が
ら
詠
ん
で
い
る
。

『二
条
院
讃
岐
集
』
に
は
第

一
句
を

「
わ
が
戀
」
と
し
て
い
る
が
、
『千
載
和

(
°
)

歌
集
』
選
者

の
俊
成
が

「我
が
袖
」
と
改
め
て
世
に
披
露
し
た
の
で
あ
る
。
乾

く
間
も
な
く
濡
れ
て
い
る
の
は
袖
で
あ
る
が
、
わ
が
想

い
を
相
手
に
伝
え
ら
れ

な
い
故
に
、
「
わ
が
恋
」
と
し
て
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『九
大

(
　
)

集
抄
』
に
依
る
と
、
こ
の
詠
に
は
あ
ま
り
よ
い
評
価
を
与
え
て
は
い
な
い
。

②

「来
世
ま
で
も

こ
の
妄
執
が
続
く
の
か
と
思

い
悩
む
心
」
と
、
「現
世
だ
け

の

苦
し
み
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
か
え

っ
て
非
常
に
淋
し
い
と
思
い
悩
む
心
」

一
一
七



二
条
院
讃
岐
新
考

(伊
佐

迪
子
)

と
、
悩
み
の
事
象
を
複
合
的
に
表
現
し
て
い
る
。

視
点
は
題
詠
歌

で
は
な

い
の
で
、
作
者
自
身

の
心
を
詠
ん
で
い
る
と
も
考
え
ら

れ
る
。
「恋

の
た
め
に
分
別
を
失

っ
た
心

の
迷

い
を
思

い
悩
ん
で
い
る
」
自
身

の
胸
の
内
に
詠
出
視
点
を
置

い
て
お
り
、
慎
ま
し
く
控
え
目
な
讃
岐
が
、
自
分

の
心
情
を
露
呈
し
た
と
も
思
え
る
歌

で
あ
る
。

右
の
考
察
で
明
ら
か
に
な

っ
た
の
は
、
讃
岐
は

「複
合
的
表
現
形
態
」
手
法
を

用
い
て
お
り
、
詠
歌
手
法
が
変
化
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
讃
岐
に
重
く
圧
し
掛

か

っ
て
い
た

「出
自
」
の
枷
が

一
つ
外
れ
て
、
讃
岐
に
備
わ

っ
て
い
る
歌
人
本
来

の
資
質
が
開
花
し
た
と
見
た
い
。

更
に
、
讃
岐
に
は

「
相
手
を
非
難
す
る
」
表
現
が
見
当
た
ら
な

い
。
「非
難
」

を
含
ま
な

い
表
現
は
、
讃
岐
の
人
間
性

に
由
来
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
歌
人

と
し
て
は
特
出
し
た
資
質
で
あ
り
、
歌

の
芸
術
性
を
高
め
る
詠
歌
才
能
と
言
う
べ

き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
讃
岐

の
歌
を
詠
み
出
だ
す
土
壌
、
即
ち
、

詩
的
世
界
の
内
な
る

「歌
の
世
界
」
が
豊
穣
で
あ
り
、
溢
れ
る
ば
か
り
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
蓄
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
『
歌
仙
落
書
』
に
お
け
る
讃
岐
歌
の
高
い
評

価
も
、
右
に
お
け
る
種

々
の
検
証
を
も

っ
て
十
分
に
肯
定
出
来
る
の
で
あ
る
。

∬
二
条
院
讃
岐

の
後
半
生

に
お

け
る
詩
的
世
界

の
構
造

ω
二
条
院
讃
岐
の
歌
壇
復
帰

四
十
六
歳
に
な

っ
た
讃
岐
は
、
文
治
二
年

(
一
一
入
七
)
六
月
十
六
日
、
兼
実

家
の
要
職

「北
政
所
」
に
就
い
た
。
こ
れ
は
兼
実
家

の
来
る
べ
き
大
事
業
に
備
え

る
た
め
の
第

一
歩
で
あ

っ
た
。
こ
の
日

の

『玉
葉
』

の
記
述
は
讃
岐
を
兼
実
の
妻

一
一
八

の

一
人
と
し
て
遇
し
て
お
り
、
後
に

「家
宣
旨
」
を
も
兼
ね
て
い
る
。
こ
う
し
て

内
外
と
も
に
兼
実
の
秘
書
と
し
て
、
主
家

の
中
枢
に
お
い
て
家
経
営
の
た
め
に
忙

し
く
立
ち
働
く
毎
日
で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で

『千
載
和
歌
集
』
が
成
立
し
、

四
十
八
歳
の
讃
岐
は
歌
人

「沖
の
石
の
讃
岐
」
と
し
て
社
会
的
に
地
位
を
得
た
の

で
あ
る
が
、
喜
び
の
陰
で
詩
的
世
界
の
内
な
る

「歌
の
世
界
」
と
は
、
次
第
に
疎

遠
に
な

っ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
。

建
久
元
年

(
一
一
九
O
)

1
月
十

一
日
。
摂
政

・
関
白
藤
原
兼
実
女
、
任
子
の

入
内
で
あ
る
。
兼
実
家
の
た
め
に
、
幼

い
頃
か
ら
仕
え
馴
染
ん
で
き
た
姫
君
の
こ

の
日
の
た
め
に
、
讃
岐
は
自
分
を
押
し
沈
め
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
の

『玉

葉
』

の
記
述
に
、
入
内

の
儀
で
立
ち
働
く
五
十
歳

の
讃
岐

の
姿
が
見
え
て
い
る
。

そ

の
後
、
姫
君
は
後
鳥
羽
天
皇

の
中
宮
に
冊
立
し
、
兼
実
家
は

一
安
堵
し
た
が
、

建
久
四
年

(
一
一
九
三
)
に
疱
瘡
が
流
行
し
、
中
宮
は
病
床
に
あ

っ
た
。

讃
岐
は
内
な
る

「歌
の
世
界
」

へ
の
想

い
を
懐
き
な
が
ら
も
、
内
な
る

「仕
事

の
世
界
」
が
讃
岐
を
支
配
し
て
い
た
為
に
、
長
年

の
想

い
を
兼
実
に
打
ち
明
け
か

ね
て
い
た
。
折
か
ら
中
宮
の
病
が
重
く
、
病
気
平
癒
祈
願
と
宿
願
と
を
合
わ
せ
て
、

春
日
参
詣
を
願
い
出
た

の
で
あ
る
。
五
十
三
歳

の
讃
岐
の
志
を
知

っ
た
兼
実
は
、

(
12
)

略
式
な
が
ら
五
十
人
の
伴
揃
え
で
、
「
北
政
所
」
と
し
て
春
日
参
詣

へ
と
送
り
出

し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
か
ら
兼
実
の
讃
岐
支
援
が
始
ま

っ
た
。
建
久
五
年

(
一
一
九
四
)
讃
岐

が
五
十
四
歳
の
八
月
十

一
日
、
「中
宮
和
歌
会
」
が
内
裏
で
催
さ
れ
た
。
女
流
歌

(
　
)

人
の
参
加
は
兼
実
家
の
家
女
房

・
讃
岐
と
丹
後
の
み
で
あ
る
。
当
時
の
和
歌
会
は

私
的
な
性
格
を
持

っ
て
お
り
、
女
流
歌
人
が
家
女
房
二
人
と

い
う

の
は
、
ま
さ
し

く
私
的
な
和
歌
会

で
あ
り
、
兼
実
が
讃
岐
に
歌
壇
復
帰

へ
の
足
が
か
り
を
敷

い
た



の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

五
十
五
歳

の
讃
岐
に
、
兼
実
は

「民
部
卿
經
房
家
歌
合
」

へ
の
出
詠
の
機
会
を

与
え
た
。
兼
実
は
讃
岐
に

「
中
宮
讃
岐
」
を
、
丹
後
に
は

「摂
政
家
丹
後
」

の
名

乗
り
を
与
え
て
い
る
。
勝
敗
は
勝

・
持

・
勝

・
負

・
持
と
な
り
、
か
な
り
の
成
績

で
は
あ

っ
た
。
建
久
六
年

(
=

九
五
)
頃
に
は
兼
実
息

・
良
経
も
地
位
が
上
が

り
、
「北
政
所
」

の
職
務
は
良
経
側

へ
移
り
、
讃
岐
は

「宣
旨
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
建
久
七
年

(
=

九
六
)
十

一
月
、
兼
実
は
土
御
門
通
親
に
よ
る

陰
謀
に
よ
り
失
脚
し
、
政
権
の
座
を
追

わ
れ
た
の
で
あ
る
。

建
久
八
年

(
二

九
七
)
三
月
、
法
然
上
人
の
よ
き
理
解
者
で
あ
っ
た
兼
実
は
、

法
然
上
人
を
招
請
し
て
受
戒
し
て
い
る
。
五
十
七
歳

の
讃
岐
は
依
然
と
し
て
兼
実

の
傍
に
あ

っ
て
、
兼
実

の
影
響
に
よ
り
釈
教
歌
を
詠
む
機
会
も
多
く
な

っ
た
。
建

久
九
年

(
一
一
九
八
)

一
月
、
後
鳥
羽
天
皇
は
上
皇
と
な
り
、
土
御
門
天
皇
の
即

位
が
あ

っ
て
四
月
に
は
正
治
元
年
と
な

っ
た
。
正
治
二
年

(
一
1
10
0
)
讃
岐
六

十
歳
の
冬
、
「
正
治
初
度
百
首
」
の
詠

進
を
も

っ
て
念
願

の
歌
壇
復
帰
が
実
現
し

た
。
そ
れ
は
内
な
る

「仕
事
の
世
界
」
か
ら
、
讃
岐
が
渾
身
の
力
を
以

っ
て
脱
出

を
遂
げ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
「
正
治
初
度
百
首
」

の
詠
進
歌
の
中

で
、
讃
岐
は
歌
壇
復
帰
の
喜
び
を
詠

っ
て
い
る
。

い
ま
は
と
て
さ
は
べ
に
か
へ
る
あ
し
た
つ
の
猶
た
ち
い
つ
る
わ
か
の
浦
な
み

「
二
条
院
讃
岐
」
の
復
活
で
は
あ

っ
た
が
、
讃
岐
は
墨
染
め
の
袖

で
あ

っ
た
。

復
活
の
陰
に
は
兼
実
の
手
厚

い
支
援
と
深

い
愛
情
と
、
讃
岐
に
対
す
る
感
謝
の
念

と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
後
、
讃
岐
は
精
力
的
に
和
歌
活
動
を
展
開

し
て
い
る
。
「
三
百
六
十
番
歌
合
」
「廿

四
番
歌
合
」
「石
清
水
若
宮
歌
合
」
「院
当

座
歌
合
」
な
ど
で
あ
る
。
六
月
に
な
る
と
中
宮
は

「宜
秋
門
院
」
を
称
し
、
内
裏
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を
出
て
東
九
条
に
御
所
を
定
め
た
。
復
活
後
の
讃
岐
の

「三
百
六
十
番
歌
合
」
に

(
14
)

は
、
兼
実
は

「宜
秋
門
院
女
房
」
を
名
乗
ら
せ
て
い
る
。

建
仁
元
年

(
一
二
〇

一
)
讃
岐
は
六
十

一
歳
。
精
力
的
な
和
歌
活
動
が
続
き
、

「新
宮
撰
歌
合
」
「
和
歌
所
影
供
歌
合
」
「撰
歌
合
」
な
ど
に
出
詠
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
建
仁
二
年

(
一
二
〇
二
)
六
十
二
歳

の
讃
岐
は
、
「千
五
百
番
歌
合
」
に

一
〇
〇
首

の
詠
進
歌
を
も

っ
て
連
な

っ
て
い
る
。
こ
の
千
五
百
番
歌
合

の
頃
が
、

讃
岐
の
詩
的
世
界

の
内
な
る

「歌
の
世
界
」
が
最
も
燃
焼
し
た
時
期
で
あ

っ
た
。

翌
年
の
建
仁
三
年

(
一
二
〇
三
)
に
は
俊
成
九
十
賀
屏
風
歌
に
も

一
首
選
ば
れ
て

い
る
。

元
久
二
年

(
一
二
〇
五
)
讃
岐
六
十
五
歳
。
三
月
廿
六
日
に

『新
古
今
和
歌
集
』

が
成
立
し
、
讃
岐
は
十
六
首
も

の
入
集
を
見
て
い
る
が
、
「正
治
初
度
百
首
」
「千

五
百
番
歌
合
」
「經
房
卿
家
歌
合
」
「
二
条
院
讃
岐
集
」
「建
仁
元
年

の
歌
合
」
「兼

実
家
の
釈
教
歌
」
な
ど
か
ら
撰
歌
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
讃
岐
な
ら
で
は
の
優

れ
た
詠
が
更
に
選
び
出
さ
れ
て
、
没
後
に
成
立
し
た

『新
勅
撰
和
歌
集
』
に
も
収

め
ら
れ
て
い
る
。
讃
岐
の
歌
は
若
か

っ
た
頃
の
優
し
い
詠
み
振
り
に
変
り
は
な
く
、

恋
歌
の
讃
岐
が
健
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
建
永
元
年

(
一
二
〇
六
)
九

条
家

の
中
心
人
物
で
あ

っ
た
良
経
が
急
逝
し
、
続
い
て
承
元
元
年

(
一
二
〇
七
)

に
は
兼
実
が
薨
去
し
た
。
三
十
二
歳
頃
か
ら
六
十
七
歳
ま
で
の
讃
岐
は
、
ひ
た
す

ら
慎
ま
し
く
兼
実
に
付
き
従
う
人
生
で
あ

っ
た
。
讃
岐

の
内
な
る

「仕
事

の
世
界
」

は
、
兼
実
の
他
界
に
よ
り
消
滅
し
た
か
に
見
え
た
が
、
再
度
、
讃
岐

の
上
に
覆
い

か
か

っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

一
一
九



二
条
院
讃
岐
新
考

(伊
佐

迪
子
)

ω
本
歌
取
り
と
題
詠
歌

讃
岐
は
自
分
の
若

い
頃
の
詠
出
歌
を
基
に
し
て
歌

の
再
構
築
を
図

っ
て
い
る

が
、
本
来
の

「本
歌
取
り
」
と
は
少
し
趣
が
違

っ
て
い
る
。
元
歌
は
多
数
あ
る
に

も
拘
ら
ず
事
例
が
少
な
い
の
は
、
感
興
に
合
致
す
る
元
歌
が
な
か

っ
た
と
も
言
え

る
。左

記
の
二
首
は

『
二
条
院
讃
岐
集
』

八
十
八
番
と
、
「
民
部
卿
經
房
家
歌
合
」

の
出
詠
歌
で
あ
る
。お

も
ふ
こ
と
あ
り
け

る
こ
ろ
、
し
の
び
て
す
む
と
こ
ろ
の

庭
草
も
う
ち
は
ら
ふ
事
も
な
か
り
け
れ
ば
、

つ
ゆ
の
し
げ
く

お
き
た
り
け
る
を
見

て

①
お
も
ふ
こ
と
し
げ
み
の
に
は
の
く
さ
の
は
に
涙
の
露
は
お
き
あ
ま
り
け
り

経
房
卿
家
歌
合
に
、
久
恋
を

②
あ
と
た
え
て
浅
茅
が
末
に
な
り
に
け
り
た
の
め
し
宿
の
庭

の
白
露

右

の
二
首
は
と
も
に

「荒
れ
た
庭
と
時
間
の
経
過
」
を

「生

い
茂

っ
た
浅
茅
」
で

表
現
し
て
い
る
。
「露
」
と

「涙
」
の
縁
語
を
用

い
、
「満
た
さ
れ
ぬ
想
い
」
を
滲

ま
せ
て
い
る
。

①
は
歌
全
体
が
下
へ
と
流
れ
落
ち
て
行
き
、
最
後

の
句

で
歌
の
意
味
が
判
明
す

る
本
来
の
詠
歌
手
法

で
あ
る
。
「
し
げ
み
」
は

「茂
」
と

「繁
」
の
掛
詞
で
、

「草

の
葉
」
と

「露
」
「涙
」

は
縁
語

で
あ
り
、
「悲
し

い
想

い
が
溢
れ
て
、

止
め
ど
な
く
流
れ
出
る
涙
を
止
め
よ
う
が
な
い
」
と
直
接
的
な
表
現
で
あ
る
。

趣
旨
は

「願
い
が
叶
わ
な
か

っ
た
恋
」
ら
し

い
が
、
詞
書
で
は
必
ず
し
も
恋

歌
だ
と
は
言

い
切
れ
な

い
。

②
は
初
句
切
れ
、
三
句
切
れ
、
体
言
止

で
あ
る
。
「あ
と
た
え
て
」
と

「浅
茅

一
二
〇

が
末
」
は
掛
詞
、
「白
露
」
は

「
涙
」
で
あ
る
。
歌
本
体

で
の
説
明
が
な
く

て
も
、
止
め
ど
な
く
流
れ
る
涙
を
止
め
難

い
の
は
、
①
と
変
わ
り
が
な
い
。

新
風

の
詠
歌
手
法
に
よ
る
説
明
の
簡
潔
化
と
、
「
た
の
め
し
」
を
用
い
て
歌

意
の
理
解
を
容
易
に
し
て
お
り
、
「久
し
き
恋
を
」

の
詞
書
通
り
恋
歌
に
再

構
築
し
て
い
る
。

再
構
築
さ
れ
た
の
は
歌
壇
復
帰
前

の
五
十
六
歳
頃
で
、
讃
岐
な
ら
で
は
の
断
ち

切
り
が
た
い
恋

の
余
情
が
滲
み
出
る
歌
に
変
貌
し
て
い
る
。

も
う

一
例
見
て
お
き
た
い
。
『月
詣
和
歌
集
』
八
九

一
番
と
、
「正
治
初
度
百
首
」

一
九
六
九
番

の
詠
で
あ
る
。

題
し
ら
ず

③
難
波
が
た
み
ぎ
は
の
芦
は
霜
が
れ
て
な
だ

の
す
て
ぶ
ね
あ
ら
は
れ
に
け
り

冬

④
難
波
が
た
汀
の
風
も
寒
え
ぬ
れ
ば
氷
そ
つ
な
ぐ
な
だ

の
す
て
舟

右
は

「
な
だ
の
す
て
舟
」
を
詠
み
出
す
の
に
、
情
景
を
動
か
す
こ
と
な
く
同

一
画

面
の
上
で
再
構
築
し
て
い
る
。

③
は
霜
が
降
り
て
水
際
の
葦
が
霜
枯
れ
た
の
で
、
や
っ
と
す
て
舟
が
姿
を
み
せ

た
と

い
う
説
明
歌
で
、
「霜
枯
れ
」
が
冬

の
寒
さ
を
感
じ
さ
せ
て
は

い
る
。

悠
長
な
時
間
経
過
を
詠
う
本
来
の
詠
歌
手
法
で
あ
る
。

④
は
動
き
の
あ
る

「風
」
を
持
ち
込
ん
で
、
よ
り
寒
さ
を
増
し
、
ひ
い
て
は
氷

を
も
た
ら
す
。
氷
に
閉
ざ
さ
れ
た
す
て
舟
は
流
れ
出
す
こ
と
は
な

い
の
で
、

搆
図
と
し
て
は
同

一
に
な

っ
て
い
る
。

『月
詣
和
歌
集
』
は
讃
岐
の
四
十
二
歳
頃
に
成
立
し
、
「正
治
初
度
百
首
」
は

六
十
歳
で
歌
壇
復
帰
を
し
た
折
の
百
首
歌
の
詠
進
歌
で
あ
る
。
二
首

の
歌
の
間
に



は
二
十
年
程
の
年
月
が
流
れ
て
お
り
、

二
首
を
較

べ
る
と
体
言
止

・
初
句
切
れ

・

三
句
切
れ
な
ど
、
詠
歌
手
法
が
よ
り
繊
細
に
高
度
化
し
て
い
る
の
が
解
か
る
。

こ
こ
で
四
十

八
歳
頃

の
讃
岐
が

「
本
歌
取
り
」
を
し
た
本
格
的
な
手
法
を
、

『二
条
院
讃
岐
集
』

の

「石
に
寄
す
る
恋
」
の
詠
に
よ
り
見
て
お
き
た

い
。
本
歌

は

『和
泉
式
部
集
』
に
見
え
る
左
記
の
歌
で
あ
る
。

本

歌
わ
が
袖
は
水

の
下
な
る
石
な
れ
や
人
に
知
ら
れ
で
乾
く
問
も
な
し

讃
岐
歌

～

わ
が
恋
は
潮
干
に
見
え
ぬ
沖

の
石
の
人
こ
そ
知
ら
ね
乾
く
問
ぞ
な
き

二
つ
の
歌
は
非
常
に
酷
似
し
て
い
る
が
、
次

の
よ
う
な
相
違
点
を
持

っ
て
い
る
こ

と
が
解
か
る
。

・

「水
の
下
な
る
石
」
は
、
「石
が
水

の
下
に
あ
る
こ
と
」
を
表
現
し
て
い
る
。

・

「潮
干
に
見
え
ぬ
沖

の
石
」
は
、

「潮
の
干
満
に
も
姿
を
現
さ
な

い
石
」
と

い
う
事
象
を
表
現
し
て
い
る
。

・
本
歌
で
は

「人
に

…

で

…

な
し
」
と
最
後
を
平
凡
に
詠
み
終
え
て
、

係
り
結
び
で
は
な
い
。

・
讃
岐
歌
は

「
人
こ
そ

・
・
ね

・
・
ぞ
な
き
」
と
係
り
結
び
を
用
い
て
、
「忍

ぶ
恋
」
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
強
調

し
て
終
え
て
い
る
。

「本
歌
取
り
」
と
は
、
本
歌
か
ら

の
吸
収
が
如
何
に
優
れ
て
い
る
か
が
問
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
「複
合
的
表
現
形
態
」
と
詞
使
い
の
巧
み
さ
、
滑
ら
か
さ
、
吸
収
力

の
確
か
さ
、
そ
し
て
斬
新
な
詠
歌
手
法
を
、
俊
成
は
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

次

い
で
題
詠
歌
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
題
詠
歌
は

「事
実
を
詠
む
も
の

で
は
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
に
で
も
操
作

で
き
る
。
故
に
、
歌
か
ら
何
か
を
想
定
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し
て
結
論
付
け
る
こ
と
は
出
来
な

い
」
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
詩
人
や
歌
人
は
自
分
の
心
に
響
く
何
等
か
の
体
験
の
感
触
を
糧
に
し

て
、
自
分

の
作
品
を
創
出
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
何
の
感
情
も
湧
き
出
て
こ
な

い
内
な
る
土
壌
か
ら
、
人

の
心
に
染
み
る
作
品
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
も
、
ま
た

真
理
で
あ
る
。
題
詠
歌
を
詠
む
た
め
の
土
壌
、
即
ち
、
人
が
歌
を
詠
み
出
だ
す
内

な
る
土
壌
は
精
神
状
態
と
共
に
芳
醇
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詠
題
に
添

っ
て
何

を
ど

の
よ
う
に
詠
み
出
す
か
、
実
詠
歌
を
ど
の
よ
う
に
詠
み
出
す
か
を
考
え
る
の

も
、
芳
醇
で
豊
か
な
内
な
る
土
壌
が
あ

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
讃
岐
の
歌
に
常
に

は
見
ら
れ
な
い
勢

い
が
あ

っ
て
、
そ
れ
が
心
情
を
吐
露
し
た
と
感
じ
ら
れ
る
恋
の

題
詠
歌

で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
迸
り
出
る
よ
う
な
恋
の
情
熱
に
裏
打
ち
さ

れ
た
、
生
あ
る
人
間
と
し
て
の

一
面
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

「ど
の
よ
う
に
で
も
操
作
で
き
る
」
と

い
う
こ
と
は
、
歌
人
の
能
力

が
枯
渇
し
評
判
を
維
持
で
き
な
く
な

っ
た
場
合
、
当
然
、
代
作
も
あ
り
得
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
題
詠
歌
に
は
更
に
問
題
点
が
あ
る
。

題
詠
歌
と
は
他
人
が
小
手
先
の
操
作

で
、
「
題
詠
歌
に
作
り
変
え
る
こ
と
が
可

能
」

で
あ
り
、
本
人
の
関
知
し
な

い
題
詠
歌
が
ど
こ
か
で
創
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
左
記
の
歌
は

『二
条
院
讃
岐
集
』

の
恋
歌
の

一
群
中
に
あ
る
五
十
七
番
の
詠

で
あ
る
。

目
の
前
に
変
る
心
を
し
ら
露

の
消
え
ば
共
に
と
何
思
ひ
け
ん

讃
岐
の
没
後
十
八
年
目
、
嘉
禎
元
年

(
一
二
三
五
)
三
月
十
二
日
に
定
家
撰
の

『新
勅
撰
和
歌
集
』
が
成
立
し
た
。
定
家
は
讃
岐

の
歌
を
十
三
首
採
り
千
五
百
番

歌
合
か
ら
八
首
選
ん
で
い
る
。
恋
歌
は
四
首
で
構
成
さ
れ
内
の

一
首
は
右
に
挙
げ

た
詠
で
あ
る
。
四
首
の
う
ち
三
首
は

「千
五
百
番
歌
合
に
」
と
表
示
さ
れ
、
右
の

=
二
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詠
は

「あ
ひ
て
あ
は
ぬ
こ
ひ
の
心
を
し
と

い
う
題
詠
歌
に
仕
立
て
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
詠
題
は
二
人

の
仲
が
途
絶
え

た
恋
を
詠
む
の
が
通
例
で
あ
る
。
「あ
ふ
」

は
下
句
に

「あ
は
ぬ
」
は
初
句
と
第
二
句
に
、
讃
岐
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
歌
だ
け
を
見
れ
ば
、
讃
岐
は
故
意

に
題
詠
歌
の
詠
歌
手
法
を
外
し
、

一
工
夫

し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
し
、
詠
歌
手
法
に
背
い
て
い
る
と
も
見
え
る
。
し
か

し
、
没
後
の
讃
岐
は
全
く
関
知
し
な
い
出
来
事
で
あ
る
。

皿
最
晩
年

の

二
条
院
讃
岐

の
詩

的
世

界

ω
前
摂
政

・
関
白
藤
原
兼
実
薨
去
と
そ

の
後

讃
岐
が
自
分
の
人
生

の
大
半
を
懸
け

て
、
側
面
か
ら
支
え
続
け
て
き
た
前
摂

政

・
関
白
藤
原
兼
実
が
、
承
元
元
年

(
一
二
〇
七
)
に
薨
去
し
た
。
し
か
し
、
兼

実
が
薨
じ
た
直
後
の
六
十
七
歳
頃
か
ら
七
十
二
歳
頃
に
か
け
て
、
伊
勢
国
に
あ
る

(
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自
領
の
領
有
権
訴
訟
の
た
め
に
、
讃
岐

は
鎌
倉

へ
出
向

い
て
い
た
の
で
あ
る
。
高

齢
で
の
長
旅
は
培

っ
て
き
た
忍
耐
力
と
芯

の
強
さ
を
物
語

っ
て
い
る
が
、
内
な
る

「仕
事
の
世
界
」
が
再
度
、
讃
岐

の
上

に
覆

い
か
ぶ
さ

っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
結
果
は
勝
訴
で
あ

っ
た
の
で
、

こ
こ
に
お

い
て
讃
岐
は

「仕
事

の
世
界
」

か
ら
完
全
に
決
別
す
る
こ
と
が
出
来
た

の
で
あ
る
。

勝
訴
を
し
て
帰
京
し
た
歌
壇
は
新
旧

世
代
の
交
代
と

い
う
状
況
で
あ
り
、
「仕

事
の
世
界
」
に
遮
ら
れ
た
五
年
も
の
歳
月
は
、
讃
岐
に
と

っ
て
は
痛
手
で
あ

っ
た
。

そ
れ
で
も
気
丈
に
順
徳
歌
壇

へ
復
帰
し
、
歌
合
に
も
出
詠
し
て
い
た
が
七
十
五
歳

を
越
え
る
高
齢
に
な
り
、
歌
壇
復
帰
後

に
賭
け
た
渾
身
の
努
力
は
、
終
焉
を
迎
え

る
こ
と
に
な

っ
た
。
建
保
四
年

(
=

二

六
)

の
内
裏
歌
合
出
詠
を
最
後
に
、
翌

=

一二

年
七
十
七
歳
頃
に
讃
岐
は

一
生
を
終
え
た
と
先
行
研
究

で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。

『新
勅
撰
和
歌
集
』
の
成
立
す
る
十
八
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

人
生
の
最
終
末
に
な

っ
て
、
讃
岐
に
は
詩
的
世
界
の
内
な
る

「歌

の
世
界
」
の

み
が
残
り
、
讃
岐
の
心
理
状
態
は
解
放
感
に
満
た
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

讃
岐
は
豊
か
な
天
分
を
発
揮
し
最
晩
年

の
七
十
六
歳
頃
ま
で
、
自
由
に
歌
壇
活
動

を
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

囘
晩
年
の
讃
岐
歌
の
詠
歌
手
法

六
十
歳

で
復
帰
し
た
歌
壇
は
、
新
風
と
言
わ
れ
る
詠
歌
手
法
が
風
靡
し
、
序

詞

・
掛
詞

・
縁
語
、
体
言
止
、
初
句
切
れ
、
三
句
切
れ
、
詠
歌
手
法
は

「複
合
的

表
現
形
態
」
と
な
り
、
極
め
て
高
度
な
技
巧
を
凝
ら
し
た
詠
風
に
な

っ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
讃
岐
が
難
な
く
高
度
な
技
巧
の
歌
を
詠
出
し
て
い
る
の
は
、
「沖
の
石
」

や

「き
ぬ
ぎ
ぬ
」
の
詠
歌
手
法

の
才
能
が
、
讃
岐
自
身
に
備
わ

っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

①
か
は
つ
な
く
神
な
び
が
は
に
さ
く
は
な
の
い
は
ぬ
い
ろ
を
も
人
の
と
へ
か
し

②
ふ
け
に
け
り
こ
れ
や
た
の
め
し
夜
半
な
ら
ん
月
を
の
み
こ
そ
ま
つ
べ
か
り
け
れ

③
あ
は
れ
く

は
か
な
か
り
け
る
ち
ぎ
り
か
な
た
ず
う
た
・
ね
の
は
る
の
夜
の
ゆ
め

右
の
三
首
は
、
千
五
百
番
歌
合
せ
か
ら

『新
勅
撰
和
歌
集
』

へ
撰
入
さ
れ
た
讃

岐
歌
で
あ
る
。
こ
の
三
首

の
詠
歌
手
法
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

①
歌
意
は

「自
分
か
ら
は
言
わ
な

い
の
で
、
あ
な
た
か
ら
私
の
思

い
を
尋
ね
て
く

だ
さ
い
」
で
あ
る
。

「大
和
の
国
」
は

「神
南
備
川
」
を
み
ち
び
く
序
詞
で
あ
る
。
山
吹
は

「く
ち

な
し
」
、
「く
ち
な
し
」
は

「
ロ
な
し
」

で

「
言
わ
な

い
」

の
縁
語

で
あ
り
、



「
い
ろ
」
は
恋
心
を
表
し
て
い
る
。

手
法
は

「序
詞
」
と

「縁
語
」
を
用

い
て
、
複
雑
な
詞
使

い
で
、
三
重
層
の
表

現
を
試
み
て
い
る
。

②
歌
意
は
尋
ね
て
来
る
と
言

っ
た

「人
を
待

つ
し
が
、
ど
う
や
ら

「待
ち
ぼ
う
け
」

と
な

っ
て
、
「月
を
待

つ
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
」
で
あ
る
。

手
法
は
初
句
切
れ
、
三
句
切
れ
で
あ

る
。
「
人
を
待

つ
」
「待
ち
ぼ
う
け
」
「月

の
出
を
待
つ
」
の
三
事
象
を
絡
め
て
複
合
的
に
詠
ん
で
い
る
。

④
歌
意
は

「は
か
な
い
ち
ぎ
り
」

で
あ

る
が
、
「重
層
的
に
は
か
な
さ
を
強
調
表

現
」
し
て
い
る
。

手
法
は
ま
ず

「あ
は
れ
く

」
と
詞

で
儚
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
次

い
で

「う

た

・
ね
」
と
は
儚

い
も
の
で
あ
り
、

「春

の
夜
の
夢
」
も
実
に
儚

い
も
の
で
あ

る
。
「う
た
た
ね
の
夢
」
と
重
層
的
に
か
さ
ね
て
儚
さ
を
更
に
強
調
し
て
お
り
、

実
に
儚

い
契
り
な
の
で
あ
る
。

右

の
三
首
は
詞
使

い
の
技
法
が
最
高

潮
に
達
し
て
い
る
。
表
現
の
重
層
化
も
こ

れ
ま

で
以
上
に
進
み
、
複
雑
に
絡
み
合

っ
た
形
態
で
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
、

複
合
的
表
現
形
態
も
重
層
的
表
現
形
態

に
進
化
し
た
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
「千

五
百
番
歌
合
」
の
頃
の
讃
岐
歌
は
、
滑
ら
か
な
言
葉
使
い
、
耳
ざ
わ
り
の
よ
さ
、

卓
越
し
た
詠
歌
手
法
を
持

っ
て
い
た
の
で
、
没
後

の
新
勅
撰
時
代
の
詠
風
に
も
十

分
に
対
応
で
き
た
の
で
あ
る
。

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

第
三
六
号

(二
〇
〇
入
年
三
月
)

V
没
後

の

二
条

院
讃

岐
歌

の
評
価

ω

「前
摂
政
家
歌
合
」
に
見
え
る
讃
岐
歌

讃
岐

の
没
後
、
二
百
二
十
四
年
目
、
嘉
吉
三
年

(
一
四
四
三
)

に
行
わ
れ
た

「前
摂
政
家
歌
合
」
で
、
詞
書

の
中
に
讃
岐
歌
に
纏
わ
る
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。

前
摂
政
は

一
条
兼
良
で
あ
る
。

詞
書
に

一
首
。

左
歌
は
、
な
ほ
き
ぬ
ぎ
ぬ
に
な
り
や
ら
で
と

い
へ
る
歌
の
侍
る
は
中
古
の
歌

と
お
ぼ
え
侍
る
よ
し
申
す
人
あ
り
、
た
だ
し

い
つ
れ
の
集
ま
た
作
者
な
ど
ま
で

を

ば

不
覚

悟

に

や

、

・

・

・

・

…

後

日

に

引

勘
侍

れ

ば

、

新
古
今
に
二
条
院
讃
岐
が
歌
、
明
け
ぬ
れ
ど
ま
だ
き
ぬ
ぎ
ぬ
に
な
り
や
ら
で
人

の
袖

を

も

ぬ

ら

し

つ
る

か

な

、

と
侍

り

け

り

、

・

…

.

ロ
調
の
よ
い
歌

の

一
部
分
が
人
々
の
口
の
端
に
出
て
き
た
の
は
、
讃
岐
の
歌
が

時
代
を
超
え
て
、
余
情
を
感
じ
さ
せ
て
い
た
こ
と
の
証
で
あ
る
。
二
百
二
十
余
年

を
経
て
も
人
々
の
意
識
の
底
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

回

『藤
川
五
百
首
』
鈔
に
見
え
る
讃
岐
歌

讃
岐

の
没
後

二
百
八
十
年
頃
、
定
家
の

『藤
川
百
首
』
に
歌
人
五
人
の
百
首
を

加
え
て
、
明
応
年
間

(
一
五
〇
〇
)
以
降
に
後
人
の
手
で
成
立
し
た
も
の
が

『藤

川
五
百
首
』

で
あ
る
。
そ
の
後
、
寛
文
七
年

(
一
六
六
七
)
讃
岐
の
没
後
四
百
四

十
九
年
目
に
、
『藤
川
五
百
首
』
鈔
を
注
釈
書
と
し
て
再
版
し
て
い
る
。
『藤
川
百

首
』
で
は
定
家
が
自
分

の
心
情
を
、
讃
岐

の
釈
教
歌

(新
古
今

・
一
九
六
六
)
に

託
し
て
い
る
。

一
二
三
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〈霜
埋
落
葉
〉

朝
霜
の
庭

の
紅
葉
ば
思
ひ
し
れ
お
の
が
し
た
な
る
苔
の
こ
こ
ろ
を

如
是
報

の
心
な
り
、
又
、
讃
岐
が
歌
に
、

う
き
も
猶
昔

の
ゆ
ゑ
と
思
は
ず
ば
い
か
に
此
世
を
恨
み
果
て
ま
し

歌
壇
の
指
導
者
で
あ
る
定
家
が
、
「
女

の
歌
」

の
指
標
的
な
存
在

で
あ

っ
た
讃

岐
の
歌

へ
、
自
分
の
心
情
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
よ
き
理
解
者

で
あ

っ
た
前
摂
政

・
関
白
藤
原
兼
実

の
存
在
を
始
と
し
て
、
仏
教
思
想

の
浸
透
に

よ
り
、
和
歌
の
世
界

で
も
釈
教
歌
が
盛
ん
に
な

っ
た
社
会
的
背
景
も
指
摘
で
き

る
。

倒

二
条
院
讃
岐
の
歌
と
連
歌
師
宗
祇

讃
岐

の
没
後
二
百
八
十
年
余
、
宗
祇

の
自
撰
連
歌
句
集

『萱
草
』
が
出
た
頃
、

讃
岐
の
歌
は
連
歌

の
世
界

へ
と
繋
が

っ
て
い
る
。
宗
祇
が
選
ん
だ
讃
岐
歌
は

『新

古
今
和
歌
集
』
五
九
〇
番
の
歌
で
あ
る
。

世
に
ふ
る
は
苦
し
き
物
を
ま
き
の
や
に
安
く
も
す
ぐ
る
初
時
雨
哉

宗
祇
は

『定
家
十
体
』

で
有
心
様
に
分
類
さ
れ
た
讃
岐
歌
を
、
本
歌
取
り
に
し
て

(16
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次
の
発
句
を
詠
じ
て
い
る
。

世
に
ふ
る
は
さ
ら
に
時
雨

の
や
ど
り
哉

宗
祇

六
十
歳
を
越
え
た
老
練
な
宗
祇
の
心
に
、
人
生
経
験
を
経
て
感
じ
る
奥
深
い
余

情
が
響
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
生
き

て
い
く
こ
と
は
大
変
苦
し

い
こ
と
」
で
あ

る
。
し
か
し
、
「
降

っ
て
来
た
か
と
思
う
と
難
な
く
通
り
過
ぎ
て
い
く
」
初
時
雨

で
あ
る
。
「
ふ
る
」
の
複
合
的
表
現
手
法
を
用

い
た
詞
使

い
の
巧
み
さ
に
、
更
に

は
讃
岐
歌
の
芸
術
性
の
高
さ
に
、
宗
祇

は
心
を
惹
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
二
四

お
わ
り
に

讃
岐

の
内
な
る
詩
的
世
界
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
讃
岐

の

人
生
に
は
三
つ
の
内
な
る
世
界
の
関
わ
り
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
時
に
は

「出
自
」

が
縛
り
、
時
に
は

「仕
事
の
世
界
」
に
厚
く
覆
わ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
そ
れ

ら
が
讃
岐
の
詩
的
世
界
か
ら
消
滅
し
た
と
き
、
讃
岐

の
内
な
る

「歌
の
世
界
」
が

輝
き
を
取
り
戻
し
、
新
た
な
詠
歌
手
法
が
自
ず
と
生
み
出
さ
れ
、
讃
岐
の
歌
は
光

を
放

つ
の
で
あ

っ
た
。

讃
岐
の
歌
は
詠
出

の
現
場
か
ら
慎
ま
し
く
身
を
引

い
て
、
第
三
者
的
な
視
点
を

も

っ
て
詠
じ
て
い
る
の
を
特
徴
と
す
る
。
自
己
を
前
面
に
押
し
出
さ
ず
、
感
情
の

昂
ぶ
り
も
見
せ
ず
、
優
し
い
表
現
で
相
対
す
る
人
物
に
非
難
の
感
情
も
見
せ
て
は

い
な
い
。
従

っ
て
高

い
芸
術
性
を
持

っ
て

い
る
の
で
、
『歌
仙
落
書
』
が
推
奨
す

る
理
想
的
な

「女
の
歌
」
で
あ
り
、
更
に
は
讃
岐
自
身
も

「期
待
さ
れ
る
女
性
像
」

そ
の
も
の
で
あ

っ
た
。

讃
岐

の
詩
的
世
界
は

「仕
事

の
世
界
」
「歌
の
世
界
」
「出
自
」
と
三
重
構
造
の

内
な
る
世
界
が
形
成
さ
れ
、
歌
の
詠
出
に
色
濃
く
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
平

家
没
落
に
よ
り

「出
自
」

の
枷
が
解
消
す
る
と
歌
才
が
開
き
、
「沖
の
石
」
の
意

表
を
突
く
新
た
な
詠
歌
手
法
が
現
れ
た
。
四
十
六
歳
頃
か
ら
六
十
歳
に
か
け
て
は

「
仕
事

の
世
界
」

の
束
縛
を
強
く
受
け
て

い
る
。
宿
願
の
歌
壇
復
帰
は
内
な
る

「仕
事

の
世
界
」
か
ら
の
脱
却
と
考
え
ら
れ
る
。
脱
却
後

の
讃
岐
は
本
来

の
歌
才

を
発
揮
し
、
如
何
に

「仕
事
の
世
界
」
が
讃
岐
の
才
能
を
閉
じ
込
め
て
い
た
か
を

明
ら
か
に
し
た
。
最
晩
年

の
讃
岐
の
詩
的
世
界
は
内
な
る

「歌
の
世
界
」
の
み
と

な
り
、
心
置
き
な
く
詠
歌

に
専
念
で
き
る
環
境
に
も
恵
ま
れ
た
。
そ
し
て
讃
岐
の



内
な
る

「歌
の
世
界
」
は
、
没
後

へ
と
繋
が

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

讃
岐
の
歌
は
そ
の
根
底
に
歌
林
苑
風

の
歌
風
を
持

っ
て
い
る
。
俊
恵
は
讃
岐
の

歌
を
高
く
評
価
し
、
俊
成
も
讃
岐

の
歌
才
を
認
め
、
讃
岐
と
多
く

の
接
触
の
機
会

が
あ

っ
た
定
家
も
ま
た
、
讃
岐
の
歌
才
を
高
く
評
価
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

讃
岐

の

「詩
的
世
界
」
の
三
重
構
造
は
、
讃
岐

の
人
生
を
も
左
右
す
る
、
極
め
て

強

い
影
響
力
を
持

つ
も
の
で
あ

っ
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

〔注
〕

(1
)
家
系
図

「二
条
院
讃
岐
し

清
和
源
氏

第
二
満
仲
息
男
頼
光
頼
親
頼
平
頼
範
等
流

号
馬
場

歌
人
昇
殿
従
三

歌
人
昇
殿
正
五
下

ー

,谿

鞏

(
2
)
拙
稿

「
『玉
葉
』

に
見
え

る
二
条
院
讃
岐
像
」

(
『花
園
大
学
国
文
学
論
究
』

第

三
十

三
号

平
成

十
七
年
十

二
月
)

(
3
)
「
詩
的
世
界
」

(
『詩
学
-

創
作
論
1
』

本
文
や
2
7
5
～
や
3
5
8

『世
界

の
名
著
』

第

8
巻

中
央
公
論
社
)

こ
こ

に
言
う

「
詩
的

世
界
」

と
は

『創
作

論
』

の
中

に
見

え

る

「
創
作

」
或

は

「虚
構

」

に
よ
る
世
界

の
こ
と
を
指

す
。

ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は

「
詩
人

し
を

「作

る

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

第
三
六
号

(
二
〇
〇
八
年
三
月
)

人
」
と
規
定

し
、
「模
倣
」

に
よ
り
真
実
を
伝
え
る
人
を

「詩
人
」
と
言
う
。
「
和
歌
」

を

言
語

に
よ
る
創
作
芸
術

と
捉
え

、
我
国

の
歌
人
も

こ
の
範
疇

に
含

め
て

「
模
倣
論
」

を
援

用
し
、
西
洋
的

概
念

と
の
交

流

の
中
で

「和

歌
」
創

作

の
理
解
を
深
め
た

い
。

讃
岐

が

「
模
倣
」

し
た
の
は
自

身

の

「
心
象
風
景
」

で
あ
り
、

こ
の
風
景

は

「
模

倣
」

さ
れ
た

「
虚
構
」

の
世

界
で
現
実

の
も

の
で
は
な

い
。
多
様
な
要
素

が
複

雑
に

融

合
し
た

、
複
合
体
と

し
て

の
心
象

風
景
を

、
「
和
歌
」

と

い
う
言

語
芸
術

で

「
模

倣
」
し
た
と
考
え

る
。
讃
岐

の
歌
を

こ
の
よ
う
な
複
合

体
と
し

て
捉
え

、
可
能

な
限

り
そ

の
構

造
を
解
明
し
よ
う

と
す
る
も

の
で
あ
る
。

(
4
)

(
『冷
泉

家
時

雨
亭
叢
書
』

巻

二
十
六

朝
日
新
聞
社

一
九
九
五
年
)

(
5
)

『新

編
国
歌
大
観

解
題
』

に
よ
れ
ば

『
二
条
院
讃

岐
集
』

の
総
歌
数

は
九
十

八
首

で

あ
り
、
題
詞

や
詞
書
な

ど
か
ら
推
し

て
作
者
自
撰

と
考

え
ら
れ

る
。
月
詣
集

と

の
関

連
や
、
家
集

の
形
態

か
ら
、
賀
茂
重
保

の
勧
進

に
依
る

い
わ

ゆ
る

「
寿
永
百
首
家
集
」

の

一
つ
と
考
え

ら
れ
て

い
る
。

(
6
)

『新

編
国
歌

大
観

解
題
』

に
よ
れ
ば

『重
家
集
』

は
守
覚

法
親
王

に
奉

っ
た
自
撰

歌

集

で
、
重
家
と
そ

の
周

囲

の
作
歌
を
編
年
的

に
配
列
し
、
歌
壇
史

の
重
要
資

料
で
あ

る
。
重
家
は
顕
輔

の
子
で
清

輔

の
弟
。
大
治

三
年

(
=

二
八
)

～
治
承

四
年

(
一

1
八
O
)
°
諸
国

の
守

、
刑
部
卿

中
宮
亮
を

歴
任
。
従

三
位
太
宰
大

弐
。
安

元
二
年

(
=

七
六
)
出
家

。
法
名
蓮

寂
。

(
7
)

『歌
苑
抄
』

に
見
え
る
讃
岐
歌

の
評
価

。
鴨
長
明

は

『無

名
抄
』

(岩
波

B
本
古
典
文

学
大
系
)

の
中

で
、
俊
恵

が
讃
岐
歌

に
高

い
評
価

を
与

え

て
い
る
こ
と
を

述
べ

て
い

る
。

〔代

々
恋
歌

秀
歌
事

〕

俊
恵
語

云
、

「
…

し
か
る
を
、

俊
恵
が
哥

苑
抄

の
中

に
は
、

一
夜
と

て
夜

離
れ

し
床

の
小
莚

に
や

が
て
も
塵

の
積

り
ぬ

る
哉

是
を
な
ん
お
も
て
哥
と
思
ひ
給
ふ
る
は

い
か

f
侍
ら
ん
」
と
そ
。

(
8
)
左
記
は

『尊
卑

分
脈
』

に
見
え
る

「
藤
原
重
方
」

の
家
系
図
で
あ
る
。

葉
室

一
流
祖

第
五
内

大
臣
高
藤
七
代
孫
大
蔵
卿
為
房

二
男
按
察
使
顕
隆
孫

=

一五



二
条
院
讃
岐
新
考

(伊
佐

迪
子
)

顕
隆
i

顕
能
ー

重
方
-

重
頼
一

艟
黜
-
-
女
子

右
記

の
重

方
か
ら
連
な

る
重
光

と
有

頼

の
母
が

、
「従

三
位
頼
政
女

二
条
院
讃
岐
」

と
記

さ
れ
て

い
る

の
で
、
先
行
研

究
で
は
重
頼
と
讃
岐

の
結
婚
説
が

こ
れ

に
よ

っ
て

推
測
さ

れ
て
お
り
、
讃
岐
は

二
人

の
男
子
を
儲
け

た
と

さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
重

頼
と

の
結
婚
説
を
裏
付
け

る
資
料
は
見
当
た

ら
な

い
。

(
9
)
松
野
陽

一

「
『歌
仙
落
書
』
考

ー
千
載
集
時
代
秀
歌
撰
研
究
続
貂
1
」

(
『講
座

平
安
文
学
論
究
』

第

三
輯

昭
和

六
十

一
年
七
月
V

(
10
)
脇
谷
英
勝

コ
一条
院
讃
岐

の

「沖

の
石

の
」
詠

に

つ
い
て

-

特
に
和
泉
式
部

の

「水

の
下
な

る
石
な
れ

や
」
詠
と

の
相
関
を
中
心

に
ー
」

(
『帝
塚
山
大
学
論
集
』

4
号

昭
和

四
十
七
年
九
月
)

(
11
)
片
山
享

・
近
藤
美
奈
子
編

『九

代
集
抄
』
下

(『古

典
文
庫
』
Z
9
四
三
五

一

九
八
二
年

)

い
そ

に
あ

る
石
は
乾

て
も
濡

て
も

よ
く

み
ゆ
る

に
お
き

に
あ

る
石
な
れ
は
見
え

ぬ

也
、
そ

の
こ
と
く

に
吾
袖

の
ぬ
る

・
事

か
は
く
ま
も
な
く

こ
を
わ

か
思
ふ
人
は
し
ら

ぬ
と
也
、
か

・
る
た
く
ひ
は
古
来
あ
る
ま
じ
き
と
也
。

(
12
)

『玉
葉
』
建

久
四
年

(
一
一
九

三
)
三
月
廿

八
日
条

、
三
月
廿
九

日
条

に

「
北
政
所
」

の
春

日
参

詣
が
み
え
る
。

(
13
)

『新
編

国
歌

大
観
』

に
よ

れ
ば
、

民
部
卿
経

房
家

歌
合

が
建
久

六
年

(
=

九

五
)

正
月
廿

日

に
行

わ

れ
た
。
歌

合
出
詠

の
右

の
歌

人
は
、

院
富

門
院
大
輔

、
沙

弥
生

蓮

・
師
光
、
中
宮
讃
岐

、
二
条
院
三
河
内
侍

、
関
白
家
丹
後
、
そ

の
他

十
八
名

で
あ

る
。
左

の
歌
人
は
省
略

す
る
。
判
者
は
皇
太
后

宮
大
夫
入
道
釈
阿

で
あ

り
、
題
は
山

花

、
初
郭
公
、
暁
月

、
深
雪
、
久
恋

で
あ

る
。
拙
稿
で
は
讃
岐
が
中
宮
付

き

の
女
房

で
は
な

い
こ
と

を
検

証
済
み
で
あ
る
。

(14
)

『新
編
国
歌

大
観

解
題
』

に
よ

れ
ば

「
三
百
六
十
番
歌
合

目
録
」
に
、

「讃
岐

十
三
首

宜
秋

門
院
女
房
」
と
見
え

て
お
り
、
併
せ

て

「
丹
後

十
八
首

九
条
殿
女

房
」

の
記

一
二
六

載
も
見
え
る
。
し
か
し
、
宜

秋
門
院
女
房
と
し

て
の
讃
岐

の
勤
務
実
態
は
な

い
。

(
15
)

『吾
妻
鏡
』
承
元
元
年

(
=

一〇
七
)
十

一
月
十
七
日
条
。

(
16
)
小
西
甚

一

『宗
祇
』

(
『日
本
詩
人
選
』

16

筑
摩
書
房

一
九
七

一
年
)

(
い
さ

み
ち

こ

文

学

研

究

科

国

文

学

専

攻

博

士

後

期

課

程

)

(指

導

"
黒

田

彰

教

授

)

二

〇

〇

七
年

九

月

二

十

五

日
受

理


