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は
じ
め
に

藤
原
公
任
は
数
多
く
の
和
歌
集
を
編
ん
だ
。
自
撰
と
さ
れ
る
も
の
だ
け

で
も
、
勅
撰
集
に
準
じ
た
『
如
意
宝
集
』『
拾
遺
抄
』、
そ
れ
よ
り
も
小
型

の
私
撰
集
『
金
玉
集
』『
深
窓
秘
抄
』
、
和
漢
の
秀
句
を
併
載
し
た
『
和
漢

朗
詠
集
』
、
歌
合
形
式
の
『
前
十
五
番
歌
合
』
『
三
十
六
人
撰
』
、
歌
論
書

『
新
撰
髄
脳
』
『
九
品
和
歌
』
と
形
態
も
様
々
で
あ
る
。
公
任
は
私
撰
集

に
対
し
て
並
々
な
ら
ぬ
情
熱
を
注
い
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
『
後

拾
遺
和
歌
集
』（
以
下
、「
和
歌
」
を
略
す
。
他
の
歌
集
も
こ
れ
に
準
ず
る
）

仮
名
序
に
は
「
か
し
こ
き
も
い
や
し
き
も
、
知
れ
る
も
知
ら
ざ
る
も
、
玉

く
し
げ
あ
け
く
れ
の
心
を
や
る
な
か
だ
ち
と
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」
と

あ
り
、
公
任
の
著
作
は
貴
賤
を
問
わ
ず
賞
翫
さ
れ
た
と
い
う
。
中
で
も
、

『
金
玉
集
』
と
『
深
窓
秘
抄
』
は
、
所
収
歌
・
部
立
・
配
列
・
構
成
な
ど

に
類
似
点
が
多
く
、
『
深
窓
秘
抄
』
は
『
金
玉
集
』
を
基
幹
に
し
て
成
立

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
、
『
金
玉
集
』
と
『
深
窓

秘
抄
』
に
着
目
し
、
配
列
と
構
成
か
ら
公
任
の
撰
歌
態
度
な
ど
を
探
り
た

い
と
考
え
る
。
は
じ
め
に
、
『
金
玉
集
』
と
『
深
窓
秘
抄
』
に
つ
い
て
、

既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、『
金
玉
集
』
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
金
玉
集
』
は
『
古
今
集
』『
後

撰
集
』
『
拾
遺
抄
』
に
見
ら
れ
る
秀
歌
を
選
び
出
し
、
四
季
・
恋
・
雑
に

分
類
し
た
私
撰
集
で
あ
る
。
甲
本
系
統
・
乙
本
系
統
・
丙
本
系
統
・
冷
泉

家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
系
統
の
四
系
統
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
う
ち
、
甲
・

乙
・
丙
本
系
統
は
作
者
表
記
の
異
同
な
ど
に
よ
っ
て
、
先
後
関
係
と
大
ま

か
な
成
立
年
次
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

（
一

）。
こ
の
三
系
統
を
代
表
す
る

諸
本
と
、
そ
の
成
立
年
次
を
示
し
た
。

甲
本
系
統
ギ
メ
美
術
館
図
書
館
蔵
本
寛
弘
四
年
(
一
〇
〇
七
)
以
前

乙
本
系
統
群
書
類
従
本
寛
弘
四
～
八
年

丙
本
系
統
穂
久
邇
文
庫
蔵
本
寛
弘
八
年
六
月
以
降

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
系
統
は
、
こ
の
三
系
統
と
は
異
な
る
点
が
著
し

く
多
く
、
「
異
本
系
統
」
と
さ
れ
て
い
る
。

『
深
窓
秘
抄
』
は
藤
田
美
術
館
に
蔵
さ
れ
る
平
安
時
代
後
期
の
書
写
本

が
唯
一
の
完
本
と
し
て
知
ら
れ
る
。
総
歌
数
一
〇
一
首
で
四
季
・
恋
・
雑

に
分
類
さ
れ
、
詞
書
が
な
い
。『
金
玉
集
』
歌
の
七
五
％
が
『
深
窓
秘
抄
』

に
収
め
ら
れ
る
上
に
、
作
者
表
記
は
『
金
玉
集
』
の
丙
本
に
最
も
近
い
こ

と
か
ら
、
『
深
窓
秘
抄
』
は
『
金
玉
集
』
を
承
け
て
成
立
し
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る

（
二

）。
特
に
人
麻
呂
詠
が
『
金
玉
集
』
で
は
二
首
（
甲
・
乙
本

系
統
で
は
一
首
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
深
窓
秘
抄
』
は
六
首
を
収
め
、

巻
頭
も
飾
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
深
窓
秘
抄
』
は
「
公
任
の
人
麿
評
価
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に
関
し
て
の
『
金
玉
集
』
の
改
訂
版
」

（
三

）
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

稿
者
は
、
『
金
玉
集
』
諸
本
の
中
で
も
特
異
な
形
態
を
持
つ
、
冷
泉
家

時
雨
亭
文
庫
蔵
本
の
成
立
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

（
四

）。
そ
の
中
で
稿
者

は
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
は
甲
・
乙
・
丙
本
系
統
と
全
く
別
系
統
の

伝
本
で
は
な
い
が
、
本
来
の
編
者
で
あ
る
公
任
と
は
別
の
享
受
者
（
書
写

者
な
ど
）
の
手
が
加
わ
っ
て
お
り
、
詞
書
を
失
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
指

摘
し
た
。
ま
た
、
藤
田
美
術
館
蔵
『
深
窓
秘
抄
』
に
つ
い
て
も
、
詞
書
が

全
く
な
く
、
作
者
表
記
の
あ
り
方
も
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
に
類
似
し

て
お
り
、
二
次
的
な
改
編
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら

に
、
現
存
す
る
古
筆
切
の
な
か
に
、
詞
書
の
あ
る
『
深
窓
秘
抄
』
の
も
の

と
思
わ
れ
る
断
簡
が
見
出
さ
れ
る

（
五

）。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
現
存

す
る
『
金
玉
集
』
『
深
窓
秘
抄
』
を
、
公
任
が
編
纂
し
た
当
初
の
姿
を
と

ど
め
た
も
の
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
は
、『
金
玉
集
』

諸
本
間
の
詞
書
の
異
同
と
『
深
窓
秘
抄
』
に
詞
書
が
な
い
こ
と
は
、
公
任

の
撰
集
意
図
に
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
稿
者
は
『
金
玉
集
』
は

詞
書
の
あ
る
も
の
、
『
深
窓
秘
抄
』
は
詞
書
の
な
い
も
の
と
い
う
前
提
は

捨
て
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
詞
書
で
は
な
く
配
列
や
構
成
に
着
目
し
て
考
察
を

お
こ
な
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
公
任
が
い
か
に
し
て
『
金
玉
集
』
『
深
窓

秘
抄
』
を
撰
集
し
た
の
か
、
ま
た
何
故
、
類
似
し
た
形
態
の
和
歌
集
を
二

度
に
わ
た
っ
て
編
ん
だ
の
か
を
検
討
す
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
引
用

は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、『
金
玉
集
』
は
丙
本
系
統
の
穂
久
邇
文
庫
本
に
、

『
深
窓
秘
抄
』
は
藤
田
美
術
館
蔵
本
に
拠
っ
た
。
他
の
歌
集
に
つ
い
て
は

［
附
記
］
に
ま
と
め
て
示
し
た
。
ま
た
、
引
用
に
当
た
っ
て
表
記
を
改
め

た
箇
所
が
あ
る
。

一
『
金
玉
集
』
と
『
深
窓
秘
抄
』
の
関
係

そ
れ
で
は
、
配
列
と
構
成
の
考
察
に
入
る
前
に
、
『
金
玉
集
』
と
『
深

窓
秘
抄
』
は
別
個
に
編
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
深
窓
秘
抄
』
は
『
金
玉
集
』
の
改

訂
版
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
『
深
窓
秘
抄
』
の
約
六
割
の
歌
が
『
金

玉
集
』
所
収
の
歌
と
重
な
っ
て
お
り
、
配
列
に
類
似
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
、

『
深
窓
秘
抄
』
の
方
が
和
歌
集
と
し
て
整
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
。

そ
の
他
に
も
、
『
金
玉
集
』
と
『
深
窓
秘
抄
』
の
近
さ
を
表
す
例
が
あ

る
。
一
条
摂
政
藤
原
伊
尹
の
「
い
に
し
へ
は
散
る
を
や
人
の
惜
し
み
け
む

今
は
花
こ
そ
昔
恋
ふ
ら
し
」
歌
は
、
『
拾
遺
抄
』
で
は
雑
部
上
（

）
に

392

収
め
ら
れ
て
い
る
。
詞
書
に
は
「
中
納
言
敦
忠
ま
か
り
隠
れ
て
後
、
比
叡

の
西
坂
下
の
山
庄
に
人
々
罷
り
て
、
花
見
侍
り
け
る
に
」
と
あ
る
。
『
拾

遺
抄
』
で
は
、
花
を
詠
ん
だ
純
粋
な
四
季
歌
と
は
理
解
し
難
く
、
昔
の
ま

ま
の
桜
の
花
と
今
は
亡
き
敦
忠
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
見
る
と
、「
昔
は
花
の
散
る
の
を
主
で
あ
る
敦
忠
が
惜
し
ん
で
い
た
が
、

今
は
花
の
方
が
敦
忠
を
恋
し
が
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
よ
」
と
、
敦
忠
の

死
を
悼
む
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
一
方
、
『
金
玉

集
』
で
は

番
に
、
『
深
窓
秘
抄
』
で
は

番
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
と

20

23

も
に
春
歌
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
。
甲
・
乙
本
系
統
に
は
、
「
中
納
言
小

野
の
家
に
て
」
と
い
う
詞
書
が
見
ら
れ
る
が
、
花
が
散
る
の
を
惜
し
ん
だ

人
が
、
今
は
亡
き
敦
忠
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
公
任

が
『
金
玉
集
』『
深
窓
秘
抄
』
に
お
い
て
こ
の
歌
を
春
部
に
収
め
た
の
は
、

敦
忠
を
悼
む
歌
と
し
て
で
は
な
く
、
「
花
」
に
重
き
を
置
い
た
四
季
の
歌

と
し
て
理
解
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。『
金
玉
集
』『
深
窓
秘
抄
』
で
は
、

荒
廃
し
た
屋
敷
と
美
し
く
咲
き
誇
る
桜
の
花
の
対
比
が
主
題
と
な
っ
た
、
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純
粋
な
春
歌
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
『
金
玉
集
』

番
の
藤
原
高

61

光
歌
「
し
ば
し
だ
に
経
難
く
見
ゆ
る
世
の
中
に
う
ら
や
ま
し
く
も
澄
め
る

月
か
な
」
も
同
様
で
あ
る
。
初
句
に
異
同
が
あ
る
。
『
拾
遺
抄
』
、
『
金
玉

集
』
甲
・
乙
本
系
統
、
『
高
光
集
』
で
は
「
こ
こ
に
だ
に
」
、
『
金
玉
集
』

丙
本
系
統
・
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
、『
深
窓
秘
抄
』
で
は
、「
し
ば
し

だ
に
」
と
あ
る
。
丙
本
系
統
は
『
金
玉
集
』
の
中
で
も
よ
り
最
終
稿
に
近

い
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
例
は
『
深
窓
秘
抄
』
が
『
金
玉
集
』
か
ら
の
改

訂
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
深
窓
秘
抄
』
の
歌
句
は
、
『
拾
遺
抄
』
よ
り
も
『
金
玉

集
』
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
『
金
玉
集
』
と
『
深
窓
秘
抄
』
は
別
個

に
編
ま
れ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、『
金
玉
集
』『
深

窓
秘
抄
』
の
四
季
部
と
雑
部
の
配
列
・
構
成
に
つ
い
て
の
考
察
に
移
る
。

二
四
季
部
の
配
列
・
構
成
に
つ
い
て

四
季
部
は
『
金
玉
集
』
『
深
窓
秘
抄
』
と
も
に
、
概
ね
季
節
の
順
行
に

従
っ
て
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
、
先
達
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い
る

（
六

）。
こ
こ
で
は
、
全
て
の
歌
を
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、

春
・
夏
・
秋
・
冬
の
配
列
を
簡
潔
に
示
し
て
お
く
。

春
部
は
『
金
玉
集
』
で
は
立
春
（

）
に
は
じ
ま
り
、
惜
春
（

）
に

1

22

終
わ
る
。
全
体
を
通
し
て
、
季
節
の
順
行
に
従
っ
た
配
列
に
な
っ
て
い
る
。

『
深
窓
秘
抄
』
は
新
年
（

）
に
は
じ
ま
り
、
春
の
果
て
（

）
に
終
わ

1

27

る
。
『
金
玉
集
』
と
一
七
首
ま
で
一
致
し
て
お
り
、
歌
序
に
共
通
す
る
部

分
も
多
く
大
枠
で
は
共
通
し
た
配
列
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
深
窓

秘
抄
』
で
は
行
く
春
を
惜
し
む
歌
に
続
け
て
『
古
今
集
』
春
部
の
掉
尾
を

飾
る
「
け
ふ
と
の
み
」
歌
を
添
え
て
、
春
の
終
わ
り
を
明
確
に
示
し
て
い

る
。夏
部
は
『
金
玉
集
』
で
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
（

・
）
の
二
首
の
み
で

23

24

あ
る
。
夏
の
始
ま
り
も
終
わ
り
も
示
さ
な
い
ま
ま
に
秋
部
へ
と
続
い
て
い

る
。
公
任
の
目
に
か
な
っ
た
優
れ
た
夏
の
歌
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
と

考
え
ら
れ
て
い
る

（
七

）。
『
深
窓
秘
抄
』
で
は
こ
れ
に
六
首
を
加
え
て
八
首

を
収
め
る
が
、
中
で
も
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
題
材
に
し
た
歌
は
、
歌
群
を
な

す
ほ
ど
に
増
補
さ
れ
て
い
る
。
初
夏
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
一
声
を
希
求
し

（
・

）
、
寝
覚
め
に
聞
く
（

）
。
そ
の
頃
に
は
卯
花
が
咲
き
誇
り
（

）
、

28

29

30

31

ほ
と
と
ぎ
す
も
終
夜
盛
ん
に
鳴
い
て
い
る
（

・
）
、
と
い
っ
た
具
合

32

33

で
あ
る
。
続
け
て
夏
の
短
夜
（

）
、
夏
越
の
祓
（

）
の
歌
を
置
い
て

34

35

夏
部
の
締
め
く
く
り
と
し
、
秋
部
へ
の
繋
が
り
を
意
識
し
た
配
列
が
な
さ

れ
て
い
る
。

秋
部
は
『
金
玉
集
』
に
は
駒
牽
（

）
に
は
じ
ま
り
、
秋
の
暮
（

）

25

31

に
終
わ
る
七
首
を
収
め
る
。
概
ね
季
節
の
順
行
に
従
っ
て
い
る
が
、
夏
部

が
夏
の
果
て
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
に
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
唐

突
に
秋
部
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
感
が
あ
る
。
『
深
窓
秘
抄
』
で
は
秋
を

知
ら
せ
る
風
（

）
に
は
じ
ま
り
、
『
金
玉
集
』
と
同
じ
秋
の
暮
（

）

36

52

に
終
わ
る
。
『
金
玉
集
』
よ
り
も
歌
数
が
増
え
た
上
に
、
多
く
の
景
物
が

採
ら
れ
て
お
り
、
よ
り
充
実
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

冬
部
は
『
金
玉
集
』
で
は
初
霜
の
置
い
た
菊
（

）
に
は
じ
ま
り
、
年

25

の
暮
（

）
に
終
わ
る
八
首
を
収
め
る
。
秋
部
か
ら
の
移
行
も
ス
ム
ー
ズ

39

で
あ
り
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
に
伴
っ
て
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
『
深

窓
秘
抄
』
で
は
巻
頭
は
霜
に
よ
っ
て
秋
か
ら
冬
へ
の
移
ろ
い
を
知
る
と
い

う
歌
（

）
に
改
め
ら
れ
て
い
る
が
、
巻
末
は
『
金
玉
集
』
と
同
じ
歌
で

53

あ
っ
て
、
構
造
の
大
枠
は
同
一
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
概
ね
季
節
の
順

行
に
沿
っ
て
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。
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さ
ら
に
、
巻
頭
・
巻
末
歌
に
着
目
す
る
と
各
部
の
繋
が
り
が
意
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
下
段
に
『
金
玉
集
』
と
『
深
窓
秘
抄
』
の
四
季

部
の
巻
頭
・
巻
末
歌
を
記
し
た
一
覧
表
を
示
し
た
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、

多
く
の
歌
に
季
節
の
節
目
と
な
る
景
物
（
波
線
部
）
が
詠
み
込
ま
れ
て
い

る
。
た
だ
、
『
金
玉
集
』
で
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
夏
部
か
ら
秋

部
に
か
け
て
の
繋
が
り
が
な
め
ら
か
で
は
な
い
。
一
方
、
『
深
窓
秘
抄
』

で
は
夏
部
の
巻
末
に
夏
越
の
歌
が
、
秋
部
の
巻
頭
に
は
立
秋
の
歌
が
置
か

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
整
っ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
特
に

『
深
窓
秘
抄
』
の

・
・
番
歌
に
は
、
「
昨
日
」「
今
日
」
と
い
う
語

1

27

35

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
に
よ
り
、
各
部
の
区
切
り
が
際

立
ち
、
季
節
の
変
化
を
読
者
に
印
象
づ
け
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
恋
部
の
配
列
・
構
成
も
『
深

窓
秘
抄
』
の
方
が
整
っ
て
い
る
。
『
金
玉
集
』
は
恋
の
始
ま
り
か
ら
思
い

を
遂
げ
る
ま
で
の
恋
の
前
半
部
の
歌
の
み
を
収
め
る
が
、
『
深
窓
秘
抄
』

で
は
、
男
の
心
変
わ
り
を
疑
い
（

）
、
訪
れ
が
間
遠
に
な
り
（
・

）
、

70

71

72

独
り
寝
を
か
こ
つ
（

）
と
い
う
、
恋
の
後
半
部
の
歌
が
補
わ
れ
て
い
る
。

74

さ
ら
に
、
既
に
多
く
の
先
行
論
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
四
季
部
の
歌
数

か
ら
も
『
深
窓
秘
抄
』
の
方
が
よ
り
均
整
が
取
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。
『
金
玉
集
』
は
春
部
二
二
首
・
夏
部
二
首
・
秋
部
七
首
・
冬
部
八

首
と
、
極
端
に
春
部
に
偏
っ
て
い
る
が
、
『
深
窓
秘
抄
』
で
は
春
部
二
七

首
・
夏
部
八
首
・
秋
部
一
七
首
・
冬
部
一
〇
首
で
い
く
ぶ
ん
春
部
が
多
い

も
の
の
、
春
と
秋
に
重
点
が
置
か
れ
、
和
歌
集
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ

た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
深
窓
秘
抄
』
の
四
季
部
と
恋

部
は
、
『
金
玉
集
』
に
比
べ
て
一
つ
の
和
歌
集
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
よ

り
意
識
さ
れ
た
配
列
・
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

金
玉
集

深
窓
秘
抄

春
立
つ
と
聞
き
つ
る
か
ら
に

昨
日
こ
そ
年
は
暮
れ
し
が
春

春
日
山
消
え
あ
え
ぬ
雪
の
花

が
す
み
春
日
の
山
に
は
や
立

1

1

部
と
見
ゆ
ら
ん

ち
に
け
り

春
花
も
み
な
散
り
ぬ
る
宿
は
行

今
日
の
み
と
春
を
思
は
ぬ
時

く
春
の
ふ
る
さ
と
と
こ
そ
な

だ
に
も
立
つ
こ
と
や
す
き
花

22

27

り
ぬ
べ
ら
な
れ

の
か
げ
か
は

行
き
や
ら
で
山
路
暮
ら
し
つ

家
に
行
き
て
何
を
語
ら
ん
あ

ほ
と
と
ぎ
す
い
ま
一
声
の
聞

し
ひ
き
の
山
ほ
と
と
ぎ
す
一

23

28

部
か
ま
ほ
し
さ
に

声
も
鳴
け

夏
さ
夜
更
け
て
寝
覚
め
ざ
り
せ

ね
ぎ
ご
と
も
聞
か
ず
荒
ぶ
る

ば
ほ
と
と
ぎ
す
人
づ
て
に
こ

神
た
ち
も
今
日
は
名
越
の
日

24

35

そ
聞
く
べ
か
り
け
れ

と
は
言
ふ
な
り

逢
坂
の
関
の
清
水
に
か
げ
見

秋
立
ち
て
い
く
か
も
あ
ら
ね

え
て
い
ま
や
引
く
ら
ん
望
月

ば
こ
の
寝
ぬ
る
朝
明
の
風
は

25

36

部
の
こ
ま

袂
寒
し
も

秋
暮
れ
て
ゆ
く
秋
の
形
見
に
置

暮
れ
て
ゆ
く
秋
の
形
見
に
置

く
も
の
は
我
が
も
と
ゆ
ひ
の

く
も
の
は
我
が
も
と
ゆ
ひ
の

31

52

霜
に
ぞ
あ
り
け
る

霜
に
ぞ
あ
り
け
る

心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
ん

山
寂
し
秋
も
暮
れ
ぬ
と
告
ぐ

初
霜
の
置
き
ま
ど
は
せ
る
白

る
か
も
槙
の
葉
ご
と
に
置
け

32

53

部
菊
の
花

る
朝
霜

冬
数
ふ
れ
ば
我
が
身
に
積
も
る

数
ふ
れ
ば
我
が
身
に
と
ま
る

年
月
を
送
り
向
か
ふ
と
な
に

年
月
を
送
り
向
か
ふ
と
な
に

39

62

急
ぐ
ら
ん

急
ぐ
ら
む
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三
雑
部
の
配
列
・
構
成
に
つ
い
て

次
は
、
雑
部
に
つ
い
て
で
あ
る
。
四
季
部
・
恋
部
と
は
異
な
り
、
雑
部

の
み
『
深
窓
秘
抄
』
の
方
が
歌
が
少
な
い
。
『
金
玉
集
』
雑
部
の
三
〇
首

の
う
ち
、
九
首
（

・
・
・

・
・

・
・

・
）
が
削
除

59

60

62

66

70

71

74

75

76

さ
れ
、『
深
窓
秘
抄
』
で
は
新
た
に
六
首
（
・

・
・

・
・

）

85

86

95

97

99

101

が
補
わ
れ
て
い
る
。
『
深
窓
秘
抄
』
の
雑
部
は
二
七
首
で
あ
る
。
先
に
も

見
た
よ
う
に
、
四
季
部
・
恋
部
の
配
列
と
構
成
は
勅
撰
集
に
準
じ
て
い
る

が
、
雑
部
の
も
の
は
一
見
し
て
無
秩
序
な
も
の
と
し
て
映
る
。
こ
の
よ
う

な
点
を
、
川
村
晃
生
氏
は
「
何
ら
か
の
ま
と
ま
り
を
意
図
し
て
い
な
い
」

と
し
、
「
優
れ
た
歌
が
選
ば
れ
て
さ
え
い
れ
ば
、
事
足
り
る
と
考
え
た
も

の
と
推
察
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
る

（
八

）。
一
方
、
阪
口
和
子
氏
は
冒
頭
五

首
に
関
し
て
は
海
、
羈
旅
、
万
葉
歌
人
と
い
う
共
通
項
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
配
列
に
は
「
な
だ
ら
か
な
繋
が
り
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
」

（
九

）
と

指
摘
す
る
が
、
全
体
に
一
貫
し
た
テ
ー
マ
は
見
ら
れ
な
い
と
す
る
。
ま
た
、

両
者
の
配
列
に
も
共
通
点
が
多
く
見
出
さ
れ
る
。
特
に
、
『
深
窓
秘
抄
』

と
『
金
玉
集
』
の
冒
頭
一
〇
首
は
、
歌
序
に
異
同
が
あ
る
も
の
の
全
く
同

じ
で
あ
る
。

果
た
し
て
、
雑
部
は
秀
歌
を
選
び
出
し
て
置
い
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

な
だ
ら
か
な
繋
が
り
で
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
稿
者
は
、

賀
・
離
別
・
羈
旅
・
哀
傷
と
い
っ
た
従
来
の
構
成
と
は
異
な
る
、
公
任
独

自
の
分
類
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
『
金
玉
集
』
と
『
深

窓
秘
抄
』
の
雑
部
の
配
列
と
構
成
を
、
歌
句
や
詠
歌
状
況
な
ど
に
着
目
し

つ
つ
詳
し
く
見
て
ゆ
き
た
い
。
次
に
、
『
金
玉
集
』
雑
部
の
全
三
〇
首
を

詞
書
・
作
者
を
除
い
て
掲
出
す
る
。

ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
浦
の
朝
霧
に
し
ま
隠
れ
ゆ
く
舟
を
し
ぞ
思
ふ

47和
歌
の
浦
に
し
ほ
満
ち
来
れ
ば
潟
を
な
み
芦
辺
を
さ
し
て
た
づ
鳴
き
渡
る

48世
の
中
を
何
に
た
と
へ
ん
朝
ぼ
ら
け
漕
ぎ
行
く
舟
の
跡
の
白
浪

49藻
刈
り
舟
今
ぞ
渚
に
来
寄
す
な
る
汀
の
た
づ
の
声
さ
は
ぐ
な
り

50天
の
原
振
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
し
月
か
も

51い
つ
し
か
と
君
に
と
思
ひ
し
若
菜
を
ば
法
の
た
め
に
ぞ
今
日
は
摘
み
つ
る

52ま
だ
知
ら
ぬ
人
も
あ
り
け
る
東
路
に
我
も
行
き
て
ぞ
住
む
べ
か
り
け
る

り

53忘
ら
れ
て
し
ば
し
ま
ど
ろ
む
程
も
が
な
い
つ
か
は
君
を
夢
な
ら
で
見
ん

54君
が
住
む
宿
の
梢
を
ゆ
く
ゆ
く
と
隠
る
る
ま
で
に
か
へ
り
見
し
か
な

55わ
た
の
原
や
そ
し
ま
か
け
て
漕
ぎ
出
ぬ
と
人
に
は
告
げ
よ
海
士
の
釣
舟

56琴
の
音
に
峰
の
松
風
か
よ
ふ
ら
し
い
づ
れ
の
緒
よ
り
調
べ
そ
め
け
ん

57思
ひ
や
る
心
ば
か
り
は
さ
は
ら
じ
を
何
へ
だ
つ
ら
ん
峰
の
白
雲

58藤
衣
流
す
涙
の
河
水
は
き
し
に
も
ま
さ
る
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

59思
は
ん
と
頼
め
し
こ
と
も
あ
る
も
の
を
無
き
名
は
立
て
で
た
だ
に
忘
れ
ぬ

60し
ば
し
だ
に
経
難
く
見
ゆ
る
世
の
中
に
う
ら
や
ま
し
く
も

か
な

61こ
こ
に
だ
に

雲
の
上
こ
そ
思
ひ
や
ら
る
れ

62三
輪
の
山
い
か
に
待
ち
見
ん
年
経
と
も
尋
ぬ
る
人
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば

63岩
橋
の
夜
の
ち
ぎ
り
も
絶
え
ぬ
べ
し
明
く
る
わ
び
し
き
葛
城
の
神

64天
下
る
あ
ら
人
神
の
お
ひ
あ
ひ
を
思
へ
ば
久
し
住
吉
の
松

65君
が
経
ん
や
を
よ
ろ
づ
よ
を
数
ふ
れ
ば
か
つ
が
つ
今
日
ぞ
七
日
な
り
け
る

66年
ご
と
の
春
の
別
れ
を
哀
れ
と
も
人
に
遅
る
る
人
ぞ
知
り
け
る

67有
明
の
月
の
光
を
待
つ
ほ
ど
に
我
が
よ
の
い
た
く
老
け
に
け
る
か
な

68命
だ
に
心
に
か
な
ふ
も
の
な
ら
ば
な
に
か
別
れ
の
悲
し
か
る
べ
き

69世
の
中
は
夢
か
現
か
現
と
も
夢
と
も
知
ら
ず
有
り
て
無
け
れ
ば

70流
れ
て
と
頼
め
し
こ
と
は
ゆ
く
す
ゑ
の
涙
の
河
を
言
ふ
に
ぞ
あ
り
け
る

71た
よ
り
あ
ら
ば
い
か
で
都
に
告
げ
や
ら
ん
今
日
白
河
の
関
は
越
え
ぬ
と

72
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ま
だ
知
ら
ぬ
ふ
る
さ
と
人
は
今
日
ま
で
に
来
ん
と
頼
め
し
我
を
待
つ
ら
ん

73待
ち
つ
ら
ん
都
の
人
に
逢
坂
の
関
ま
で
来
ぬ
と
告
げ
や
や
ら
ま
し

74風
吹
け
ば
沖
つ
白
浪
竜
田
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
ん

75津
の
国
の
長
柄
の
橋
も
つ
く
る
な
り
今
は
我
が
身
を
何
に
た
と
へ
ん

76

こ
れ
ら
を
見
る
と
、「
明
石
の
浦
」（

）
と
「
和
歌
の
浦
」（

）
、「
峰

47

48

の
松
風
」
（

）
と
「
峰
の
白
雲
」
（

）
、
「
三
輪
の
山
」
（

）
と
「
葛

57

58

63

城
の
神
」
（

）
な
ど
、
前
後
し
て
同
類
の
歌
枕
や
類
似
し
た
表
現
が
用

64

い
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
多
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
な
く

て
も
、
哀
傷
歌
（
～

）
や
祝
賀
の
歌
（
・

）
や
恋
歌
（
・

）

52

54

65

66

75

76

な
ど
、
あ
る
程
度
主
題
や
詠
歌
事
情
を
意
識
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
思
わ

れ
る
箇
所
が
あ
る
。
他
に
も
、
菅
原
道
真
（

）
と
小
野
篁
（

）
と
い

55

56

っ
た
、流
謫
の
憂
き
目
に
遭
っ
た
人
物
同
士
の
歌
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
り
、

春
の
除
目
に
洩
れ
た
わ
が
身
を
愁
う
歌
（

）
と
帝
の
恩
寵
に
預
か
る
こ

67

と
な
く
年
を
取
っ
た
こ
と
を
愁
う
歌
（

）
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
り
と
、

68

前
後
す
る
歌
の
多
く
に
何
ら
か
の
関
連
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
阪
口
和
子
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
冒
頭
の
五
首
に
は
海
と
い

う
共
通
点
が
あ
り
、

番
歌
を
除
く
末
尾
の
五
首
に
は
歌
枕
が
詠
み
込
ま

73

れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
『
金
玉
集
』
の
雑
部
は
、
歌
句
や
主

題
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
二
首
あ
る
い
は
三
首
一
組
の
歌
を
、
さ
ら
に
歌
群

と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
た
だ
し
、
冒
頭
と
末
尾
以
外
に
は
こ
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
は
な
い
。

ま
た
、

・
・

番
歌
は
前
後
の
歌
と
の
関
連
を
見
出
し
難
い
。
た
だ

59

60

71

し
、
『
金
玉
集
』
雑
部
は
、
単
に
秀
歌
が
抜
き
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

意
図
的
に
編
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
次
に
、
『
深

窓
秘
抄
』
雑
部
の
全
二
七
首
を
同
様
に
見
て
ゆ
く
。

ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
浦
の
朝
ぎ
り
に
島
隠
れ
ゆ
く
舟
を
し
ぞ
思
ふ

75世
中
を
何
に
た
と
へ
む
朝
ぼ
ら
け
漕
ぎ
行
く
舟
の
あ
と
の
白
浪

76和
歌
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
な
み
芦
辺
を
わ
け
て
た
づ
鳴
き
渡
る

77藻
刈
り
舟
今
ぞ
渚
に
来
寄
す
な
る
汀
の
た
づ
の
声
さ
は
ぐ
な
り

78あ
ま
の
原
振
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
し
月
か
も

79わ
た
の
原
や
そ
し
ま
か
け
て
漕
ぎ
出
ぬ
と
人
に
は
告
げ
よ
海
士
の
釣
舟

80い
つ
し
か
も
君
に
と
思
ひ
し
若
菜
を
ば
法
の
た
め
に
ぞ
今
日
は
摘
み
つ
る

81ま
だ
知
ら
ぬ
人
も
あ
り
け
り
東
路
に
我
も
行
き
て
ぞ
住
む
べ
か
り
け
る

82君
が
住
む
宿
の
梢
の
ゆ
く
ゆ
く
と
隠
る
る
ま
で
も
か
へ
り
見
し
か
な

83忘
ら
れ
て
し
ば
し
ま
ど
ろ
む
程
も
が
な
い
つ
か
は
君
を
夢
な
れ
て
見
む

84末
の
露
元
の
滴
や
世
の
中
の
遅
れ
先
立
つ
た
め
し
な
る
ら
む

85人
の
親
の
心
は
闇
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な

86琴
の
音
に

か
よ
ふ
な
り
い
づ
れ
の
緒
よ
り
調
べ
そ
め
け
む

87思
ひ
や
る
心
ば
か
り
は
さ
は
ら
じ
を
な
に
へ
だ
つ
ら
ん

88年
ご
と
の
春
の
別
れ
を
哀
れ
と
も
人
に
遅
る
る
人
ぞ
知
り
け
る

89有
明
の
月
の
光
を
待
つ
ほ
ど
に
我
が
よ
の
い
た
く
老
け
も
ゆ
く
か
な

90岩
橋
の
夜
の
ち
ぎ
り
も
絶
え
ぬ
べ
し
明
く
る
わ
び
し
き
葛
城
の
神

91命
だ
に
心
に
か
な
ふ
も
の
な
ら
ば
何
か
別
れ
の
悲
し
か
る
べ
き

92た
よ
り
あ
ら
ば
都
へ
い
か
で
告
げ
や
ら
む
今
日
白
河
の
関
は
越
え
ぬ
と

93ま
だ
知
ら
ぬ
ふ
る
さ
と
人
は
今
日
ま
で
に
来
む
と
頼
め
し
我
を
待
つ
ら
む

94限
り
あ
れ
ば
今
日
脱
ぎ
捨
て
つ
藤
衣
果
て
な
き
も
の
は
涙
な
り
け
り

95し
ば
し
だ
に
経
難
か
り
け
る
世
の
中
を
う
ら
や
ま
し
く
も
澄
め
る
月
か
な

に

96遅
れ
ゐ
て
な
く
な
る
よ
り
は
あ
し
た
づ
の
な
ど
か
千
歳
を
譲
ら
ざ
り
け
む

97天
下
る
現
人
神
の
あ
ひ
お
ひ
を
思
へ
ば
久
し
住
吉
の
松

98恨
み
つ
つ
一
人
寝
る
夜
の
明
く
る
間
は
い
か
に
久
し
き
も
の
と
か
は
知
る

99三
輪
の
山
い
か
に
待
ち
見
ん
年
経
と
も
尋
ぬ
る
人
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば

100
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我
が
君
は
千
代
に
八
千
代
に
さ
ざ
れ
石
の
巌
と
な
り
て
苔
の
む
す
左
右

101
傍
線
等
で
示
す
よ
う
に
、
『
金
玉
集
』
と
同
様
に
、
二
首
ご
と
に
同
類

の
歌
枕
や
類
似
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
二
首
を

一
組
に
す
る
と
い
う
語
彙
的
な
共
通
点
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ほ
と

ん
ど
に
詠
ま
れ
た
状
況
や
作
者
な
ど
に
関
連
が
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、

・
番
歌
は
と
も
に
哀
傷
歌
で
あ
る
上
に
、
村
上
天
皇

81

82

（
）
の
代
に
藤
原
尹
伊
（
）
は
左
大
臣
で
あ
っ
た
と
い
う
関
連
が
あ

81

82
る
。
そ
れ
に
続
く

・
番
歌
に
は
肉
親
と
の
別
れ
を
惜
し
む
歌
と
い
う

83

84

共
通
点
が
あ
る
。

番
歌
は
『
拾
遺
抄
』
の
別
部
巻
末
に
置
か
れ
る
菅
原

83

道
真
詠
で
『
拾
遺
抄
』
の
詞
書
に
「
流
さ
れ
侍
り
て
後
、
妻
の
も
と
に
言

ひ
を
こ
せ
て
侍
け
る
」
（
流
布
本
系
統
・
貞
和
本
系
統
に
は
「
乳
母
の
も

と
に
」
）
と
あ
り
、
筑
紫
か
ら
妻
に
宛
て
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
に
続
く

番
歌
は
『
拾
遺
抄
』
恋
部
下
（
『
拾
遺
集
』
で
は
哀
傷
部
）

84

に
収
め
ら
れ
る
が
、
詞
書
に
は
「
む
す
め
に
ま
か
り
を
く
れ
て
」
と
あ
る
。

・
番
歌
は
『
金
玉
集
』
で
も
前
後
し
て
配
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も

89

90

官
途
の
不
遇
を
嘆
く
歌
で
あ
る
。

・
番
歌
は
、
恋
（
雑
恋
）
歌
と
別

91

92

歌
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
『
拾
遺
集
』
の
雑
賀
部
、
『
古
今
集
』
の
離
別

部
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
一
見
す
る
と
共
通
点
は
な
い
。
し
か
し
、
ど
ち

ら
も
別
れ
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
っ
て
、
作
者
も
共
に
女
性
（
小
大
君
・
遊
女

白
女
）
で
あ
る
。

・
番
歌
は
ど
ち
ら
も
独
り
寝
の
寂
し
さ
を
詠
ん
だ

99

100

女
性
の
歌
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
深
窓
秘
抄
』
に
も
前
後
す
る
二
首
を
一
組
に
す
る
と

い
う
方
針
は
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
『
金
玉
集
』
よ
り
も
細
部
に
ま
で
前

後
関
係
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
『
金
玉
集
』
の
場
合
に
は
、

冒
頭
と
末
尾
の
五
首
に
の
み
歌
群
が
認
め
ら
れ
た
が
、
『
深
窓
秘
抄
』
の

場
合
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、

～
番
歌
は
舟
・
汀
・
潮
な
ど
を
詠
み
込
ん
だ
、
海
の
歌
群

75

80

と
見
な
さ
れ
る
。

番
の
小
野
篁
の
「
わ
た
の
原
」
歌
は
、
『
金
玉
集
』

80

で
は
海
と
は
関
係
の
な
い
別
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
が
、『
深
窓
秘
抄
』

の
段
階
で

番
の
安
倍
仲
麻
呂
の
「
天
の
原
」
歌
の
次
に
移
動
し
て
い
る
。

79

『
深
窓
秘
抄
』
の
雑
部
に
は
他
に
海
に
関
係
す
る
歌
は
な
く
、
雑
部
の
冒

頭
に
意
図
的
に
海
辺
の
景
を
詠
ん
だ
歌
を
配
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
～

番
歌
は
、
哀
傷
歌
を
中
心
と
し
た
歌
群
で
あ
る
。
な
お
、

81

84

番
の
菅
原
道
真
の
「
君
が
住
む
」
歌
は
、
離
別
の
歌
で
あ
る
が
、
道
真

83

は
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
筑
紫
で
没
し
て
い
る
た
め
、
哀
傷
歌
群
の
中
の
一
首

と
し
て
考
え
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
続
く

～
番
歌
は
、
哀
傷
歌
群
に
も

番
歌
以
降
の
離
別
歌

85

87

88

群
に
も
属
さ
な
い
が
、

・
番
歌
に
は
人
間
の
心
に
去
来
す
る
感
慨
を

85

86

詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。

番
歌
は
、
こ
の
世
の
全
て

85

の
も
の
は
滅
び
て
し
ま
う
と
い
う
無
常
観
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
対
す

る
番
歌
は
、
子
を
思
っ
て
あ
れ
こ
れ
と
思
い
悩
む
親
心
を
詠
ん
で
い
る
。

86

続
く

番
歌
は
内
面
的
な
形
容
か
ら
、
「
琴
の
音
」
と
い
う
聴
覚
的
な
題

87

材
へ
と
展
開
し
、

番
歌
に
あ
る
「
峰
の
松
風
」
の
「
峰
」
に
よ
っ
て
繋

88

が
っ
て
い
る
。

次
の
～

番
歌
は
、
離
別
歌
を
中
心
に
し
た
歌
群
で
あ
る
。
一
部
別

88

94

れ
と
は
関
係
の
な
い
歌
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
遠
方
へ
赴
く
人
物
へ
の
歌

（
・

・
）、
遠
方
へ
赴
い
た
人
物
の
歌
（

・
）
、
男
に
帰
り
を

88

89

92

93

94

促
す
歌
（

）
な
ど
、
死
別
以
外
の
様
々
な
別
れ
を
詠
ん
だ
歌
が
集
め
ら

91
れ
て
い
る
。
『
金
玉
集
』
で
は

・
番
に
あ
っ
た
餞
別
の
歌
二
首
が
、

58

67

こ
の
歌
群
の

・
番
歌
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
同
趣
の
歌
を

88

89
ま
と
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る
。



- 8 -

最
後
に

～
番
歌
は
「
久
し
き
も
の
」
を
集
め
た
歌
群
で
あ
る
。
一

97

101

見
す
る
と
哀
傷
（

）
、
神
祇
（

）
、
恋
（

・
）
、
賀
（

）
と
、

97

98

99

100

101

こ
の
五
首
に
は
関
連
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
歌
句
に
は
「
あ
し
た
づ
・
千
歳
」

（
）
、「
久
し
・
松
」（

）「
久
し
き
」（

）「
い
か
に
待
ち
見
ん
」（

）

97

98

99

100

「
千
代
」
（

）
と
、
長
い
時
間
を
象
徴
す
る
言
葉
が
詠
み
込
ま
れ
て
い

101

る
。
一
〇
一
首
と
い
う
半
端
な
歌
数
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
阪
口
和
子

氏
は
、
番
歌
は
後
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る

（
十

）。

101

公
任
本
人
が

番
歌
も
実
際
に
撰
ん
だ
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

～

101

97

101

番
歌
を
、
祝
賀
の
歌
群
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の

～
番
歌
の
配

97

101

列
方
法
は
、
『
深
窓
秘
抄
』
の
中
で
も
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
出
典
と
目

さ
れ
る
勅
撰
集
に
あ
っ
た
哀
傷
・
神
祇
・
恋
と
い
う
本
来
の
部
立
を
棚
上

げ
に
し
て
、
「
久
し
き
も
の
」
を
表
す
語
彙
を
た
ぐ
り
寄
せ
て
こ
の
歌
群

は
成
り
立
っ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
、
『
金
玉
集
』
と
『
深
窓
秘
抄
』
の
雑
部
の
配
列
と
構
成
を

見
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
配
列
や
構
成
は
独
自
の
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
撰
者
公
任
が
典
拠
と
し
て
用
い
た
和
歌
集
の
部
立
や
詠
歌
事
情
だ
け

で
は
な
く
、
歌
句
や
作
者
の
背
景
な
ど
に
も
深
く
注
視
し
て
い
た
か
ら
こ

そ
、
こ
の
よ
う
な
配
列
と
構
成
が
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。
こ
れ

ま
で
、
『
深
窓
秘
抄
』
は
「
公
任
の
人
麿
評
価
に
関
し
て
の
『
金
玉
集
』

の
改
訂
版
」
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
『
金
玉
集
』
と
『
深
窓
秘
抄
』
の

性
格
の
違
い
を
人
麻
呂
に
関
す
る
点
の
み
で
説
明
す
る
の
で
は
、
不
十
分

で
あ
ろ
う
。
雑
部
は
四
季
部
や
恋
部
に
比
し
て
、
系
統
立
っ
た
配
列
を
す

る
こ
と
は
難
し
い
。
公
任
は
『
金
玉
集
』
の
編
纂
過
程
に
、
雑
部
の
体
系

的
な
配
列
方
法
を
模
索
し
、
既
存
の
勅
撰
集
と
は
異
な
る
二
首
を
一
組
に

す
る
と
い
う
配
列
法
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
深
窓
秘
抄
』
で
は
そ

の
方
針
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、
二
首
一
揃
い
の
組
み
合
わ
せ
を
細
部
に
ま

で
行
き
渡
ら
せ
た
上
に
、
歌
群
ご
と
に
ま
と
め
て
い
る
。
公
任
は
『
深
窓

秘
抄
』
に
お
い
て
独
自
の
配
列
・
構
成
を
確
立
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

む
す
び
に

『
金
玉
集
』『
深
窓
秘
抄
』
の
編
纂
が
、
後
の
公
任
に
と
っ
て
非
常
に
重

要
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
『
金
玉
集
』
『
深

窓
秘
抄
』
に
見
ら
れ
る
二
首
を
一
組
に
す
る
と
い
う
特
徴
は
、
『
前
十
五

番
歌
合
』
『
三
十
人
撰
』『
三
十
六
人
撰
』
と
い
っ
た
撰
歌
合
に
通
じ
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
詠
歌
状
況
だ
け
で
は
な
く
歌
句
に
ま
で
関
心
の
目
を

向
け
て
歌
を
配
列
す
る
と
い
う
特
徴
は
、
『
新
撰
髄
脳
』
の
「
事
お
ほ
く

添
へ
く
さ
り
て
や
と
見
ゆ
る
が
い
と
わ
ろ
き
な
り
。
一
す
ぢ
に
す
く
よ
か

に
な
む
よ
む
べ
き
」
と
い
う
記
述
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
『
金
玉
集
』
『
深

窓
秘
抄
』
に
お
け
る
試
み
は
、
少
な
か
ら
ず
他
の
撰
集
に
影
響
を
及
ぼ
し

た
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
次
に
示
し
た
『
金
玉
集
』
夏
部
の

・
番
歌

23

24

は
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。

源
公
忠
朝
臣

行
き
や
ら
で
山
路
暮
し
つ
ほ
と
と
ぎ
す
今
一
声
の
聞
か
ま
ほ
し
き
に

忠
見

小
夜
更
け
て
寝
覚
め
ざ
り
せ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
人
づ
て
に
こ
そ
聞
べ
か

り
け
れ

こ
の
二
首
は
『
拾
遺
抄
』
夏
部
の

・
番
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
早

69

66

く
か
ら
公
任
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、『
拾

遺
抄
』
の
時
点
で
は
、
こ
の
二
首
を
対
に
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
な
か
っ
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た
よ
う
で
あ
る
。
詞
書
に
も
そ
れ
ぞ
れ
、
「
き
た
の
宮
の
も
ぎ
の
時
の
屏

風
に
」
「
天
暦
御
時
歌
合
に
」
と
あ
り
、
異
な
る
詠
歌
事
情
が
示
さ
れ
て

お
り
、
二
首
一
揃
い
と
い
っ
た
印
象
は
受
け
な
い
。
し
か
し
、『
金
玉
集
』

『
深
窓
秘
抄
』
以
降
、
こ
の
二
首
は
『
前
十
五
番
歌
合
』
『
三
十
人
撰
』

に
お
い
て
も
番
え
ら
れ
て
お
り
、
公
任
の
和
歌
集
に
お
い
て
用
い
ら
れ
続

け
る
。
公
任
に
と
っ
て
『
金
玉
集
』
『
深
窓
秘
抄
』
の
編
纂
は
、
勅
撰
集

に
倣
っ
た
形
態
の
も
の
か
ら
、
新
し
く
多
様
な
形
態
の
和
歌
集
を
生
み
出

す
た
め
の
、
非
常
に
重
要
な
手
が
か
り
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

何
故
、
公
任
が
こ
の
よ
う
な
配
列
・
構
成
を
採
用
し
た
の
か
、
と
い
う

疑
問
に
対
す
る
明
確
な
答
え
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
、

次
の
よ
う
な
想
定
が
許
さ
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
金
玉
集
』
が
成
立

し
た
と
さ
れ
る
寛
弘
四
～
八
年
(
一
〇
〇
七
～
一
〇
一
一
)
当
時
、
公
任
は

既
に
『
拾
遺
抄
』
（
長
徳
二
・
三
年
〔
九
九
六
・
九
九
七
〕
頃
）
を
完
成

さ
せ
て
い
た
。
『
拾
遺
抄
』
成
立
の
数
年
後
（
寛
弘
二
～
四
年
頃
）
に
第

三
の
勅
撰
集
『
拾
遺
集
』
が
『
拾
遺
抄
』
を
母
体
に
し
て
編
ま
れ
た
。
あ

る
い
は
、
こ
の
勅
撰
集
に
対
す
る
意
識
か
ら
、
勅
撰
集
と
は
一
線
を
画
す

る
配
列
・
構
成
を
持
つ
和
歌
集
を
編
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、

公
任
の
様
々
な
形
態
の
和
歌
集
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
考
え
る
べ
き
で
は
な

い
と
言
え
る
。
特
に
、『
金
玉
集
』『
深
窓
秘
抄
』
は
公
任
の
和
歌
集
編
纂

過
程
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
歌
論
や
歌
学
な
ど
も
明
ら
か
に
す

る
鍵
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

［
注
］

（
一
）
早
く
、
渡
辺
泰
氏
に
よ
っ
て
、
甲
本
→
乙
本
→
丙
本
系
統
の
順
に
成
立
し

た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
「
平
安
朝
に
於
け
る
人
麻
呂
歌
と
公
任
」
、
『
福
岡

学
芸
大
学
紀
要
』

、
一
九
五
二
年
三
月
）
。
そ
の
後
、
久
曽
神
昇
氏
（
『
西

1

本
願
寺
本
三
十
六
人
集
精
成
』
、
風
間
書
房
、
一
九
六
六
年
三
月
）
に
よ
っ

て
丙
本
系
統
先
行
説
が
出
さ
れ
た
が
、
現
在
は
甲
本
→
乙
本
→
丙
本
系
統
と

考
え
る
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
甲
本
系
統
の
代
表
的
な
本
文
と

し
て
彰
考
館
本
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ヴ
ィ
エ
イ
ヤ
ー
ル
＝
バ

ロ
ン
氏
に
よ
っ
て
翻
刻
紹
介
さ
れ
た
パ
リ
東
洋
ギ
メ
美
術
館
図
書
館
蔵
二
条

為
忠
筆
本
が
よ
り
古
い
優
れ
た
写
本
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
（
「
パ
リ
東
洋

ギ
メ
美
術
館
図
書
館
蔵
二
条
為
忠
筆
秀
歌
撰
集
―

影
印
・
翻
刻
・
解
題

―
」『
古
代
中
世
文
学
論
考
第
十
九
集
』
、
新
典
社
、
二
〇
〇
七
年
五
月
）
。

（
二
）
竹
鼻
績
氏
「
金
玉
集
」
解
題
（
『
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊

』
、
貴
重
本

12

刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）
、
樋
口
芳
麻
呂
氏
『
平
安
・
鎌
倉
時
代
秀
歌
撰
の

研
究
』（
ひ
た
く
書
房
、
一
九
八
三
年
）
、
阪
口
和
子
氏
「
『
金
玉
集
』
と
『
深

窓
秘
抄
』
」（
『
貫
之
か
ら
公
任
へ
―
三
代
集
の
表
現
―

』、
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
一
年
）
。

（
三
）
川
村
晃
生
氏
「
公
任
の
秀
歌
撰
―
「
金
玉
集
」
を
め
ぐ
っ
て
―

」（
『
百

人
一
首
と
秀
歌
撰
』
、
風
間
書
房
、
一
九
九
四
年
）。

（
四
）
拙
稿
「
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
『
古
今
金
玉
集
』
の
生
成
」
（
『
国
語
国

文
』
第
八
〇
巻
九
号
、
二
〇
一
一
年
九
月
）
。

（
五
）
『
古
筆
学
大
成
』
第
十
六
巻
（
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
）
に
、
「
伝
源
俊
頼

筆
金
玉
集
切
（
二
）
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
断
簡
が
あ
る
。
小
松
成

美
氏
は
、
詞
書
が
あ
る
と
い
う
点
に
着
目
し
て
「
金
玉
集
切
」
と
認
定
す
る

が
、
こ
の
断
簡
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
『
金
玉
集
』
丙
本
系
統
の
・
・

56

52

番
歌
に
相
当
し
、
ど
の
系
統
の
『
金
玉
集
』
と
も
一
致
し
な
い
。
一
方
、

53

久
保
木
秀
夫
氏
は
、
歌
順
が
『
深
窓
秘
抄
』
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

断
簡
が
『
深
窓
秘
抄
』
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
示
す
（
「
『
深
窓
秘

抄
』
に
関
す
る
古
筆
資
料
二
点
―

伝
源
俊
頼
筆
断
簡
・
深
窓
秘
抄
目
録
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―
」
、
『
和
歌
文
学
研
究
』
第
八
十
三
号
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
）
。
詞
書

の
あ
る
『
深
窓
秘
抄
』
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
六
）
川
村
晃
生
氏
「
公
任
の
秀
歌
撰
―

「
金
玉
集
」
を
め
ぐ
っ
て
―

」
、

阪
口
和
子
氏
「
『
金
玉
集
』
と
『
深
窓
秘
抄
』
」。

（
七
）
注
三
参
照
。

（
八
）
注
三
参
照
。
な
お
、
川
村
氏
が
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
『
金
玉
集
』
に

つ
い
て
で
あ
る
。

（
九
）
阪
口
和
子
氏
「
『
金
玉
集
』
と
『
深
窓
秘
抄
』
」
。
阪
口
氏
は
『
金
玉
集
』

の
雑
部
の
配
列
に
つ
い
て
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
が
、
『
深
窓
秘
抄
』
に
関

し
て
は
「
歌
順
も
ほ
ぼ
『
金
玉
集
』
に
準
じ
て
い
る
」
と
述
べ
る
に
留
ま
っ

て
い
る
。
『
金
玉
集
』
と
『
深
窓
秘
抄
』
の
配
列
方
法
は
同
趣
の
も
の
と
見

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
十
）
注
九
参
照
。

［
附
記
］

本
稿
は
、
和
歌
文
学
会
関
西
例
会
（
二
〇
一
〇
年
七
月
三
日
於
京
都
光
華
女

子
大
学
）
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
の
一
部
を
も
と
に
、
加
筆
し
執
筆
し
た
も
の

で
あ
る
。
席
上
に
お
い
て
、
ご
意
見
・
ご
指
導
を
頂
い
た
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

本
稿
に
お
い
て
用
い
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。『
金
玉
集
』
『
深
窓

秘
抄
』
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
影
印
を
用
い
た
が
、
翻
刻
本
文
も
併
せ
て
示
し
た
。

・
『
金
玉
集
』
甲
本
系
統
…
ミ
シ
ェ
ル
・
ヴ
ィ
エ
イ
ヤ
ー
ル
＝
バ
ロ
ン
氏
「
パ
リ

東
洋
ギ
メ
美
術
館
図
書
館
蔵
二
条
為
忠
筆
秀
歌
撰
集
―
影
印
・
翻
刻
・
解

題
―

」
（
『
古
代
中
世
文
学
論
考

第
十
九
集
』
、
新
典
社
、
二
〇
〇
七
年

五
月
）

・
『
金
玉
集
』
乙
本
系
統
…
『
群
書
類
従
』
和
歌
部
、
巻
一
五
九

・
『
金
玉
集
』
丙
本
系
統
…
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊

（
貴
重
本
刊
行
会
、
一

12

九
八
一
年
）
、『
新
編
国
歌
大
観
』
第
二
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
八
四
年
）

・
『
深
窓
秘
抄
』
…
日
本
名
筆
選
２
（
二
玄
社
、
一
九
九
三
年
）
、
『
新
編
国
歌
大

観
』
第
五
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
八
七
年
）

・
『
拾
遺
抄
』
…
片
桐
洋
一
氏
『
拾
遺
抄
』
（
大
学
堂
書
店
、
一
九
七
七
年
）

・
『
拾
遺
集
』
…
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
一
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
八
三
年
）

・
『
後
拾
遺
集
』
…
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
一
巻

（
や
ま
し
た
あ
や
・
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）


