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上
田
秋
成
の
鶺
鴒
詠

中

村

健

史

1鶺
鴒
石
上
に
遊
ぶ

磯
の
上
に
降
り
ゐ
る
ほ
ど
も
暇
な
き
教
へ
に
遊
ぶ
庭
た
た
き
か
な

（
『
藤
簍
冊
子
』
五
二
〇
）

上
田
秋
成
『
藤
簍
冊
子
』
に
収
め
ら
れ
た
一
首
で
あ
る
。
前
後
の
配
列

か
ら
考
え
て
、
お
そ
ら
く
画
賛
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
結
句

に
い
う
「
庭
た
た
き
」
は
鶺
鴒
の
異
名
。
後
に
触
れ
る
と
お
り
歌
学
の
世

せ
き
れ
い

界
で
は
む
ず
か
し
い
議
論
が
あ
っ
た
が
、
「
世
上
鶺
鴒
を
に
は
た
ゝ
き
と

い
ふ
に
疑
ふ
事
も
な
く
」
と
い
う
の
が
近
世
一
般
の
風
で
あ
っ
た
（
『
卯

花
園
漫
録
』
巻
二
）。

先
行
研
究
と
し
て
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

近
世
歌
文
集
』
（
岩

波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
に

石
の
上
に
降
り
て
い
る
間
も
暇
な
く
石
を
叩
い
て
、
恋
の
教
え
に
い

そ
し
む
庭
叩
き
で
あ
る
よ
。
○
庭
叩

鶺
鴒
の
異
称
。
石
叩
き
。
伊

弉
諾
・
伊
弉
冉
二
神
に
ま
ぐ
わ
い
を
教
え
た
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら

（
日
本
書
紀
・
神
代
上
）
、
恋
教
え
鳥
と
も
。
○
教
へ

恋
教
え
鳥

の
鶺
鴒
の
動
作
。

と
い
う
注
釈
が
そ
な
わ
る
（
中
村
博
保
氏
）
。（

一
）

こ
の
う
ち
「
伊
弉
諾
・

伊
弉
冉
二
神
に
」
云
々
と
い
う
の
は
、
『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
に
「
一
書

あ
る
ふ
み

に
曰
く
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
以
下
の
逸
話
を
指
す
。

陰
神
先
づ
唱
へ
て
曰
は
く
、
「
美

哉
、
善
少
男
を
」
と
の
た
ま
ふ
。

め

か
み

あ
な
に
ゑ
や

え

を

と

こ

時
に
陰
神
の
言

先

つ
る
を
以
て
の
故
に
、
不
祥
し
と
為
て
、
更
に

こ
と
さ
き
だ

さ

が

な

し

復
た
改
め
巡
る
。
則
ち
陽
神
先
づ
唱
へ
て
曰
は
く
、「
美

哉
、
善
少
女

を

か
み

あ
な
に
ゑ
や

え

を

と

め

を
」
と
の
た
ま
ふ
。
遂
に
合
交
せ
む
と
す
。
而
も
其
の
術
を
知
ら
ず
。

み
あ
は
せ

み
ち

時
に
鶺

鴒
有
り
て
、
飛
び
来
り
て
其
の

首

尾
を

揺

す
。

二

に
は
く
な
ぶ
り

か
し
ら

を

う
ご
か

ふ
た
は
し
ら

の
神
、

見

し
て
学
ひ
て
、
即
ち
交
ぎ
の
道
を
得
つ
。

み
そ
な
は

な
ら

と
つ

（
陰
神
先
唱
曰
、
美
哉
、
善
少
男
。
時
以
陰
神
先
言
故
、
爲
不
祥
、

更
復
改
巡
。
則
陽
神
先
唱
曰
、
美
哉
、
善
少
女
。
遂
將
合
交
。
而

不
知
其
術
。
時
有
鶺
鴒
、
飛
來
搖
其
首
尾
。
二
神
見
而
學
之
、
卽

得
交
道
。
）

「
伊
弉
諾
、
伊
弉
冉
は
新
枕
を
交
わ
そ
う
と
し
た
が
、
や
り
か
た
が
分
か

ら
な
い
。
ち
ょ
う
ど
鶺
鴒
が
飛
ん
で
き
て
頭
と
尾
を
振
る
わ
せ
た
の
で
、
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二
神
は
そ
れ
を
真
似
ね
て
男
女
交
合
の
道
を
会
得
し
た
」
。

江
戸
時
代
、
鶺
鴒
（
庭
た
た
き
）
が
「
交
ぎ
の
道
」
を
教
え
た
と
い
う

と
つ

伝
説
は
か
な
り
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
『
和
漢
三
才

図
会
』
巻
四
十
一
・
鶺
鴒
に

日
本
紀
。
伊
弉
諾
、
伊
弉
冉
二
神
、
時
有
鶺
鴒
。
飛
来
揺
其
首
尾
。

神
見
而
学
之
、
即
得
交
道
。

逢
事
を
い
な
負
せ
鳥
の

教

ず
は
人
を
恋
路
に
惑
は
ま
し
や
は

あ
ふ
こ
と

お
ほ

を
し
へ

『
俳
諧
類
船
集
』
巻
一
「
は
ぬ
る
」
に

と
つ
ぎ
を
し
へ
し
鶺
鴒
の
尾
は
今
も
古
の
物
が
た
り
の
ご
と
し
。

は
ね

鬙

は
人
の
頭
の
か
ざ
り
と
か
や
。
か
か
り
の
角
に
つ
ま
り

モ
ト
ユ
イ

た
る
鞠
は
は
ぬ
る
ぞ
。
仙
人
の
乗
し
鯉
は
尾
ひ
れ
は
ね
て
絵
に
も

か
け
り
。

と
引
く
ほ
か
、
『
艶
道
通
鑑
』
巻
一
に
「
鶺

鴒
に
交
会
を

習

給
ふ
と
云

に
わ
た
ゝ
き

な
ら
ひ

い
ふ

事
神
秘
な
り
」
、
江
島
其
磧
『
傾
城
禁
短
気
』
に
「
昔
〳
〵
、
二

神

夫

婦

ふ
た
ば
し
ら
お
つ
と

め

と
な
り
給
ひ
て
、
天
の
浮
橋
の
下
に
て
、
鶺

鴒
と
い
ふ
鳥
の
尾
を
土
に

に
は
く
な
ぶ
り

敲
き
け
る
を
見
給
ひ
て
、
始
て
此
よ
い
事
を
知
給
ひ
」
（
巻
一
「
島
原
の

こ
の

女
郎
方
便
の
一
枚
起
請
」
）、
さ
ら
に
『
蜀
山
百
首
』
で
は

千
早
振
る
神
も
御

存

な
い
道
を
い
つ
の
ま
に
か
は
よ
く
教
へ
鳥

ぞ
ん
じ

「
神
も
ご
存
じ
な
い
道
を
い
つ
の
間
や
ら
よ
く
教
え
た
こ
と
よ
」
と
さ
え

か
ら
か
っ
て
い
る
。
や
や
く
だ
っ
て
は
香
川
景
樹
が

海
原
の
巌
に
鶺
鴒
を
り

波
間
よ
り
飛
び
渡
り
来
て
教
へ
け
む
神
代
の
尾
振
り
今
も
見
え
つ
つ

（
『
桂
園
一
枝
』
六
九
六
）

「
神
代
の
昔
も
波
間
か
ら
飛
ん
で
き
て
、
尾
の
振
り
か
た
を
教
え
た
と
い

う
鶺
鴒
は
、
今
な
お
同
じ
さ
ま
を
見
せ
て
い
る
こ
と
よ
」
と
い
う
画
賛
歌

を
残
し
て
お
り
（
「
飛
び
（
渡
り
）
来
」
「
尾
振
り
」
は
む
ろ
ん
『
日
本
書

紀
』
に
拠
る
）
、
当
時
、
な
か
ば
常
識
的
な
教
養
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
よ
う
。

ほ
か
な
ら
ず
秋
成
も
ま
た
『
七
十
二
候
』（

二
）

と
い
う
著
述
の
な
か
で
、

次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
た
。

鶺
令
鳴

お
も
ひ
出
る
神
代
が
た
り
の
を
し
へ
鳥
ま
な
く
し
ば
鳴
く
妻
呼
兼
ね

い
づ

よ
び

か

て

「
妻
を
呼
び
た
て
て
も
思
い
が
か
な
わ
ず
、
鶺
鴒
が
し
き
り
に
鳴
声
を
立

て
る
の
を
聞
く
と
、
神
代
の
こ
と
が
思
い
だ
さ
れ
て
な
ら
な
い
」
。
す
で

に
浅
野
三
平
氏
『
秋
成
全
歌
集
と
そ
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
六
九
年
）

に
「
鶺
令
が
男
女
の
事
を
神
に
教
え
た
こ
と
」
に
基
づ
く
と
の
指
摘
が
あ

る
。こ

こ
で
あ
ら
た
め
て
『
藤
簍
冊
子
』
の
歌
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

す
で
に
見
た
と
お
り
、
近
世
人
は
二
神
交
合
の
故
事
に
筆
を
及
ぼ
す
と
き
、

し
ば
し
ば
「
い
に
し
へ
」「
昔
」「
神
（
代
）
」
な
ど
の
表
現
を
用
い
た
。『
類

船
集
』
も
『
傾
城
禁
短
気
』
も
『
蜀
山
百
首
』
も
例
外
で
は
な
い
。
何
よ

り
秋
成
自
身
が
『
七
十
二
候
』
で
「
神
代
が
た
り
の
を
し
へ
鳥
」
と
う
た
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っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
冒
頭
に
掲
げ
た
『
藤
簍
冊
子
』
歌
に
は
「
神
」
と

も
「
神
代
」
と
も
な
く
、
伊
弉
諾
、
伊
弉
冉
を
想
起
さ
せ
る
措
辞
と
し
て

は
わ
ず
か
に
「
教
え
」
を
挙
げ
う
る
の
み
。
同
じ
人
が
同
じ
本
説
に
よ
っ

て
詠
ん
だ
の
な
ら
、
も
う
少
し
似
か
よ
っ
た
言
葉
づ
か
い
に
な
る
の
が
普

通
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
第
四
句
「
（
教
へ
に
）
遊
ぶ
」
の
解
釈
に
も
疑
問
が
残
る
。
『
日

本
書
紀
』
に
し
た
が
え
ば
、
そ
れ
は
当
然
「

首

尾
を

揺

す
」
と
い
う
鶺

か
し
ら

を

う
ご
か

鴒
の
身
ぶ
り
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
詞
書
に
「
鶺
鴒
石
上
に
遊、

ぶ
」
と
記
す
と
お
り
、
画
幅
に
は
岩
上
を
飛
び
か
け
る
鳥
の
す
が
た
が
あ

、っ
た
。
は
た
し
て
作
者
は
ど
ち
ら
の
動
き
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
『
藤
簍
冊
子
』
を
ひ
も
と
け
ば
「
か
げ
ろ
ふ
の
燃
ゆ
る
春
日
の
小
松

原
鶯
遊
ぶ
枝
移
り
し
て
」
、
鶯
が
枝
移
り
す
る
の
を
「
遊
ぶ
」
と
い
っ
た

例
も
あ
る
（
一
〇
六
）
。
尾
を
ふ
る
わ
せ
る
さ
ま
と
ば
か
り
決
め
て
か
か

る
の
は
、
い
さ
さ
か
危
険
で
は
な
い
か
。

わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
、
あ
の
鶺
鴒
の
歌
を
虚
心
に
読
み
、
典
拠
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
秋
成
は
「
暇
な
き
教
へ
に
遊
ぶ
」
と
う
た
っ
て
い
た
。
『
新

大
系
』
は
こ
れ
を
「
暇
な
く
石
を
叩
い
て
、
恋
の
教
え
に
い
そ
し
む
」
、

つ
ま
り
「
少
し
も
休
む
こ
と
な
く
教
え
た
」
の
意
と
す
る
が
、「
暇
な
き
」

は
教
え
の
内
容
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
「
石
の
上
に
降
り

た
っ
て
い
る
あ
い
だ
も
、
「
寸
暇
を
惜
し
め
」
と
い
う
教
え
を
垂
れ
る
た

め
、
あ
ち
こ
ち
行
き
来
す
る
鶺
鴒
だ
な
あ
」
。
一
首
を
か
く
読
む
こ
と
が

許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
『
毛
詩
』
小
雅
「
小
宛
」
な
ど
は
本
説
と
し
て

の
資
格
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
持
つ
よ
う
に
思
う

（
三
）

。

題
彼
脊
令

彼
の
脊
令
を
題
る
に
、

せ
き
れ
い

み

載
飛
載
鳴

載

ち
飛
び
載
ち
鳴
く
。

す
な
は

我
日
斯
邁

我
れ
日
〻
に
斯
に
邁
き
、

こ
こ

ゆ

而
月
斯
征

而

月
に
斯
に
征
か
ん
。

な
ん
ぢ

ゆ

夙
興
夜
寐

夙
に
興
き
夜
に
寐
ね
、

つ
と

お

よ
は

い

無
忝
爾
所
生

爾

が
所
生
を

忝

し
む
る
無
か
れ
。

な
ん
ぢ

は
づ
か

詩
は
す
べ
て
六
章
。
ま
ず
祖
先
の
労
苦
、
父
母
の
恩
を
思
い
、
天
命
を

保
つ
た
め
に
身
を
つ
つ
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
詠
い
お
こ
し
、
ゆ
え
に
親
は

よ
く
子
を
教
え
、
温
克
斉
聖
の
道
を
行
わ
し
め
よ
と
さ
と
す
。

つ
づ
く
第
四
章
が
右
に
引
用
し
た
部
分
で
あ
る
。
今
度
は
兄
弟
ど
う
し

「
あ
の
鶺
鴒
を
見
る
と
飛
ん
で
は
鳴
き
、
飛
ん
で
は
鳴
き
し
て
、
一
時
も

休
む
こ
と
が
な
い
。
私
も
日
々
努
め
る
か
ら
、
お
前
も
月
々
努
め
よ
。
朝

早
く
起
き
て
夜
中
に
寝
、
仕
事
を
な
ま
け
て
生
み
の
親
に
恥
を
か
か
せ
る

な
」
と
誡
め
あ
う
。
毛
伝
、
ま
た
朱
注
に
「
題
、
視
な
り
（
題
、
視
也
）
」
、

「
恭
、
辱
な
り
（
恭
、
辱
也
）
」。

趣
意
は
あ
ま
り
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
念
の
た
め
近
世
に
よ
く
用
い
ら

れ
た
『
詩
集
伝
』
の
注
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
当
に
各
〻
務
め
て
努
力
す
べ
し
。
暇
逸
し
て
禍
を

取
る
べ
か
ら
ず
。
恐
ら
く
は
相
救
恤
す
る
に
及
ば
ざ
る
な
り
。
夙
に

興
き
夜
に
寐
ね
、
各
〻
父
母
を
辱
む
る
こ
と
無
き
を
求
む
る
の
み
と

な
り
。

（
言
、
當
各
務
努
力
。
不
可
暇
逸
取
禍
。
恐
不
及
相
救
恤
也
。
夙
興

夜
寐
、
各
求
無
辱
於
父
母
而
已
。
）

朱
熹
は
詩
の
大
意
を
「
各
自
仕
事
に
は
げ
み
努
力
せ
よ
。
暇
に
あ
か
せ
て
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遊
ん
で
い
る
と
不
幸
を
招
く
が
、
だ
れ
も
助
け
て
は
く
れ
な
い
ぞ
」
と
説

く
。
特
に
「
暇
逸
し
て
禍
を
取
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
文
章
に
注
意
し
た

い
。
鶺
鴒
は
す
な
わ
ち
飛
び
、
す
な
わ
ち
鳴
い
て
、
休
む
こ
と
な
く
動
き

つ
づ
け
る
。
詩
の
な
か
で
そ
れ
は
「
我
れ
日
〻
に
斯
に
邁
き
、

而

月
に

な
ん
ぢ

斯
に
征
か
ん
」
、
日
に
つ
と
め
月
に
つ
と
め
て
夙
夜
怠
ら
ぬ
勤
勉
さ
を
あ

ら
わ
し
、
「
暇
逸
」
と
対
置
さ
れ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
「
夙
に
興
き
夜
に

寐
ね
」
わ
ず
か
な
時
間
も
惜
し
ん
で
精
励
す
る
態
度
は
、
ま
さ
し
く
「
暇

な
き
教
へ
」
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
。

思
い
お
こ
せ
ば
、
秋
成
は
例
の
和
歌
の
な
か
で
「
磯
の
上
に
降
り
ゐ
る

ほ
ど
も
」
と
詠
ん
で
い
た
。
こ
の
場
合
、
「
ほ
ど
」
は
「
ほ
ど
も
な
く
う

、
、
、

つ
り
し
ゆ
け
ば
長
岡
の
故
郷
寒
く
月
は
照
る
ら
し
」
（
『
藤
簍
冊
子
』
三
八

一
）
と
同
じ
く
、
ご
く
短
い
時
間
を
あ
ら
わ
す
。
ま
た
「
も
」
は
「
で
さ

え
も
」
（
類
推
）
と
訳
す
べ
き
言
葉
で
あ
る
。
上
句
に
「
ご
く
短
い
時
間

で
あ
っ
て
も
」
と
あ
れ
ば
、
後
に
「
無
駄
に
せ
ぬ
よ
う
休
ま
ず
は
げ
め
」

と
つ
づ
く
の
が
自
然
な
発
想
で
は
な
い
か
。
鶺
鴒
が
も
し
男
女
交
会
の
道

を
教
え
た
の
だ
と
し
た
ら
、
な
ぜ
わ
ず
か
な
時
の
間
を
す
ら
惜
し
む
の
か

（
あ
ん
な
も
の
は
先
の
ば
し
し
た
と
こ
ろ
で
、
何
の
さ
し
つ
か
え
も
な
い

の
だ
）
、
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
う
。

し
た
が
っ
て
『
藤
簍
冊
子
』
歌
の
「
遊
ぶ
」
は
優
游
暇
逸
の
さ
ま
を
い

う
も
の
で
は
な
い
。
心
の
ま
ま
に
飛
び
、
あ
る
い
は
歩
き
ま
わ
っ
て
「
暇

な
き
教
へ
に
遊
ぶ
」
こ
と
を
い
う
。
鶺
鴒
が
や
む
こ
と
な
く
動
き
つ
づ
け

る
さ
ま
は
「
小
宛
」
の
本
文
に
「
彼
の
脊
令
を
題
る
に
、
載
ち
飛
び
載
ち

鳴
く
」
、
ま
た
朱
熹
の
注
に
も
「
脊
令
飛
べ
ば
則
ち
鳴
き
行
け
ば
則
ち
揺

く
（
脊
令
飛
則
鳴
行
則
搖
）
」
「
彼
の
脊
令
を
視
れ
ば
則
ち
且
つ
飛
び
て
且

つ
鳴
く
（
視
彼
脊
令
則
且
飛
而
且
鳴
矣
）
」
と
く
わ
し
く
記
さ
れ
る
の
だ

っ
た
。

秋
成
が
う
た
お
う
と
し
た
の
は
、
決
し
て
「
と
つ
ぎ
教
へ
鳥
」
の
故
事

で
は
な
い
。
『
毛
詩
』
に
描
か
れ
る
よ
う
な
、
勤
勉
の
象
徴
と
し
て
の
鶺

鴒
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

2

鶺
鴒
は
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
を
持
つ
鳥
で
あ
る
。
『
和
名
類
聚
抄
』
に

「
爾
波
久
奈
布
利
」「
土
都
岐
乎
之
倍
土
利
」
と
い
う
訓
が
見
え
（
「
𪃹
鴒
」

に

は

く

な

ぶ

り

と

つ

ぎ

を

し

へ

ど

り

条
）
、
別
に
「
庭
た
た
き
」
「
石
た
た
き
」
と
も
い
う
。
さ
ら
に
後
代
「
い

な
お
ほ
せ
鳥
」
を
鶺
鴒
と
す
る
説
が
あ
ら
わ
れ
た
た
め
、
こ
れ
も
異
称
の

一
つ
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
古
く
は
『
俊
頼
髄
脳
』
に
「
我
が
門
に

い
な
お
ほ
せ
鳥
の
鳴
く
な
べ
に
今
朝
吹
く
風
に
雁
は
来
に
け
り
」
（
『
古
今

集
』
秋
上
・
二
〇
八
、
よ
み
人
知
ら
ず
）
を
引
い
て

い
な
お
ほ
せ
鳥
と
は
、
よ
く
知
れ
る
人
な
し
。
「
に
は
た
た
き
と
い

へ
る
鳥
な
め
り
」
と
い
へ
る
人
あ
り
。
推
し
は
か
り
ご
と
な
め
り
。

こ
の
、
に
は
た
た
き
と
い
へ
る
鳥
は
、
と
つ
ぎ
教
へ
鳥
と
ぞ
申
す
な

る
。
そ
れ
に
つ
き
て
、
こ
こ
ろ
得
る
歌
、

あ
ふ
こ
と
を
い
な
お
ほ
せ
鳥
の
教
へ
ず
は
人
を
恋
ひ
路
に
ま
ど

は
ざ
ら
ま
し

こ
の
歌
を
、
か
の
鳥
の
名
に
、
思
ひ
あ
は
す
る
め
り
。

と
論
じ
て
い
る
。
俊
頼
は
い
さ
さ
か
懐
疑
的
で
あ
る
が
、
「
に
は
た
た
き

と
い
へ
る
鳥
な
め
り
」
と
い
う
解
釈
は
当
時
よ
ほ
ど
流
布
し
て
い
た
ら
し

い
。

「
い
な
お
ほ
せ
鳥
」
の
穿
鑿
は
と
も
か
く
と
し
て
、
鶺
鴒
は
院
政
期
ご
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ろ
か
ら
「
庭
た
た
き
」
「
石
た
た
き
」
と
い
っ
た
呼
び
か
た
で
和
歌
の
世

界
に
登
場
す
る
。
以
下
、
か
ん
た
ん
に
そ
の
表
現
史
を
た
ど
っ
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う

（
四
）

。

も
っ
と
も
古
い
例
は
、
お
そ
ら
く
藤
原
為
忠
が
「
鶺
鴒
」
の
題
で
詠
ん

だ

神
代
よ
り
巌
に
な
れ
し
石
た
た
き
人
の
例
と
成
り
に
け
る
か
も

（
『
為
忠
集
』
二
六
四
）

「
神
代
の
昔
か
ら
岩
の
上
に
遊
び
な
れ
た
石
た
た
き
は
、
人
の
手
本
と
な

っ
た
の
だ
な
あ
」
と
い
う
一
首
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
伝
説
を
踏
ま

え
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

つ
い
で
寂
蓮
の
歌
に

女
郎
花
多
か
る
野
辺
の
庭
た
た
き
さ
が
な
き
こ
と
な
人
に
教
へ
そ

（
『
夫
木
抄
』
一
二
八
九
三
）

「
女
郎
花
の
咲
き
み
だ
れ
る
野
辺
の
庭
た
た
き
よ
、
つ
ま
ら
な
い
こ
と
を

人
に
教
え
る
な
」
と
あ
る
の
は
、
『
古
今
集
』
の
「
名
に
愛
で
て
折
れ
る

ば
か
り
ぞ
女
郎
花
我
落
ち
に
き
と
人
に
語
る
な
」
（
秋
上
・
二
二
六
、
遍

昭
）
を
意
識
す
る
か
。
恋
は
出
家
を
堕
落
さ
せ
る
も
の
だ
か
ら
、
き
っ
か

け
を
つ
く
っ
た
鶺
鴒
を
た
し
な
め
た
の
で
あ
る
。

『
八
雲
御
抄
』
巻
三
に
は

鶺
鴒

（
上
略
）
日
本
紀
に
は
つ
ぐ
な
は
せ
鳥
と
い
ふ
。
又
と
つ
ぎ

を
し
へ
鳥
と
云
。
是
み
と
の
ま
ぐ
は
ひ
、
こ
れ
を
見
て
ま
な
び
け
る

い
ふ

ゆ
ゑ
也
。

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
や
や
く
だ
っ
て
は
正
広
「
法
を
説
く
燕
も
あ
る
に

石
た
た
き
我
に
は
か
な
き
道
な
教
へ
そ
」
（
『
松
下
集
』
二
三
七
八
）
、
三

条
西
実
枝
「
し
る
べ
せ
し
い
な
お
ほ
せ
鳥
の
神
代
よ
り
逢
ふ
て
ふ
星
の
秋

を
待
つ
ら
ん
」
（
『
三
光
院
詠
』
五
四
九
）
な
ど
が
、
あ
き
ら
か
に
二
神
交

会
の
故
事
に
基
づ
く
。

た
だ
し
、
全
体
と
し
て
い
え
ば
、
為
忠
や
寂
蓮
の
系
譜
を
引
く
作
品
は

思
い
の
ほ
か
少
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
定
家
が

さ
ら
ぬ
だ
に
霜
枯
れ
は
つ
る
草
の
葉
を
ま
づ
打
ち
払
ふ
庭
た
た
き
か

な

（
『
拾
遺
愚
草
』
七
五
八
）

「
名
前
の
と
お
り
、
た
だ
で
さ
え
も
ろ
く
な
っ
た
草
の
葉
を
叩
い
て
霜
を

は
ら
う
庭
た
た
き
だ
」
と
う
た
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

右
は
建
久
二
年
（
一
一
九
一
年
）
、
藤
原
良
経
が
慈
円
、
定
家
、
寂
蓮

に
詠
進
さ
せ
た
「
十
題
百
首
」
の
う
ち
鳥
部
の
一
首
（
『
夫
木
抄
』
の
詞

書
に
よ
れ
ば
、
寂
蓮
の
「
女
郎
花
多
か
る
野
辺
の
…
…
」
も
百
首
に
含
ま

れ
る
）
。
競
作
の
場
に
あ
っ
て
は
、
だ
れ
も
が
知
る
『
日
本
書
紀
』
の
本

説
を
避
け
よ
う
と
す
る
意
識
が
は
た
ら
い
た
ら
し
い

（
五
）

。
鶺
鴒
は
単
に

「
寂
寥
た
る
山
家
の
点
景
」（
赤
羽
淑
氏
『
藤
原
定
家
の
歌
風
』
桜
楓
社
、

一
九
八
五
年
）
と
し
て
描
か
れ
る
。

定
家
の
『
僻
案
抄
』
で
は
、
先
に
掲
げ
た
『
古
今
集
』
「
い
な
お
ほ
せ

鳥
」
歌
を
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時
の
景
気
、
秋
風
す
ゞ
し
く
な
り
行
こ
ろ
、
庭
た
ゝ
き
、
な
れ
き
た

ゆ
く

り
て
、
お
と
ろ
へ
ゆ
く
秋
草
の
中
に
お
り
ゐ
て
、
色
も
こ
ゑ
も
め
づ

ら
し
き
こ
ろ
、
は
つ
か
り
の
そ
ら
に
き
こ
ゆ
る
、
当
時
あ
る
事
な
れ

ば
、
つ
ね
の
人
の
門
庭
な
ど
に
な
れ
こ
ぬ
鳥
を
、
と
ほ
く
も
と
め
い

だ
さ
で
、
め
の
ま
へ
に
み
ゆ
る
事
に
つ
く
べ
し
と

思

給

也
。（

六
）

お
も
ひ
た
ま
ふ

「
秋
風
が
涼
し
く
な
る
こ
ろ
、
庭
た
た
き
は
枯
れ
ゆ
く
秋
草
の
な
か
に
降

り
た
ち
、
空
で
は
雁
が
鳴
い
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
は
今
で
も
当
た
り

前
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
い
な
お
ほ
せ
鳥
」
を
何
か
め
ず
ら
し
い
鳥
だ
と

考
え
る
必
要
は
な
い
」
と
説
明
し
て
い
た
。
「
時
の
景
気
」
と
い
う
言
葉

が
示
唆
す
る
と
お
り
、
鶺
鴒
は
う
つ
ろ
い
ゆ
く
季
節
の
風
物
で
あ
り
、「
め

の
ま
へ
に
み
ゆ
る
事
」
な
の
で
あ
る
。

定
家
の
詠
み
ぶ
り
は
以
後
の
歌
人
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
た
と
え

ば
正
徹
に

霜
迷
ふ
苅
田
の
畔
に
石
た
た
き
降
り
あ
へ
ず
近
き
河
原
に
ぞ
行
く

く
ろ

（
『
草
根
集
』
九
八
一
六
）

「
霜
の
置
い
た
苅
田
に
降
り
ら
れ
ず
、
河
原
に
飛
ん
で
ゆ
く
石
た
た
き
よ
」

と
あ
る
の
は
、
秋
の
こ
ろ
、
好
ん
で
田
や
河
原
に
遊
ぶ
鶺
鴒
の
習
性
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
し

（
七
）

、
心
敬
の

珍
し
き
色
に
落
ち
き
て
秋
風
の
草
葉
も
よ
ほ
す
庭
た
た
き
か
な

（
『
春
夢
草
』
一
九
三
二
）

は
庭
た
た
き
が
「
秋
の
草
葉
」
を
色
づ
か
せ
る
と
い
う
。

三
条
西
実
隆
に
は

萎
れ
け
り
朝
の
霜
の
庭
た
た
き
打
ち
払
ふ
草
の
お
き
か
へ
り
て
も

（
『
雪
玉
集
』
一
五
九
二
）

秋
の
鳥
色
も
残
ら
ぬ
霜
枯
れ
の
朝
こ
と
な
る
庭
た
た
き
か
な

（
同
四
二
〇
九
）

と
い
っ
た
作
品
が
見
ら
れ
る
が
、
「
打
ち
払
ふ
」
「
霜
枯
れ
」
は
明
ら
か
に

『
拾
遺
愚
草
』
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
『
雪
玉
集
』
に
は
「
寄
鳥
恋
」
と
い
う
題
で
、

分
け
来
つ
る
跡
は
昔
の
庭
た
た
き
払
ふ
道
を
ば
何
惜
し
む
ら
ん

（
『
雪
玉
集
』
七
五
五
三
）

「
庭
た
た
き
の
よ
う
に
草
の
霜
を
払
い
お
と
し
て
、
昔
の
女
の
と
こ
ろ
に

訪
ね
て
き
た
い
」
と
い
う
歌
も
あ
っ
た
。
鶺
鴒
を
叙
景
的
に
描
き
な
が
ら
、

『
日
本
書
紀
』
と
は
無
縁
の
恋
歌
に
仕
立
て
た
あ
た
り
、
実
隆
の
工
夫
が

感
じ
ら
れ
て
興
味
深
い
。

な
お
、
連
歌
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
く
と
、
や
は
り
伊
弉
冉
、

伊
弉
諾
の
故
事
を
踏
ま
え
た
句

（
八
）

と
、
「
か
る
ゝ
か
き
ね
の
草
の
あ
さ
霜

／
う
ち
な
き
て
こ
ゑ
寒
げ
な
る
庭
た
ゝ
き
」
（
宗
長
『
那
智
篭
』
三
五
九

二
）
と
い
っ
た
季
節
詠
に
大
別
さ
れ
る
。
『
連
珠
合
璧
集
』
に
は

庭
た
た
き
ト
ア
ラ
バ
、

み
と
の
ま
ぐ
は
ひ

い
な
お
ほ
せ
鳥

物
お
も
ふ
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と
恋
の
寄
合
語
ば
か
り
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
が
、
実
態
は
い
さ
さ
か
異
な

る
。右

の
よ
う
に
和
歌
、
連
歌
の
世
界
で
は
鶺
鴒
を
「
と
つ
ぎ
教
へ
鳥
」
と

し
て
、
あ
る
い
は
秋
の
深
ま
り
を
告
げ
る
景
物
と
し
て
描
く
の
が
一
般
的

だ
っ
た
。
『
藤
簍
冊
子
』
の
ご
と
く
勤
勉
の
象
徴
と
し
て
詠
ん
だ
例
は
見

あ
た
ら
な
い

（
九
）

。
い
か
に
『
毛
詩
』
と
い
う
典
拠
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、

秋
成
の
発
想
は
か
な
り
奇
抜
な
も
の
で
あ
る
。
才
学
の
し
か
ら
し
む
る
と

こ
ろ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
す
べ
て
を
作
者
の
独
創
と
片

づ
け
る
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
『
猿
簑
』
に
は
、
凡
兆
の

世
の
中
は
鶺
鴒
の
尾
の
暇
も
な
し

（
『
猿
蓑
』
二
六
三
）

「
世
の
中
は
ま
る
で
鶺
鴒
の
尾
み
た
い
だ
。
絶
え
ず
変
化
し
て
や
む
こ
と

が
な
い
」（

十
）

と
い
う
句
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
芭
蕉
の
一
座
し
た

歌
仙
に
も
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

寺
に
祀
り
し
業
平
の
宮

応
宇

世
の
中
を
鶺
鴒
の
尾
に
た
と
へ
た
り

葛
森

露
に
と
ば
し
る
萩
の
本
末

乙
孝

（
「
紙
衣
の
」
の
巻
・
一
二
～
一
四
、
『
一
葉
集
』
所
収
）

『
猿
蓑
』
の
場
合
と
同
じ
く
、
「
鶺
鴒
の
尾
」
は
一
時
も
と
ど
ま
ら
ず
、

定
め
な
い
さ
ま
を
あ
ら
わ
す
。
前
句
「
寺
に
祀
り
し
」
を
受
け
て
世
の
は

か
な
さ
を
嘆
い
た
の
で
あ
っ
た
。

一
体
和
歌
で
は
、
『
日
本
書
紀
』
を
本
説
と
す
る
作
品
も
含
め
て
、
鶺

鴒
の
動
き
が
細
か
く
描
写
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
だ
が
俳
諧
師

は
好
ん
で
そ
の
身
ぶ
り
を
描
こ
う
と
す
る
。
古
く
は
松
永
貞
徳
に
「
ひ
こ

ひ
こ
と
動
く
は
長
き
花
の
先
／
鶺
鴒
の
尾
の
見
ゆ
る
秋
の
野
」（
『
玉
海
集
』

二
七
六
八
）
と
い
う
付
合
が
あ
り
、
芭
蕉
に
も
「
鶺
鴒
の
足
も
と
軽
し
橋

の
霜
」
（
『
翁
反
故
』
所
収
）
の
詠
が
あ
っ
た

（
十
一
）

。
「
ひ
こ
ひ
こ
」
「
足
も

と
軽
し
」
と
い
っ
た
小
刻
み
な
し
ぐ
さ
は
、
た
く
ま
ざ
る
滑
稽
味
が
あ
っ

て
俳
諧
向
き
の
題
材
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
視
線
は
、
や
が
て
ご
く
自
然
な
な
り
ゆ
き
と
し
て
「
ひ
と

と
き
も
や
む
こ
と
な
く
」
「
寸
暇
を
惜
し
ん
で
」
と
い
っ
た
発
想
を
生
み

だ
し
て
ゆ
く
。
近
世
中
期
に
な
る
と
「
鶺
鴒
の
尾
し
ば
し
休
め
よ
郭
公
」

（
『
俳
諧
草
む
す
び
』
二
一
一
、
洛
酉
）
、
「
畑
打
や
鶺
鴒
の
尾
も
く
る
る

ま
で
」
（
『
華
月
一
夜
論
』
六
二
、
桃
嶺
）
等
の
作
品
が
散
見
し
は
じ
め
、

蕪
村
も鶺

鴒
の
尾
や
橋
立
を
あ
と
荷
物

（
「
天
橋
立
図
賛
」
）

「
鶺
鴒
の
尾
の
ご
と
く
、
早
々
と
橋
立
を
後
に
し
た
」
と
詠
む
ほ
ど
だ
っ

た
。
な
か
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
『
続
明
烏
』
に
収
め
ら
れ
た
歌
仙
「
涼

し
さ
や
」
の
巻
で
あ
る
。

返
り
花
咲
く
井
出
の
山
吹

蕪
村

冬
は
な
ほ
鶺
鴒
の
尾
の
い
そ
が
は
し

几
董

手
人
ま
じ
り
に
蔵
普
請
し
て

蕪
村

（
「
涼
し
さ
や
」
の
巻
・
一
二
～
一
四
、
『
続
明
烏
』
所
収
）
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几
董
の
句
は
「
返
り
花
」
か
ら
冬
の
鳥
を
連
想
し
た
も
の
。
蕪
村
は
そ
れ

を
受
け
て
「
使
用
人
ま
で
手
伝
い
に
出
る
ほ
ど
蔵
普
請
が
忙
し
い
」
と
転

じ
た
。
作
中
、
鶺
鴒
の
尾
が
「
い
そ
が
は
し
」
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
る

こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
鳥
の
勤
勉
さ
を
人
間
の

仕
事
ぶ
り
と
重
ね
あ
わ
せ
る
発
想
は
『
藤
簍
冊
子
』
歌
に
通
ず
る
で
あ
ろ

う
。も

と
よ
り
稿
者
は
、
秋
成
が
直
接
几
董
や
蕪
村
に
学
ん
だ
と
言
い
た
い

わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
俳
諧
に
は
鶺
鴒
の
動
き
や
仕
草
に
注
目
し
、
「
暇

も
な
し
」
「
い
そ
が
は
し
」
と
表
現
す
る
伝
統
が
あ
っ
た
。
か
か
る
態
度

は
「
暇
逸
し
て
禍
を
取
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
『
毛
詩
』
の
考
え
か
た
に

近
い
。
一
首
の
典
拠
が
「
小
宛
」
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
し
て
も
、

作
者
の
意
識
が
「
庭
た
た
き
」
の
ま
め
ま
め
し
さ
へ
と
向
か
っ
た
背
景
に

は
俳
諧
的
な
ま
な
ざ
し
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

『
胆
大
小
心
録
』
の
な
か
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

わ
か
い
時
は
人
真
似
し
て
、
俳
諧
と
云
ふ
事
を
面
白
く
た
う
と
が
り

し
が
、
歌
よ
み
習
ひ
て
後
も
、
時
〻
言
う
て
楽
し
む
也
。

敷
島
の
道
に
志
し
た
の
ち
も
な
お
、
秋
成
に
は
「
俳
諧
と
云
ふ
事
」
へ
の

敬
意
と
興
味
が
残
っ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
鶺
鴒
の
歌
を
詠
も
う
と
し
た

と
き
、
『
毛
詩
』
に
典
拠
を
求
め
な
が
ら
、
あ
え
て
俳
諧
の
伝
統
を
取
り

い
れ
て
み
る
こ
と
が
も
し
あ
っ
た
と
し
て
も
、
さ
し
て
驚
く
に
は
あ
た
ら

な
い
だ
ろ
う
。
ど
れ
ほ
ど
「
歌
よ
み
習
ひ
て
」
み
た
と
こ
ろ
で
、
庭
た
た

き
と
精
励
を
結
び
つ
け
る
本
説
な
ど
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
。

3

『
藤
簍
冊
子
』
に
は
も
う
一
首
『
毛
詩
』
を
典
拠
と
し
た
画
賛
歌
が
あ

る
。

立
雛

別
れ
住
む
教
へ
習
は
ぬ
古
へ
の
河
洲
の
鳥
に
遊
ぶ
さ
ま
見
よ

（
『
藤
簍
冊
子
』
五
四
六
）

『
新
大
系
』
は

夫
婦
別
れ
て
暮
ら
す
教
え
な
ど
な
い
も
の
だ
。
古
代
か
ら
河
洲
で
遊

ん
で
い
る
恋
教
え
鳥
に
習
う
の
が
よ
い
。
○
立
雛

立
ち
姿
の
雛
人

形
で
、
男
女
一
対
の
も
の
。
し
ま
う
時
に
別
々
に
入
れ
る
習
慣
が
あ

っ
た
か
。
○
教
へ

恋
教
え
鳥
の
鶺
鴒
の
動
作
。

と
注
釈
す
る

（
十
二
）

が
、
従
い
が
た
い
。
秋
成
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
鶺
鴒

な
ど
で
は
な
く
、
雎
鳩
（
み
さ
ご
）
で
は
な
い
か
。
周
南
「
関
雎
」
に

關
關
雎
鳩

関
々
た
る
雎
鳩
は
、

在
河
之
洲

河
の
洲
に
在
り
。

窈
窕
淑
女

窈
窕
た
る
淑
女
は
、

君
子
好
逑

君
子
の
好
逑
。

「
み
さ
ご
が
河
の
中
洲
に
い
て
和
や
か
に
鳴
き
か
わ
す
よ
う
に
、
し
と
や

か
な
淑
女
は
君
子
の
好
伴
侶
と
な
る
」
と
あ
っ
て
、
「
古
の
河
洲
の
鳥
」
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は
明
ら
か
に
「
河
の
洲
に
在
り
」
に
基
づ
く
言
い
ま
わ
し
で
あ
る
。

さ
ら
に
朱
熹
『
詩
集
伝
』
が
「
関
々
は
雌
雄
相
応
ず
る
の
和
声
な
り
（
關

關
雌
雄
相
應
之
和
聲
也
）
」
と
い
う
と
お
り
、
詩
中
の
雎
鳩
は
伝
統
的
に

つ
が
い
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
生
態
は
「
生
れ
て
定
偶
有
り

て
相
乱
れ
ず
。
偶
常
に
並
び
遊
ん
で
相
狎
れ
ず
（
生
有
定
偶
而
不
相
亂
。

偶
常
竝
遊
而
不
相
狎
）」
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
定
ま
っ
た
相
手
が
お
り
、
雌

雄
離
れ
る
こ
と
な
く
遊
ぶ
が
、狎
れ
て
礼
を
失
す
る
こ
と
は
な
い
（
同
前
）。

ま
さ
し
く
「
別
れ
住
む
教
へ
習
は
ぬ
」
鳥
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
一
首
は
「
つ
が
い
が
別
れ
て
暮
ら
す
こ
と
は
な
い
と
い
う
雎

鳩
の
よ
う
に
、
立
雛
は
い
つ
も
夫
婦
い
っ
し
ょ
に
い
る
」
の
意
。
た
し
か

に
『
日
本
書
紀
』
の
鶺
鴒
は
陰
陽
和
合
の
道
を
伝
え
は
し
た
が
、
二
神
に

む
か
っ
て
夫
婦
の
徳
を
諭
す
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
関
雎
」
が
典

拠
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
教
え
」
と
い
う
言
葉
が
生
き
る
の
で
は
な
い
か
。

『
新
大
系
』
の
説
を
採
り
え
ぬ
所
以
で
あ
る
。

雛
人
形
の
絵
を
見
て
『
毛
詩
』
を
持
ち
だ
す
の
は
、
い
か
に
も
秋
成
ら

し
い
自
在
さ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
の
鶺
鴒
の
歌
に
し
ろ
、
雎

鳩
の
歌
に
し
ろ
、
作
者
の
ね
ら
い
が
人
心
を
い
ま
し
め
る
こ
と
に
あ
っ
た

な
ど
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
秋
成
は
た
し
か
に
和
歌
を
「
ま
こ
と
の

道
」
で
あ
る
と
論
じ
た
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
「
偽
り
な
き
心
を
そ
の
ま
ま

表
現
す
る
」「
「
あ
は
れ
と
思
ふ
事
」
を
巧
む
こ
と
な
く
「
す
な
ほ
に
よ
み
」

出
す
」
と
い
う
程
度
の
こ
と
で
あ
っ
て
（
吉
江
久
弥
氏
「
秋
成
の
歌
論
」

（
十
三
）

）
、
教
誡
を
旨
と
す
る
の
謂
い
で
は
な
い
。
『
胆
大
小
心
録
』
で
は
歌

を
「
か
ゝ
る
あ
そ
び
」
と
さ
え
呼
ん
で
い
る
。
先
に
掲
げ
た
二
首
が
「
教

へ
」
を
説
く
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
体
ど
こ
に
「
あ
そ
び
」

が
あ
る
と
い
う
の
か
。

『
藤
簍
冊
子
』
の
画
賛
歌
に
は
機
知
を
こ
ら
し
た
作
品
が
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば

松
に
月
掛
か
れ
り

月
澄
み
て
松
に
声
な
き
秋
の
夜
は
緒
す
げ
ぬ
琴
の
遊
び
な
り
け
り

（
『
藤
簍
冊
子
』
五
四
三
）

は
、
松
吹
く
風
を
琴
の
音
と
聞
き
な
す
伝
統
を
逆
手
に
と
っ
た
も
の

（
十
四
）

。

『
新
大
系
』
の
注
釈
に
あ
る
と
お
り
「
緒
す
げ
ぬ
琴
」
は
「
陶
淵
明
が
所

持
し
て
い
た
と
さ
れ
る
、
絃
を
張
っ
て
い
な
い
琴
」
だ
か
ら
、
「
絵
か
ら

は
何
の
音
も
し
な
い
が
、
さ
て
は
風
が
や
ん
だ
の
か
。
さ
な
が
ら
無
絃
の

琴
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
な
」
と
洒
落
た
の
で
あ
る
。

秋
成
が
目
に
し
た
画
幅
に
は
、
た
だ
枝
越
し
の
月
が
描
か
れ
て
い
た
。

し
か
し
彼
は
唐
突
に
「
緒
す
げ
ぬ
琴
の
遊
び
」
を
持
ち
だ
し
、
風
の
不
在

を
う
た
う
。
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
の
は
「
琴
の
音
に
峰
の
松
風
通
ふ
ら

し
い
づ
れ
の
を
よ
り
調
べ
そ
め
け
む
」
（
『
拾
遺
集
』
雑
上
・
四
五
一
、
斎

宮
女
御
）
の
よ
う
な
古
歌
で
あ
ろ
う
。
何
の
変
哲
も
な
い
松
の
梢
を
、
知

識
に
よ
っ
て
無
絃
の
琴
に
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。

文
学
的
な
典
拠
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、絵
に
新
た
な
意
味
を
見
い
だ
す
。

『
藤
簍
冊
子
』
の
歌
に
は
そ
の
よ
う
な
一
面
が
あ
っ
た
。
背
後
に
ひ
そ
む

の
は
、
趣
向
に
よ
っ
て
読
者
を
驚
か
せ
よ
う
と
す
る
作
者
の
た
く
ら
み
で

あ
る
。お

さ
だ
ま
り
の
事
で
は
、
風
韻
と
い
ふ
事
に
は
い
た
ら
れ
ぬ
。

（
『
胆
大
小
心
録

書
お
き
の
事
』
）

秋
成
は
描
か
れ
た
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
い
れ
る
の
で
な
く
、
穿
っ
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た
と
ら
え
か
た
を
示
す
こ
と
で
作
中
に
「
風
韻
」
を
生
み
だ
そ
う
と
し
た
。

鶺
鴒
や
立
雛
の
図
と
『
毛
詩
』
の
関
係
も
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
。
「
鶺
鴒
石
上
に
遊
ぶ
」
と
い
う
詞
書
か
ら
察
す
る

に
、
賛
を
求
め
ら
れ
た
の
は
よ
く
あ
る
花
鳥
画
の
た
ぐ
い
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
し
か
る
べ
き
故
事
来
歴
に
基
づ
い
た
作
品
で
は
な
く
、
「
石
上

に
遊
ぶ
」
庭
た
た
き
の
す
が
た
が
自
然
の
点
景
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。

初
二
句
「
磯
の
上
に
降
り
ゐ
る
ほ
ど
も
」
に
よ
っ
て
絵
の
内
容
を
な
ぞ

り
つ
つ
、
同
時
に
典
拠
と
し
て
「
小
宛
」
を
引
く
こ
と
で
、
「
石
上
に
遊

ぶ
」
と
い
う
鶺
鴒
の
身
ぶ
り
は
ま
っ
た
く
新
た
な
意
味
を
獲
得
す
る
。
単

な
る
鳥
の
習
性
、
生
態
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
「
暇
な
き
教
へ
」
に

結
び
つ
け
ら
れ
る
の
だ
。
あ
り
き
た
り
の
小
禽
図
か
ら
『
毛
詩
』
の
教
訓

を
み
ち
び
く
意
外
性
。
「
お
さ
だ
ま
り
」
を
排
し
た
秋
成
の
才
気
に
、
見

る
も
の
は
感
心
す
る
。
ま
し
て
立
雛
に
「
関
雎
」
の
徳
を
結
び
つ
け
る
想

像
力
に
い
た
っ
て
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
暇
な
き
教
へ
」
は
た
し
か
に
儒
教
的
な
教
誡
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
藤

簍
冊
子
』
に
お
い
て
は
儒
教
的
な
教
誡
で
あ
る
こ
と
が
同
時
に
文
学
的
な

効
果
と
し
て
も
は
た
ら
く
の
だ
。
読
者
は
鶺
鴒
が
た
だ
鶺
鴒
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
人
の
道
を
説
く
深
遠
な
存
在
で
あ
る
と
気
づ
か
さ
れ
、
新
鮮
な

驚
き
を
感
じ
る
。
あ
り
ふ
れ
た
鳥
の
絵
が
勤
勉
の
い
ま
し
め
と
な
る
奇
巧

は
、
あ
ま
り
に
大
胆
な
取
り
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
か
す
か
な
滑
稽
感
さ
え
よ

び
さ
ま
す
だ
ろ
う
。
一
首
は
お
の
ず
か
ら
陳
腐
で
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
、

あ
る
種
の
風
韻
を
帯
び
る
。
し
か
つ
め
ら
し
い
「
小
宛
」
の
教
え
こ
そ
が

趣
向
で
あ
り
、
「
あ
そ
び
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。

［
注
］

（
一
）
浅
野
三
平
氏
『
秋
成
全
歌
集
と
そ
の
研
究
』
（
桜
楓
社
、
一
九
六
九
年
）

は
出
典
と
し
て
『
藤
簍
冊
子
』
の
名
を
挙
げ
る
の
み
で
、
歌
の
内
容
に
つ
い

て
は
言
及
し
な
い
。

（
二
）
『
七
十
二
候
』
は
、
七
十
二
候
に
関
す
る
秋
成
の
考
証
と
題
詠
を
ま
と
め

た
著
述
。
詞
書
に
登
場
す
る
「
鶺
令
（
鴒
）
鳴
」
は
本
朝
七
十
二
候
の
一
。

た
だ
し
、
同
書
中
、
和
歌
以
外
に
取
り
た
て
て
鶺
鴒
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。

ま
た
、
こ
の
ほ
か
秋
成
の
国
学
、
和
歌
関
係
の
著
作
に
つ
い
て
も
一
応
の
調

査
は
行
っ
た
が
、
『
日
本
書
紀
』
の
鶺
鴒
神
話
に
つ
い
て
秋
成
の
考
え
が
う

か
が
え
る
よ
う
な
記
述
は
特
に
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。

（
三
）
な
お
『
藤
簍
冊
子
』
の
な
か
で
「
教
へ
」
の
語
を
用
い
た
作
品
は
、
当
該

歌
及
び
後
述
す
る
「
別
れ
住
む
教
へ
習
は
ぬ
古
へ
の
河
洲
の
鳥
に
遊
ぶ
さ
ま

見
よ
」
の
み
。
と
も
に
『
毛
詩
』
を
典
拠
と
す
る
と
い
う
私
見
が
正
し
け
れ

ば
、
秋
成
に
と
っ
て
「
教
へ
」
は
儒
教
的
な
訓
誡
と
結
び
つ
く
言
葉
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

（
四
）
勅
撰
集
の
な
か
で
鶺
鴒
が
詠
ま
れ
た
例
は
『
続
千
載
集
』
の
物
名
歌
「
さ

夜
衣
か
へ
す
甲
斐
な
き
身
に
は
た
だ
き
み
を
恨
み
て
袖
ぞ
濡
れ
ぬ
る
」
（
雑

、
、
、
、
、

体
・
七
二
八
、
西
園
寺
実
兼
）
が
唯
一
。

（
五
）
田
村
柳
壱
氏
「
建
保
三
年
内
裏
名
所
百
首
考

―
解
説
に
代
え
て

―
」

（
『
内
裏
名
所
百
首
』
所
収
、
古
典
文
庫
、
一
九
八
八
年
）
は
同
百
首
歌
に

つ
い
て
、
歌
歴
の
浅
い
詠
進
者
が
多
い
こ
と
、
名
所
歌
で
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
同
類
に
陥
る
可
能
性
が
高
く
、
定
家
は
「
自
作
に
対
し
て
も
、
他
の
作

者
と
同
じ
本
歌
を
取
り
用
い
な
い
よ
う
に
神
経
を
尖
ら
せ
て
お
り
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
詠
み
替
え
す
ら
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。「
十

題
百
首
」
は
や
や
性
格
が
異
な
る
が
、
「
他
の
作
者
と
同
じ
本
歌
を
取
り
用

い
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
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う
。

（
六
）
「
…
…
思
給
也
」
と
い
う
文
末
表
現
は
、
そ
れ
が
俊
成
の
歌
説
で
あ
る
こ

と
を
あ
ら
わ
す
の
だ
ろ
う
。
『
僻
案
抄
』
に
収
め
ら
れ
た
歌
説
の
う
ち
、『
古

今
』『
後
撰
』
に
関
し
て
は
俊
成
の
聞
書
き
に
拠
る
も
の
が
多
い
。

（
七
）
今
川
了
俊
『
言
塵
集
』
巻
五
に
「
私
云
、
稲
負
鳥
に
説
々
多
し
。
石
た
ゝ

、
、
、

き
と
も
云
。
（
中
略
）
定
家
説
石
た
ゝ
き
也
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
正
徹

、

、
、
、
、

歌
（
及
び
正
広
歌
）
と
の
関
係
上
注
目
さ
れ
る
。

（
八
）
二
神
交
会
の
故
事
に
基
づ
く
連
歌
と
し
て
は
「
天
地
の
ひ
ら
け
そ
め
た
る

恋
の
道
／
庭
に
む
つ
ま
し
岩
た
ゝ
き
な
く
」（
『
天
文
廿
四
年
梅
千
句
』
第
六

・
六
〇
、
義
俊
）
な
ど
の
例
が
あ
っ
た
。
な
お
「
柴
の
戸
の
心
も
知
ら
ず
秋

は
来
て
／
恋
路
を
見
す
る
い
な
お
ほ
せ
鳥
」（
『
基
佐
句
集
』
一
〇
一
〇
）
の

よ
う
に
「
い
な
お
ほ
せ
鳥
」
と
し
て
詠
ん
だ
恋
句
で
は
、
以
下
に
引
く
『
大

和
物
語
』
六
十
六
段
を
付
合
の
本
説
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

と
し
こ
、
千
兼
を
待
ち
け
る
夜
、
来
ざ
り
け
れ
ば
、

さ
夜
ふ
け
て
い
な
お
ほ
せ
鳥
の
鳴
き
け
る
を
君
が
叩
く
と
思
ひ

け
る
か
な

（
九
）
ち
な
み
に
漢
詩
の
世
界
で
は
『
毛
詩
』
小
雅
「
常
棣
」
の
「
脊
令
原
に
在

り
、
兄
弟
難
を
急
に
す
（
脊
令
在
原
、
兄
弟
急
難
）
」
に
よ
っ
て
、
鶺
鴒
は

兄
弟
の
情
を
あ
ら
わ
す
鳥
と
し
て
扱
わ
れ
た
。

弟
妹
乾
坤
外

弟
妹
乾
坤
の
外
、

夢
魂
思
汝
勞

夢
魂
汝
を
思
ひ
て
労
る
。

鶺
鴒
心
漫
急

鶺
鴒
心
漫
ろ
に
急
に
し
て
、

嗚
鵠
飛
偏
高

嗚
鵠
飛
び
て
偏
へ
に
高
し
。

（
皆
川
淇
園
「
弟
妹
」
、『
淇
園
詩
集
』
初
編
巻
二
所
収
）

水
石
作
伴

水
石
伴
と
作
り
、

弋
者
未
及

弋
者
未
だ
及
ば
ず
。

行
則
搖
尾

行
け
ば
則
ち
尾
を
揺
か
し
、

不
知
何
急

何
の
急
な
る
か
を
知
ら
ず
。

（
中
井
竹
山
「
脊
令
を
画
く
」
、『
奠
陰
集
』
巻
十
所
収
）

管
見
の
か
ぎ
り
「
小
宛
」
に
基
づ
く
江
戸
期
の
作
品
は
な
く
、
ま
た
鶺
鴒
を

単
な
る
景
物
と
し
て
描
い
た
例
も
二
三
に
と
ど
ま
る
。

（
十
）
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

芭
蕉
七
部
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）

に
収
め
ら
れ
た
白
石
悌
三
氏
の
注
は
「
男
と
女
と
い
う
も
の
は
、
ま
あ
性
懲

り
も
な
く
、
同
じ
事
を
た
え
ず
く
り
か
え
し
て
い
る
こ
と
だ
。
鶺
鴒
の
交
尾

の
せ
わ
し
な
い
よ
う
に
」
と
解
釈
す
る
が
首
肯
し
が
た
い
。
発
句
は
恋
を
扱

わ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
し
、
秋
部
の
巻
軸
に
近
い
位
置
に
置
か
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
季
節
の
推
移
を
詠
ん
だ
作
と
見
る
の
が
自
然
で
は
な

い
か
。

（
十
一
）
芭
蕉
の
句
は
鶺
鴒
の
尾
で
は
な
く
、
飛
び
あ
る
く
様
子
を
う
た
っ
た
も

の
で
あ
る
。
ほ
か
に
「
鶺
鴒
や
走
り
失
せ
た
る
白
川
原
」（
『
続
猿
蓑
』
四
九

〇
、
氷
固
）
の
よ
う
な
例
も
あ
り
、
俳
諧
に
お
け
る
鶺
鴒
詠
が
尾
振
り
を
中

心
と
し
な
が
ら
、
し
だ
い
に
鳥
そ
の
も
の
の
動
き
へ
と
拡
大
し
て
い
っ
た
こ

と
、
両
者
と
も
「
素
早
い
、
間
断
な
い
、
忙
し
な
い
」
と
と
ら
え
ら
れ
る
傾

向
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
十
二
）
こ
の
歌
に
つ
い
て
も
、
浅
野
氏
『
秋
成
全
歌
集
』
は
出
典
注
（
『
藤
簍

冊
子
』）
を
し
る
す
の
み
で
あ
る
。

（
十
三
）
吉
江
久
弥
氏
『
歌
人
上
田
秋
成
』
（
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
）
所
収
。

（
十
四
）
た
だ
し
『
新
大
系
』
は
「
月
が
澄
み
、
松
風
の
音
も
な
い
秋
の
夜
は
、

無
弦
琴
を
か
き
な
ら
し
て
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
な
趣
が
あ
る
」
と
通
釈
を
示

す
の
み
で
、
松
風
と
琴
の
音
の
関
係
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
し
な
い
。
な
お

無
絃
琴
の
出
典
は
以
下
の
と
お
り
。
「
淵
明
音
律
を
解
せ
ず
。
而
し
て
無
絃

琴
一
張
を
蓄
ふ
。
酒
の
適
す
る
毎
に
輒
ち
撫
弄
し
て
以
て
其
の
意
を
寄
す
（
淵
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明
不
解
音
律
。
而
蓄
無
絃
琴
一
張
。
毎
酒
適
輒
撫
弄
以
寄
其
意
）」（
蕭
統
「
陶

靖
節
伝
」
）。

（
な
か
む
ら

た
け
し
・
神
戸
学
院
大
学
人
文
学
部
准
教
授
）


