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は
じ
め
に

　

鴨
長
明
は
、
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
秋
の
『
院
当
座
歌
合
』
や
『
後
度
百
首
』

を
と
お
し
て
後
鳥
羽
院
に
認
め
ら
れ
、
和
歌
所
寄
人
と
し
て
の
人
生
を
歩
み
始
め
た

が
、
わ
ず
か
四
年
で
歌
壇
を
出
奔
、
そ
の
ま
ま
出
家
し
、
隠
遁
生
活
に
入
っ
た
。
こ

の
間
の
、
歌
壇
に
お
け
る
長
明
の
立
場
や
そ
れ
に
対
す
る
自
己
認
識
の
あ
り
よ
う

は
、
歌
会
や
歌
合
な
ど
の
行
事
、
あ
る
い
は
周
辺
の
人
々
が
残
し
た
記
録
に
よ
っ
て
、

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
『
源
家
長
日
記
』
は
、
長
明
の
後
鳥
羽

院
歌
壇
出
奔
と
出
家
に
至
る
経
緯
を
語
る
資
料
で
あ
り
、
そ
の
原
因
や
動
機
を
探
る

手
が
か
り
と
し
て
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。

　

一
方
、
同
書
に
は
、
長
明
の
歌
人
と
し
て
の
〝
遅
い
出
発
〞、
す
な
わ
ち
和
歌
所

初
出
仕
の
場
面
も
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
長
明
が
そ
の
夜
詠
ん
だ
歌
の
背
景
や

主
旨
に
関
す
る
吟
味
は
、
充
分
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
長
明
の
生

涯
を
つ
ぶ
さ
に
た
ど
る
三
木
紀
人
氏
『
鴨
長
明
』1
に
お
い
て
も
「
我
が
主
君
（
後

鳥
羽
院
）
の
千
代
に
わ
た
る
ご
寿
命
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
て
、
こ
の
日
本
に
、
い
や

し
い
漁
夫
の
釣
舟
が
通
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
と
、
自
分
の
御
所
勤
務
の

開
始
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
和
歌
の
意
味
に
触
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。

　

和
歌
所
出
仕
は
、
長
明
に
と
っ
て
思
う
に
任
せ
な
い
こ
と
ば
か
り
の
鬱
屈
し
た
人

生
の
中
で
、
よ
う
や
く
迎
え
た
晴
れ
の
舞
台
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
後
鳥
羽

院
の
一
つ
の
王
権
の
表
象
で
あ
り
、
歌
人
た
ち
は
己
の
命
運
を
か
け
て
そ
の
場
に
臨

ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
後
述
の
ご
と
く
、
長
明
は
こ
の
時
、
自
ら
を
「
秋
津
洲
」

に
通
う
「
海
士
」
と
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な

意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
考
察
し
て
み
た

い
。

　

な
お
、
周
知
の
と
お
り
『
家
長
日
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
注
釈
書
お
よ
び
校
本

が
あ
る
。

○
石
田
吉
貞
・
佐
津
川
修
二
著
『
源
家
長
日
記
全
註
解
』
有
精
堂　

一
九
六
八
年

　
〈
底
本
〉
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
『
源
家
長
記
』

○
源
家
長
日
記
研
究
会
編
『
源
家
長
日
記　

校
本
・
研
究
・
総
索
引
』
風
間
書
房 

　

一
九
八
五
年

　
〈
底
本
〉
同
前

○
藤
田
一
尊
・
芝
波
田
好
弘
・
渡
辺
静
子
・
青
木
経
雄
『
源
家
長
日
記
・
飛
鳥
井

雅
有
卿
記
事
・
春
の
み
や
ま
ぢ （
中
世
日
記
紀
行
文
学
全
評
釈
集
成
）』
所
収   

勉
誠
出
版　

二
〇
〇
四
年

　
〈
底
本
〉
冷
泉
家
蔵
『
源
家
長
記
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
蔵
叢
書
第
四
十
三
巻
。
朝

日
新
聞
社
刊
に
よ
る
）

　

本
論
文
中
で
こ
れ
ら
を
参
照
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
全
註
解
』『
校
本
』『
全

評
釈
』
と
い
っ
た
略
称
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
本
文
の
引
用
は
、
現
存
最

古
の
写
本
で
あ
る
冷
泉
家
蔵
本
を
底
本
と
す
る
『
全
評
釈
』
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ

て
影
印
を
確
認
す
る
。

「
海
士
」
長
明

　
　
―
後
鳥
羽
院
歌
壇
と
氏
族
意
識
―岡

田
美
也
子
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一　
「
あ
き
つ
す
」「
あ
き
つ
し
ま
」

　

建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）、
院
御
所
で
あ
る
二
条
殿
の
広
御
所
を
改
造
し
て
和
歌

所
が
設
置
さ
れ
た
。
当
初
十
名
の
歌
人
が
和
歌
所
の
寄
人
と
し
て
召
さ
れ
、
衆
議
に

よ
っ
て
家
長
が
事
務
長
に
選
任
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
後
に
藤
原
隆
信
、
地
下
の
長
明

と
藤
原
秀
能
が
加
え
ら
れ
た
2
。

　

開
闔
に
な
り
て
初
め
て
参
り
し
日
、
奏
し
侍
り
し
歌
、

　
　

藻
塩
草
か
く
と
も
尽
き
じ
君
が
代
の
数
に
詠
み
置
く
和
歌
の
浦
波

　

束
帯
を
正
し
く
し
て
、
こ
の
歌
を
和
歌
所
に
参
り
て
書
き
て
御
前
に
参
る
。

奏
す
る
儀
、
常
の
ご
と
し
。
初
め
は
こ
の
人
数
な
り
。
の
ち
に
隆
信
朝
臣
、
地

下
に
鴨
長
明
、
藤
原
秀
能
召
し
具
せ
ら
る
。
又
、
召
さ
る
べ
き
人
々
、
両
三
人

侍
る
よ
し
申
す
人
々
侍
れ
ば
、
摂
政
殿
、
三
位
入
道
、
問
は
れ
侍
り
き
。
皆
召

さ
る
べ
き
よ
し
申
さ
せ
給
ひ
し
か
ど
も
、
な
ど
や
ら
む
、
沙
汰
も
無
か
り
き
。

　

隆
信
の
朝
臣
、
初
め
て
参
り
し
夜
、
奏
し
侍
り
し
歌
、

　
　

嬉
し
く
も
和
歌
の
浦
風
閑
か
に
て
千
代
経
ん
田
鶴
の
数
に
入
り
ぬ
る

　

鴨
長
明
、
参
り
し
夜
の
歌
、

　
　

我
が
君
の
千
代
を
経
む
と
や
秋
津
洲
に
通
ひ
初
め
け
む
海
士
の
釣
り
舟
3

　

藤
原
秀
能
、
参
り
し
夜
の
歌
、

　
　

積
も
り
ゆ
く
限
り
も
知
ら
ぬ
君
が
代
に
万
代
か
け
て
和
歌
の
浦
波

 

（
二
〇　

和
歌
所
の
設
置
）

　
『
家
長
日
記
』
所
載
の
四
人
の
和
歌
を
比
較
す
る
と
、
後
鳥
羽
院
歌
壇
を
意
味
す

る
語
と
し
て
、
長
明
以
外
の
三
名
が
「
和
歌
浦
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
に
対
し
、

長
明
詠
に
は
表
向
き
和
歌
に
関
す
る
語
は
み
え
ず
、
代
わ
り
に
「
秋
津
洲
」
が
使
わ

れ
て
お
り
、
何
ら
か
の
意
図
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
三
句
は
、
前
掲
の
注
釈
書
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
秋
津
洲
」

と
漢
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
読
み
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。『
全
註
解
』

の
場
合
は
底
本
4
の
漢
字
表
記
を
「
あ
き
づ
し
ま
」
と
読
み
、『
全
評
釈
』
の
場
合

は
底
本
の
仮
名
表
記
「
あ
き
つ
す
」
に
漢
字
を
あ
て
た
上
で
改
め
て
「
あ
き
づ
す
」

と
か
な
を
振
っ
て
い
る
。『
校
本
』
に
よ
れ
ば
、
他
の
諸
本
は
全
て
「
秋
つ
す
」「
秋

津
す
」「
あ
き
つ
す
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
根
拠
に
『
全
評
釈
』
は
「
あ
き

つ
す
」
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、「
あ
き
つ
す
」
と
読
む
こ
と
が
確
実
な
和
歌
用
例
は
少
数
で
あ
り
、
中

で
も
長
明
詠
に
先
立
つ
可
能
性
が
あ
る
の
は
、『
楢
葉
集
』
入
集
の
宋
延
の
歌
と
『
和

漢
朗
詠
集
』
所
引
『
古
今
集
』
真
名
序
の
一
節
の
二
例
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　

 

皇
嘉
門
院
中
宮
と
申
し
け
る
時
、
山
階
寺
よ
り
御
い
の
り
の
御
巻
数
を
、

し
ろ
か
ね
の
つ
る
に
く
は
せ
て
奉
り
け
る
に
そ
へ
侍
り
け
る

 

　
　
　

宋
延
法
師

　
　

あ
き
つ
す
の
な
か
す
に
む
れ
て
ゐ
る
た
づ
の
と
し
は
さ
な
が
ら
君
が
ま
に
ま
に

 

（『
楢
葉
集
』
神
祇　

五
二
三
）

　

皇
嘉
門
院
聖
子
が
中
宮
で
あ
っ
た
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
か
ら
永
治
元
年

（
一
一
四
一
）
の
間
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
皇
嘉
門
院
は
、
兼
実
の
姉
と
し
て

九
条
家
の
庇
護
者
と
な
っ
た
。
九
条
家
と
長
明
の
つ
な
が
り
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

兼
実
と
長
明
は
共
に
中
原
有
安
を
琵
琶
の
師
と
し
て
お
り
、
長
明
が
宋
延
の
和
歌
を

知
り
え
る
環
境
は
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、『
楢
葉
集
』
は
長
明
没
後
の
嘉
禎
三
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年
（
一
二
三
七
）
成
立
で
あ
る
が
、
編
者
の
素
俊
（
俗
名
橘
家
季
）
も
、
琵
琶
に
堪

能
で
あ
り
5
、
九
条
家
と
の
関
係
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
6
。

　

も
う
一
つ
、『
古
今
集
』
真
名
序
の
一
節
に
つ
い
て
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
『
永
済

注
』
や
内
閣
文
庫
本
『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』7
で
は
「
あ
き
つ
す
」
の
読
み
を
あ
て

て
い
る
。

　
　

仁じ
ん
あ
き
つ
す
の
ほ
か
に
な
が
れ

流
秋
津
洲
之
外　
　

恵く
ゑ
い
つ
く
ば
や
ま
の
か
げ
よ
り
も
も
し

茂
筑
波
山
之
陰

　
　

淵ふ
ち
へ
ん
じ
て
せ
と
な
る
こ
ゑ

変
作
瀬
之
声　

寂せ
き
せ
き
と
し
て
く
ち
を
と
づ

寂
閉

口

　

沙い
さ
ご
ち
や
う
じ
て
い
は
ほ
と
な
る
し
よ
う

長
為
巌
之
頌　

洋や
う
や
う
と
し
て
み
み
に
み
て

洋
満
耳　
　

和
歌
序　

淑
望

 
（『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
・
帝
王　

六
五
八
）

　
『
永
済
注
』
は
鎌
倉
初
期
ご
ろ
の
成
立
、『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』
は
応
保
元
年

（
一
一
六
一
）
年
成
立
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
読
み
の
書
き
入
れ
が
成
立
当
初
の
も

の
と
い
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
長
明
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
時
期
の
例
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　
『
家
長
日
記
』
長
明
詠
、『
楢
葉
集
』
宋
延
詠
、『
和
漢
朗
詠
集
』
所
引
『
古
今
集
』

真
名
序
の
一
節
、「
あ
き
つ
す
」
の
三
つ
の
用
例
は
、
音
曲
に
関
係
す
る
と
い
う
点

で
共
通
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
関
係
も
否
定
で
き
な
い
が
、
読
み
に
関
し
て
は
諸
本

の
成
立
年
次
の
問
題
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
深
入
り
し
な
い
で
お
く
。

　

ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
長
明
は
和
歌
所
初
出
仕
に
先
立
つ
『
正
治
後
度
百
首
』

で
「
あ
き
つ
し
ま
」
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、「
我
が
君
の
…
…
」
の
意
図
を
考

察
す
る
に
あ
た
り
、「
あ
き
つ
す
」
に
限
定
せ
ず
に
「
あ
き
つ
し
ま
」
の
例
も
併
せ

て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
本
文
中
の
表
記
は
「
秋
津
洲
」
で
統
一
す

る
。

二　

院
政
期
の
「
秋
津
洲
」

　

さ
て
、
周
知
の
ご
と
く
「
秋
津
洲
」
の
語
源
は
、『
日
本
書
紀
』
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

甲
寅
の
歳
、
日
向
国
の
高
千
穂
宮
で
磐
余
彦
（
後
の
神
武
）
は
、
兄
弟
や
皇
子
を

集
め
て
「
天
孫
降
臨
以
来
、
一
百
七
十
九
万
二
千
四
百
七
十
余
年
が
経
っ
た
が
、
未

だ
に
全
土
を
王
化
し
て
お
ら
ず
、
遠
方
の
地
で
は
争
い
事
が
あ
る
。
塩
土
老
翁
に
よ

れ
ば
、
東
に
美
し
い
土
地
が
あ
り
、
そ
の
地
に
天
磐
船
に
乗
っ
て
天
下
っ
た
者
が
い

る
と
い
う
。
思
う
に
、
そ
の
地
は
天
下
を
治
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
国
の
中
心
の
地
で

あ
り
、
天
か
ら
下
っ
た
の
は
饒
速
日
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
こ
こ
に
行
き
都
を
作
る
」

と
宣
言
し
た
。
高
千
穂
を
出
発
し
、
瀬
戸
内
海
沿
い
に
難
波
碕
へ
と
進
軍
、
さ
ら
に

河
内
国
草
香
邑
か
ら
生
駒
山
を
目
指
す
が
、
土
着
の
長
髄
彦
が
現
れ
て
苦
戦
す
る
。

磐
余
彦
は
「
太
陽
の
昇
る
東
に
向
っ
て
敵
を
討
つ
の
は
天
の
道
に
反
す
」
と
し
て
、

熊
野
へ
迂
回
し
、
そ
こ
か
ら
北
上
す
る
こ
と
と
し
た
。
険
し
い
路
に
進
み
あ
ぐ
ね
る

が
、
天
照
大
神
に
よ
っ
て
遣
わ
さ
れ
た
巨
大
な
烏
の
誘
導
に
よ
り
大
和
国
菟
田
に
到

達
す
る
。
八
十
梟
帥
退
治
の
後
、
再
び
長
髄
彦
が
自
ら
の
仕
え
る
饒
速
日
の
正
統
性

を
主
張
し
、
行
く
手
を
阻
む
が
、
饒
速
日
が
長
髄
彦
を
殺
し
、
磐
余
彦
に
帰
順
し
て

忠
誠
を
誓
う
こ
と
に
よ
り
闘
い
が
終
わ
る
。
そ
の
後
、
大
和
国
の
土
着
の
豪
族
を
討

伐
し
、
己
未
の
歳
の
三
月
、
畝
傍
山
の
東
南
の
橿
原
の
地
を
都
と
定
め
、
辛
酉
の
歳

正
月
、
橿
原
宮
で
践
祚
し
た
。
そ
の
三
十
一
年
後
、
巡
幸
の
途
上
に
、
神
武
天
皇
が

腋
上
（
現
在
の
奈
良
県
御
所
市
）
の

間
丘
に
登
り
、
周
辺
の
地
形
を
み
て
、
蜻
蛉

が
交
尾
を
し
て
輪
に
な
っ
た
形
に
似
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
和
国
を
「
秋

津
洲
」
と
名
付
け
た
と
あ
る
。

因
登
二
腋
上

間
丘
一
、
而
廻
二
望
國
狀
一
曰
、
妍
哉
乎
國
之
獲
矣
。﹇
妍
哉
、
此
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云
二
鞅
奈
珥
夜
一
。﹈
雖
二
内
木
綿
之
眞

國
、
猶
如
二
蜻
蛉
之
臀
呫
一
焉
。
由
レ
是
、

始
有
二
秋
津
洲
之
號
一
也
。

 

（『
日
本
書
紀
』
巻
三　

神
武
天
皇
三
十
一
年
四
月
）

　

こ
の
よ
う
に
元
は
大
和
地
方
を
指
す
語
で
あ
っ
た
「
秋
津
洲
」
が
、
転
じ
て
日
本

を
表
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
掲
の
ご
と
く
、
和
歌

の
世
界
で
は
『
古
今
集
』
真
名
序
に
お
い
て
、
帝
の
善
政
が
日
本
全
土
に
行
き
渡
り
、

そ
の
威
徳
に
よ
っ
て
和
歌
が
隆
盛
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
の
に
用
い
ら
れ
た
こ

と
の
意
義
は
大
き
い
。
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
勅
撰
集
で
は
『
千
載
集
』
仮
名
序
、『
新

古
今
集
』
仮
名
序
と
真
名
序
に
も
「
秋
津
洲
」
の
語
が
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
「
は
こ
や
（
藐
姑
射
）
の
山
」
と
共
に
用
い
ら
れ
、
上
皇
の
威
光
や
恩
恵
の

及
ぶ
と
こ
ろ
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

わ
が
き
み
よ
を
し
ろ
し
め
し
て
、
た
も
ち
は
じ
め
た
ま
ふ
と
な
づ
け
し
と
し
よ

り
、
も
も
し
き
の
ふ
る
き
あ
と
を
ば
む
ら
さ
き
の
庭
た
ま
の
う
て
な
ち
と
せ
ひ

さ
し
か
る
べ
き
み
ぎ
り
と
み
が
き
お
き
た
ま
ひ
、
は
こ
や
の
山
の
し
づ
か
な
る

す
み
か
を
ば
、
あ
を
き
た
に
き
く
の
水
よ
ろ
づ
代
す
む
べ
き
さ
か
ひ
と
し
め
さ

だ
め
た
ま
ふ
、
か
れ
こ
れ
お
し
あ
は
せ
て
み
そ
ぢ
あ
ま
り
み
か
へ
り
の
は
る
あ

き
に
な
ん
な
り
に
け
る
、
あ
ま
ね
き
お
ほ
ん
う
つ
く
し
み
あ
き
つ
し
ま
の
ほ
か

ま
で
お
よ
び
、
ひ
ろ
き
お
ほ
ん
め
ぐ
み
は
る
の
そ
の
の
は
な
よ
り
も
か
う
ば

し
、
…
…

 

（『
千
載
集
』
序
）

今
上
陛
下
之
厳
親
也
、
雖
無
隙
帝
道
之
諮
詢
、
日
域
朝
廷
云
本
主
也
、
争
不
賞

我
国
之
習
俗
、
方
今
荃
宰
合
体
、
華
夷
詠
仁
、
風
化
之
楽
万
春
、
春
日
野
之
草

悉
靡
、
月
宴
之
契
千
秋
、
秋
津
洲
之
塵
惟
静
、
誠
膺
無
為
有
截
之
時
、
可
頤
染

毫
操
箋
之
志
、
故
撰
斯
一
集
、
永
欲
伝
百
王
、
…
…

 

（『
新
古
今
集
』
真
名
序
）

そ
も
そ
も
、
む
か
し
は
い
つ
た
び
ゆ
づ
り
し
あ
と
を
た
づ
ね
て
、
あ
ま
つ
ひ
つ

ぎ
の
く
ら
ゐ
に
そ
な
は
り
、
い
ま
は
や
す
み
し
る
名
を
の
が
れ
て
、
は
こ
や
の

山
に
す
み
か
を
し
め
た
り
と
い
へ
ど
も
、
す
べ
ら
ぎ
は
お
こ
た
る
み
ち
を
ま
も

り
、
ほ
し
の
く
ら
ゐ
は
ま
つ
り
ご
と
を
た
す
け
し
ち
ぎ
り
を
わ
す
れ
ず
し
て
、

あ
め
の
し
た
し
げ
き
こ
と
わ
ざ
、
く
も
の
う
へ
の
い
に
し
へ
に
も
か
は
ら
ざ
り

け
れ
ば
、
よ
ろ
づ
の
た
み
、
か
す
が
の
の
く
さ
の
な
び
か
ぬ
か
た
な
く
、
よ
も

の
う
み
あ
き
つ
し
ま
の
月
し
づ
か
に
す
み
て
、
わ
か
の
う
ら
の
あ
と
を
た
づ

ね
、
し
き
し
ま
の
道
を
も
て
あ
そ
び
つ
つ
、
こ
の
集
を
え
ら
び
て
な
が
き
よ
に

つ
た
へ
む
と
な
り
、

 

（『
新
古
今
集
』
仮
名
序
）

　

一
方
、
歌
語
と
し
て
の
「
秋
津
洲
」
は
、『
万
葉
集
』
所
収
歌
な
ど
古
代
に
見
ら

れ
る
他
は
、
平
安
末
期
に
散
見
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
俊
成
お
よ
び
定
家

に
つ
い
て
は
、
久
保
田
淳
氏
に
論
が
あ
る
。
氏
は
、
こ
の
語
が
平
安
時
代
に
は
さ
ほ

ど
用
例
が
多
く
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
俊
成
（
当
時
は
顕
広
）
が
十
九
、二
十
歳
と

い
う
比
較
的
若
い
時
期
に
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

俊
成
が
こ
の
語
を
仲
正
や
俊
頼
と
い
っ
た
「
近
い
時
代
の
先
輩
の
作
を
通
し
て
知
っ

た
」
可
能
性
を
示
唆
し
つ
つ
、
こ
の
語
の
使
用
を
め
ぐ
る
当
時
の
歌
壇
の
動
向
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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「
秋
津
島
」
と
い
う
『
万
葉
集
』
の
歌
語
は
、
平
安
後
期
に
至
っ
て
復
活
す
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
古
代
日
本
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
存
す

る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

…
…
中
略
…
…

　
「
秋
津
島
」
と
い
う
歌
語
は
こ
の
国
の
古
代
へ
の
連
想
を
呼
ぶ
一
方
で
、
世

界
に
お
け
る
日
本
、
外
国
に
対
す
る
わ
が
国
と
い
う
国
家
意
識
を
も
明
確
に
さ

せ
た
の
で
あ
っ
た
。

 

（「
秋
津
島
」
と
い
う
歌
語
8
）

　

さ
ら
に
、
俊
成
の
息
定
家
が
「
少
な
く
と
も
生
涯
に
四
首
、
こ
の
言
葉
を
含
む
歌

を
詠
ん
で
、
後
鳥
羽
天
皇
、
そ
し
て
後
鳥
羽
院
の
治
世
を
礼
賛
し
た
」
こ
と
も
含
め

て
、
こ
の
歌
語
が
、「
理
世
撫
民
の
思
想
・
神
国
思
想
の
色
合
い
を
強
め
て
用
い
ら

れ
て
い
く
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

長
明
「
我
が
君
の
…
…
」
に
お
い
て
も
、「
秋
津
洲
」
が
院
御
所
を
指
し
て
お
り
、

そ
こ
に
院
へ
の
礼
賛
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
基

盤
の
形
成
を
今
少
し
考
え
る
た
め
に
、
定
家
ま
で
の
用
例
を
改
め
て
た
ど
っ
て
み

る
。

　

ま
ず
こ
の
語
を
掘
り
起
こ
し
た
ら
し
い
俊
頼
の
例
は
、
沈
倫
の
身
を
嘆
く
も
の
で

あ
り
、
長
明
の
共
感
を
喚
起
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、「
秋
津
洲
」
の
語
そ

の
も
の
に
国
家
意
識
や
神
国
思
想
の
意
識
は
見
え
な
い
。

と
し
の
つ
も
り
に
は
あ
や
し
き
こ
と
の
み
か
さ
な
り
て
よ
ろ
づ
に
ひ
き
い

ら
る
る
身
の
あ
り
さ
ま
に
よ
そ
ふ

あ
き
つ
し
ま
し
ほ
の
と
ど
み
に
う
づ
も
れ
て
か
く
れ
ゆ
く
身
を
と
ふ
人
も
な
し

 

（『
散
木
奇
歌
集
』
悲
歎
部　

九
八
一
）

　

続
く
仲
正
や
俊
成
の
例
で
も
、
日
本
と
唐
と
の
対
比
の
中
に
国
家
意
識
が
う
か
が

え
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
叙
景
歌
の
類
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

あ
き
つ
し
ま
こ
ぎ
は
な
れ
ゆ
く
か
ら
ふ
ね
9
は
い
く
へ
か
は
る
の
か
す
み
へ
だ

つ
る

 

（『
為
忠
初
度
百
首
』
藤
原
顕
広　

春　

海
路
霞　

一
一
）

　

神
国
の
意
識
や
統
治
者
へ
の
意
識
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
こ
の
後
の
例
で
あ
る
。

　
　

後
法
性
寺
入
道
前
関
白
、
右
大
臣
の
時
の
百
首
に　

源
仲
綱

あ
き
つ
し
ま
神
の
を
さ
む
る
く
に
な
れ
ば
君
し
づ
か
に
て
民
も
や
す
け
し

 

（『
万
代
集
』
巻
二
〇　

賀　

三
八
一
四
）

あ
き
つ
し
ま
い
さ
ご
の
い
は
と
な
び
く
ら
し
く
も
か
か
る
ま
で
き
み
は
ま
し

ま
せ

 

（「
民
部
卿
経
房
歌
合
」
祝　

十
二
番　

左　

前
建
春
門
院
右
衛
門
佐　

二
三
）

　

治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
兼
実
家
百
首
の
源
仲
綱
の
和
歌
、
文
治
二
年

（
一
一
八
六
）
十
月
二
十
二
日
吉
田
経
房
主
催
歌
合
で
の
前
建
春
門
院
右
衛
門
佐
の

和
歌
、
そ
れ
ぞ
れ
高
倉
天
皇
、
後
鳥
羽
天
皇
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く

当
時
の
治
天
の
君
で
あ
る
後
白
河
法
皇
を
寿
ぐ
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
後
鳥
羽
院
の
代
と
な
っ
て
、
定
家
の
例
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
「
秋
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津
洲
」
が
、
久
保
田
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

あ
き
つ
島
よ
も
の
た
み
の
と
を
さ
ま
り
て
い
く
よ
ろ
づ
よ
も
君
ぞ
た
も
た
ん

 

（『
正
治
初
度
百
首
』
藤
原
定
家　

祝　

四
〇
三
）

　

後
鳥
羽
院
は
、
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
一
月
十
一
日
に
譲
位
、
正
治
年
間
に
和

歌
活
動
を
開
始
し
た
。
正
治
二
年
に
は
、
そ
の
画
期
と
な
っ
た
両
度
百
首
が
催
さ
れ

た
。
初
度
は
、
七
月
頃
に
詠
進
下
命
が
始
ま
り
、
九
月
頃
ま
で
に
各
人
の
百
首
が
詠

進
さ
れ
、
十
一
月
二
十
二
日
に
中
島
宮
で
披
講
さ
れ
た
。
定
家
の
歌
は
、
後
鳥
羽
院

の
代
を
寿
ぐ
意
味
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
歌
語
「
秋
津
洲
」
は
、
後
白
河
院
政
下
で
治
天
の
君
す
な
わ
ち
上

皇
・
法
皇
の
暗
喩
と
し
て
歌
人
た
ち
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
後
鳥

羽
院
歌
壇
形
成
と
共
に
定
着
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
新
た
に
詠
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、『
日
本
紀
竟
宴
和
歌
』
か
ら
神

武
天
皇
東
征
伝
説
を
詠
ん
だ
三
統
理
平
の
和
歌
を
含
む
三
首
が
『
新
古
今
集
』
に
入

集
し
た
こ
と
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
10
。『
日
本
紀
竟
宴
和
歌
』
は
、
後
に
聖
代

と
さ
れ
る
醍
醐
天
皇
時
代
に
催
さ
れ
た
。『
新
古
今
集
』
の
編
纂
を
は
じ
め
と
し
て

後
鳥
羽
院
の
行
跡
に
は
、
延
喜
天
暦
の
治
に
倣
う
態
度
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
つ
と
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
後
鳥
羽
院
歌
壇
の
「
秋
津
洲
」
に
は
、
後
鳥
羽
院
を
神
武
―

醍
醐
の
系
譜
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
る
と
い
え
る
。

三　

長
明
『
正
治
後
度
百
首
』
の
「
秋
津
洲
」

　

さ
て
、
長
明
が
最
初
に
「
秋
津
洲
」
を
詠
ん
だ
の
は
、
和
歌
所
初
出
仕
に
先
立
つ

『
正
治
後
度
百
首
』
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
百
首
の
時
期
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

い
が
、
後
鳥
羽
院
、
範
光
、
慈
円
以
外
は
『
初
度
百
首
』
と
重
複
し
な
い
こ
と
、
正

治
二
年
十
月
一
日
『
院
当
座
歌
合
』
詠
進
歌
人
と
の
重
複
が
多
い
こ
と
か
ら
、
同
年

十
月
頃
の
下
命
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
『
後
度
百
首
』
は
、「
禁
中
・
遊
宴
・

公
事
等
の
題
に
、
有
職
故
実
や
六
百
番
歌
合
に
も
通
ず
る
年
中
行
事
へ
の
関
心
、
乃

至
は
復
興
へ
の
意
欲
の
ご
と
き
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
」（
新
編
国
歌
大
観
解
題
）
と

さ
れ
、
こ
の
時
期
の
院
の
意
識
の
あ
り
よ
う
と
和
歌
の
位
置
づ
け
を
示
し
て
い
る
。

　

長
明
は
、
九
月
三
十
日
『
院
当
座
歌
合
』
で
初
め
て
後
鳥
羽
院
歌
壇
に
伺
候
し
、

引
き
続
き
十
月
一
日
の
当
座
に
も
出
詠
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
歌
合
を

通
じ
て
才
能
を
見
い
だ
さ
れ
、『
後
度
百
首
』
の
詠
進
メ
ン
バ
ー
に
選
ば
れ
た
の
で

あ
る
。
自
ら
の
歌
人
と
し
て
の
再
起
を
か
け
て
詠
ん
だ
『
後
度
百
首
』
の
和
歌
を
、

和
歌
所
寄
人
拝
命
時
に
想
起
し
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。

四
方
の
海
の
な
み
を
し
づ
め
て
跡
た
る
る
神
や
さ
な
が
ら
あ
き
つ
島
守

 

（『
正
治
後
度
百
首
』
鴨
長
明　

神
祇　

六
五
〇
）

　

第
五
句
「
あ
き
つ
島
守
」
は
、
後
世
の
正
徹
『
草
根
集
』
の
一
首
を
除
い
て
他
に

例
が
な
い
が
、
類
例
と
し
て
は
左
の
歌
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

石
清
水
社
の
歌
合
に
、
寄
神
述
懐
と
い
ふ
心
を　

法
印
静
賢

さ
ざ
浪
の
声
も
あ
ら
ず
な
よ
も
の
海
に
あ
き
つ
島
も
る
神
な
ら
ば
神

 

（『
玄
玉
集
』
巻
一
・
神
祇　

二
八
）

　

石
清
水
八
幡
は
、
都
の
裏
鬼
門
に
あ
り
、
建
立
以
来
、
王
城
守
護
の
神
と
し
て
朝
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廷
よ
り
篤
い
信
仰
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
「
あ
き
つ
島
も
る
神
」
は
、
石
清
水
八
幡

が
国
家
鎮
護
の
社
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
方
、
賀
茂
社
も
皇
室
と
密
接

な
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
。
両
社
は
い
わ
ば
一
対
の
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
静
賢

と
長
明
は
、
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
三
月
三
日
の
『
若
宮
社
歌
合
』11
で
共
に
出

詠
す
る
な
ど
接
点
が
あ
り
、『
玄
玉
集
』
の
成
立
が
建
久
二
か
ら
三
年
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
静
賢
の
作
も
長
明
に
と
っ
て
先
例
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
長
明
の
詠
ん
だ
神
は
、
賀
茂
の
神
で
は
な
く
、
神
武
天
皇
の
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
と
考
え
た
い
12
。
長
明
の
『
正
治
後
度
百
首
』
六
五
〇
番
歌
の
「
四

方
の
海
の
な
み
を
し
づ
め
て
跡
た
る
る
」
に
は
、
神
武
が
各
地
を
平
定
し
た
の
ち
に

橿
原
宮
で
即
位
し
た
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

だ
と
す
る
と
、
こ
こ
で
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
賀
茂
氏
が
神
武
天
皇

と
非
常
に
深
い
縁
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

既
而
皇
師
、
欲
レ
趣
二
中
洲
一
。
而
山
中
嶮
絶
。
無
二
復
可
レ
行
之
路
一
。
乃
棲
遑

不
レ
知
三
其
所
二
跋
渉
一
。
時
夜
夢
、
天
照
大
神
訓
二
于
天
皇
一
曰
、
朕
今
遣
二
頭

八
咫
烏
一
。
宜
以
為
二
郷
導
一
者
。
果
有
二
頭
八
咫
烏
一
。
自
レ
空
翔
降
。
天
皇
曰
、

此
烏
之
来
、
自
叶
二
祥
夢
一
。
大
哉
、
赫
矣
。
我
皇
祖
天
照
大
神
、
欲
三
以
助
二

成
基
業
一
乎
。
是
時
、
大
伴
氏
之
遠
祖
日
臣
命
、
帥
二
大
来
目
一
、
督
二
将
元
戎
一
、

蹈
レ
山
啓
行
。
乃
尋
二
烏
所
向
一
、
仰
視
而
追
之
。
遂
達
二
于
菟
田
下
県
一
。

 

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
三
・
神
武
天
皇
即
位
前
紀　

戊
午
年
六
月
丁
巳
）

山
城
国 

神
別 

天
神 

鴨
県
主 

県
主 

賀
茂
県
主
同
祖　
　

神
日
本
磐
余
彦
天
皇

﹇
謚
神
武
。﹈
欲
向
中
洲
之
時
。
山
中
嶮
絶
。
跋
渉
失
路
。
於
是
。
神
魂
命
孫
鴨

建
津
之
身
命
。
化
如
大
烏
翔
飛
奉
導
。
遂
達
中
洲
。
天
皇
嘉
其
有
功
。
特
厚
褒

賞
。
天
八
咫
烏
之
号
。
従
此
始
也 

 

（『
新
撰
姓
氏
録
』
よ
り
関
係
箇
所
の
み
抜
粋
）

　
『
日
本
書
紀
』
巻
三
、『
釈
日
本
紀
』
巻
九
所
収
「
山
城
国
風
土
記
」
逸
文
、『
新

撰
姓
氏
録
』
等
に
よ
れ
ば
、
賀
茂
氏
の
祖
賀
茂
建
角
命
は
、
神
武
天
皇
の
東
征
の
際
、

天
照
大
神
に
よ
っ
て
、
紀
州
熊
野
か
ら
大
和
へ
至
る
道
の
険
し
さ
に
進
み
あ
ぐ
ね
て

い
た
神
武
天
皇
の
元
に
遣
わ
さ
れ
、
宇
陀
へ
と
先
導
し
た
。
こ
の
恩
賞
と
し
て
天
皇

か
ら
八
咫
烏
の
称
号
を
頂
い
た
と
い
う
。

　

ま
た
、「
山
城
国
風
土
記
」
逸
文
に
よ
れ
ば
賀
茂
建
角
命
の
娘
建
玉
依
比
売
命
は
、

石
川
瀬
見
小
川
で
川
上
か
ら
流
れ
て
き
た
丹
塗
矢
、
す
な
わ
ち
火
雷
神
に
よ
っ
て
賀

茂
別
雷
命
を
懐
妊
、
出
産
し
た
。
こ
の
賀
茂
の
玉
依
姫
と
、
神
武
の
母
で
あ
る
玉
依

姫
13
は
、
出
自
が
異
な
り
、
別
々
の
存
在
と
さ
れ
て
い
る
が
、
長
明
の
中
で
は
こ
れ

を
も
神
武
と
賀
茂
氏
、
す
な
わ
ち
院
と
自
身
の
縁
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

神
武
天
皇
の
再
来
で
あ
る
後
鳥
羽
院
と
長
明
自
身
の
関
係
性
は
、『
正
治
後
度
百

首
』
六
五
〇
番
歌
に
お
い
て
他
の
歌
人
た
ち
と
は
違
っ
た
深
い
も
の
と
し
て
意
識
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
当
然
、
和
歌
所
初
出

仕
の
和
歌
に
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、『
後
度
百
首
』
で
は
、
賀
茂
季
保
も
、
長
明
と
同
様
、
神
祇
の
題
で
「
秋

津
洲
」
を
詠
ん
で
お
り
、「
四
方
の
海
」
の
「
浪
」
の
穏
や
か
な
様
子
を
描
い
て
世

の
安
寧
を
表
わ
す
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。

て
ら
す
日
は
あ
き
つ
島
根
の
空
は
れ
て
よ
つ
の
海
に
も
浪
ぞ
の
ど
け
き

 

（
同　

賀
茂
季
保　

神
祇　

七
九
五
）
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季
保
の
父
重
保
は
、
先
掲
『
民
部
卿
歌
合
』
で
前
建
春
門
院
右
衛
門
佐
と
歌
を
合

せ
ら
れ
て
い
る
。
長
明
は
、
重
保
が
勧
進
し
た
賀
茂
社
奉
納
の
百
首
家
集
、
す
な
わ

ち
『
寿
永
百
首
』
に
詠
進
す
る
な
ど
し
て
お
り
、
重
保
を
媒
介
と
し
て
、「
秋
津
洲
」

と
い
う
歌
語
に
関
心
を
抱
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
後
鳥
羽
院
歌
壇
以
前
の
流
れ
も
振
り
返
る
と
、
長
明
が
「
秋
津
洲
」

を
詠
む
に
至
っ
た
背
景
と
し
て
、
九
条
家
お
よ
び
賀
茂
氏
周
辺
の
歌
人
た
ち
、
そ
し

て
、
定
家
の
『
初
度
百
首
』
の
一
首
が
考
え
ら
れ
る
。

四　
「
海
士
の
釣
り
舟
」

　

さ
て
、
長
明
は
「
我
が
君
の
…
…
」
に
お
い
て
自
身
を
「
海
士
の
釣
り
舟
」
に
擬

え
た
。
こ
の
語
に
対
し
て
は
、『
全
註
解
』、『
全
評
釈
』、
三
木
氏
前
掲
書
の
い
ず
れ

も
が
「
卑
し
い
」
と
い
う
形
容
詞
を
補
っ
て
現
代
語
訳
し
て
い
る
。
彼
が
後
鳥
羽
院

歌
壇
で
地
下
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
な
ど
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
確
か

に
、
新
古
今
歌
壇
で
の
彼
の
扱
い
は
、『
明
月
記
』
正
治
元
年
九
月
三
十
日
条
や
和

歌
所
初
出
仕
の
記
事
に
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
一
段
低
い
座
を
与
え
る
な
ど
、
身

分
差
を
画
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

次
の
篁
の
歌
な
ど
、
用
例
で
も
流
浪
感
を
表
出
す
る
場
合
も
多
く
見
ら
れ
る
。

お
き
の
く
に
に
な
が
さ
れ
け
る
時
に
舟
に
の
り
て
い
で
た
つ
と
て
、
京
な

る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る　
　
　
　
　
　
　

小
野
た
か
む
ら
の
朝
臣

わ
た
の
は
ら
や
そ
し
ま
か
け
て
こ
ぎ
い
で
ぬ
と
人
に
は
つ
げ
よ
あ
ま
の
つ
り
舟

 

（『
古
今
集
』
九
・
覊
旅　

四
〇
七
）

　

賀
茂
御
祖
社
の
禰
宜
職
を
従
兄
弟
の
祐
兼
に
奪
わ
れ
、
賀
茂
重
保
や
俊
恵
、
有
安

と
い
っ
た
理
解
者
も
こ
の
世
を
去
り
、
拠
り
所
の
な
く
な
っ
た
自
身
を
、「
海
士
の
釣

り
舟
」
に
譬
え
つ
つ
、
そ
の
自
分
が
よ
う
や
く
通
う
べ
き
陸
地
、
す
な
わ
ち
後
鳥
羽

院
歌
壇
と
い
う
居
場
所
を
得
た
喜
び
を
詠
ん
だ
、
ま
ず
は
そ
う
い
う
解
釈
が
で
き
る
。

　

一
方
で
、
長
明
が
後
鳥
羽
院
に
対
し
て
自
ら
を
「
海
士
」
と
位
置
付
け
た
背
景
に

は
、「
海
人
と
天
皇
」14
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
正
治
後
度
百
首
』
六
五
〇
番
歌
で
後
鳥
羽
院
の
御
代
を
表
し
て
い
た
「
四
方
の

海
」
と
い
う
語
を
目
印
に
同
様
の
例
を
あ
げ
て
み
る
。

　
　

二
百
二
番　

左　

前
権
僧
正

四
方
の
う
み
の
を
さ
ま
れ
る
世
の
し
る
し
か
な
な
ぎ
た
る
あ
さ
の
海
士
の
釣
舟

　
　
　
　
　
　
　
　
（『
老
若
五
十
首
歌
合
』
建
仁
元
年
二
月
十
六
、十
八
日　

 

四
〇
三
／
『
拾
玉
集
』
五
七
七
四
）

四
方
の
海
の
浪
に
つ
り
す
る
海
士
人
も
を
さ
ま
れ
る
代
の
風
は
う
れ
し
や

 

（『
後
鳥
羽
院
御
集
』
建
仁
元
年
三
月
内
宮
御
百
首　

祝　

二
七
五
）

　

長
明
詠
よ
り
後
の
例
に
な
る
が
、
建
仁
二
年
に
結
講
さ
れ
た
『
千
五
百
番
歌
合
』

に
も
左
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

よ
つ
の
う
み
の
な
み
し
づ
か
な
る
君
が
代
に
あ
ま
の
い
の
ち
も
う
れ
し
か
る
ら
ん

 

（
祝　

小
侍
従　

二
一
七
六
）

よ
も
の
う
ら
や
ふ
く
な
み
か
ぜ
も
し
づ
か
に
て
け
ぶ
り
ま
よ
は
ぬ
あ
ま
の
も
し
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ほ
び

 

（
祝　

俊
成
卿
女　

二
一
七
九
）

　

静
か
に
凪
い
だ
海
に
舟
を
出
し
、
心
安
ら
か
に
釣
に
い
そ
し
む
海
人
は
、
天
下
太

平
の
世
を
謳
歌
す
る
者
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
為
政
者
と
そ
の
善

政
を
享
受
す
る
民
と
い
う
関
係
性
が
、「
海
人
と
天
皇
」
の
モ
チ
ー
フ
の
下
に
存
在

し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
、
院
政
期
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
海
は
、
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
、
日

本
の
実
際
の
地
理
的
特
徴
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
院
の
い
ま
す
場
所
の
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
把
握
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
述
の
と
お

り
、
院
の
御
所
を
示
す
「
は
こ
や
（
藐
姑
射
）
の
山
」
は
、『
荘
子
』
逍
遥
遊
編
の

一
節
に
基
づ
き
、
退
位
し
た
院
を
、
俗
世
を
離
れ
た
神
人
に
譬
え
る
語
で
あ
る
。
こ

の
「
藐
姑
射
」
に
つ
い
て
、『
山
海
経
』
海
内
北
経
や
『
列
子
』
黄
帝
で
は
、「
在
海

河
洲
中
」
と
明
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
長
明
が
通
う
院
御
所
も
海
に
囲
ま
れ
た

神
仙
境
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
14
。

　

本
朝
で
こ
の
語
を
院
御
所
あ
る
い
は
上
皇
・
法
皇
を
意
味
す
る
歌
語
と
し
て
用
い

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
勅
撰
集
で
は
『
千
載
集
』、
私
家
集
で
は
『
長
秋
詠
藻
』

あ
た
り
か
ら
で
あ
る
。
先
の
「
秋
津
洲
」
が
院
の
統
治
す
る
場
と
し
て
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
時
期
と
一
致
し
て
お
り
、
院
政
と
い
う
時
代
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
意
味
内
容
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、「
海
人
と
天
皇
」
の
モ
チ
ー
フ
を
語
る
も
の
と
し
て
、
神
武
東
征
伝
説

に
お
け
る
海
人
の
存
在
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

其
年
冬
十
月
丁
巳
朔
辛
酉
、
天
皇
親
帥
二
諸
皇
子
舟
師
一
東
征
。
至
二
速
吸
之

門
一
。
時
有
二
一
漁
人
一
、
乘
レ
艇
而
至
。
天
皇
招
之
、
因
問
曰
、
汝
誰
也
。
對
曰
、

臣
是
國
神
。
名
曰
二
珍
彦
一
。
釣
二
魚
於
曲
浦
一
。
聞
二
天
神
子
來
一
、
故
卽
奉
レ
迎
。

又
問
之
曰
、
汝
能
爲
レ
我
導
耶
。
對
曰
、
導
之
矣
。
天
皇
勅
授
二
漁
人
椎

末
一
、

令
レ
執
而
牽
二
納
於
皇
舟
一
、
以
爲
二
海
導
者
一
。
乃
特
賜
レ
名
、
爲
二
椎
根
津
彦
一
。

﹇
椎
、
此
云
二
辭
毗
一
。﹈
此
卽
倭
直
部
始
祖
也
。

 

（『
日
本
書
紀
』
巻
三　

神
武
天
皇　

即
位
前
紀
甲
寅
年
）

　

神
武
天
皇
が
東
征
に
出
発
し
て
最
初
に
速
吸
之
門
に
至
っ
た
際
、
一
人
の
漁
人
に

遭
遇
す
る
。
珍
彦
と
称
す
る
漁
人
は
、
釣
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
天
孫
が
来
ら
れ
る
と

聞
き
、
す
ぐ
に
迎
え
に
参
っ
た
と
い
う
。
神
武
は
そ
の
漁
人
に
海
路
の
先
導
役
を
命

じ
て
椎
根
津
彦
と
名
を
与
え
た
と
い
う
。
こ
の
伝
説
は
逆
に
、
海
人
が
王
に
助
力
し
、

成
功
へ
と
導
く
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
後
鳥
羽
院
が
和
歌
活
動
を
開
始
し
、
長
明
が
歌
人
と
し
て
再
出
発
を
果

た
し
た
正
治
と
い
う
年
号
の
出
典
も
、
実
は
海
人
と
深
い
縁
を
も
っ
て
い
る
。

天
子
、
諸
侯
、
太
夫
、
庶
人
、
此
四
者
、
自
正
、
治
之
美
也
。

 

（『
荘
子
』
雑
篇
・
漁
父
篇
）

　

こ
の
『
荘
子
』
漁
夫
篇
で
、
漁
夫
は
孔
子
に
勝
る
聖
人
と
し
て
登
場
す
る
15
。
自

ら
の
不
遇
の
所
以
を
訊
ね
る
孔
子
に
対
し
、
礼
の
形
式
を
否
定
し
て
、
人
が
与
え
ら

れ
た
立
場
の
自
然
を
保
ち
、
そ
れ
を
超
え
た
作
為
の
弊
害
を
説
く
。
こ
の
漁
夫
の
言

葉
の
中
に
、
右
に
掲
げ
た
「
正
治
」
の
出
典
が
あ
る
。

　
『
方
丈
記
』
に
『
荘
子
』
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

長
明
も
こ
の
逸
話
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
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『
荘
子
』
以
外
に
も
漢
籍
に
は
し
ば
し
ば
漁
夫
・
海
人
が
登
場
し
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
に
つ
い
て
朴
美
子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

荘
子
と
屈
原
に
描
か
れ
た
漁
父
は
単
な
る
漁
夫
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
即
ち
、
歴
史
書
に
見
ら
れ
る
「
逸
民
」
で
あ
り
、
そ
の
姿
は
節
操
を
保

ち
こ
の
世
を
超
越
し
た
人
で
あ
る
。
…
…
最
も
重
要
な
の
は
、
漁
父
は
無
為
自

然
の
真
実
を
実
行
し
愚
か
な
人
間
の
人
生
を
導
く
教
訓
的
存
在
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
俗
世
間
の
生
き
方
な
ど
重
要
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

 

（「
中
国
文
学
に
お
け
る
「
漁
父
」
の
基
礎
的
考
察
」16
）

　
「
我
が
君
の
…
…
」
を
詠
ん
だ
時
点
の
長
明
に
、
す
で
に
明
確
な
逸
民
の
意
識
が

あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
賤
民
と
し
て
自
己
を
演

出
し
な
が
ら
、
和
漢
の
書
に
描
か
れ
た
海
人
の
あ
り
よ
う
を
背
景
に
し
て
、
他
の
歌

人
た
ち
と
は
異
な
る
次
元
で
後
鳥
羽
院
と
結
び
つ
こ
う
と
す
る
意
識
を
抱
い
て
い
た

こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
四
年
後
、
長
明
は
そ
の
よ
う
な
思
い
を
自
ら
断
ち
切
っ
て
し

ま
っ
た
。
初
出
仕
と
ち
ょ
う
ど
対
応
す
る
場
面
、
す
な
わ
ち
和
歌
所
と
の
関
係
断
絶

の
場
面
で
詠
ま
れ
た
和
歌
が
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
成
立
の
『
十
訓
抄
』
に
伝

わ
っ
て
い
る
。

　

そ
の
の
ち
、
も
と
の
ご
と
く
和
歌
所
の
寄
人
に
て
候
ふ
べ
き
由
を
、
後
鳥
羽

院
よ
り
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、

　
　

沈
み
に
き
い
ま
さ
ら
和
歌
の
浦
波
に

　
　

寄
せ
ば
や
寄
ら
む
海
人
の
捨
て
舟

と
申
し
て
、
つ
ひ
に
籠
り
居
て
、
や
み
に
け
り
。

 

（
下
九
ノ
七
）

　

再
度
和
歌
所
寄
人
と
し
て
復
帰
す
る
よ
う
に
と
の
後
鳥
羽
院
の
仰
せ
に
対
し
て
、

長
明
が
詠
ん
だ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
歌
は
、『
十
訓
抄
』
の
ほ
か
約
百
三
十
年
後
に
成
立
し
た
『
新
後
拾
遺
集
』

第
十
六
・
雑
上
に
の
み
見
え
る
17
が
、
そ
の
詞
書
か
ら
し
て
『
十
訓
抄
』
か
ら
採
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

よ
っ
て
、
長
明
自
身
が
詠
ん
だ
も
の
か
ど
う
か
の
確
証
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ

の
「
海
人
の
捨
て
舟
」
が
、
初
出
仕
の
際
の
歌
の
「
海
士
の
釣
り
舟
」
の
な
れ
の
果

て
と
し
て
詠
ま
れ
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
乗
り
捨
て
ら
れ
た
舟
は
、
自
ら

要
な
き
も
の
と
な
っ
た
長
明
自
身
の
姿
で
も
あ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、
長
明
の
和
歌
所
初
出
仕
の
歌
を
「
秋
津
洲
」「
海
士
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と

し
て
取
り
上
げ
て
見
て
き
た
。

　

ま
ず
、
こ
の
初
出
仕
の
和
歌
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
『
正
治
後
度
百
首
』、
そ
し
て
、

再
度
の
招
集
に
対
す
る
拒
否
と
一
連
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
、「
秋
津
洲
」「
海
士
」
の
語
に
は
、
卑
下
の
意
識
と
初
代
天
皇
か
ら
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
き
た
賀
茂
氏
の
一
員
と
し
て
の
自
負
が
二
重
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
十
訓
抄
』
の
説
話
か
ら
は
、「
海
士
」、
あ
る
い
は
「
海
士
の

釣
り
舟
」
が
長
明
の
自
画
像
と
し
て
人
々
に
強
く
印
象
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
い

え
る
で
あ
ろ
う
。



43

日本研究センター紀要　第６号

　

木
下
氏
は
『
後
度
百
首
』
に
お
け
る
長
明
の
自
画
像
を
「
不
遇
な
る
山
住
み
」
と

し
て
い
る
が
、『
正
治
後
度
百
首
』、
建
仁
和
歌
所
初
出
仕
、
再
度
の
招
集
に
対
す
る

拒
否
と
い
う
一
連
の
和
歌
に
お
け
る
長
明
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
海
人
に
象
徴
さ

れ
て
い
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
神
武
東
征
伝
説
と
そ
れ
と
関
わ
る
氏

族
意
識
に
根
差
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

【
本
文
引
用
】

『
日
本
書
紀
』　

岩
波
文
庫　

岩
波
書
店

『
十
訓
抄
』　

新
日
本
古
典
文
学
全
集　

小
学
館

『
勅
撰
作
者
部
類
付
載
作
者
異
議
』　

八
代
集
全
註　

山
岸
徳
平
編　

有
精
堂
出
版　

一
九
六
〇
年

和
歌
お
よ
び
歌
番
号
は
、
新
編
国
歌
大
観CD

-RO
M

版
に
よ
る
。

【
注
】

１　

講
談
社
学
術
文
庫　

一
九
九
五
年
二
月
。
初
出
『
日
本
の
作
家
一
七　

閑
居
の
人　

鴨

長
明
』
新
典
社　

一
九
八
四
年
一
〇
月
。

２　

詳
細
は
、『
明
月
記
』
建
仁
元
年
七
月
二
十
六
、二
十
七
日
条
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る

が
、
若
干
の
相
違
も
見
ら
れ
る
。『
家
長
日
記
』
に
お
け
る
事
実
関
係
と
の
齟
齬
は
、
同
書

の
記
録
と
し
て
の
性
質
の
点
か
ら
と
ら
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

３　

長
明
の
詠
は
、
隆
信
や
秀
能
の
詠
と
共
に
『
勅
撰
作
者
部
類
』（
元
盛
編
。
建
武
四
年

〈
一
三
三
七
〉
成
立
）
付
載
「
作
者
異
議
」
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

家
長
記　

和
歌
所
ノ
寄
人
隆
信
朝
臣
始
テ
参
ス
ル
夜
奏
侍
ル　

　
　
　

建　

仁　
　

ウ
レ
シ
ク
モ
ワ
カ
ノ
浦
風
シ
ヅ
カ
ニ
テ
千
代
ヘ
ン
田
靏
ノ
数
ニ
入
ヌ
ル

　
　
　
　
　
　

…
…
（
中
略
）
…
…

　
　
　

家
長
記　

鴨
長
明
和
歌
所
ノ
寄
人
ニ
マ
イ
リ
シ
ヨ　

建
仁

　
　
　
　
　
　
　
　

ワ
ガ
キ
ミ
ノ
チ
ヨ
ヲ
ツ
メ
ト
ヤ
秋
津
洲
ニ
通
ヒ
ツ
メ
ケ
ン
海
士
ノ
釣
舟

　
　
　

家
長
記　

藤
原
秀
能　

和
歌
所
ニ
マ
イ
リ
シ
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　

ツ
モ
リ
ユ
ク
限
モ
シ
ラ
ズ
君
ガ
代
ニ
萬
代
カ
ケ
テ
ワ
カ
ノ
浦
波

　

近
年
、
長
明
の
和
歌
に
対
す
る
精
緻
な
研
究
を
発
表
さ
れ
て
い
る
木
下
華
子
氏
は
、

…
確
た
る
後
ろ
盾
も
実
績
も
持
た
ず
、
召
し
出
さ
れ
て
か
ら
の
日
も
浅
い
。
そ

の
よ
う
な
不
安
定
な
境
遇
に
あ
る
長
明
自
身
、
こ
の
応
制
百
首
が
院
歌
壇
に
お

け
る
自
ら
の
立
場
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
を
十
分
に
把
握
し
て
い
た
に
違
い

な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
詠
み
だ
さ
れ
た
百
首
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
構
想
を
有
し
、
ど
の
よ
う
な
表
現
世
界
を
作
り
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

 

（「
鴨
長
明
『
正
治
後
度
百
首
』
の
構
想
」18
）

　

と
い
う
問
題
意
識
の
下
に
長
明
の
『
正
治
後
度
百
首
』
を
読
み
解
き
、
次
の
よ
う

な
見
解
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
不
遇
な
る
山
住
み
」
の
作
中
主
体
に
託
し
た
自
ら
の
訴
嘆
が
、
院
の
恩
寵

に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
百
首
内
で
実
現
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
後
鳥
羽
院
へ
の
ア
ピ
ー
ル
を
行
う
こ
と
こ
そ
が
、
本
百
首
に
お
け
る
長
明
の

構
想
で
あ
っ
た
。

 
（
同
前
）

　

さ
ら
に
、
そ
の
構
想
が
後
鳥
羽
院
に
「
不
遇
者
を
救
う
」
像
を
見
て
い
た
家
長
の

介
在
（
助
言
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

表
現
の
企
図
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
が
和
歌
所
出
仕
の
際
の

一
首
に
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
身
を
「
海
士
」

と
い
う
卑
賤
の
者
に
位
置
付
け
た
上
で
、
院
の
恩
寵
に
よ
っ
て
所
を
得
て
そ
の
長
命

に
あ
や
か
ろ
う
と
嬉
々
と
し
て
通
う
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
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「海士」長明 ―後鳥羽院歌壇と氏族意識―

そ
の
時
代
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
一
月
。
初
出
『
文
学
』
一
九
八
八
年
一
月
）。

12　

長
明
の
『
正
治
後
度
百
首
』
神
祇
歌
五
首
の
う
ち
二
首
は
、
明
ら
か
に
賀
茂
社
の
神
を

詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
六
五
一
番
「
色
か
へ
ぬ
君
に
あ
ふ
ひ
の
も
ろ
か
づ
ら
神
に
ぞ
か
く

る
千
代
の
行
末
」、
六
五
四
番
「
さ
り
と
も
と
に
ご
り
な
き
世
を
頼
む
か
な
な
が
れ
絶
え
せ

ぬ
み
た
ら
し
の
水
」

13　

海
神
の
娘
。
姉
豊
玉
姫
が
彦
火
火
出
見
尊
と
の
間
に
産
ん
だ
彦
波
瀲
武
鸕
鶿
草
葺
不
合

尊
を
姉
に
代
わ
っ
て
養
育
し
た
後
、
そ
の
妻
と
な
っ
て
、
神
日
本
磐
余
彦
尊
、
す
な
わ
ち

後
の
神
武
天
皇
ほ
か
、
四
柱
の
神
を
産
ん
だ
。

14　

視
点
は
異
な
る
が
、
古
代
王
権
と
海
人
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
梅
原
猛
氏
『
海
人

と
天
皇
―
日
本
と
は
何
か
』
上
・
下　

朝
日
新
聞
社　

一
九
九
一
年
一
二
月
な
ど
興
味
深

い
論
が
あ
る
。

15　

寛
治
八
年
（
一
〇
九
四
）
以
降
堀
河
天
皇
の
時
代
に
成
立
し
た
史
書
『
扶
桑
略
記
』
に

用
い
ら
れ
た
日
本
の
別
称
「
扶
桑
」
は
、『
山
海
経
』
や
『
淮
南
子
』
な
ど
の
古
代
中
国
神

話
に
見
ら
れ
る
、
東
方
の
日
出
ず
る
処
の
国
の
意
で
、
や
は
り
海
の
か
な
た
の
国
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。『
山
海
経
』
に
は
、
太
陽
に
乗
る
烏
の
記
述
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
八

咫
烏
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

16　
『
今
昔
物
語
集
』
一
〇
巻
一
〇
話
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
九
〇
話
に
、『
荘
子
』
漁
夫

篇
を
出
典
と
す
る
説
話
が
見
ら
れ
る
。
平
安
末
期
か
ら
中
世
前
期
に
お
け
る
『
荘
子
』、
こ

と
に
漁
夫
篇
の
享
受
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

17　
『
文
学
部
論
叢
』
九
八
（
文
学
科
篇
）、
二
〇
〇
八
年
三
月
。

18　
『
新
後
拾
遺
集
』
は
、
第
二
〇
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
。
二
条
為
重
撰
。
至
徳
元
年

（
一
三
八
四
）
一
二
月
に
全
巻
完
成
。
同
歌
は
一
三
一
六
番
。
第
四
句
が
「
よ
ら
ば
や
よ
せ

ん
」。

19　
『
文
学
』
六
―
四　

二
〇
〇
五
年
七
・
八
月

 

（
お
か
だ　

み
や
こ
・
本
学
国
際
人
文
学
部
国
際
文
化
学
科
准
教
授
）

　
　

傍
線
部
が
冷
泉
家
本
と
の
相
違
で
あ
る
。
た
だ
し
、
長
明
詠
第
四
句
と
秀
能
詠
の
第
二

句
の
異
同
は
、「
ヌ
」
と
「
ス
」、「
ソ
」
と
「
ツ
」、「
メ
（
免
）」
と
「
ン
（
无
）」
と
い
っ

た
仮
名
の
混
乱
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
、
新
編
国
歌
大
観
の
校
訂
に
よ
っ

て
『
家
長
日
記
』
と
同
句
に
な
っ
て
い
る
。
も
う
一
点
、
長
明
の
第
二
句
「
ツ
メ
ト
ヤ
」

と
「
経
む
と
や
」
も
、「
ツ
」
と
「
へ
」、「
メ
（
免
）」
と
「
ン
（
无
）」
の
仮
名
の
誤
記
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
。

４　

国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
「
図
書
寮
」
番
号18961

／
函
数151-15

に
よ

り
確
認
。

５　
『
文
机
談
』
第
四
冊
巻
巻
四
後
半
に
名
前
が
み
え
る
。

６　

松
本
麻
子
氏
「
素
俊
法
師
と
橘
成
希
―
― 

九
条
家
と
連
歌
・
琵
琶
」『
青
山
語
文
』

二
九
、一
九
九
九
年
三
月
。

７　

専
大
本
と
伝
宇
多
本
は
「
シ
マ
」
と
二
つ
の
訓
を
併
記
し
て
い
る
。

８　
『
久
保
田
淳
著
作
撰
集　

第
三
巻　

中
世
の
文
化
』「
Ⅱ　

和
歌
と
歌
語
」
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
四
年
六
月
所
収
。
初
出
『
日
本
歴
史
』
六
二
〇
、二
〇
〇
〇
年
一
月
。

９　
『
後
葉
集
』
巻
九
・
旅
で
は
「
う
ら
舟
は
」。

10　

た
だ
し
、『
新
古
今
集
』
一
八
六
五
〜
一
八
六
七
で
は
、
理
平
と
大
江
千
古
の
題
が
入
れ

替
わ
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

延
喜
六
年
、
日
本
紀
竟
宴
に
、
神
日
本
磐
余
彦
天
皇　

大
江
千
古　

　
　

し
ら
浪
に
玉
よ
り
ひ
め
の
こ
し
こ
と
は
な
ぎ
さ
や
つ
ひ
の
と
ま
り
な
り
け
ん　

　
　
　
　

猿
田
彦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
淑
望　

　
　

ひ
さ
か
た
の
あ
め
の
や
へ
ぐ
も
ふ
り
わ
け
て
く
だ
り
し
君
を
わ
れ
ぞ
む
か
へ
し

　
　
　
　

玉
依
姫　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
統
理
平　

　
　
　

と
び
か
け
る
天
の
い
は
ふ
ね
尋
ね
て
ぞ
あ
き
つ
し
ま
に
は
宮
は
じ
め
け
る

　
　

玉
依
姫
を
め
ぐ
る
連
想
に
よ
る
も
の
か
、
一
八
六
八
番
歌
に
は
、
賀
茂
社
の
和
歌
が
配

置
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

賀
茂
社
の
午
日
う
た
ひ
侍
り
け
る
歌

　
　
　

や
ま
と
か
も
う
み
に
あ
ら
し
の
に
し
ふ
か
ば
い
づ
れ
の
浦
に
み
ふ
ね
つ
な
が
ん

11　

新
編
国
歌
大
観
の
解
題
な
ど
で
は
石
清
水
八
幡
の
若
宮
と
し
て
い
る
が
、
久
保
田
氏
が

六
条
若
宮
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（「
源
頼
朝
と
和
歌
」『
藤
原
定
家
と


