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宮
内
卿
の
研
究

鈴　
　

木　
　

和　
　

泉

は
じ
め
に

　

宮
内
卿
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
活
躍
し
た
女
流
歌
人
で
あ
る
。
正
治
二

年
に
後
鳥
羽
院
女
房
と
し
て
召
さ
れ
て
以
降
、『
老
若
五
十
首
歌
合
』（
建

仁
元
年
二
月
）
や
『
千
五
百
番
歌
合
』（
建
仁
二
年
九
月
）
な
ど
多
く
の

歌
合
に
参
加
し
た
。
そ
の
詠
み
ぶ
り
は
清
澄
、
理
知
的
で
、
時
に
女
性
ら

し
い
優
美
さ
に
欠
け
る
も
の
の
、
後
鳥
羽
院
に
は
才
能
を
高
く
評
価
さ
れ

院
歌
壇
で
活
躍
を
し
た
。
宮
内
卿
は
院
の
期
待
に
応
え
た
い
と
い
う
思
い

か
ら
か
詠
作
に
日
夜
没
頭
す
る
が
、
身
を
顧
み
な
い
ほ
ど
に
一
心
不
乱
に

打
ち
込
ん
だ
た
め
に
つ
い
に
は
病
に
臥
し1

注

、
わ
ず
か
二
十
歳
ほ
ど
の
若
さ

で
生
涯
を
終
え
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

宮
内
卿
は
、
約
四
年
の
歌
壇
活
動
に
お
い
て
三
百
六
十
首
余
り
の
歌
を

残
し
た2

注

。
そ
の
歌
風
に
つ
い
て
、
早
い
も
の
で
は
片
山
亨
氏
が
「
宮
内
卿

―
新
古
今
の
歌
人
」（『
国
文
学
攷
』
二
十
二
巻
・
昭
和
三
十
四
年
十
一

月
）
の
中
で
、
色
彩
感
豊
か
で
絵
画
的
、
理
知
的
、
新
奇
な
語
句
を
多
用

す
る
な
ど
の
傾
向
を
指
摘
し
て
お
り
、
以
降
の
研
究
者
の
多
く
は
そ
れ
ら

の
特
徴
に
つ
い
て
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
特
徴
が
は
た
し
て
彼
女
の
歌
風
の
本
質
な
の
だ
ろ

う
か
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　
　
　
　

か
す
み

　

1
行
く
さ
き
の
里
を
し
ら
す
る
夕
煙
霞
の
そ
こ
と
や
が
て
な
り
ぬ
る

 

（
正
治
後
度
百
首
・
春
・
八
〇
三
）

　
　
　
　

ゆ
き

　

2
さ
び
し
さ
を
と
ひ
こ
ぬ
人
の
心
ま
で
あ
ら
は
れ
そ
む
る
雪
の
明
ぼ
の

 

（
正
治
後
度
百
首
・
冬
・
八
三
九
）

　

3
雲
は
る
る
山
井
の
水
に
か
げ
み
え
て
そ
こ
よ
り
出
づ
る
夏
の
よ
の
月

 

（
老
若
五
十
首
歌
合
・
夏
・
一
九
〇
）

　
　
　
　
（
空
白3

注

）

　

4
花
さ
そ
ふ
ひ
ら
の
山
風
吹
き
に
け
り
こ
ぎ
行
く
舟
の
跡
み
ゆ
る
ま
で

 

（
仙
洞
句
題
五
十
首
・
九
四
）

　

1
は
、
煙
が
も
く
も
く
と
空
へ
上
り
、
里
を
覆
い
つ
く
そ
う
と
す
る
光

景
を
詠
ん
で
い
る
。
は
じ
め
は
炊
煙
だ
と
認
識
で
き
て
い
た
も
の
の
、
な

が
め
て
い
る
間
に
充
満
し
て
霞
だ
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
広
が
っ
て
い
っ
た

の
だ
ろ
う
。
2
で
は
、
夜
が
明
け
る
と
と
も
に
足
跡
一
つ
な
い
雪
一
面
の



─ 4 ─

景
色
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
こ
と
で
、
孤
独
な
自
分
の
元
に
訪
れ
な
い
人
の

薄
情
さ
ま
で
も
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
3
で
は
、
雲
が

晴
れ
て
月
が
現
れ
出
た
と
こ
ろ
を
水
面
を
通
し
て
見
て
お
り
、「
そ
こ
よ

り
出
づ
る
」
の
詞
か
ら
月
が
徐
々
に
姿
を
見
せ
る
動
き
が
感
じ
ら
れ
る
。

4
で
は
、
湖
上
一
面
に
散
り
敷
い
た
花
び
ら
に
残
っ
た
舟
の
軌
跡
を
詠
ん

で
お
り
、
桜
の
花
び
ら
の
中
を
ゆ
っ
く
り
と
漕
ぎ
進
む
舟
の
姿
が
想
像
さ

れ
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
い
ず
れ
の
歌
に
お
い
て
も
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
の

流
れ
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
景
色
が
変
化

し
た
り
対
象
物
が
移
動
す
る
様
子
が
表
現
さ
れ
、
詠
歌
主
体
が
光
景
の
推

移
を
じ
っ
く
り
と
見
つ
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
傾
向

は
、
こ
の
四
首
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
ほ
か
の
歌
に
も
表
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
論
で
は
、
景
色
の
変
化
や
対
象
物
の
移
動
な
ど
光
景
の
推
移

を
捉
え
た
歌
を
切
り
口
に
、
宮
内
卿
の
歌
風
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一　

景
色
と
時
間

　

前
掲
の
「
行
く
里
の
」「
さ
び
し
さ
を
」
の
歌
で
は
、
見
て
い
る
景
色

に
だ
ん
だ
ん
と
変
化
が
表
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
た
。
ま
ず
は
、
そ
の

よ
う
な
景
色
の
変
化
を
捉
え
た
歌
を
詳
し
く
見
て
い
き
、
宮
内
卿
が
光
景

の
推
移
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
た
の
か
を
考
え
た
い
。

　

ま
ず
は
、『
新
古
今
集
』
に
も
入
集
し
た
次
の
歌
で
あ
る
。

　
　

山
家
暮
春

柴
の
戸
を
さ
す
や
日
か
げ
の
名
残
な
く
春
く
れ
か
か
る
山
の
は
の
雲

 

（
通
親
亭
影
供
歌
合
・
一
〇
七
）

夕
暮
れ
時
の
山
の
情
景
を
捉
え
た
歌
だ
。「
さ
す
」
に
は
「
戸
を
鎖
す
」

と
「
光
が
差
す
」、「
か
か
る
」
に
は
「
春
が
暮
れ
つ
つ
あ
る
」
と
「
雲
が

山
の
端
に
か
か
る
」
が
掛
け
ら
れ
、
ま
た
「
名
残
な
く
」
に
は
、
夕
の
名

残
と
春
の
名
残
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
ま
で
差
し
て
い
た
西
日
も

今
は
消
え
、
山
の
端
に
か
か
っ
て
い
る
雲
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
残
る
光
も

し
だ
い
に
消
え
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
。
詞
を
重
層
的
に
駆
使
し
て
、
時
間

の
経
過
に
と
も
な
っ
て
景
色
が
変
わ
っ
て
い
く
様
子
を
描
き
出
し
て
い

る
。　

　

あ
か
つ
き

見
る
ま
ま
に
あ
け
ゆ
く
空
の
け
し
き
か
な
と
ほ
山
の
は
の
ひ
ま
も
あ

ら
は
に 

（
正
治
後
度
百
首
・
雑
・
八
六
一
）

　

先
ほ
ど
ま
で
霞
ん
で
い
た
山
の
稜
線
が
、
夜
が
明
け
る
に
し
た
が
っ
て

は
っ
き
り
と
見
え
出
し
た
状
態
を
捉
え
て
い
る
。「
見
る
ま
ま
に
」
と
い

う
詞
に
そ
の
光
景
を
観
察
し
て
い
る
詠
歌
主
体
の
視
線
が
表
れ
て
お
り
、

山
の
景
色
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
か
に
対
す
る
好
奇
心
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

山
花
未
遍

見
わ
た
せ
ば
ふ
も
と
ば
か
り
に
さ
き
初
め
て
花
も
お
く
あ
る
み
よ
し

の
の
山 

（
仙
洞
句
題
五
十
首
・
一
七
）

　

花
が
咲
き
始
め
た
の
は
麓
だ
け
で
、
山
の
奥
の
方
で
は
ま
だ
花
が
咲
い

て
い
な
い
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
花
が
咲
き
つ
つ
あ
る
開
花
の
中
途
の
状

態
を
、「
ふ
も
と
」
と
「
お
く
」
の
対
比
に
よ
っ
て
写
し
出
し
て
い
る
。

「
花
も
お
く
あ
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
慈
円
に
「
よ
し
の
山
霞
も

深
く
分
入
れ
ば
花
の
お
く
あ
る
春
の
あ
け
ぼ
の
」（
正
治
初
度
百
首
・
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春
・
六
一
四
）
が
あ
り
、
こ
れ
を
参
考
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ

し
、
慈
円
歌
が
花
が
霞
の
向
こ
う
に
隠
れ
て
い
る
こ
と
を
詠
ん
だ
比
較
的

単
純
な
趣
向
で
あ
る
一
方
で
、
宮
内
卿
歌
は
、
麓
と
山
奥
の
対
比
に
よ
る

空
間
的
な
奥
行
き
と
、
開
花
の
時
期
の
前
後
と
い
う
時
間
的
な
奥
行
き
を

同
時
に
表
出
さ
せ
て
お
り
、
い
ず
れ
山
奥
の
花
た
ち
も
咲
き
出
す
だ
ろ
う

未
来
の
時
間
を
も
見
て
い
る
。
宮
内
卿
に
と
っ
て
、
今
目
の
前
に
あ
る
景

色
は
た
だ
そ
の
一
瞬
の
も
の
で
は
な
く
、
前
後
の
時
間
の
つ
な
が
り
の
中

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
強
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現

前
の
景
に
異
な
る
時
間
を
見
出
す
と
い
う
特
徴
は
、
次
の
歌
に
も
表
れ
て

い
る
。う

す
く
こ
き
野
辺
の
み
ど
り
の
若
草
に
跡
ま
で
み
ゆ
る
雪
の
む
ら
消

え 

（
千
五
百
番
歌
合
・
春
二
・
二
二
三
）

　
　

さ
み
だ
れ

山
の
井
の
す
そ
分
け
い
で
し
さ
ざ
れ
水
い
づ
く
な
る
ら
ん
五
月
雨
の

比 

（
正
治
後
度
百
首
・
夏
・
八
一
九
）

　

前
者
は
、
若
草
の
緑
の
濃
淡
か
ら
雪
は
ど
こ
か
ら
早
く
解
け
た
の
か
を

推
し
量
っ
た
も
の
で
、
す
で
に
解
け
き
っ
た
は
ず
の
雪
景
色
が
目
に
浮
か

ん
で
く
る
よ
う
で
あ
る
。
後
者
は
、
以
前
は
認
識
で
き
て
い
た
「
さ
ざ
れ

水
」
が
五
月
雨
の
中
に
消
え
て
ど
こ
に
あ
る
か
判
別
で
き
な
い
こ
と
を
詠

ん
で
い
る
。
ど
ち
ら
も
目
に
し
て
い
る
の
は
現
在
の
光
景
な
が
ら
、
そ
こ

か
ら
時
間
を
巻
き
戻
し
て
過
去
の
状
態
を
重
ね
て
見
て
い
る
。
宮
内
卿
に

と
っ
て
、
空
間
と
時
間
は
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
目
の
前
に
広
が
っ
て
い
る
景
色
は
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
結

果
で
、
こ
れ
か
ら
ど
う
変
わ
ろ
う
と
す
る
の
か
、
自
ら
を
取
り
巻
く
自
然

環
境
に
対
す
る
好
奇
心
の
強
さ
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
宮
内
卿
は
気
象
の
変
化
に
も
敏
感
で
あ
っ
た
。

衣
手
に
す
ず
し
き
か
ぜ
を
さ
き
だ
て
て
く
も
り
は
じ
む
る
ゆ
ふ
だ
ち

の
空 

（
千
五
百
番
歌
合
・
夏
二
・
八
八
二
）

ほ
ど
も
な
く
か
ぜ
の
け
し
き
も
あ
ら
ち
や
ま
み
ね
よ
り
わ
け
て
つ
も

る
し
ら
ゆ
き 

（
同
・
冬
二
・
一
八
七
二
）

は
れ
ぬ
る
か
た
ぢ
ろ
く
雲
の
た
え
ま
よ
り
ほ
し
見
え
そ
む
る
む
ら
さ

め
の
空 

（
同
・
雑
一
・
二
八
三
四
）

　
「
衣
手
に
」
の
歌
で
は
、
ま
ず
自
ら
の
袂
に
吹
き
か
か
る
風
に
天
候
の

変
化
を
予
感
し
て
、
だ
ん
だ
ん
と
雲
が
広
が
り
は
じ
め
た
空
を
見
上
げ
て

い
る
。「
ほ
ど
も
な
く
」
の
歌
で
は
、
ま
も
な
く
し
て
風
が
強
く
な
り
、

雪
が
積
も
っ
て
き
た
様
子
を
詠
ん
で
い
る
。「
は
れ
ぬ
る
か
」
の
歌
で
は
、

勢
い
が
衰
え
て
き
た
雨
雲
の
切
れ
間
か
ら
姿
を
現
し
た
星
を
見
て
い
る
。

ど
の
歌
も
、
見
て
い
る
う
ち
に
天
候
に
変
化
が
現
れ
た
こ
と
を
詠
ん
で
い

る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
く
も
り
は
じ
む
る
」「
見
え
そ
む

る
」
な
ど
、
動
作
の
開
始
を
意
味
す
る
「
は
じ
む
」「
そ
む
」
を
用
い
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
変
化
が
起
こ
っ
た
は
じ
め
の
時
点
で
い
ち

早
く
そ
の
こ
と
に
気
づ
き
、
こ
れ
か
ら
景
色
が
変
わ
っ
て
い
く
経
過
を
見

守
ろ
う
と
す
る
態
度
の
表
れ
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、「
そ
む
」
を
用

い
た
歌
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　

こ
ほ
り

冬
の
池
は
月
す
む
夜
は
に
さ
え
そ
め
て
か
げ
よ
り
む
す
ぶ
う
す
氷
か

な 

（
正
治
後
度
百
首
・
冬
・
八
四
五
）

　

凍
て
つ
く
冬
の
池
を
詠
ん
だ
歌
だ
。「
か
げ
よ
り
む
す
ぶ
」
の
解
釈
は
、
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『
月
詣
』
の
「
立
田
川
き
し
の
山
ぶ
き
咲
き
ぬ
れ
ば
か
げ
よ
り
波
ぞ
を
り

は
じ
め
け
る
」（
巻
三
・
二
二
七
・
平
経
正
）
が
参
考
に
な
る
。
経
正
の

歌
で
は
、「
か
げ
」
を
「
水
面
に
映
っ
た
山
吹
の
姿
」
と
し
て
そ
の
あ
た

り
か
ら
波
が
寄
せ
返
っ
て
い
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
宮
内
卿
歌
も
、

「
か
げ
」
は
「
水
面
に
映
っ
た
月
の
姿
」
を
指
し
、
水
面
に
映
っ
た
月
の

あ
た
り
か
ら
氷
が
徐
々
に
張
っ
て
い
く
さ
ま
を
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
第
三

句
に
「
さ
え
そ
め
て
」
と
「
そ
む
」
を
使
っ
た
動
詞
を
用
い
て
お
り
、
空

気
が
冷
え
だ
し
て
き
た
こ
と
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

こ
の
語
は
こ
れ
以
前
に
も
例
が
あ
り
、
家
隆
の
「
か
き
く
も
り
み
ぞ
る
る

そ
ら
や
さ
え
そ
め
て
こ
ほ
り
も
は
て
ぬ
時
雨
な
る
な
ら
ん
」（
六
百
番
歌

合
・
冬
・
五
二
二
）
の
「
空
気
が
冷
え
た
こ
と
で
水
が
凍
る
」
と
い
う
趣

向
に
類
似
し
て
い
る
。
空
気
が
冷
え
て
き
た
の
と
同
時
に
水
面
が
徐
々
に

凍
り
は
じ
め
て
き
た
こ
と
を
い
ち
早
く
察
知
し
て
い
る
点
に
感
覚
の
鋭
さ

が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
歌
に
お
い
て
も
、
先
に
見
た
気
象
の
変
化
を
詠
ん

だ
歌
と
同
様
、
一
つ
の
現
象
に
つ
い
て
早
い
段
階
で
変
化
に
気
づ
き
、
そ

こ
か
ら
徐
々
に
景
色
が
移
ろ
う
様
子
を
見
届
け
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　

宮
内
卿
は
こ
の
ほ
か
に
、

　
　

か
す
み

春
と
い
へ
ば
日
影
も
し
る
き
気
色
よ
り
心
ま
で
こ
そ
か
す
み
そ
め
け

れ 

（
正
治
後
度
百
首
・
春
・
七
九
九
）

い
つ
し
か
と
は
る
の
日
か
げ
に
ゆ
き
き
え
て
こ
ゑ
た
て
そ
む
る
庭
の

松
か
ぜ 

（
千
五
百
番
歌
合
・
春
一
・
一
三
）

神
無
月
ゆ
ふ
日
の
か
げ
に
な
り
に
け
り
あ
ら
だ
ち
そ
む
る
お
き
つ
し

ら
な
み 

（
同
・
冬
一
・
一
八
一
二
）

な
ど
の
「
は
じ
む
」「
そ
む
」
を
含
む
歌
を
詠
ん
で
お
り
、
自
然
現
象
の

微
妙
な
変
化
に
も
気
づ
き
う
る
鋭
い
感
覚
を
そ
な
え
て
い
た
こ
と
が
想
像

さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
景
色
の
変
化
を
詠
ん
だ
歌
か
ら
は
、
宮
内
卿
が
時
間
を
意
識

的
に
捉
え
、
時
間
の
経
過
と
共
に
景
色
が
徐
々
に
変
化
し
て
い
く
過
程
を

描
き
出
す
こ
と
に
強
い
関
心
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

季
節
の
移
行

　

こ
こ
ま
で
夜
明
け
や
日
暮
れ
、
降
雪
、
水
面
の
凍
結
と
い
っ
た
一
現
象

に
対
す
る
歌
を
扱
っ
た
が
、
さ
ら
に
規
模
の
大
き
い
季
節
の
推
移
を
捉
え

た
歌
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
景
色
の
変
化
に
対
す
る
宮
内
卿
の
態
度
に
つ

い
て
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。
捉
え
に
く
い
季
節
の
微
妙
な
変
化
に
対

し
て
、
ど
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
か
。

　

ま
ず
、
冬
か
ら
春
へ
の
移
行
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
次
の
二
首
が
あ
る
。

か
き
く
ら
し
な
ほ
ふ
る
さ
と
の
雪
の
う
ち
に
あ
と
こ
そ
み
え
ね
春
は

き
に
け
り 

（
老
若
五
十
首
歌
合
・
春
・
六
）

ゆ
き
ま
わ
け
ま
だ
う
ら
わ
か
き
み
ど
り
か
な
草
の
は
つ
か
に
は
る
は

な
れ
ど
も 

（
千
五
百
番
歌
合
・
春
二
・
二
八
三
）

　

冬
と
春
、
二
つ
の
季
節
を
引
き
合
い
に
出
し
て
季
節
の
境
目
の
情
景
を

詠
ん
で
い
る
。「
か
き
く
ら
し
」
の
歌
で
は
、
雪
が
降
る
中
で
は
っ
き
り

と
目
に
は
見
え
な
い
が
た
し
か
に
春
が
来
た
こ
と
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。

「
ゆ
き
ま
わ
け
」
の
歌
で
は
、
雪
の
間
か
ら
の
ぞ
く
若
草
に
春
の
到
来
を

感
じ
る
も
の
の
、
ま
だ
冬
が
去
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
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「
あ
と
こ
そ
み
え
ね
」「
は
つ
か
に
は
る
は
な
れ
ど
も
」
と
い
っ
た
言
い
回

し
に
、
冬
と
も
春
と
も
は
っ
き
り
と
は
言
い
切
れ
な
い
微
妙
な
頃
合
い
が

表
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て
春
の
到
来
を
把
握
し

て
い
る
。
季
節
が
移
り
つ
つ
あ
る
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
境
界
線
上
に
位
置
を

設
定
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
た
え
さ
す
お
ふ
の
う
ら
な
し
は
つ
あ
き
に
な
り
も
な
ら
ず
も
風
ぞ

身
に
し
む 

（
千
五
百
番
歌
合
・
夏
三
・
一
〇
〇
二
）

　

こ
の
歌
で
は
、
夏
か
ら
秋
に
さ
し
か
か
ろ
う
と
し
た
頃
合
い
を
詠
ん
で

い
る
。「
片
方
の
枝
が
さ
し
の
び
て
い
る
麻
生
の
浦
の
梨
が
な
っ
て
い
る

か
ど
う
か
に
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
、
初
秋
に
な
っ
て
い
て
も
い
な
く
て

も
、
風
は
初
秋
の
よ
う
に
身
に
し
み
る
こ
と
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

こ
の
歌
の
妙
味
は
「
は
つ
あ
き
に
な
り
も
な
ら
ず
も
」
と
い
う
詞
に
あ

る
。「
な
り
も
な
ら
ず
も
」
は
万
葉
集
で
初
出
し
た4

注

の
ち
、「
を
ふ
の
う
ら

に
か
た
え
さ
し
お
ほ
ひ
な
る
な
し
の
な
り
も
な
ら
ず
も
ね
て
か
た
ら
は

む
」（
古
今
集
・
巻
二
十
・
東
歌
・
一
〇
九
九
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
歌

に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宮
内
卿
も
「
な
り
も
な
ら
ず

も
」
の
響
き
に
触
発
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
、
こ
の
古
今
歌
を
本
歌
に
詠
作
し

た
よ
う
で
あ
る
。
宮
内
卿
と
同
時
代
の
信
実
と
実
朝
も
次
の
よ
う
な
歌
を

詠
ん
で
い
る
。

　
　

梨

　
　
　

六
帖
題

か
た
枝
は
な
り
も
な
ら
ず
も
つ
ぎ
な
し
の
お
も
ひ
あ
へ
ば
や
ね
て
は

か
た
ら
ふ 

（
夫
木
抄
・
巻
二
十
九
・
一
三
九
四
三
・
藤
原
信
実
）

　
　

恋
歌
中
に

我
が
や
ど
の
ま
せ
の
は
た
て
に
は
ふ
う
り
の
な
り
も
な
ら
ず
も
ふ
た

り
ね
ま
ほ
し 

（
金
槐
集
・
恋
・
四
一
四
・
実
朝
）

　
「
梨
」
や
「
瓜
」
に
こ
と
よ
せ
て
恋
の
成
就
の
如
何
を
「
な
り
も
な
ら

ず
も
」
の
詞
に
託
し
て
お
り
、「
二
人
の
仲
が
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い

が
ま
ず
は
共
寝
を
し
た
い
」
と
す
る
本
歌
の
古
今
歌
の
意
味
合
い
を
そ
の

ま
ま
受
け
る
。
一
方
で
宮
内
卿
歌
は
、
本
歌
に
あ
る
恋
の
気
分
は
な
く
、

「
な
り
も
な
ら
ず
も
」
が
含
む
の
は
初
秋
に
季
節
が
移
行
し
た
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
秋
に
な
っ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
。
こ
の
歌
に

お
い
て
も
季
節
の
境
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
同
じ
く
夏
か
ら
秋
へ
の
移
行
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
、

夏
ご
ろ
も
た
も
と
に
秋
の
な
み
か
け
て
み
そ
ぎ
に
ふ
く
る
さ
夜
の
河

か
ぜ 

（
千
五
百
番
歌
合
・
夏
三
・
一
〇
三
二
）

　
　

草
野
秋
近

秋
風
や
ま
だ
き
た
つ
ら
む
夏
衣
す
そ
野
の
草
は
色
付
き
に
け
り

 

（
影
供
歌
合
・
四
）

　
　

初
秋
風

六
月
や
て
る
日
に
い
と
ふ
こ
ろ
も
で
も
み
に
な
つ
か
し
き
あ
き
の
は

つ
風 

（
八
幡
若
宮
撰
歌
合
・
四
）

が
あ
る
。「
夏
衣
」「
六
月
」「
て
る
日
」
と
い
っ
た
詞
か
ら
夏
が
終
わ
り

き
っ
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
、
特
に
「
秋
風
や
」
の
歌
に
お
い
て

は
、
第
二
句
で
秋
は
「
ま
だ
き
」
と
明
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
、

「
秋
の
な
み
」「
あ
き
の
は
つ
風
」
が
か
か
っ
た
り
、「
す
そ
野
の
草
」
が

色
付
き
始
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
秋
の
気
配
を
か
す
か
に
感
じ
と
っ
て
い
る

こ
と
に
留
意
し
た
い
。
や
は
り
ど
ち
ら
の
季
節
と
も
言
い
切
れ
な
い
境
界
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線
に
立
ち
、
そ
の
上
で
新
し
い
季
節
へ
と
変
化
す
る
時
を
逃
さ
な
い
よ
う

に
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て
い
る
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
四
季
の
境
目
を
詠
ん
だ
歌
を
見
て
き
た
が
、
冬
と
春
、
夏
と

秋
、
と
い
っ
た
二
つ
の
季
節
を
詠
み
込
む
こ
と
で
そ
の
移
り
変
わ
り
を
描

い
て
い
た
。
宮
内
卿
は
さ
ら
に
、
三
つ
の
季
節
を
引
き
合
い
に
出
し
た
歌

も
詠
ん
で
い
る
。

に
は
は
ふ
ゆ
こ
ず
ゑ
は
な
つ
の
こ
こ
ち
し
て
は
る
に
も
あ
ら
ず
花
ぞ

な
り
行
く 

（
千
五
百
番
歌
合
・
春
四
・
四
六
三
）

　
「
ふ
ゆ
」
や
「
な
つ
」
の
語
も
見
え
る
が
、
時
期
と
し
て
は
暮
春
の
光

景
で
あ
る
。
一
応
は
ま
だ
春
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
は
る
に
も
あ

ら
ず
」
と
す
る
点
に
落
花
を
惜
し
む
気
持
ち
が
表
れ
た
歌
だ
。「
に
は
は

ふ
ゆ
」
と
い
う
表
現
は
、
西
行
の
「
花
の
ゆ
き
の
に
は
に
つ
も
る
と
あ
と

つ
け
じ
か
ど
な
き
や
ど
と
い
ひ
ち
ら
さ
せ
て
」（
山
家
集
・
一
四
五
九
）

や
、
定
家
の
「
さ
く
ら
い
ろ
の
に
は
の
は
る
か
ぜ
あ
と
も
な
し
と
は
ば
ぞ

人
の
ゆ
き
と
だ
に
見
む
」（
千
五
百
番
歌
合
・
春
四
・
四
七
〇
）
な
ど
と

同
じ
で
、
庭
に
散
り
敷
い
た
花
び
ら
を
雪
と
見
立
て
、
ま
る
で
冬
の
頃
の

庭
模
様
だ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
こ
ず
ゑ
は
な
つ
の
こ
こ

ち
」
と
い
う
の
は
、
次
の
歌
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　
　

題
し
ら
ず

に
は
の
面
は
月
も
ら
ぬ
ま
で
に
な
り
に
け
り
こ
ず
ゑ
に
夏
の
影
し
げ

り
つ
つ 

（
新
古
今
集
・
巻
三
・
夏
・
二
四
九
・
白
河
院
）

夏
の
時
期
、
月
の
光
が
漏
れ
て
こ
な
い
ほ
ど
葉
が
茂
っ
て
い
る
様
子
を
描

い
て
い
る
。
宮
内
卿
歌
も
同
様
に
、
梢
に
葉
が
た
く
さ
ん
茂
っ
て
い
る
さ

ま
に
「
な
つ
の
こ
こ
ち
」
を
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
季
節
は
春
で
あ
っ

て
、
も
う
冬
で
も
な
い
し
ま
だ
夏
で
も
な
い
。
し
か
し
、
春
を
象
徴
す
る

花
が
散
り
、
愛
で
る
も
の
が
消
え
つ
つ
あ
る
今
と
な
っ
て
は
、「
は
る
に

も
あ
ら
ず
」、
ど
の
季
節
で
も
な
い
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

三
つ
の
季
節
を
表
出
し
な
が
ら
、
春
と
い
う
一
つ
の
季
節
が
終
わ
り
ゆ
く

様
子
を
捉
え
た
歌
で
あ
っ
た
。

い
に
し
へ
に
花
も
も
み
ぢ
も
な
り
は
て
て
ゆ
き
に
ぞ
や
ど
の
木
ず
ゑ

を
ば
ま
つ 

（
千
五
百
番
歌
合
・
冬
二
・
一
八
四
二
）

　

春
秋
の
景
物
が
「
い
に
し
へ
に
」
過
ぎ
去
っ
た
と
言
う
こ
と
で
、
春
か

ら
秋
、
そ
し
て
冬
へ
と
い
っ
た
季
節
の
推
移
が
よ
く
表
れ
て
お
り
、
冬
の

景
物
で
あ
る
雪
を
期
待
す
る
気
持
ち
が
一
層
強
く
感
じ
ら
れ
る
歌
に
な
っ

て
い
る
。〈
花
も
紅
葉
も
な
い
景
色
〉
は
和
歌
の
中
で
た
び
た
び
詠
ま
れ

て
き
た
も
の
で
、
た
と
え
ば
、「
ふ
る
雪
は
き
え
で
も
し
ば
し
と
ま
ら
な

ん
花
も
も
み
ぢ
も
枝
に
な
き
こ
ろ
」（
後
撰
集
・
巻
八
・
四
九
三
・
よ
み

人
知
ら
ず
）
や
、「
見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
と
ま
屋

の
秋
の
夕
暮
」（
新
古
今
集
・
巻
四
・
秋
上
・
三
六
三
・
定
家
）
が
あ
り
、

定
家
歌
の
、
は
じ
め
に
花
や
紅
葉
の
鮮
や
か
な
景
を
表
出
さ
せ
て
、
そ
れ

ら
を
「
な
か
り
け
り
」
と
一
瞬
に
し
て
消
滅
さ
せ
る
手
法
に
は
通
じ
る
と

こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
後
撰
歌
で
は
、
雪
を
花
や
紅
葉
に
代
わ
る
景

物
と
し
て
捉
え
、「
消
え
な
い
で
少
し
の
間
と
ど
ま
っ
て
い
て
ほ
し
い
」

と
言
っ
て
い
る
。
宮
内
卿
の
歌
は
こ
の
後
撰
歌
が
本
歌
だ
ろ
う
が
、
問
題

は
下
句
の
「
ゆ
き
に
ぞ
や
ど
の
木
ず
ゑ
を
ば
ま
つ
」
と
い
う
表
現
で
あ

る
。
す
で
に
雪
が
降
っ
て
い
た
本
歌
と
異
な
り
、
ま
だ
雪
も
降
っ
て
い
な

い
、
つ
ま
り
花
や
紅
葉
ど
こ
ろ
か
雪
す
ら
も
何
も
な
い
状
態
に
対
面
し
、

い
わ
ば
ど
の
季
節
と
も
言
え
な
い
よ
う
な
時
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
で
も
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「
ま
つ
」
と
言
う
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
や
っ
て
く
る
冬
の
雪
を
待
ち
迎
え

よ
う
と
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

宮
内
卿
は
こ
れ
ら
二
首
の
中
で
、
季
節
の
景
物
が
な
く
な
ろ
う
と
し
て

い
る
、
あ
る
い
は
ま
だ
現
れ
ず
に
今
は
何
も
な
い
よ
う
な
状
態
を
詠
ん
で

い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
ど
の
季
節
と
も
言
え
な
い
よ
う
な
微
妙
な
位
置

に
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
、
季
節
の
終
わ
り
と
は
じ
ま

り
を
確
実
に
捉
え
よ
う
と
す
る
宮
内
卿
の
意
欲
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
宮
内
卿
は
現
前
の
景
の
中
に
流
れ
る
時
間
を
意
識
的

に
捉
え
、
一
つ
の
景
色
が
変
化
す
る
過
程
を
描
く
こ
と
に
注
力
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
傾
向
は
、
夜
明
け
や
日
暮
れ
、
気
象
な
ど

の
日
常
的
な
自
然
現
象
だ
け
で
な
く
、
よ
り
感
知
し
に
く
い
季
節
の
移
行

に
対
し
て
も
見
受
け
ら
れ
た
。
ど
ち
ら
の
季
節
と
も
明
言
で
き
な
い
微
妙

な
境
界
線
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
些
細
な
変
化
さ
え
も
見
逃
さ
ぬ
よ
う

に
注
視
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

三　

遠
ざ
か
る
も
の
た
ち

　

景
色
の
変
化
に
対
す
る
宮
内
卿
の
和
歌
を
見
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
一

つ
の
景
色
が
変
わ
り
ゆ
く
さ
ま
を
逃
さ
ず
見
届
け
よ
う
と
す
る
視
線
が
存

在
し
た
。
時
間
の
経
過
に
伴
っ
て
景
色
が
ど
う
変
化
す
る
か
に
対
し
て
強

く
興
味
を
持
ち
、
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
そ
れ
を
確
実
に
捉
え
よ
う
と
す

る
姿
が
想
像
さ
れ
る
。

　

次
に
、
対
象
物
が
移
動
し
て
い
く
様
子
を
詠
ん
だ
歌
を
取
り
上
げ
る
こ

と
で
、
光
景
の
推
移
に
対
す
る
宮
内
卿
の
態
度
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て

い
き
た
い
。
前
掲
の
「
雲
は
る
る
」「
花
さ
そ
ふ
」
の
歌
で
は
、
雲
が
晴

れ
て
月
が
現
れ
た
光
景
や
、
舟
が
漕
ぎ
去
る
動
的
な
情
景
が
描
か
れ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
に
宮
内
卿
歌
に
は
、
時
間
の
経
過
に
し
た
が
っ
て
対
象
物

が
一
方
か
ら
も
う
一
方
へ
と
移
る
光
景
を
描
い
た
も
の
が
多
く
あ
る
。
中

で
も
特
徴
的
な
の
は
、
あ
る
一
つ
の
も
の
が
遠
く
へ
と
離
れ
て
い
く
様
子

を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

　
　

和
歌
所
に
て
釈
阿
に
九
十
賀
た
ま
は
せ
け
る
時
の
屏
風
に

は
る
ば
る
と
い
や
遠
ざ
か
る
あ
ま
小
舟
な
が
む
る
は
て
は
霞
な
り
け

り 

（
続
後
拾
遺
集
・
巻
一
・
春
上
・
三
五
）

　

遠
く
へ
と
消
え
て
い
く
舟
の
行
方
を
追
っ
た
歌
だ
。
宮
内
卿
は
こ
の
歌

の
よ
う
に
「
遠
ざ
か
る
」
を
用
い
た
歌
を
六
首
も
詠
ん
で
お
り
、
遠
く
離

れ
て
い
く
も
の
に
関
心
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
な
が
む
る
は
て
」

と
い
う
詞
に
は
、「
見
続
け
た
そ
の
最
後
」
と
い
う
時
間
的
な
「
は
て
」

と
、「
か
な
た
先
の
方
」
と
い
う
遠
い
距
離
感
を
表
す
空
間
的
な
「
は
て
」

と
、
両
方
の
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
舟
が
漕
ぎ
進

む
過
程
を
眺
め
続
け
、
し
ま
い
に
は
霞
の
中
へ
と
消
え
て
い
く
。
そ
こ
に

は
、
舟
の
行
方
に
対
す
る
興
味
関
心
が
う
か
が
え
る
。

　
　

遠
山
暮
風

な
が
め
や
る
峰
の
あ
ら
し
や
は
ら
ふ
ら
む
夕
ゐ
る
雲
の
と
ほ
ざ
か
り

行
く 

（
和
歌
所
影
供
歌
合
・
二
五
）

　
「
な
が
め
や
る
」
と
視
界
を
設
定
し
た
上
で
、
雲
が
そ
の
視
界
の
は
る

か
遠
く
へ
と
移
っ
て
い
く
さ
ま
を
詠
ん
で
い
る
。「
夕
ゐ
る
」
は
、
夕
暮

の
時
分
に
山
に
か
か
っ
た
状
態
を
指
す
。「
風
・
嵐
が
雲
を
払
う
」
の
は

当
時
多
く
あ
っ
た
表
現
で
、

　
　

秋
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山
風
に
ゆ
ふ
ゐ
る
雲
を
は
ら
は
せ
て
い
づ
る
よ
り
す
む
秋
の
よ
の
月

 

（
正
治
初
度
百
首
・
八
四
九
・
隆
房
）

雲
は
ら
ふ
か
ぜ
に
あ
は
れ
を
さ
き
だ
て
て
い
づ
る
も
し
る
き
山
の
は

の
月 

（
千
五
百
番
歌
合
・
一
二
七
八
・
隆
信
）

　
　

永
承
四
年
内
裏
歌
合
に

月
か
げ
の
す
み
わ
た
る
か
な
あ
ま
の
は
ら
雲
ふ
き
払
ふ
よ
は
の
嵐
に

 
（
新
古
今
集
・
巻
四
・
秋
上
・
四
一
一
・
経
信
）

な
ど
が
あ
る
。
特
に
隆
房
歌
は
、「
夕
ゐ
る
雲
」
を
風
が
払
う
さ
ま
を
詠

ん
で
お
り
参
考
と
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
の
歌
も
主
眼

は
現
れ
出
た
月
の
美
し
さ
に
あ
り
、
宮
内
卿
の
よ
う
に
雲
そ
の
も
の
の
動

き
に
関
心
を
も
っ
て
見
つ
め
る
視
線
が
な
い
。
ま
た
雲
が
「
遠
ざ
か
る
」

と
い
う
表
現
だ
が
、「
遠
ざ
か
る
」
と
い
う
動
詞
の
主
語
に
「
雲
」
を
用

い
た
例
は
見
ら
れ
ず
、
宮
内
卿
特
有
の
珍
し
い
用
法
で
あ
っ
た
。

の
き
し
ろ
き
月
の
ひ
か
り
に
山
か
げ
の
や
み
を
し
た
ひ
て
ゆ
く
蛍
か

な 

（
千
五
百
番
歌
合
・
夏
二
・
八
五
二
）

　

蛍
が
白
く
差
す
月
の
光
を
嫌
っ
て
、
山
陰
の
闇
を
慕
っ
て
飛
び
去
る
さ

ま
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
お
い
て
、
詠
歌
主
体
は
家
の
中
に
お

り
、
そ
こ
か
ら
山
の
向
こ
う
へ
と
向
か
っ
て
い
く
蛍
の
光
を
見
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
や
は
り
こ
こ
に
も
、
遠
ざ
か
る
も
の
に
対
す
る
関
心
と
そ

の
行
方
を
追
お
う
と
す
る
態
度
が
見
受
け
ら
れ
る
。

四　

雲
の
行
方

　

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
よ
う
に
「
雲
」
が
「
遠
ざ
か
る
」
と
い
う
表
現

は
、
宮
内
卿
以
外
に
見
ら
れ
な
い
珍
し
い
表
現
で
あ
っ
た
。「
雲
」
は
当

時
の
歌
壇
に
お
い
て
、
雨
・
雪
を
降
ら
せ
る
も
の
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
も
た
せ
て
詠
ま
れ
て
い
た
。『
新
古
今
集
』
の
中
で

は
、
次
の
よ
う
な
用
法
が
見
受
け
ら
れ
る
。

 　
　
　
　

 

内
大
臣
に
侍
り
け
る
時
、
望
山
花
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
り
け

る　

　

1 

し
ら
雲
の
た
な
び
く
山
の
や
ま
ざ
く
ら
い
づ
れ
を
花
と
行
き
て
を
ら

ま
し 

（
巻
二
・
春
下
・
一
〇
二
・
家
隆
）

　
　
　
　

千
五
百
番
歌
合
に

　

2 

い
ま
よ
り
は
木
の
は
が
く
れ
も
な
け
れ
ど
も
時
雨
に
残
る
む
ら
雲
の

月 

（
巻
六
・
冬
・
五
九
七
・
具
親
）

　
　
　
　

千
五
百
番
歌
合
に

　

3 

な
が
め
わ
び
そ
れ
と
は
な
し
に
も
の
ぞ
お
も
ふ
雲
の
は
た
て
の
ゆ
ふ

ぐ
れ
の
空 

（
巻
十
二
・
恋
二
・
一
一
〇
六
・
通
光
）

　
　
　
　

題
し
ら
ず

　

4 

有
明
や
お
も
ひ
い
で
あ
れ
や
よ
こ
雲
の
た
だ
よ
は
れ
つ
る
し
の
の
め

の
そ
ら 

（
巻
十
三
・
恋
三
・
一
一
九
三
・
西
行
）

　
　
　
　

千
五
百
番
歌
合
に　

摂
政
太
政
大
臣

　

5 

め
ぐ
り
あ
は
む
か
ぎ
り
は
い
つ
と
し
ら
ね
ど
も
月
な
へ
だ
て
そ
よ
そ

の
う
き
雲 

（
巻
十
四
・
恋
四
・
一
二
七
二
・
良
経
）

　
「
雲
」
は
、
1
の
よ
う
に
花
の
見
立
て
と
し
て
、
あ
る
い
は
2
、
5
の

よ
う
に
月
な
ど
の
景
物
を
覆
い
隠
す
も
の
と
し
て
機
能
す
る
ほ
か
、
4
、

5
の
「
よ
こ
雲
」「
う
き
雲
」
と
し
て
興
を
添
え
た
り
、
3
、
5
の
よ
う

に
「
雲
の
は
た
て
」「
雲
の
よ
そ
」
の
形
で
遠
い
こ
と
を
示
唆
し
た
り
と

さ
ま
ざ
ま
な
働
き
を
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
今
挙
げ
た
五
首
を
見
て
も
、
一
首
の
主
眼
が
雲
の
動
き
に
あ

る
も
の
は
な
い
。
新
古
今
当
代
、「
遠
ざ
か
る
」
雲
ど
こ
ろ
か
、
雲
そ
れ

自
体
の
動
き
を
詠
ん
だ
歌
は
珍
し
か
っ
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
、

　
　

夏
歌
と
て
よ
み
侍
り
け
る

雲
ま
よ
ふ
夕
に
秋
を
こ
め
な
が
ら
風
も
ほ
に
い
で
ぬ
萩
の
う
へ
か
な

 

（
新
古
今
集
・
巻
三
・
夏
・
二
七
八
・
慈
円
）

な
が
め
や
る
霞
の
す
ゑ
は
し
ら
雲
の
た
な
び
く
山
の
明
ぼ
の
の
そ
ら

 
（
正
治
初
度
百
首
・
春
・
二
〇
九
・
式
子
）

の
よ
う
に
、
動
い
て
い
る
状
態
の
雲
を
描
い
た
歌
も
あ
る
こ
と
に
は
あ
る

が
、
そ
の
多
く
が
「
ま
よ
ふ
」
や
「
た
な
び
く
」
と
い
っ
た
特
定
の
動
詞

と
と
も
に
使
用
さ
れ
、
定
形
化
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中

で
、
雲
に
は
珍
し
い
独
自
の
表
現
を
用
い
て
、
雲
が
移
動
す
る
様
子
を
目

で
追
っ
て
い
る
宮
内
卿
歌
は
ひ
と
き
わ
個
性
が
光
っ
て
い
る
。

　

宮
内
卿
は
、「
な
が
め
や
る
」
の
歌
の
ほ
か
に
も
、
雲
の
動
き
を
注
視

し
た
歌
を
残
し
て
い
る
。

し
ぐ
れ
つ
る
木
の
し
た
露
は
音
信
れ
て
山
路
の
末
に
雲
ぞ
成
行
く

 

（
老
若
五
十
首
歌
合
・
冬
・
三
一
四
）

　

露
の
伝
う
音
が
聞
こ
え
る
こ
と
か
ら
、
主
体
は
木
の
近
く
に
位
置
し
て

い
る
と
思
わ
れ
、
先
ほ
ど
ま
で
は
そ
の
場
所
で
雨
を
降
ら
せ
て
い
た
雲

が
、
山
道
を
行
き
過
ぎ
て
は
る
か
先
へ
と
移
っ
て
い
く
過
程
を
見
つ
め
て

い
る
。「
山
路
の
末
」
と
い
う
詞
に
は
、
は
る
か
遠
く
ま
で
雲
の
行
く
先

を
追
い
か
け
よ
う
と
す
る
意
志
が
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
雲
ぞ

成
行
く
」
の
表
現
は
、

　
　

 

業
平
朝
臣
き
の
あ
り
つ
ね
が
む
す
め
に
す
み
け
る
を
、
う
ら
む

る
こ
と
あ
り
て
し
ば
し
の
あ
ひ
だ
ひ
る
は
き
て
ゆ
ふ
さ
り
は
か

へ
り
の
み
し
け
れ
ば
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

あ
ま
雲
の
よ
そ
に
も
人
の
な
り
ゆ
く
か
さ
す
が
に
め
に
は
見
ゆ
る
も

の
か
ら 

（
古
今
集
・
巻
十
五
・
恋
五
・
七
八
四
）

　
　

桜

な
が
め
こ
し
霞
の
そ
こ
の
し
ら
雲
の
花
に
な
り
行
く
み
よ
し
の
の
や

ま 

（
石
清
水
若
宮
歌
合
・
二
一
・
通
具
）

な
ど
に
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、「
あ
ま
雲
の
」
の
歌
は
、
あ
る
人
が
雲

の
よ
う
に
遠
く
の
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、「
な
が
め
こ
し
」
の

歌
は
、
雲
が
花
に
変
化
す
る
こ
と
を
指
し
て
「
な
り
ゆ
く
」
を
使
用
し
て

お
り
、
雲
自
体
の
動
き
を
さ
し
て
「
な
り
ゆ
く
」
と
詠
ん
で
い
る
の
は
宮

内
卿
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
独
自
の
表
現
で
移
り
ゆ
く
雲
の
行
方
を

見
つ
め
る
宮
内
卿
の
個
性
が
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

ま
ど
ち
か
く
み
ね
の
ま
つ
か
ぜ
お
と
づ
れ
て
の
き
よ
り
し
た
を
か
よ

ふ
し
ら
雲 

（
千
五
百
番
歌
合
・
雑
一
・
二
七
四
四
）

　

窓
近
く
で
松
風
の
音
を
聞
き
、
軒
下
の
方
を
雲
が
通
り
過
ぎ
て
い
く
の

を
捉
え
た
歌
だ
。
歌
の
構
成
は
、
先
に
見
た
「
し
ぐ
れ
つ
る
」
の
歌
と
類

似
し
て
お
り
、
ま
ず
近
く
で
音
を
聞
い
て
、
そ
の
あ
と
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く

雲
の
動
き
を
目
で
追
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
で
注
目
す
べ
き
は
、
下
句
「
の

き
よ
り
し
た
を
か
よ
ふ
し
ら
雲
」
だ
。「
雲
」
に
「
通
ふ
」
と
言
っ
た
例

が
な
い
こ
と
も
そ
う
だ
が
、
何
よ
り
「
軒
よ
り
下
」
と
い
う
表
現
が
問
題

で
、
こ
の
歌
が
詠
出
さ
れ
た
『
千
五
百
番
歌
合
』
に
お
い
て
、
判
者
の
前

権
僧
正
は
「
め
つ
ら
し
き
軒
よ
り
下
の
白
雲
に
」
と
い
う
判
詞
を
残
し
て

い
る
。
こ
の
詞
が
言
う
よ
う
に
、「
軒
下
の
雲
」
を
詠
む
こ
と
は
な
く
こ
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の
歌
の
ほ
か
に
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。
軒
下
の
雲
と
い
う
こ
と
は
主
体
の

位
置
は
山
家
な
の
か
判
然
と
は
し
な
い
が
、
や
は
り
こ
の
歌
に
お
い
て
も

近
く
か
ら
遠
く
へ
と
通
り
過
ぎ
て
い
く
雲
の
動
き
を
捉
え
て
い
る
。

　

ま
た
、「
雲
の
晴
れ
間
」
と
い
う
形
で
、
雲
の
動
き
を
見
つ
め
た
歌
も

あ
る
。

　
　

雨
後
月

月
を
猶
ま
つ
ら
ん
も
の
か
む
ら
雨
の
は
れ
行
く
雲
の
末
の
さ
と
人

 

（
仙
洞
句
題
五
十
首
・
一
三
六
）

空
を
媒
介
に
遠
く
の
里
人
の
心
情
を
思
い
や
っ
た
歌
で
、
こ
こ
で
は
里
か

ら
里
へ
移
動
す
る
雲
の
晴
れ
間
が
描
か
れ
て
い
る
。
作
者
の
い
る
こ
ち
ら

側
の
空
で
は
、
す
で
に
雲
が
晴
れ
て
月
が
見
え
て
い
る
が
、
だ
ん
だ
ん
と

広
が
っ
て
い
く
雲
の
晴
れ
間
を
見
続
け
て
い
る
と
、
し
か
し
は
る
か
遠
く

の
里
の
上
空
で
は
、
ま
だ
晴
れ
ず
に
雲
が
覆
い
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。「
雲
の
末
」
の
詞
は
、
前
掲
の
「
し
ぐ
れ
つ
る
」
の
歌
に
お
け
る

「
山
路
の
末
」
同
様
、
見
え
な
く
な
り
そ
う
な
ほ
ど
遠
く
ま
で
雲
の
行
方

を
追
お
う
と
す
る
宮
内
卿
の
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
の

「
月
の
出
を
待
つ
里
人
の
心
を
思
う
」
と
い
う
趣
向
は
、
躬
恒
に
「
こ
こ

に
又
わ
が
あ
か
ぬ
月
を
山
の
は
の
を
ち
の
さ
と
に
は
お
そ
し
と
や
ま
つ
」

（
古
今
和
歌
六
帖
・
一
帖
・
秋
・
一
七
四
）
が
あ
る
が
、
躬
恒
歌
か
ら
は

雲
が
し
だ
い
に
晴
れ
て
い
く
よ
う
な
動
き
は
認
め
ら
れ
ず
、
雲
の
な
り
ゆ

き
を
見
届
け
よ
う
と
す
る
宮
内
卿
歌
の
特
徴
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い

る
。

　

以
上
、
宮
内
卿
の
「
雲
」
歌
を
見
て
き
た
が
、
先
に
見
た
遠
ざ
か
る
も

の
を
詠
ん
だ
歌
と
同
様
に
、
時
間
の
流
れ
と
共
に
対
象
が
移
動
し
て
い
く

過
程
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
り
、
雲
が
視
界
の
端
へ
と
遠
ざ

か
る
ま
で
そ
の
行
方
を
追
い
続
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。『
新
古

今
集
』
当
代
、
雲
の
動
き
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
歌
が
少
な
い

中
で
、
雲
の
行
方
を
注
視
し
て
遠
ざ
か
っ
て
い
く
さ
ま
を
詠
む
こ
と
は
非

常
に
稀
で
あ
り
、
宮
内
卿
の
遠
ざ
か
る
も
の
へ
の
関
心
の
強
さ
を
浮
き
彫

り
に
し
て
い
る
。

五　

鳥
の
声

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
歌
で
は
、
遠
ざ
か
る
対
象
物
を
視
覚
的
に
捉
え
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
宮
内
卿
は
そ
れ
を
聴
覚
的
に
捉
え
よ
う
と

す
る
歌
も
い
く
つ
か
残
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
和
歌
の
中
で
「
遠
ざ
か
る
」
と
い
う
語
が
和
歌
の
中
で
使

わ
れ
る
時
に
そ
の
対
象
に
な
る
の
は
、

あ
き
か
ぜ
に
や
ま
と
び
こ
ゆ
る
か
り
が
ね
の
こ
ゑ
と
ほ
ざ
か
る
く
も

が
く
る
ら
し

 

（
万
葉
集
・
巻
十
・
秋
雑
歌
・
二
一
四
〇
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

　
　

郭
公
の
歌
と
て
よ
め
る

ひ
と
こ
ゑ
は
さ
や
か
に
鳴
き
て
ほ
と
と
ぎ
す
雲
ぢ
は
る
か
に
と
ほ
ざ

か
る
な
り 

（
千
載
集
・
巻
三
・
夏
・
一
五
九
・
頼
政
）

の
よ
う
に
、
雁
や
ほ
と
と
ぎ
す
な
ど
の
鳥
の
声
が
多
か
っ
た
。
宮
内
卿
歌

に
も
、
遠
ざ
か
っ
て
い
く
鳥
の
声
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。

　
　

ほ
と
と
ぎ
す

郭
公
さ
月
の
空
の
雲
間
よ
り
こ
ゑ
も
か
す
み
て
遠
ざ
か
る
な
り

 

（
正
治
後
度
百
首
・
夏
・
八
一
六
）
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こ
の
歌
は
、
頼
政
の
「
ひ
と
こ
ゑ
は
」
を
本
歌
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
頼
政
が
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
は
っ
き
り
と
耳
に
し
た
の
に

対
し
、
宮
内
卿
は
聞
こ
え
る
か
聞
こ
え
な
い
か
程
度
の
か
す
か
な
声
に
耳

を
傾
け
て
い
る
。
そ
の
声
も
、
立
ち
込
め
て
き
た
雲
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
小

さ
く
な
っ
て
い
き
、
い
ず
れ
消
え
て
し
ま
う
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
。
雲
と

い
う
隔
た
り
に
よ
っ
て
認
知
で
き
な
く
な
り
そ
う
な
声
に
、
耳
を
澄
ま
せ

て
な
ん
と
か
聞
き
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
　

暁
山
郭
公

ほ
と
と
ぎ
す
都
を
お
も
ふ
峰
の
庵
の
雲
に
は
な
る
る
あ
か
つ
き
の
こ

ゑ 

（
鳥
羽
殿
影
供
歌
合
・
一
一
）

　

こ
の
歌
も
、
遠
ざ
か
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
詠
ん
だ
も
の
だ
。
峰
の
草

庵
で
時
鳥
の
声
に
都
へ
の
思
い
を
触
発
さ
れ
て
い
る
が
、
近
く
に
聞
こ
え

て
い
た
そ
の
声
は
遠
い
雲
の
向
こ
う
へ
と
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。「
雲

に
は
な
る
る
」
と
い
う
表
現
は
こ
の
歌
が
二
例
目
で
、
初
出
は
家
隆
の

「
明
け
わ
た
る
を
じ
ま
の
松
の
梢
よ
り
雲
に
は
な
る
る
あ
ま
の
つ
り
舟
」

（
老
若
五
十
首
歌
合
・
雑
・
四
六
七
・
家
隆
）
で
あ
る
。
家
隆
歌
で
は
主

語
が
あ
ま
の
釣
舟
だ
が
、「
雲
に
は
な
る
る
」
は
「
雲
に
向
か
っ
て
遠
ざ

か
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
宮
内
卿
歌
に
お
い
て
も
、
時
鳥
の
声
が

雲
の
向
こ
う
へ
と
遠
ざ
か
り
距
離
が
開
い
た
こ
と
で
だ
ん
だ
ん
と
聞
こ
え

な
く
な
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
だ
け
で
な
く
、

　
　

か
い
へ
ん

は
ま
千
鳥
塩
風
よ
す
る
浪
の
音
に
も
る
る
こ
ゑ
さ
へ
と
ほ
ざ
か
る
な

り 

（
正
治
後
度
百
首
・
雑
・
八
七
八
）

と
、
千
鳥
の
声
が
遠
ざ
か
っ
て
い
く
さ
ま
を
詠
ん
だ
歌
も
あ
る
。
波
音
に

よ
っ
て
、
姿
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
か
す
か
に
聞
こ
え
て
い
た
声
で
さ
え

も
小
さ
く
な
っ
て
認
知
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
声
を
な
ん
と

か
し
て
聞
き
取
ろ
う
と
し
て
い
る
態
度
で
あ
る
。

　

宮
内
卿
は
、
視
覚
だ
け
で
な
く
聴
覚
的
に
も
、
遠
ざ
か
る
も
の
の
行
方

を
追
お
う
と
す
る
姿
勢
を
も
っ
て
い
た
。
雲
や
波
音
、
遠
い
距
離
な
ど
、

な
ん
ら
か
の
隔
た
り
に
よ
っ
て
聞
こ
え
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
声
に
耳
を
澄

ま
せ
て
聞
き
届
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
先
に
見
た
「
は
る
ば
る
と
」
の
歌

に
お
い
て
も
、
舟
が
霞
の
中
に
消
え
て
し
ま
う
「
は
て
」
ま
で
そ
の
行
方

を
追
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
遠
ざ
か
る
も
の
に
強
い
関
心
を
持

ち
、
完
全
に
感
知
で
き
な
く
な
る
最
後
ま
で
対
象
物
の
行
方
を
な
ん
と
か

捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

光
景
の
推
移
を
捉
え
た
歌
を
切
り
口
に
し
て
、
宮
内
卿
の
歌
風
に
つ
い

て
考
え
て
き
た
。

　

ま
ず
、
夕
暮
れ
、
夜
明
け
や
、
空
模
様
な
ど
の
推
移
を
詠
ん
だ
歌
に

は
、
現
象
の
変
化
に
つ
い
て
時
間
を
か
け
て
じ
っ
く
り
見
つ
め
る
視
線
が

存
在
す
る
こ
と
を
明
か
し
た
。
宮
内
卿
は
時
間
の
流
れ
を
意
識
的
に
捉

え
、
景
色
が
移
り
動
い
て
い
く
過
程
を
表
現
す
る
こ
と
に
対
し
て
意
欲
を

も
っ
て
い
た
と
考
え
る
。
中
で
も
季
節
の
移
行
を
詠
ん
だ
歌
に
お
い
て

は
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
季
節
の
境
目
に
立
つ
こ
と
で
感
知
し
づ
ら
い

微
妙
な
変
化
さ
え
も
見
逃
す
ま
い
と
い
う
態
度
が
読
み
取
れ
た
。

　

次
に
舟
や
雲
、
鳥
の
声
な
ど
の
対
象
物
が
遠
ざ
か
っ
て
い
く
光
景
を
詠
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ん
だ
歌
を
通
し
て
、
移
動
す
る
対
象
物
が
感
知
で
き
な
く
な
る
ま
で
そ
の

行
方
を
見
届
け
よ
う
と
す
る
特
徴
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
傾

向
は
、
自
然
現
象
や
季
節
の
変
化
を
逃
さ
ず
捉
え
よ
う
と
す
る
態
度
と
同

じ
も
の
で
あ
る
。
景
色
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
か
興
味
を
持
っ
て
い
た
か

ら
こ
そ
、
対
象
物
が
ど
う
移
り
動
い
て
い
く
か
に
対
し
て
も
関
心
を
持

ち
、
そ
の
過
程
を
描
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
宮
内
卿
の
歌
風
と
し
て
、
時
間
の
流
れ
に
伴
っ

て
も
の
ご
と
が
変
わ
り
ゆ
く
過
程
を
写
し
出
す
特
徴
が
あ
る
と
考
え
る
。

宮
内
卿
は
目
に
し
た
風
景
の
中
に
一
瞬
に
と
ど
ま
ら
な
い
連
続
し
た
時
間

の
流
れ
を
見
て
お
り
、
そ
の
景
色
は
こ
れ
ま
で
に
何
が
起
こ
っ
た
結
果

で
、
今
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
、
こ
れ
か
ら
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
か
、
そ

う
し
た
移
り
変
わ
り
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
景
色
や

季
節
の
推
移
、
あ
る
い
は
舟
や
雲
な
ど
の
対
象
の
移
動
を
詠
ん
だ
歌
が
多

く
、
時
に
は
微
妙
な
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
感
じ
取
り
、
時
に
は
感
知
で

き
な
く
な
る
ま
で
鳥
の
声
を
聞
き
届
け
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

宮
内
卿
の
歌
に
は
、
自
ら
を
取
り
巻
く
外
界
に
対
す
る
強
い
好
奇
心
が

感
じ
ら
れ
た
。
長
明
は
『
無
明
抄
』
の
中
で
宮
内
卿
の
詠
作
態
度
に
つ
い

て
、「
は
じ
め
よ
り
終
り
ま
で
、
草
子
、
巻
物
取
り
よ
み
て
、
切
燈
台
に

火
ち
か
〴
〵
と
と
も
し
つ
ゝ
、
か
つ
〴
〵
書
き
つ
け
〳
〵
、
夜
も
昼
も
怠

ら
ず
な
ん
案
じ
け
る
」
と
記
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
を
見
る
と
、
宮
内
卿

は
常
に
書
物
に
あ
た
り
、
頭
の
中
だ
け
で
詠
作
し
て
い
た
よ
う
に
受
け
取

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
周
囲

に
対
し
て
目
を
見
開
き
、
も
の
ご
と
の
微
妙
な
変
化
を
も
捉
え
る
こ
と
の

で
き
る
鋭
い
感
覚
を
確
か
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

付
記

　

本
稿
は
、
卒
業
論
文
『
宮
内
卿
の
研
究
―
経
過
を
見
守
る
視
線
』
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。

注1　

宮
内
卿
の
詠
作
態
度
に
つ
い
て
は
、
長
明
が
『
無
名
抄
』
の
中
で

次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　
　
　

 

宮
内
卿
は
、
は
じ
め
よ
り
終
り
ま
で
、
草
子
、
巻
物
取
り
よ

み
て
、
切
燈
台
に
火
ち
か
〴
〵
と
と
も
し
つ
ゝ
、
か
つ
〴
〵

書
き
つ
け
〳
〵
、
夜
も
昼
も
怠
ら
ず
な
ん
案
じ
け
る
。
こ
の

人
は
あ
ま
り
に
歌
を
深
く
案
じ
て
、
病
に
な
り
て
、
ひ
と
度

は
死
に
外
れ
し
た
り
き
。
父
の
禅
門
、「
何
事
も
身
の
あ
る

上
の
事
に
て
こ
そ
あ
れ
。
か
く
し
も
病
に
な
る
ま
で
は
、
い

か
に
案
じ
給
ぞ
」
と
、
諫
め
ら
れ
け
れ
ど
も
用
ゐ
ず
、
終
に

命
も
な
く
し
て
や
み
に
し
は
、
そ
の
つ
も
り
に
や
あ
り
け

む
。

 

（
歌
論
歌
学
集
成
『
無
名
抄
』
三
弥
井
書
店
、
二
二
九
頁
）

2　

神
尾
暢
子
氏
の
「
纂
輯
後
鳥
羽
院
宮
内
卿
歌
集
稿
」（『
王
朝
』
第

三
号
・
昭
和
四
五
年
十
月
）
及
び
「
後
鳥
羽
院
宮
内
卿
歌
集
稿
補

遺
」（『
王
朝
』
第
四
号
・
昭
和
四
六
年
八
月
）
に
、
宮
内
卿
の
歌

と
し
て
計
三
百
六
十
四
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

3　
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
『
仙
洞
句
題
五
十
首
歌
合
』
中
で
は
詞
書

が
落
ち
て
い
る
が
、
こ
の
歌
が
所
収
さ
れ
て
い
る
『
新
古
今
集
』

に
「
五
十
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
中
に
、
湖
上
花
を
」
と
見
え
る
こ
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と
か
ら
、「
湖
上
花
」
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

4　
「
な
り
も
な
ら
ず
も
」
の
詞
は
、「
を
や
ま
だ
の
い
け
の
つ
つ
み
に

さ
す
や
な
ぎ
な
り
も
な
ら
ず
も
な
と
ふ
た
り
は
も
」（
万
葉
集
・

巻
一
四
・
相
聞
・
三
五
一
二
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
に
て
初
出
。


