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〈場〉としての『河合社歌合』と藤原為家

　
　
　

序

　

『
河
合
社
歌
合
』
は
、
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
十
一
月
成
立

の
歌
合
で
、
出
詠
歌
人
は
、
藤
原
為
家
、
藤
原
信
実
、
蓮
性
（
藤

原
知
家
）、真
観
（
藤
原
光
俊
）
ら
二
十
名
、判
者
は
藤
原
為
家
。「
冬

月
」、「
千
鳥
」、「
不
遇
恋
」
の
三
題
、
三
十
番
か
ら
な
る
。
当
該

歌
合
は
、「
後
嵯
峨
院
治
世
下
に
お
け
る
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
歌

合
」
で
、
ま
た
「
定
家
亡
き
あ
と
為
家
が
初
め
て
判
者
を
つ
と
め

た
歌
合
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
」「
歌
壇
史
的
意
義
は
小
さ
く
な

い
」
と
評
価
さ
れ
る
。

（
１
）

　

一
方
で
、
当
該
歌
合
出
詠
歌
の
細
か
な
分
析
は
現
在
ま
で
殆
ど

な
さ
れ
て
い
な
い
。
稿
者
は
、
平
成
21
年
よ
り
本
学
日
本
文
学
科

生
と
と
も
に
、『
河
合
社
歌
合
』
の
輪
読
を
行
い
、
こ
の
度
全
体

の
注
釈
を
終
え
、
本
誌
に
そ
の
研
究
成
果
を
公
刊
す
る
に
い
た
っ

た
。

　

本
稿
で
は
、
そ
の
注
釈
作
業
を
通
し
て
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と

に
、
為
家
出
詠
歌
の
読
解
を
起
点
と
し
て
、『
河
合
社
歌
合
』
の

性
格
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

一　

為
家
の
方
法
─
「
不
遇
恋
」
題
詠
か
ら
読
む
─

（
資
料
１
）『
河
合
社
歌
合
』
不
遇
恋
・
二
十
一
番

（
２
）

　

廿
一
番

　
　
　
　

不
遇
恋

　
　
　

左　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

為
家

君
だ
に
も
ね
て
と
た
の
め
ば
も
ろ
こ
し
の
と
ら
ふ
す
野
べ
に
百

夜
成
と
も

　
　
　

右　

勝　
　
　
　
　
　
　
　

蓮
性

風
あ
ら
き
浦
の
と
ま
や
に
た
つ
煙
こ
ゝ
ろ
や
す
く
は
な
び
き
や

は
す
る
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左
、
と
ら
ふ
す
の
べ
、
い
か
さ
ま
に
も
物
と
を
く
聞
え
侍

る
う
へ
に
、
右
、
心
や
す
く
は
す
る
、
こ
と
に
や
さ
し
く

み
え
侍
れ
ば
、
浦
の
、
返

く
た
か
く
立
ま
さ
り
侍
る
べ

し

　

本
書
解
説
に
付
載
し
た
『
河
合
社
歌
合
』
勝
敗
表
に
み
る
如
く
、

当
該
歌
合
に
お
い
て
為
家
は
右
方
蓮
性
に
対
し
て
全
敗
し
て
い
る

（
言
い
方
を
か
え
れ
ば
為
家
は
自
ら
を
全
敗
と
し
た
）。
こ
こ
で
は

「
不
遇
恋
」
題
の
為
家
詠
と
自
ら
付
し
た
判
詞
を
よ
み
、
為
家
が

ど
の
よ
う
な
負
け
歌
を
提
出
し
、
そ
し
て
自
ら
ど
の
よ
う
な
判
を

付
し
た
の
か
（
換
言
す
れ
ば
為
家
は
ど
の
よ
う
に
負
け
た
の
か
）

に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

（
資
料
１
）
為
家
詠
の
内
、「
と
ら
ふ
す
野
べ
」（
虎
臥
す
野
辺
）

は
、
恋
歌
に
往
々
に
し
て
用
い
ら
れ
る
表
現
で
、「
有
り
と
て
も

い
く
世
か
は
ふ
る
か
ら
く
に
の
と
ら
ふ
す
の
べ
に
身
を
も
な
げ
て

ん
」（『
拾
遺
和
歌
集
』
雑
恋
・
一
二
二
七
・「
を
と
こ
も
ち
た
る

女
を
、
せ
ち
に
け
さ
う
し
侍
り
て
、
あ
る
を
と
こ
の
つ
か
は
し
け

る
」）
な
ど
と
詠
ま
れ
て
お
り
、『
金
光
明
最
勝
王
経
』
に
典
拠
を

も
つ
仏
教
説
話
─
薩
埵
王
子
が
飢
え
た
虎
の
た
め
に
我
が
身
を
投

げ
与
え
た
─
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
為
家
は
自
詠
に
つ
い
て
判
詞
で
「
と
ら
ふ
す
の
べ
、
い

か
さ
ま
に
も
物
と
を
く
聞
え
侍
る
」と
ま
ず
指
摘
し
て
い
る
。「
物

と
を
く
」
の
内
実
は
判
然
と
し
な
い
が
、
一
つ
に
は
「
と
ら
ふ
す

野
べ
」
が
い
か
に
も
異
国
を
想
起
さ
せ
て
文
字
通
り
遠
く
感
じ
さ

せ
る
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
後
の
例
に
な
る
が
、
文
永
二
年
『
亀

山
殿
五
首
歌
合
』
で
為
家
は
、「
風
わ
た
る
き
さ
の
を
が
は
の
水

す
み
て
い
よ
い
よ
き
よ
き
月
の
か
げ
か
な
」（
河
月
・
十
番
左
・

一
六
・
隆
親
）
に
つ
い
て
右
方
人
の
発
言
と
し
て
「
左
歌
、
こ
の

か
は
も
す
こ
し
も
の
ど
ほ
く
や
と
右
よ
り
申
し
い
だ
し
侍
り
し
か

ど
も
」
と
記
載
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、「
昔
見
し
象
の
小
川
を

今
見
れ
ば
い
よ
よ
さ
や
け
く
な
り
に
け
る
か
も
」（『
万
葉
集
』
巻

第
三
・
三
一
六
・「
反
歌
」・
旅
人
）、「
我
が
命
も
常
に
あ
ら
ぬ
か

昔
見
し
象
の
小
川
を
行
き
て
見
む
た
め
」（
巻
第
三
・
三
三
二
・「（
帥

大
伴
卿
の
歌
五
首
）」・
旅
人
）
等
、『
万
葉
集
』
に
多
く
用
い
ら

れ
た
「
き
さ
の
を
が
は
」
に
つ
い
て
、「
も
の
と
を
し
」（
古
め
か

し
い
）
表
現
と
指
摘
し
て
お
り
、「
物
遠
し
」
は
、
時
間
的
空
間

的
距
離
の
隔
た
り
を
指
し
示
す
評
と
考
え
ら
れ
る
。

　

先
述
の
如
く
「
と
ら
ふ
す
野
べ
」
自
体
は
、
恋
歌
に
し
ば
し
ば

用
い
ら
れ
る
表
現
だ
が
「
不
遇
恋
」
題
に
お
い
て
は
あ
ま
り
例
が

み
え
ず

（
３
）

、
そ
う
い
っ
た
恋
愛
の
初
期
段
階
に
お
い
て
「
と
ら
ふ
す

野
べ
」
に
立
ち
入
る
程
の
危
険
を
冒
し
て
で
も
恋
人
に
逢
い
た
い

と
い
う
歌
の
設
定
が
、「
不
遇
恋
」
題
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う

意
と
、「
と
ら
ふ
す
野
べ
」
と
い
う
表
現
が
包
含
す
る
異
国
的
響

き
と
が
「
も
の
と
を
」
い
と
自
ら
指
摘
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
為
家
が
指
摘
す
る
こ
う
い
っ
た
表
現
上

の
難
点
は
、
自
身
で
避
け
る
こ
と
が
充
分
に
可
能
で
あ
っ
た
。
こ

の
「
不
遇
恋
」
題
詠
を
含
め
自
詠
全
て
を
為
家
自
ら
負
け
と
し
た
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点
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
「
自
分
の
歌
を
三
首
と
も
負
け
と

判
決
し
て
い
る
の
は
、
判
者
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
も
あ
る
が
、

一
番
左
歌
に
配
さ
れ
て
い
る
自
分
の
歌
に
対
し
て
も
、
こ
れ
を
持

と
し
な
い
で
、「
一
番
の
左
と
て
、
許
さ
る
べ
く
も
見
え
侍
ら
ね
ば
」

と
の
べ
て
、
負
け
と
し
て
い
る
。
謙
虚
な
判
者
の
人
柄
が
想
わ
れ

る
よ
う
な
判
詞
で
あ
る
」（
岩
津
資
雄
氏
『
歌
合
せ
の
歌
論
史
研
究
』

《
昭
和
38
年　

早
稲
田
大
学
出
版
部
》）
と
も
評
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
自
詠
に
負
を
付
す
、
な
い
し
は
敢
え
て
負
け

る
よ
う
な
歌
を
提
出
す
る
こ
と
自
体
の
意
味
（
或
い
は
そ
の
よ
う

に
す
る
為
家
の
意
図
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
）
に
つ
い

て
は
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
近
年
位
藤
邦
生
氏
は
、
当
該
歌
合
の
四
年
後
に

催
さ
れ
た
宝
治
元
年
『
院
御
歌
合
』
に
お
け
る
為
家
出
詠
歌
十
首

（
九
首
が
負
け
、
一
首
が
持
）
並
び
に
自
詠
に
対
す
る
判
詞
に
注

目
さ
れ
、「
為
家
は
、
は
じ
め
か
ら
負
け
と
な
る
は
ず
の
歌
を
当

該
歌
合
に
提
出
し
て
い
た
と
見
る
ほ
う
が
、
む
し
ろ
自
然
で
、
越

前
歌
と
の
他
の
番
を
検
討
し
て
も
、「
負
け
る
理
由
」
の
記
述
に

こ
そ
、
為
家
の
「
芸
」
の
見
せ
所
が
あ
っ
た
」
と
さ
れ
た
上
で
、

為
家
と
番
え
ら
れ
た
越
前
な
ど
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
た
上
で
以

下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「『
院
御
歌
合
』
の
藤
原
為
家
」（『
表
現
技
術
研
究
』
第
３
号　

平

成
19
年
３
月
）

　

後
嵯
峨
院
が
主
催
し
た
『
院
御
歌
合
』
は
、
そ
の
実
態
は

確
か
で
な
い
も
の
の
、
為
家
は
人
選
、
結
番
、
判
に
至
る
ま

で
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
嵯
峨
院
と

小
宰
相
、
越
前
と
為
家
の
組
み
合
わ
せ
も
、
為
家
の
所
為
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
で
、
為
家
が
十
番
中

九
番
を
負
け
て
み
せ
、
後
嵯
峨
院
の
十
番
中
九
番
の
勝
ち
と

対
照
さ
せ
た
の
は
、為
家
が
本
歌
合
に
お
い
て
所
謂「
ト
リ
ッ

ク
ス
タ
ー
」
を
演
じ
た
せ
い
だ
と
私
は
思
う
。

　

位
藤
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
歌
合
に
お
い
て
、
判
者
が
負

け
る
よ
う
な
詠
を
提
出
し
、
自
ら
負
け
を
付
す
際
に
、
そ
こ
に
歌

合
全
体
を
見
渡
し
た
上
で
の
詠
者
乃
至
は
判
者
と
し
て
の
何
ら
か

の
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
場
合
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
為

家
が
『
院
御
歌
合
』
の
四
年
前
に
初
め
て
判
者
を
つ
と
め
た
『
河

合
社
歌
合
』
に
つ
い
て
も
、
為
家
の
詠
歌
や
判
詞
を
一
々
検
討
す

る
こ
と
で
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
為
家
の
性
格
に
由
来
す
る
と

い
っ
た
理
由
以
外
に
、
為
家
の
当
該
歌
合
に
お
け
る
狙
い
の
よ
う

な
も
の
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

な
目
論
見
の
も
と
に
、
以
下
、「
冬
月
」、「
千
鳥
」
題
に
つ
い
て

分
析
し
て
み
た
い
。

　
　
　

二　

為
家
の
「
冬
月
」
題
詠

（
資
料
２
）『
河
合
社
歌
合
』
冬
月
・
一
番

　
　
　

冬
月
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一
番

　
　
　

左　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
為
家

よ
そ
な
が
ら
豊
の
明
の
こ
の
こ
ろ
と
お
も
ひ
出
た
る
月
ぞ
か
な

し
き

　
　
　

右　

勝　
　
　
　
　
　
　
　

沙
弥
蓮
性

神
代
よ
り
霜
ふ
り
を
け
る
真
榊
の
い
や
と
し
の
は
に
す
め
る
月

か
げ

左
哥
、
題
の
哥
と
は
き
こ
え
ず
し
て
、
そ
の
こ
と
ゝ
な
き

様
に
み
え
侍
る
に
や
、
月
ぞ
か
な
し
き
と
い
ひ
は
て
た

る
、
こ
と
に
み
ど
こ
ろ
な
く
侍
べ
し
、
右
哥
、
真
榊
の
霜

に
す
め
る
月
、
殊
に
と
を
じ
ろ
く
、
神
代
ま
で
お
も
ひ
や

ら
れ
て
う
る
は
し
き
姿
に
侍
れ
ば
、
一
番
の
左
と
て
、
ゆ

る
さ
る
べ
く
も
み
え
侍
ら
ね
ば
、
右
為
勝

　

「
冬
月
」
題
の
為
家
詠
に
つ
い
て
は
、
初
句
で
「
よ
そ
な
が
ら
」

と
視
点
人
物
が
あ
る
対
象
か
ら
距
離
を
置
い
た
設
定
と
な
っ
て
い

る
点
、
ま
た
「
冬
月
」
題
で
あ
り
な
が
ら
、「
豊
の
明
の
こ
の
こ
ろ
」

を
視
点
人
物
が
「
お
も
ひ
出
」
る
契
機
が
「
月
」
と
い
う
仕
立
て

と
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
よ
う
な
詠
歌
と
な
っ
て

い
る
点
に
つ
い
て
、
為
家
は
自
ら
「
左
哥
、
題
の
哥
と
は
き
こ
え

ず
し
て
、
そ
の
こ
と
ゝ
な
き
様
に
み
え
侍
る
に
や
」
と
、
自
詠
が

題
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。

　

為
家
は
、
当
該
歌
合
が
神
社
歌
合
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、

自
ら
の
「
冬
月
」
題
詠
が
当
該
歌
合
の
冒
頭
す
な
わ
ち
「
冬
月
」

題
一
番
左
に
配
置
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
当
然
承
知
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
（
も
し
く
は
自
ら
一
番
左
に
配
置
し
た
）。
同
題
で
は
、

「
冬
が
れ
の
た
ゞ
す
の
も
り
の
木
の
間
よ
り
み
た
ら
し
川
に
や
ど

る
月
影
」（
三
番
左
・
光
成
）、「
そ
の
か
み
を
お
も
ひ
ぞ
出
る
山

あ
ひ
の
袖
に
も
な
れ
し
冬
の
よ
の
月
」（
九
番
右
・
為
綱
）、「
一

む
ら
の
た
ゞ
す
の
杜
の
木
枯
に
あ
た
り
く
ま
な
き
月
の
こ
ろ
哉
」

（
十
番
右
・
為
継
）
と
、
河
合
社
に
事
寄
せ
た
詠
が
散
見
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
為
家
が
思
慮
も
な
く
題
か
ら
離
れ
た
歌
を
当
該
歌
合

冒
頭
の
一
番
左
に
配
置
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

そ
こ
で
、
も
う
一
度
当
該
歌
の
表
現
を
点
検
し
て
み
よ
う
。
ま

ず
「
よ
そ
な
が
ら
」
に
つ
い
て
は
、「
と
し
ふ
れ
ど
心
の
春
は
よ

そ
な
が
ら
な
が
め
な
れ
ぬ
る
明
ぼ
の
の
空
」（『
拾
遺
愚
草
』
閑
居

百
首
・
三
〇
九
）
と
、
定
家
二
十
六
歳
の
詠
に
も
確
認
さ
れ
る
表

現
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
定
家
は
四
年
前
の
十
二
月
に
正
五
位
下
に

叙
さ
れ
て
か
ら
し
ば
ら
く
官
位
が
停
滞
し
て
お
り
、「
よ
そ
な
が

ら
」
に
は
定
家
自
身
の
不
遇
意
識
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）

　

二
句
目
に
「
豊
の
明
」
─
宮
中
で
毎
年
行
わ
れ
る
豊
明
節
会
─

と
あ
り
、
三
句
目
、
四
句
目
に
「
こ
の
こ
ろ
と
お
も
ひ
出
た
る
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
視
点
人
物
が
嘗
て
は
豊
明
節
会
に
奉
仕
し
て

い
た
官
人
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
今
で
は
そ
の
節
会
と
無
縁
と
な

り
、
そ
の
頃
に
空
に
昇
る
月
を
見
て
、
豊
明
の
時
節
で
あ
っ
た
こ

と
に
思
い
を
致
す
境
遇
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
、さ
ら
に
「
月

ぞ
か
な
し
き
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
視
点
人
物
が
そ
う
い
っ
た
自
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身
の
境
遇
を
嘆
い
て
い
る
と
い
う
意
味
合
い
が
読
み
取
れ
る
。

　

例
え
ば
、
冬
月
が
豊
明
節
会
を
思
い
出
す
契
機
と
な
っ
て
い

る
例
歌
と
し
て
は
、「
ふ
ゆ
の
よ
の
く
も
ゐ
の
月
を
み
る
ご
と
に

と
よ
の
あ
か
り
を
お
も
ひ
つ
る
は
や
」（『
為
忠
家
後
度
百
首
』
雑

十
五
首
・
五
節
・
七
六
二
・
仲
正
）
が
確
認
さ
れ
る
。

（
５
）

　

一
方
、
当
該
歌
の
よ
う
に
「
よ
そ
な
が
ら
」
豊
明
節
会
に
思
い

を
致
す
と
い
う
先
行
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
源
家
長
に
「
昔
な
れ

し
を
と
め
の
袖
も
ゆ
か
し
き
に
と
よ
の
あ
か
り
の
よ
そ
な
が
ら
み

ん
」（『
正
治
後
度
百
首
』
公
事
・
五
九
四
）
が
み
え
る
。
こ
の
時

の
位
書
に
は
「
散
位
源
家
長
上
」
と
み
え
、
百
首
を
奉
っ
た
時
に

家
長
が
官
職
に
就
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
の
で
あ
り
、

「
と
よ
の
あ
か
り
の
よ
そ
な
が
ら
み
ん
」
と
あ
る
の
は
、
視
点
人

物
が
家
長
自
身
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、『
河

合
社
歌
合
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
例
と
し
て
、『
宝
治
百
首
』
の
隆

祐
詠
「
日
か
げ
さ
す
と
よ
の
あ
か
り
も
よ
そ
な
れ
ば
ひ
と
り
や

み
な
る
よ
に
ま
ど
ひ
つ
つ
」（
冬
十
首
・
豊
明
節
会
・
二
二
六
八
）

が
み
え
る
。
隆
祐
詠
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
以
下
の
場
面
が
下

敷
き
と
な
っ
て
い
よ
う
。

（
資
料
３
）『
源
氏
物
語
』
幻
巻　
　

（
本
文
は
小
学
館
「
新
全
集
」）

　

五
節
な
ど
い
ひ
て
、
世
の
中
そ
こ
は
か
と
な
く
い
ま
め
か

し
げ
な
る
こ
ろ
、
大
将
殿
の
君
た
ち
、
童
殿
上
し
た
ま
ひ
て

参
り
た
ま
へ
り
。
同
じ
ほ
ど
に
て
、
二
人
い
と
う
つ
く
し
き

さ
ま
な
り
。
御
叔
父
の
頭
中
将
、蔵
人
少
将
な
ど
小
忌
に
て
、

青
摺
の
姿
ど
も
、
清
げ
に
め
や
す
く
て
、
み
な
う
ち
つ
づ
き

も
て
か
し
づ
き
つ
つ
、
も
ろ
と
も
に
参
り
た
ま
ふ
。
思
ふ
こ

と
な
げ
な
る
さ
ま
ど
も
を
見
た
ま
ふ
に
、
い
に
し
へ
あ
や
し

か
り
し
日
蔭
の
を
り
、
さ
す
が
に
思
し
出
で
ら
る
べ
し
。

宮
人
は
豊
の
明
に
い
そ
ぐ
今
日
ひ
か
げ
も
知
ら
で
暮

ら
し
つ
る
か
な

　

紫
の
上
を
亡
く
し
た
光
源
氏
が
五
節
の
頃
を
迎
え
る
場
面
で
、

官
人
と
し
て
小
忌
衣
を
着
す
る
頭
中
将
や
蔵
人
少
将
が
連
れ
立
っ

て
節
会
に
参
上
す
る
の
と
は
対
照
的
に
孤
老
の
光
源
氏
の
姿
が
描

出
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）

隆
祐
は
、『
源
氏
物
語
』
の
こ
の
場
面
を
念
頭

に
置
い
た
上
で
、
豊
明
節
会
に
参
じ
る
群
臣
と
不
遇
意
識
を
抱
え

た
視
点
人
物
と
を
対
比
的
に
詠
じ
た
も
の
と
思
し
い
。
ま
た
、『
宝

治
百
首
』
の
官
位
記
載
に
「
散
位
正
五
位
下
臣
藤
原
朝
臣
隆
祐
」

と
み
え
、
前
掲
の
家
長
詠
同
様
、
視
点
人
物
に
隆
祐
が
重
ね
合
わ

せ
ら
れ
て
い
る
と
思
量
さ
れ
る
。

（
７
）

さ
ら
に
、
豊
明
節
会
に
限
ら
ず
、

か
つ
て
視
点
人
物
が
い
た
場
所
と
現
在
の
不
遇
な
状
況
の
対
比
と

い
う
大
枠
で
と
ら
え
れ
ば
、「
去
年
今
夜
侍
清
凉　

秋
思
詩
篇
独

断
腸　

恩
賜
御
衣
今
在
此　

捧
持
毎
日
拝
余
香
」（『
菅
家
後
集
』

四
八
二
・
九
月
十
日
）、「
蘭
省
花
時
錦
帳
下　

廬
山
雨
夜
草
庵
中
」

（『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
・
山
家
・
五
五
五
・
白
居
易
）
等
の
例
も

示
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

豊
明
節
会
は
新
嘗
祭
の
翌
日
、
十
一
月
中
の
辰
の
日
に
群
臣
を

招
い
て
宮
中
で
行
わ
れ
る
饗
宴
─
と
り
わ
け
盛
大
な
晴
れ
の
儀
で
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あ
り
、
例
え
ば
『
宝
治
百
首
』
に
も
「
山
あ
ゐ
の
を
み
の
衣
手
月

さ
え
て
雲
ゐ
の
庭
に
出
づ
る
も
ろ
び
と
」（
冬
十
首
・
豊
明
節
会
・

二
二
四
七
・
公
相
）、「
も
ろ
人
の
む
れ
て
も
庭
に
た
つ
の
日
は
豊

明
ぞ
い
や
め
づ
ら
な
る
」（
同
・
二
二
六
三
・
寂
西
）
と
詠
ま
れ

て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
晴
れ
の
儀
で
あ
る
だ
け
に
、
例
え
ば
出
家
の
身
と

な
っ
た
為
家
の
詠
「
思
ひ
出
づ
る
か
ひ
こ
そ
な
け
れ
代
代
ふ
る
き

豊
の
あ
か
り
の
冬
の
夜
の
月
」（『
弘
長
百
首
』
冬
十
首
・
冬
月
・

三
八
二
）
に
み
る
如
く
、
官
人
と
し
て
参
じ
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
者
に
と
っ
て
は
寂
寥
感
が
と
り
わ
け
強
く
感
じ
ら
れ
る
宴
で
も

あ
っ
た
。

　

翻
っ
て
『
河
合
社
歌
合
』
催
行
頃
の
為
家
の
事
績
を
佐
藤
恒
雄

氏
の
指
摘
に
拠
り
つ
つ
確
認
す
る
と
、

（
８
）

当
該
歌
合
の
二
年
前
、
仁

治
二
年
（
一
二
四
一
）
二
月
一
日
に
念
願
だ
っ
た
権
大
納
言
に
昇

進
す
る
が
、
そ
の
半
年
後
の
八
月
二
十
日
、
父
定
家
の
喪
に
際
し

て
服
解
、
十
月
十
三
日
に
は
権
大
納
言
の
空
席
に
西
園
寺
公
基
ら

が
つ
き
、
以
後
為
家
の
復
任
が
叶
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
事
績
を
鑑
み
る
に
、「
冬
月
」
題
の
為
家
詠
は
為

家
自
身
の
そ
の
時
の
境
遇
を
詠
じ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
（
も

し
く
は
そ
う
い
っ
た
読
み
取
り
が
許
さ
れ
る
詠
と
な
っ
て
い
る
）。

為
家
が
「
豊
明
の
こ
の
こ
ろ
」
と
記
し
て
い
る
如
く
、
寛
元
元
年

の
豊
明
節
会
は
、
十
一
月
十
四
日
で
あ
り
、
当
該
歌
合
の
成
立
時

期
と
目
さ
れ
る
十
一
月
十
七
日
の
三
日
前
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
為

家
は
当
該
歌
合
の
催
行
時
期
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
あ
え
て
群

臣
が
参
じ
る
豊
明
節
会
を
詠
歌
に
組
み
込
ん
だ
も
の
と
思
量
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

当
該
歌
合
の
半
年
前
の
四
月
二
十
日
に
は
本
座
を
聴
さ
れ
、
服

解
前
と
変
わ
ら
な
い
宮
中
の
交
じ
ら
い
を
得
た
為
家
で
は
あ
る

が
、

（
９
）

宮
中
で
の
諸
行
事
に
接
す
る
に
つ
け
、
自
身
が
現
官
に
就
い

て
い
な
い
こ
と
を
思
い
返
す
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
冬

月
」
題
の
為
家
詠
は
、
詠
者
が
実
人
生
に
お
い
て
直
面
し
て
い
た

課
題
と
緊
密
に
結
び
つ
い
た
作
と
見
な
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三　

為
家
の
「
千
鳥
」
題
詠

（
資
料
４
）『
河
合
社
歌
合
』
千
鳥
・
十
一
番

　

十
一
番

　
　
　
　

千
鳥

　
　
　

左　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

為
家
卿

河
あ
ひ
や
身
を
う
き
浪
に
立
千
鳥
ま
た
は
た
め
し
も
鳴

く
ぞ

ふ
る

　
　
　

右　

勝　
　
　
　
　
　
　
　

蓮
性

行
か
へ
る
賀
茂
の
河
原
の
友
千
鳥
し
ら
じ
な
し
た
に
い
の
る

こ
ゝ
ろ
を

左
哥
、
た
め
し
な
き
身
を
う
れ
へ
た
る
ば
か
り
に
て
、
よ

う
あ
る
こ
と
ゝ
は
み
え
侍
ら
ず
、
右
、
行
帰
る
か
も
の
か
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は
ら
、
か
く
こ
そ
つ
ゞ
く
べ
く
侍
り
け
れ
、
し
ら
じ
な
下

に
祈
る
心
は
と
侍
る
も
、
そ
の
ゆ
へ
ふ
か
く
侍
れ
ば
、
尤

以
右
可
為
勝

　

次
に
為
家
の
「
千
鳥
」
題
詠
を
読
ん
で
み
よ
う
。
ま
ず
初
句
「
河

あ
ひ
」
は
、「
川
あ
ひ
や
き
よ
き
川
原
に
麻
の
葉
の
ぬ
さ
と
り
し

で
て
い
ざ
み
そ
ぎ
せ
ん
」（『
夫
木
和
歌
抄
』
夏
部
三
・
荒
和
祓
・

三
八
一
九
・「
家
集
」・
為
家
）
の
如
く
、
河
合
社
を
指
し
て
い
よ
う
。

　

次
の
「
身
を
う
き
浪
に
立
千
鳥
」
の
内
、「
う
き
浪
」
は
そ
の

直
前
に
「
身
」
と
あ
り
、
ま
た
判
詞
に
「
身
を
う、
、
、

れ
へ
た
る
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
も
「
浮
き
」
と
「
憂
き
」
の
掛
詞
と
解
せ
よ
う
。

後
の
例
だ
が
、
為
家
に
は
「
和
歌
の
浦
身
ぞ
う
き
波
の
あ
ま
を
舟

さ
す
が
か
さ
な
る
跡
な
わ
す
れ
そ
」（『
宝
治
百
首
』
雑
二
十
首
・

浦
船
・
三
五
二
五
）
が
み
え
る
。

　

ま
た
、
下
の
句
「
た
め
し
も
鳴

く
」
は
、
上
の
句
の
「
身
を

う
き
浪
」
や
判
詞
に
「
た
め
し
な、
、き
身
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
鳴

（
泣
）」「
無
く
」
の
掛
詞
で
あ
ろ
う
。「
た
め
し
も
な
く
」
は
、「
た

め
し
な
き
世
世
の
む
も
れ
木
く
ち
は
て
て
ま
た
う
き
あ
と
の
猶
や

の
こ
ら
ん
」（『
続
後

和
歌
集
』
雑
歌
中
・
一
一
四
五
・「
承
元

の
こ
ろ
、
内
よ
り
古
今
集
を
た
ま
は
り
て
か
き
て
ま
ゐ
ら
せ
け
る

お
く
に
」・
定
家
）、「
た
め
し
な
き
か
か
る
わ
か
れ
に
な
ほ
と
ま

る
お
も
か
げ
ば
か
り
身
に
そ
ふ
ぞ
う
き
」（『
建
礼
門
院
右
京
大
夫

集
』
二
二
五
）、「
お
も
ひ
い
づ
る
こ
と
の
み
ぞ
た
だ
た
め
し
な
き

な
べ
て
は
か
な
き
こ
と
を
き
く
に
も
」（
同
・
三
五
五
）
の
如
く
、

「
他
に
類
例
を
見
な
い
」
と
い
う
意
で
、「
た
め
し
も
鳴

く
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
他
に
例
を
見
な
い
程
嘆
く
意
と
な
ろ
う
。
と
り
わ

け
、
定
家
詠
は
安
元
元
年
に
侍
従
に
任
じ
ら
れ
て
か
ら
、
高
倉
・

安
徳
・
後
鳥
羽
・
土
御
門
と
四
代
「
世
世
」（
四
代
）
に
渡
っ
て

同
じ
官
職
に
留
ま
っ
て
い
る
我
が
身
を
「
た
め
し
な
き
」「
む
も

れ
木
」
と
詠
じ
た
例
で
あ
り
注
意
さ
れ
る
。

　

一
方
、
河
合
社
を
含
む
下
賀
茂
社
一
帯
の
千
鳥
と
嘆
き
と
い
う

組
み
合
わ
せ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
次
の
『
古
今
著
聞
集
』
所
収

の
説
話
で
あ
る
。

（
資
料
５
）『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
一
・
神
祇
・
三
二
・
二
条
宰
相

藤
原
雅
経
、
賀
茂
社
に
日
参
、
利
生
を
蒙
る
事
（
抄
入
）

　

二
条
の
宰
相
雅
経
卿
は
、
賀
茂
大
明
神
の
利
生
に
て
成
り

あ
が
り
た
る
人
な
り
。
そ
の
か
み
世
間
あ
さ
ま
し
く
た
え
だ

え
し
く
て
、
は
か
ば
か
し
く
家
な
ど
持
た
ざ
り
け
れ
ば
、
花

山
院
の
釣
殿
に
宿
し
て
、
そ
れ
よ
り
歩
行
に
て
降
る
に
も
照

る
に
も
た
だ
賀
茂
へ
参
る
を
も
て
つ
と
め
と
し
て
け
り
。
そ

の
比
よ
み
侍
り
け
り
。

世
の
中
に
数
な
ら
ぬ
身
の
友
千
鳥
な
き
こ
そ
わ
た
れ

賀
茂
の
河
原
に

　

こ
の
歌
、
心
の
中
ば
か
り
に
思
ひ
つ
ら
ね
て
、
世
に
ち
ら

し
た
る
こ
と
も
な
か
り
け
る
に
、
社
司
そ
の
名
を
忘
却
す

が
夢
に
、

大
明
神
、「
わ
れ
は
、『
な
き
こ
そ
わ
た
れ
数
な
ら
ぬ
身
に
』

と
よ
み
た
る
も
の
の
い
と
ほ
し
き
な
り
。
た
づ
ね
よ
」
と
し
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め
し
給
ひ
け
り
。
そ
れ
よ
り
あ
ま
ね
く
尋
ね
け
れ
ば
、
こ
の

雅
経
の
よ
み
た
る
な
り
け
り
。
こ
の
示
現
聞
き
て
、
い
か
ば

か
り
い
よ
い
よ
信
仰
の
心
も
深
か
り
け
ん
。
さ
て
次
第
に
成

り
あ
が
り
て
二
位
の
宰
相
ま
で
の
ぼ
り
て
侍
り
。
こ
れ
、
し

か
し
な
が
ら
大
明
神
の
利
生
な
り
。（
本
文
は
「
古
典
集
成
」）

　

こ
の
説
話
で
は
、
雅
経
が
賀
茂
の
河
原
に
群
れ
て
い
る
千
鳥
に

は
友
が
い
る
の
に
「
数
な
ら
ぬ
身
」
の
自
分
は
友
も
無
く
、「
な

き
こ
そ
わ
た
れ
」
千
鳥
が
友
が
い
な
い
と
ば
か
り
に
鳴
く
よ
う
に

一
人
泣
き
な
が
ら
賀
茂
の
社
に
参
っ
て
い
る
と
、
そ
の
頃
の
我
が

身
の
不
遇
を
千
鳥
に
事
寄
せ
て
詠
じ
て
い
る
。
ま
た
、
賀
茂
で
は

な
い
が
『
源
氏
物
語
』
に
も
「
霜
さ
ゆ
る
汀
の
千
鳥
う
ち
わ
び
て

な
く
音
か
な
し
き
朝
ぼ
ら
け
か
な
」（
総
角
・
薫
）
等
、
千
鳥
に

視
点
人
物
の
嘆
き
を
重
ね
る
例
が
み
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
例
か
ら
、
為
家
の
「
千
鳥
」
題
詠
の
「
身
を
う

き
浪
に
立
」
ち
「
鳴
」
く
「
千
鳥
」
に
は
、
そ
の
千
鳥
を
見
て
い

る
視
点
人
物
の
嘆
き
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
千
鳥
が
身
を
「
う
き
」「
鳴

く
」
と
、
そ
の
悲
嘆
が
繰
り

返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
こ
に
視
点
人
物
の
悲
嘆
が
重
ね

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

為
家
は
判
詞
で
自
詠
に
つ
い
て
和
歌
本
文
で
「
身
を
う
き
浪
に

立
千
鳥
」
と
あ
る
の
を
、
敢
え
て
「
た
め
し
な
き
身
を
う
れ
へ
た

る
ば
か
り
」
と
言
い
換
え
、且
つ
「
う
れ
へ
た
る
」
主
体
を
「
千
鳥
」

と
は
限
定
せ
ず
、
類
を
見
な
い
身
の
愁
え
ば
か
り
詠
じ
て
い
る
点

を
批
難
し
て
い
る
。「
千
鳥
」
題
の
他
の
出
詠
歌
に
目
を
転
じ
る

と
、「
我
ま
た
ぬ
年
ふ
る
浪
に
な
く
千
鳥
更
ぬ
る
声
ぞ
身
に
し
ら

れ
け
る
」（
十
五
番
右
・
永
光
）、「
神
さ
ぶ
る
み
た
ら
し
河
に
す

む
千
鳥
な
れ
も
う
れ
へ
の
ね
を
や
鳴
ら
む
」（
二
十
番
左
・
能
暹
）

等
の
如
く
、
述
懐
性
を
帯
び
た
詠
が
確
認
さ
れ
る
。
特
に
後
者
に

つ
い
て
為
家
は
判
詞
で
「
み
た
ら
し
河
に
す
む
千
鳥
な
れ
も
う
れ

へ
と
侍
、
を
し
こ
め
て
い
か
ゞ
と
聞
へ
侍
り
、
述
懐
の
哥
は
身
を

う
ら
む
べ
く
や

本
の
ま
ゝ

な
と
を
と
ぶ
ら
は
れ
や
う
に
や
聞
え
侍
べ

き
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
の
判
詞
は
本
文
に
脱
落
が
存
す
る

と
思
わ
れ
解
釈
が
困
難
だ
が
、
大
略
は
、
述
懐
歌
と
い
う
も
の
は

読
み
手
に
対
し
て
詠
者
の
訴
え
る
内
容
が
分
か
る
よ
う
に
詠
ず
る

べ
き
と
為
家
が
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
述

懐
歌
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
自
体
に
否
定
的
で
は
な
い
。
為
家
の「
千

鳥
」
題
詠
に
つ
い
て
も
、
単
に
千
鳥
が
侘
び
し
さ
を
託
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
の
み
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
判
詞
で

自
ら
難
点
と
し
た
詠
者
自
身
の
愁
え
の
表
出
を
看
取
す
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
ま
で
為
家
の
負
歌
三
首
を
確
認
し
た
結
果
、
為
家
は
明
ら

か
に
意
図
的
に
題
か
ら
離
れ
た
詠
、
或
い
は
「
題
」
と
は
別
に
主

張
し
た
い
内
容
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
歌
作
し
て
い
る
可
能
性
が

高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
時
に
は
自
詠
の
内
容
を
判
詞
で

補
足
説
明
し
、
自
身
の
和
歌
を
ど
う
読
ん
で
欲
し
い
の
か
を
読
み

手
に
提
示
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
が
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「
冬
月
」
題
と
「
千
鳥
」
題
で
あ
り
、前
者
で
は
我
が
身
の
不
遇
を
、

後
者
で
は
千
鳥
に
我
が
身
の
嘆
き
を
重
ね
て
歌
作
に
及
ん
だ
可
能

性
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

四　

番
わ
れ
た
蓮
性
詠

　

こ
こ
ま
で
、『
河
合
社
歌
合
』
の
為
家
出
詠
歌
の
中
に
、
為
家

が
そ
の
時
直
面
し
て
い
た
実
人
生
に
お
け
る
課
題
と
密
接
に
結
び

つ
い
た
詠
が
見
出
せ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
で
は
、
為
家
以
外

の
詠
歌
に
こ
の
時
の
為
家
の
境
遇
に
事
寄
せ
た
よ
う
な
詠
は
確
認

で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、為
家
の
二
人
の
子
息
、為
氏
・
為
教
の
「
冬
月
」「
千
鳥
」

題
詠
を
み
る
と
、「
敷
妙
の
衣
手
さ
む
し
冬
の
夜
に
雪
げ
さ
え
た

る
山
の
端
の
月
」（
冬
月
・
六
番
右
）、「
く
れ
ゆ
け
ば
夕
浪
千
鳥

声
た
て
ゝ
河
か
ぜ
さ
む
み
今
ぞ
な
く
な
る
」（
千
鳥
・
十
六
番
右
）、

「
思
ひ
わ
び
つ
ら
さ
の
ま
ま
に
恋
ひ
し
な
ば
此
世
は
さ
て
も
後
ぞ

か
な
し
き
」、「
夜
を
さ
む
み
氷
る
を
ざ
ゝ
の
霜
の
上
に
影
さ
や
か

な
る
冬
の
月
か
な
」（
冬
月
・
四
番
左
）、「
冬
き
て
は
風
や
さ
む

け
き
川
千
鳥
な
が
き
霜
夜
に
今
ぞ
鳴
な
る
」（
千
鳥
・
十
四
番
左
）

と
題
に
則
し
た
詠
み
ぶ
り
と
い
え
、
判
詞
で
も
特
に
述
懐
性
を
読

み
取
る
よ
う
な
記
述
は
み
え
な
い
。

　

或
い
は
、
定
家
以
来
御
子
左
家
と
親
交
が
深
く
、
諸
人
に
『
河

合
社
歌
合
』
の
勧
進
を
行
っ
た
信
実
に
つ
い
て
も
、
そ
の
詠
歌
は

「
さ
え
あ
か
す
杜
の
嵐
に
空
晴
て
月
は
木
の
間
の
冬
が
れ
も
な
し
」

（
冬
月
・
二
番
左
）、「
霜
さ
ゆ
る
つ
ゝ
み
の
う
へ
の
河
む
か
ひ
遠

か
た
き
け
ば
千
鳥
鳴
な
り
」（
千
鳥
・
十
二
番
左
）
の
如
く
で
あ
り
、

為
家
に
関
連
づ
け
た
表
現
は
看
取
さ
れ
な
い
。

　

で
は
、
為
家
と
番
え
ら
れ
た
蓮
性
詠
は
ど
う
か
。
例
え
ば
前
掲

（
資
料
２
）
で
は
、「
神
代
よ
り
霜
ふ
り
を
け
る
真
榊
の
い
や
と
し

の
は
に
す
め
る
月
か
げ
」
と
、
左
の
為
家
詠
と
は
対
照
的
に
河
合

社
に
対
す
る
尊
崇
の
念
を
表
現
し
て
お
り
、
神
社
歌
合
一
番
右
の

和
歌
と
し
て
相
応
し
い
詠
と
な
っ
て
い
る
。

　

次
の
「
千
鳥
」
題
詠
で
は
、
前
掲
（
資
料
４
）「
行
か
へ
る
賀

茂
の
河
原
の
友
千
鳥
し
ら
じ
な
し
た
に
い
の
る
こ
ゝ
ろ
を
」
と
い

う
詠
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、「
し
た
に
い
の
る
」
は
、「
下

に
か
く
い
の
る
い
の
り
の
な
ら
ざ
ら
ば
わ
が
身
こ
も
り
の
か
み
も

た
の
ま
じ
」（『
惟
規
集
』「（
を
ん
な
に
）」・
八
）、「
み
そ
ぎ
す
る

な
ら
の
を
が
は
の
か
は
か
ぜ
に
い
の
り
ぞ
わ
た
る
し
た
に
た
え
じ

と
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
五
・
一
三
七
六
・
八
代
女
王
）
等
の

如
く
、
心
中
で
密
か
に
祈
る
意
で
あ
る
。
蓮
性
詠
の
場
合
、
一
首

と
し
て
は
、
賀
茂
の
河
原
に
群
れ
て
い
る
千
鳥
と
心
中
で
何
か
を

祈
っ
て
い
る
視
点
人
物
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

で
は
「
し
た
に
い
の
る
」
主
体
と
そ
の
内
実
を
も
う
少
し
具
体

的
に
想
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
当
該

歌
に
対
す
る
「
し
ら
じ
な
下
に
祈
る
心
は
と
侍
る
も
、
そ
の
ゆ
へ

ふ
か
く
侍
れ
ば
」
と
い
う
為
家
の
判
詞
に
注
目
し
た
い
。
為
家
は
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「
ゆ
ゑ
ふ
か
し
」
と
い
う
言
い
回
し
を
判
詞
で
し
ば
し
ば
用
い
て

お
り
、
例
え
ば
、『
院
御
歌
合
』「
山
花
」
題
の
西
園
寺
実
氏
詠
「
お

も
ひ
出
で
よ
わ
れ
も
む
か
し
は
た
つ
田
山
た
か
ね
の
花
も
袖
に
か

け
て
き
」（
山
花
・
十
五
番
左
）
に
つ
い
て
、
判
詞
で
「
左
わ
れ

も
昔
は
た
つ
田
山
、
さ
だ
め
て
ゆ
ゑ
ふ
か
く
侍
ら
ん
と
み
え
侍
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
実
氏
詠
の
場
合
、「
た
か
ね
の
花
」
が
高
位

を
暗
示
し
、「
わ
れ
も
む
か
し
は
た
つ
田
山
」
す
な
わ
ち
『
院
御

歌
合
』
の
前
年
に
太
政
大
臣
を
辞
し
た
実
氏
そ
の
人
が
視
点
人
物

と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
為
家
は
そ
の
こ
と
を
読
み
取
っ
た
上

で
あ
え
て
実
氏
が
詠
歌
に
込
め
た
内
実
に
は
触
れ
ず
に
、
但
し
判

者
が
詠
者
の
狙
い
を
確
か
に
読
み
取
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
為
の
い

わ
ば
サ
イ
ン
と
し
て
「
ゆ
ゑ
ふ
か
く
」
と
記
述
し
た
可
能
性
を
稿

者
は
指
摘
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
例
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
仮
に
蓮
性
詠
の
「
し

た
に
い
の
る
」
主
体
が
蓮
性
そ
の
人
で
あ
る
と
す
る
と
、そ
の
「
祈

り
」
の
内
実
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
稿
者
は
そ
の
手
掛
か
り
を
前

掲
（
資
料
１
）「
不
遇
恋
」
題
詠
「
風
あ
ら
き
浦
の
と
ま
や
に
た

つ
煙
こ
ゝ
ろ
や
す
く
は
な
び
き
や
は
す
る
」
に
求
め
た
い
。
こ
の

詠
の
内
、「
浦
の
と
ま
や
」
は
定
家
の
「
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
和
歌
集
』

秋
歌
上
・
三
六
三
・「
西
行
法
師
す
す
め
て
、
百
首
歌
よ
ま
せ
侍

り
け
る
に
」、『
拾
遺
愚
草
』
二
見
浦
百
首
・
一
三
五
）
を
連
想
さ

せ
る
表
現
と
は
言
え
ま
い
か
。「
浦
の
苫
屋
」
は
、
新
古
今
以
前

の
勅

集
に
は
「
た
び
ね
す
る
な
に
は
の
浦
の
と
ま
や
か
た
も
ろ

心
に
も
や
ど
る
月
か
な
」（『
金
葉
和
歌
集
』
初
度
本
・
秋
部
・「
住

吉
に
ま
ゐ
り
て
か
へ
さ
に
な
が
ら
の
わ
た
り
に
と
ま
り
て
、
旅
宿

月
と
い
ふ
心
を
よ
め
る
」・
有
業
・
二
七
五
）
の
一
首
の
み
確
認

さ
れ
、
定
家
以
後
で
も
『
河
合
社
歌
合
』
の
八
年
後
の
建
長
三
年
、

為
家
単
独

に
よ
る
『
続
後

和
歌
集
』（
秋
歌
中
・
三
一
九
・「（
題

し
ら
ず
）」）
に
、
建
久
六
年
～
七
年
頃
成
立
『
南
北
百
番
歌
合
』

良
経
出
詠
歌
「
す
ま
の
浦
の
と
ま
や
も
し
ら
ぬ
ゆ
ふ
霧
に
た
え
だ

え
て
ら
す
あ
ま
の
い
さ
り
火
」
が
入
集
す
る
ま
で
み
え
な
い
。

　

一
方
、
為
家
は
「
承
久
の
乱
後
の
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）

二
五
歳
の
八
月
中
五
日
間
で
詠
ま
れ
た
、
為
家
の
初
学
と
家
業
継

承
を
象
徴
す
る
作
品
」
と
目
さ
れ
て
い
る
『
為
家
千
首
』
に
お
い

て
「
わ
た
つ
う
み
や
い
ろ
な
き
な
み
の
か
す
む
よ
り
う
ら
の
と
ま

や
も
は
る
や
し
る
ら
ん
」（
春
二
百
首
・
二
八
）
と
詠
ん
で
い
る
。

『
井
蛙
抄
』
に
「
又
云
、
中
院
禅
門
為
家

、
わ
か
く
て
は
此
道
不
堪

な
り
。
父
祖
の
跡
と
て
、
世
に
ま
じ
は
り
て
も
無
レ

詮
。
出
家
せ

む
と
思
た
ち
て
、
い
と
ま
申
に
日
吉
社
に
ま
う
で
給
け
り
。
そ
の

次
に
、
慈
鎮
和
尚
に
ま
い
り
て
、
所
存
の
お
も
む
き
を
の
べ
て
、

い
と
ま
を
申
さ
れ
け
る
に
、
和
尚
、「
と
し
は
い
く
つ
ぞ
」
と
ゝ

は
せ
給
へ
り
。「
廿
五
ニ

な
り
侍
る
」
よ
し
申
さ
れ
け
れ
ば
、「
い

ま
だ
、
是
非
の
み
ゆ
べ
き
と
し
に
て
は
侍
ら
ず
。
思
と
ゞ
ま
り
て
、

道
の
稽
古
を
ふ
か
く
つ
み
て
の
う
へ
の
事
也
」
と
お
ほ
せ
ら
れ
け

る
御
教
訓
に
よ
り
て
、
出
家
を
も
思
と
ゞ
ま
り
て
、
先
五
日
千
首
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歌
を
よ
ま
れ
け
り
。
よ
み
お
は
り
て
父
に
み
せ
申
さ
れ
け
れ
ば
、

ま
づ
立
春
歌
十
首
を
み
て
、「
立
春
な
ど
か
や
う
に
い
で
き
た
る
、

宜
」
之
由
お
ほ
せ
ら
れ
て
、
み
お
は
ら
れ
て
後
、「
壬
生
二
位
に

み
す
べ
き
」
よ
し
被
レ

仰
け
り
。
つ
ゐ
に
道
の
宗
匠
と
し
て
、
父

祖
の
跡
を
ま
す

く
お
こ
さ
れ
た
る
事
、
慈
鎮
和
尚
の
恩
徳
也
と

云
々
」
と
の
記
述
が
み
え
、『
為
家
千
首
』
は
、
為
家
が
家
業
継

承
を
意
識
し
つ
つ
、
ま
た
定
家
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た
上

で
歌
作
に
及
ん
だ
も
の
と
思
し
い
。
そ
の
中
で
、
為
家
の
「
わ
た

つ
う
み
や
…
」
詠
は
、
定
家
が
「
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
」
と

消
失
の
イ
メ
ー
ジ
を
詠
ん
だ
こ
と
を
反
転
さ
せ
て
、
消
失
し
た
風

景
に
「
い
ろ
な
き
な
み
の
か
す
む
よ
り
う
ら
の
と
ま
や
も
は
る
や

し
る
ら
ん
」
と
再
び
春
が
訪
れ
た
と
詠
ん
で
お
り
、
こ
う
い
っ
た

例
か
ら
為
家
に
と
っ
て
も
「
浦
の
苫
屋
」
が
定
家
詠
を
想
起
さ
せ

る
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、蓮
性
が
「
不
遇
恋
」
題
で
わ
ざ
わ
ざ
「
浦

の
苫
屋
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
も
、
こ
の
表
現
が
自
他
と
も

に
定
家
を
想
起
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら

で
は
な
い
か
。
故
人
ゆ
か
り
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、
故
人
に

思
い
を
致
す
と
い
う
事
象
は
為
家
に
も
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
千
鳥
」
題
に
お
け
る
「
し
た
に
い
の
る
」

も
そ
の
内
実
が
為
家
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

蓮
性
の
当
該
歌
合
出
詠
歌
を
通
覧
す
る
と
、「
冬
月
」（「
神
代

よ
り
霜
ふ
り
を
け
る
真
榊
…
」
─
河
合
社
に
対
す
る
崇
敬
）
→
「
千

鳥
」（「
し
た
に
い
の
る
」
─
為
家
の
行
く
末
を
祈
念
）
→
「
不
遇

恋
」（「
浦
の
と
ま
屋
」
─
定
家
思
慕
）
と
い
う
連
関
が
ほ
の
見
え

て
く
る
。「
し
た
に
い
の
る
」
と
い
う
意
味
深
重
な
表
現
や
そ
れ

に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
な
為
家
の
「
ゆ
へ
ふ
か
く
」
と
い
う
判
詞

な
ど
に
着
目
す
れ
ば
、
蓮
性
が
た
し
か
な
構
成
意
識
の
も
と
に
歌

作
に
及
ん
だ
可
能
性
が
に
わ
か
に
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

五　

『
河
合
社
歌
合
』
と
信
実

　

佐
藤
恒
雄
氏
は
、「
信
実
は
、
定
家
亡
き
後
い
ち
早
く
『
河
合

社
歌
合
』を
主
催
、為
家
を
判
者
に
仰
い
で
歌
壇
の
統
一
を
は
か
っ

た
無
二
の
親
友
で
あ
り
、
為
継
は
そ
の
嗣
。
光
成
を
含
め
信
実
・

為
継
の
三
人
と
も
、
為
家
・
為
氏
・
為
教
と
と
も
に
、
為
家
歌
壇

草
創
期
の
『
河
合
社
歌
合
』
に
集
っ
た
メ
ン
バ
ー
で
、
為
家
が
終

生
最
も
信
頼
し
て
や
ま
な
か
っ
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ

れ
る
。
で
は
、
為
家
が
最
も
信
頼
し
て
い
た
信
実
は
当
該
歌
合
催

行
に
あ
た
っ
て
ど
の
程
度
ま
で
関
与
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、

勧
進
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
出
詠
者
の
選
定
に
つ
い
て

は
、
信
実
が
原
案
を
作
り
、
そ
れ
を
為
家
が
了
承
す
る
形
で
あ
っ

た
の
か
。
ま
た
、
設
題
も
信
実
が
「
冬
月
」「
千
鳥
」「
不
遇
恋
」

の
三
題
の
原
案
を
為
家
に
示
し
、
そ
れ
を
為
家
が
了
承
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
当
初
よ
り
為
家
が
設
題
し
た
の
で
あ
ろ
う
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か
。
資
料
に
乏
し
く
不
明
な
点
が
多
い
が
、
少
な
く
と
も
神
社
歌

合
の
〈
場
〉
と
し
て
河
合
社
を
選
定
し
た
の
は
信
実
自
身
で
は
な

か
っ
た
か
と
い
う
推
測
を
裏
付
け
る
手
掛
か
り
は
幾
つ
か
見
出
せ

る
。
例
え
ば
、
信
実
が
編
ん
だ
と
目
さ
れ
て
い
る
『
今
物
語
』
の

中
に
以
下
の
説
話
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

　

あ
る
女
房
の
、
賀
茂
の
た
だ
す
に
七
日
籠
も
り
て
、
ま
か

り
出
づ
る
と
て
、
物
に
書
き
付
け
け
る
、

鳥
の
子
の
た
だ
す
の
中
に
籠
も
り
ゐ
て
か
へ
ら
ん
時

は
と
は
ざ
ら
め
や
は

　

と
詠
め
り
け
れ
ば
、
あ
は
れ
と
や
お
ぼ
し
め
し
け
ん
、
や

が
て
め
で
た
き
人
に
思
は
れ
て
、
さ
い
は
ひ
人
と
言
は
れ
け

り
。

　
　
　
　
　
　
　

（
二
八
・
糺
の
中
、本
文
は
「
講
談
社
学
術
文
庫
」）

　

「
あ
る
女
房
」
が
下
賀
茂
神
社
に
七
日
間
籠
も
り
、
退
出
す
る

時
に
「
鳥
の
子
の
た
だ
す
の
中
に
…
」
と
い
う
詠
歌
を
書
き
付
け

た
。
そ
の
後
女
房
は
立
派
な
人
に
思
わ
れ
幸
せ
に
な
っ
た
と
い
う

歌
徳
説
話
で
、
編
者
は
女
房
の
幸
運
が
「
あ
は
れ
と
や
お
ぼ
し
め

し
け
ん
」
と
賀
茂
の
神
慮
に
よ
る
も
の
と
暗
に
語
っ
て
い
る
。

　

一
方
、『
今
物
語
』
に
先
行
す
る
『
発
心
集
』
に
も
「
糺
の
前

の
河
原
」
を
場
と
し
て
、
童
三
人
の
『
般
若
心
経
』
論
議
を
や
め

さ
せ
た
僧
を
「
俄
に
ま
く
れ
て
倒
れ
」
さ
せ
神
威
を
知
ら
し
め
た

賀
茂
の
神
に
纏
わ
る
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
信
実
は
、『
今

物
語
』
の
成
立
に
わ
ず
か
に
遅
れ
る
と
推
定
さ
れ
る
寛
元
元
年

一
一
月
一
七
日
に
「
河
合
社
歌
合
」
を
主
催
し
て
お
り
、
本
話
お

よ
び
次
話
の
よ
う
な
賀
茂
社
に
関
す
る
信
仰
と
詠
歌
は
関
心
事
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
の
指
摘
が
み
え
る
如
く
、
賀
茂
社
の
歌

徳
や
神
威
に
纏
わ
る
巷
説
が
、
信
実
を
し
て
河
合
社
を
催
行
の

〈
場
〉
と
し
て
選
定
さ
せ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　
　
　

結
び
─
〈
場
〉
と
し
て
の
『
河
合
社
歌
合
』
と
為
家
─

　

定
家
亡
き
後
今
一
度
為
家
の
も
と
に
歌
壇
を
統
一
す
る
為
の

〈
場
〉と
し
て
敢
え
て
河
合
社
を
選
定
し
た
の
は
信
実
で
は
な
か
っ

た
か
。
先
の
『
今
物
語
』
に
み
る
如
く
、
信
実
は
当
時
河
合
社
の

神
威
に
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
ま
た
『
発
心
集
』
が
語
る
よ
う
に

河
合
社
は
「
糺
す
社
」
と
し
て
強
い
神
威
を
時
と
し
て
発
現
さ
せ

る
と
当
時
の
人
々
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

佐
藤
氏
が
指
摘
さ
れ
る
如
く
信
実
が
勧
進
し
た
の
は
定
家
の
三

回
忌
に
あ
た
る
年
で
あ
り
、
そ
れ
故
信
実
は
自
ら
呼
び
か
け
為
家

の
も
と
に
歌
壇
の
再
構
築
を
図
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

信
実
で
あ
れ
ば
、
勧
進
し
た
頃
の
為
家
が
定
家
の
死
去
に
よ
っ
て

解
官
し
た
身
か
ら
復
任
で
き
な
い
ま
ま
不
遇
を
託
っ
て
い
た
こ
と

も
当
然
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
信
実
が
河
合
社
を
為
家
が
初
め

て
判
者
を
つ
と
め
る
歌
合
の
〈
場
〉
と
し
て
選
定
し
た
一
つ
の
理

由
は
、そ
う
い
っ
た
為
家
の
不
遇
が
河
合
社
の
神
威
に
よ
っ
て
「
糺
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〈場〉としての『河合社歌合』と藤原為家

さ
れ
る
」
こ
と
を
願
っ
て
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
そ

う
い
っ
た
信
実
の
意
を
汲
ん
だ
為
家
は
我
が
身
の
不
遇
を
神
に
訴

え
る
よ
う
な
詠
を
提
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

一
方
で
、
当
該
歌
合
は
、
為
家
が
判
者
を
つ
と
め
る
最
初
の
歌

合
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
参
加
者
の
中
に
も
当
該
歌
合
を
も
っ
て

本
格
的
に
歌
作
に
及
ぶ
歌
人
が
少
な
く
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
後
嵯
峨
天
皇
は
在
位
中
に
は
殆
ど
歌
作
に
及
ん
で
お
ら
ず
、

当
該
歌
合
催
行
時
点
の
歌
壇
は
低
調
な
状
況
で
も
あ
り
、
当
該
歌

合
の
催
行
に
は
、
歌
壇
が
再
び
活
況
を
呈
す
る
為
の
一
つ
の
契
機

と
す
る
狙
い
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
種
々
の

状
況
を
鑑
み
る
と
、
祝
題
や
社
頭
題
は
奉
納
和
歌
と
し
て
は
相
応

し
い
が
、
一
方
で
詠
歌
内
容
を
狭
め
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
し
、

ま
た
神
威
を
頼
ん
だ
り
詠
者
の
不
遇
を
託
つ
よ
う
な
詠
歌
に
結
び

つ
き
や
す
い
述
懐
題
は
、
私
的
な
催
し
と
は
い
え
、
敢
え
て
避
け

ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
よ
り
も
「
冬
月
」「
千
鳥
」「
不
遇

恋
」
と
い
う
当
該
歌
合
催
行
時
点
の
当
季
性
や
従
来
よ
り
賀
茂
神

社
や
河
合
社
周
辺
に
つ
い
て
詠
ま
れ
て
き
た
歌
材
を
題
と
し
て
選

定
し
、
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
詠
を
提
出
す
る
の
か
は
各
歌
人
の

裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、
信
実
は
当
該
歌
合
前
後
の
百
首
歌
や
歌
合
に
お
い
て

「
い
と
ふ
べ
き
と
し
の
数
に
は
あ
ら
ね
ど
も
春
の
暮
も
や
身
に
つ

も
る
ら
む
」（『
洞
院
摂
政
家
百
首
』
春
・
暮
春
五
首
・
二
六
五
）、「
い

に
し
へ
も
か
た
ぶ
く
月
は
見
し
か
ど
も
我
が
世
ふ
け
ぬ
と
お
も
ひ

や
は
せ
じ
」（
同
・
雑
・
述
懐
五
首
・
一
八
四
九
）、「
老
い
て
こ

そ
い
は
ふ
千
と
せ
も
か
な
ふ
ら
め
お
な
じ
こ
と
の
み
お
も
ふ
こ
こ

ろ
に
」（
同
・
雑
・
祝
五
首
・
一
九
四
九
）、「
恋
ゆ
ゑ
も
か
ひ
な

き
老
の
わ
が
い
の
ち
あ
ふ
て
ふ
こ
と
に
か
へ
は
お
よ
ば
じ
」（『
春

日
若
宮
社
歌
合
』
恋
・
十
九
番
左
）、「
け
ふ
し
は
や
花
ま
ち
つ
く

る
お
い
ら
く
の
み
山
が
く
れ
に
春
を
し
る
か
な
」（『
院
御
歌
合
』

山
花
・
十
九
番
右
）、「
月
ゆ
ゑ
と
人
に
は
い
ひ
て
た
れ
を
か
も
め

で
て
も
恋
の
お
い
と
な
る
ら
ん
」（
同
・
忍
久
恋
・
八
十
四
番
右
）

と
、
し
ば
し
ば
自
身
の
老
い
に
引
き
つ
け
た
よ
う
な
詠
を
提
出
し

て
い
る
が
、
当
該
歌
合
で
は
そ
う
い
っ
た
詠
は
影
を
潜
め
、
題
を

忠
実
に
詠
み
込
ん
で
お
り
、
為
家
の
後
見
役
と
し
て
相
応
の
詠
み

ぶ
り
を
み
せ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
出
詠
歌
人
の
中
に
は
述
懐
の
心
を
詠
む
者
も
い
た

し
、
祝
言
を
含
ん
だ
詠
の
提
出
も
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
真
観
や
能

暹
は
出
家
者
と
い
う
我
が
身
を
モ
チ
ー
フ
に
「
身
は
捨
つ
い
ま

は
此
世
に
逢
こ
と
を
な
に
ゝ
か
へ
て
か
恋
わ
た
る
ら
ん
」（
不
遇

恋
・
二
十
二
番
右
）、「
お
も
ひ
ね
の
夢
を
此
世
の
逢
こ
と
に
た
の

む
さ
へ
こ
そ
か
な
は
ざ
り
け
れ
」（
同
・
三
十
番
左
）
の
如
き
詠

を
提
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
為
綱
は
「
そ
の
か
み
を
お
も
ひ
ぞ

出
る
山
あ
ひ
の
袖
に
も
な
れ
し
冬
の
よ
の
月
」（
冬
月
・
九
番
右
）

と
、
お
そ
ら
く
俊
成
の
「
月
さ
ゆ
る
み
た
ら
し
河
に
影
み
え
て

こ
ほ
り
に
す
れ
る
山
あ
ゐ
の
袖
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
神
祇
歌
・

一
八
八
九
・「
文
治
六
年
女
御
入
内
の
屏
風
に
、
臨
時
祭
か
け
る
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所
を
よ
み
侍
り
け
る
」）
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
自
身
が
か
つ

て
つ
と
め
た
臨
時
祭
の
舞
人
を
想
起
さ
せ
る
内
容
の
詠
を
提
出
し

て
い
る
。
為
綱
は
、
生
前
の
定
家
と
親
交
が
あ
り
、
為
綱
が
当
該

歌
合
で
こ
の
よ
う
な
詠
を
提
出
し
た
の
も
不
遇
を
託
っ
て
い
た
為

家
に
対
し
て
御
子
左
家
と
の
親
交
を
自
分
が
忘
れ
て
い
な
い
こ
と

を
為
家
に
仄
め
か
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
先
程
確
認
し
た
如
く
、
蓮
性
は
あ
ま
り
あ

ざ
と
く
な
い
表
現
で
為
家
の
不
遇
が
晴
れ
る
こ
と
を
「
し
た
に
い

の
」
り
、
ま
た
定
家
ゆ
か
り
の
表
現
を
そ
っ
と
組
み
込
む
こ
と
に

よ
っ
て
為
家
に
寄
り
添
う
姿
勢
を
見
せ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

設
題
が
為
家
自
身
か
信
実
の
進
言
に
よ
る
も
の
か
を
知
る
手
掛

か
り
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
が
、「
冬
月
」「
千
鳥
」「
不
遇
恋
」
は

催
行
時
期
や
河
合
社
と
い
う
場
に
も
叶
う
題
で
あ
り
、
ま
た
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
題
故
に
、
歌
歴
に
関
わ
り
な
く
歌
作
が
可
能
な
題

で
も
あ
っ
た
。
各
歌
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
歴
や
そ
の
時
の
状
況
に

応
じ
て
歌
作
に
及
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
為
家
は
提
出
さ

れ
た
出
詠
歌
を
目
に
し
、
と
り
わ
け
蓮
性
が
自
身
に
配
慮
し
た
よ

う
な
詠
を
提
出
し
た
こ
と
に
安
堵
し
た
の
で
は
な
い
か
。
為
家
が

蓮
性
に
勝
を
全
て
譲
っ
た
の
は
歌
合
の
慣
例
で
も
な
け
れ
ば
、
単

に
為
家
の
性
格
に
由
来
す
る
も
の
で
も
な
い
と
、
稿
者
は
考
え
る
。

　

『
河
合
社
歌
合
』
が
為
家
の
不
遇
を
神
に
訴
え
且
つ
ま
た
蓮
性

を
中
心
と
し
た
定
家
以
来
の
親
交
の
あ
る
人
々
や
次
代
を
担
う
歌

人
達
と
の
結
束
を
図
る
〈
場
〉
と
し
て
慥
か
に
成
立
し
て
い
た
と

す
れ
ば
、
そ
の
後
の
蓮
性
ら
の
離
反
は
、
為
家
に
と
っ
て
や
は
り

衝
撃
的
で
あ
っ
た
と
思
量
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）「
和
歌
大
辞
典
」（
昭
和
61
年　

明
治
書
院
）。

（
２
）
本
稿
で
は
『
河
合
社
歌
合
』
の
本
文
と
し
て
国
文
学
研
究

資
料
館
蔵
本
を
用
い
読
点
、
濁
点
等
を
私
に
付
し
た
。
底

本
選
定
の
理
由
や
本
文
校
訂
の
一
々
に
つ
い
て
は
本
誌
掲

載
の
解
説
並
び
に
注
釈
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
そ
の

他
の
和
歌
本
文
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
「
新
編
国
歌
大

観
」
に
拠
り
、『
万
葉
集
』
の
み
塙
書
房
刊
「『
万
葉
集
』

訳
文
篇
」
に
拠
っ
た
。

（
３
）
当
該
歌
合
と
近
接
す
る
例
と
し
て
は
、『
宝
治
百
首
』「
寄

獣
恋
」
題
に
お
い
て
七
首
に
「
虎
ふ
す
の
べ
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。

（
４
）
久
保
田
淳
氏
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』
上
（
昭
和
60
年

河
出
書
房
新
社
）
に
は
「
○
心
の
春
─
心
か
ら
楽
し
め
る

春
。
具
体
的
に
は
、
春
の
除
目
で
昇
進
な
ど
し
て
得
意
な

春
。
▽
述
懐
の
心
を
籠
め
る
」
と
の
指
摘
が
見
え
る
。

（
５
）
豊
明
節
会
と
月
の
取
り
合
わ
せ
と
し
て
は
、『
弁
内
侍
日
記
』

〔
七
一
〕
に
「
節
会
は
十
八
日
な
れ
ば
、
月
い
と
明
か
り
し

に
、
召
し
に
進
み
て
侍
り
し
御
階
の
月
、
忘
れ
が
た
き
由
、

中
納
言
典
侍
殿
に
申
し
出
で
て
、
弁
内
侍
髪
上
の
衣
、
雪
の
下
の
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〈場〉としての『河合社歌合』と藤原為家

紅
梅

」
と
し
て
「
雪
の
下
の
梅
の
匂
ひ
も
袖
さ
え
て
進
む
御

階
に
月
を
見
し
か
な
」
の
詠
も
み
え
る
。

（
６
）「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」『
源
氏
物
語
』
④
（
平
成
８

年　

小
学
館
）
幻
巻
当
該
箇
所
頭
注
に
「「
日
光

ひ
か

げ

」「
日

蔭
ひ
か

げ

」
の
掛
詞
。
外
界
の
日
の
光
も
、
昔
の
恋
も
忘
れ
て

過
し
て
し
ま
っ
た
意
。
華
麗
な
儀
に
入
り
こ
め
な
い
孤
心

を
詠
む
歌
」
と
み
え
る
。

（
７
）
久
保
田
淳
氏
は
隆
祐
の
『
宝
治
百
首
』
へ
の
出
詠
に
つ
い

て
「
自
身
に
と
っ
て
も
こ
の
詠
進
は
和
歌
界
へ
の
復
帰
と

認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
た
上
で
、
隆
祐

の
「
豊
明
節
会
」
題
詠
に
「
不
遇
な
落
伍
者
の
感
懐
が
籠

め
ら
れ
て
い
る
」と
指
摘
さ
れ
る
。『
中
世
和
歌
史
の
研
究
』

（
平
成
５
年　

明
治
書
院
）
藤
原
隆
祐
参
照
。

（
８
）『
藤
原
為
家
研
究
』（
平
成
20
年　

笠
間
書
院
）
第
一
章
伝

記
研
究
第
一
節
為
家
の
官
歴
と
定
家
、
第
二
節
御
子
左
家

三
代
の
悲
願
参
照
。

（
９
）
佐
藤
氏
前
掲
著
書
参
照
。

（
10
）
例
え
ば
、
寛
元
元
年
秋
に
嵯
峨
に
籠
居
し
て
い
た
折
り
、

定
家
以
来
親
交
の
あ
っ
た
覚
寛
か
ら
の
贈
歌
「
お
も
ひ
や

る
た
も
と
ま
で
こ
そ
し
を
れ
け
れ
秋
の
さ
が
野
の
し
げ
き

ゆ
ふ
つ
ゆ
」
に
対
し
て
、
為
家
は
「
く
ち
ぬ
べ
し
お
も
ひ

や
る
だ
に
し
を
る
な
る
う
き
身
の
さ
が
の
あ
き
の
た
も
と

は
」（
一
八
六
五
）
と
い
う
返
歌
を
送
っ
て
い
る
。
佐
藤
恒

雄
氏
『
藤
原
為
家
全
歌
集
』《
平
成
14
年　

風
間
書
房
》
参

照
。

（
11
）
参
考
歌
「
そ
の
神
を
お
も
ひ
ぞ
出
づ
る
河
あ
ひ
の
神

に
も
な
れ
し
冬
の
夜
の
月
」（『
夫
木
和
歌
抄
』
雑
部

十
六
・
一
六
〇
二
九
・「
河
合
の
神
、
山
城
／
題
不
知
」・
為

綱
）。

（
12
）
久
保
田
氏
前
掲
（
４
）
著
書
参
照
。

（
13
）「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」『
源
氏
物
語
』
⑤
（
平
成
９

年　

小
学
館
）
総
角
巻
当
該
箇
所
頭
注
は
「
上
句
は
前
の

「
暁
の
嵐
に
わ
び
て
」
に
ひ
び
き
あ
い
、
常
不
軽
の
声
を
千

鳥
に
な
ぞ
ら
え
、
同
時
に
薫
自
身
の
姿
も
そ
れ
に
重
ね
る
」

と
す
る
。

　

ま
た
、
為
家
自

の
『
中
院
詠
草
』
に
は
「
和
歌
の
浦

や
昔
な
が
ら
の
浜
千
鳥
あ
り
し
に
も
あ
ら
ぬ
ね
こ
そ
な
か

る
れ
」（
七
四
・「
同
（
冬
）
文
永
元
年
、
贈
答
百
首

」）
が
み
え
、

佐
藤
恒
雄
氏
は
当
該
歌
を
「
続
古
今
集

集
を
め
ぐ
る
真

観
と
の
確
執
を
背
景
と
す
る
詠
懐
歌
」
と
捉
え
、「
浜
千
鳥
」

を
「
自
ら
の
隠
喩
」
と
指
摘
さ
れ
る
。『
中
世
和
歌
集　

鎌

倉
篇
』（「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
46　

平
成
３
年　

岩

波
書
店
）
参
照
。

（
14
）
本
誌
「
寛
元
元
年
『
河
合
社
歌
合
』
試
注
」
参
照
。

（
15
）『
信
実
集
』
一
〇
六
詞
書
「
家
に
す
す
め
侍
り
し
河
合
の
や

し
ろ
の
歌
合
に
、
千
鳥
」。
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（
16
）
藤
川
「
宝
治
元
年
『
院
御
歌
合
』
の
西
園
寺
実
氏
」（『
国

語
と
国
文
学
』
第
83
巻
第
６
号　

平
成
18
年
６
月
）
参
照
。

（
17
）「
暮
れ
ゆ
け
ば
浦
の
苫
屋
に
か
げ
み
え
て
波
に
蛍
も
も
し
ほ

や
き
け
り
」（『
壬
二
集
』
二
二
九
八
・「
同
家
会
に
、
海
上

蛍
」）、「
浪
か
く
る
う
ら
の
と
ま
や
の
磯
ま
く
ら
心
の
外
の

袖
も
ぬ
れ
け
り
」（『
正
治
後
度
百
首
』
海
辺
・
七
七
四
・

季
保
）
な
ど
も
定
家
よ
り
後
の
例
と
思
し
い
。

（
18
）「
新
編
国
歌
大
観
」
解
題
参
照
。

（
19
）
一
例
と
し
て
「
定
家
亡
き
あ
と
歌
道
家
の
継
承
を
運
命
づ

け
ら
れ
模
索
し
て
い
た
為
家
寛
元
期
の
実
感
吐
露
」
の

作
と
し
て
「
た
ら
ち
ね
の
な
か
ら
ん
後
の
か
な
し
さ
を
思

ひ
し
よ
り
も
猶
ぞ
こ
ひ
し
き
」（『
中
院
詠
草
』
一
二
一
・

「
雑　

経
裏
百
首

」）
が
み
え
、
参
考
歌
と
し
て
俊
成
の
「
む

か
し
だ
に
昔
と
お
も
ひ
し
た
ら
ち
ね
の
猶
こ
ひ
し
き

ぞ
は
か
な
か
り
け
る
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
雑
歌
下
・

一
八
一
五
・「
百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
、
懐
旧
歌
」）
が

あ
げ
ら
れ
る
。
佐
藤
氏
前
掲
（
13
）
著
書
参
照
。

（
20
）
例
え
ば
、
稿
者
は
『
宝
治
百
首
』
の
西
園
寺
実
氏
詠
の
「
花

五
首
」
に
詠
者
の
構
成
意
識
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

「
西
園
寺
実
氏
『
宝
治
百
首
』
の
花
五
首
」（『
尾
道
大
学
日

本
文
学
論
叢
』
第
５
号　

平
成
21
年
12
月
）
参
照
。

（
21
）
佐
藤
氏
前
掲
（
８
）
著
書
第
七
章
周
辺
私

集
と
真
観
第

六
節
新
和
歌
集
の
成
立
参
照
。

（
22
）「
古
典
集
成
」『
発
心
集
』「
糺
」
の
頭
注
に
「
賀
茂
御
祖
神

社
の
摂
社
（
本
社
と
末
社
の
中
間
に
位
す
る
社
）
の
糺
社
」

と
み
え
る
。

（
23
）「
講
談
社
学
術
文
庫
」
当
該
説
話
〈
解
説
〉
参
照
。

（
24
）
佐
藤
氏
前
掲
（
10
）
著
書
解
説
主
要
典
拠
資
料
に
つ
い
て

参
照
。

（
25
）
本
誌
解
説
３
．
出
詠
歌
人
参
照
。

（
26
） 

小
林
強
氏
「
後
嵯
峨
院
の
詠
作
活
動
に
関
す
る
基
礎
的
考

察
」（『
中
世
文
藝
論
稿
』
第
16
号　

平
成
５
年
３
月
）、
佐

藤
氏
前
掲
（
８
）
著
書
等
参
照
。

（
27
）
本
誌
解
説
４
．
歌
題
と
そ
の
構
成
に
つ
い
て
参
照
。

（
28
）
本
誌
解
説
３
．
出
詠
歌
人
参
照
。

（
29
）『
袋
草
紙
』
に
は
「
判
者
、
作
者
た
る
の
時
、
我
歌
に
至
り

て
は
判
を
加
へ
ず
」
と
み
え
る
が
、
実
際
に
は
判
者
が
自

詠
に
勝
を
付
す
例
は
往
々
に
し
て
み
ら
れ
る
（
前
引
『
袋

草
紙
』に
も
「
た
だ
し
人
ゝ
の
心
ゝ
な
り
」と
み
え
る
）。『
河

合
社
歌
合
』
前
後
で
も
、
貞
永
元
年
『
名
所
月
歌
合
』
で

判
者
定
家
が
三
番
の
内
一
番
の
自
詠
に
勝
を
付
し
て
い
る

し
、
寛
元
四
年
『
春
日
若
宮
社
歌
合
』
で
も
判
者
蓮
性
は

三
番
の
内
一
番
の
自
詠
に
勝
を
付
し
て
い
る
。

─
ふ
じ
か
わ
・
よ
し
か
ず　

尾
道
大
学
日
本
文
学
科
准
教
授
─


