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吉 

良 

幸 

生

人
麻
呂
を
歌
聖
視
し
な
い
定
家

︱
︱
あ
く
な
き
歌
の
情こ
こ
ろ

と
詞こ
と
ば

の
こ
だ
わ
り
︱
︱

　
一
　
定
家
と
万
葉
集

　
　

Ａ　

あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
長な
が

な
が
し
夜
を
ひ

と
り
か
も
寝
む
（
万
葉
集
・
二
八
一
三
）

　
　
　
　
《
本
文
》
足
日
木
乃
山
鳥
之
尾
之
四
垂
尾
之
長
永
夜
乎
一

鴨
将
宿

　

鎌
倉
時
代
（
一
三
世
紀
中
ご
ろ
）
に
撰
定
さ
れ
た
名
歌
百
選
『
小

倉
百
人
一
首
』
① 

に
、
撰
者
の
藤
原
定さ
だ
い
え家

は
、『
万
葉
集
』
巻
一
一

の
こ
の
Ａ
を
、柿
本
人
麻
呂
の
お
も
て
歌
と
し
て
入に
っ
し
ゅ
う集し
て
い
る（
数

字
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
歌
番
号
）。
だ
が
、
こ
の
歌
を
人
麻
呂
の

作
と
す
る
に
は
多
く
の
疑
問
が
あ
る
。

　

八
世
紀
中
ご
ろ
に
完
成
を
み
た
日
本
最
古
の
私
撰
集
で
あ
る
万
葉

集
の
編
纂
に
、
万
葉
第
四
期
の
歌
人
大
伴
家や
か
も
ち持
が
大
き
く
関
わ
っ
て

い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
家
持
ら
は
公く
も
ん
し
ょ

文
所
の
公
的
資
料
の

ほ
か
、
古
歌
集
、
各
地
に
伝
誦
さ
れ
て
き
た
夥
し
い
民
謡
歌
、
有
名

無
名
の
歌
人
の
私
家
集
な
ど
の
民
間
資
料
を
渉
猟
し
な
が
ら
、
長

歌
・
短
歌
・
旋せ
ど
う
か

頭
歌
な
ど
、
全
二
〇
巻
四
千
五
百
余
首
を
撰
出
す
る

と
い
う
大
事
業
を
成
し
遂
げ
た
。
巻
一
一
は
、
そ
の
私
家
集
の
一
つ

で
あ
る
『
柿
本
人
麻
呂
歌
集
』（
逸
書
）
か
ら
多
く
の
歌
が
採
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
旋
頭
歌
一
七
首
、「
正せ
い
じ
ゅ
つ
し
ん
し
ょ

述
心
緒
」
歌
四
七
首
、

「
寄き
ぶ
つ
ち
ん
し

物
陳
思
」
歌
九
三
首
、「
問
答
」
歌
九
首
に
及
ぶ
の
だ
が
、
Ａ
は

こ
れ
に
属
さ
な
い
作
者
未
詳
の
「
寄
物
陳
思
」
歌
一
八
九
首
の
う
ち

の
一
首
で
あ
る
。
し
か
も
、

　
　

Ｂ　

思
へ
ど
も
思
ひ
も
か
ね
つ
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
長
き

こ
の
夜
を
（
万
葉
集
・
二
八
一
二
）

の
左
注
に
、「
或
る
本
の
歌
に
曰い
は

く
」と
し
て
記
載
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。

柿
本
人
麻
呂
歌
集
は
、
当
時
、
人
麻
呂
作
と
し
て
伝
誦
さ
れ
た
歌
ま

で
広
く
採
録
し
て
い
る
た
め
、
ど
こ
ま
で
を
人
麻
呂
の
実
作
と
す
る
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か
を
廻
っ
て
、
い
ま
だ
に
定
説
が
な
い
。

　
　

Ｃ　

東
ひ
む
が
しの

野
に
炎
か
ぎ
ろ
ひの

立
つ
見
え
て
返
り
見
す
れ
ば
月
傾
き
ぬ

（
万
葉
集
・
四
八
）

　
　

Ｄ　

近
江
の
海
夕
波
千
鳥
汝な

が
鳴
け
ば
心
も
し
の
に
古
い
に
し
へ

思
ほ

ゆ
（
〃
・
二
六
八
）

　
　

Ｅ　

笹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
さ
や
げ
ど
も
我
は
妹い
も

思
ふ
別
れ

来
ぬ
れ
ば
（
〃
・
一
三
三
）　

　

今
日
か
ら
見
れ
ば
、
な
ぜ
人
麻
呂
の
お
も
て
歌
が
由
緒
正
し
い
名

歌
の
Ｃ
や
Ｄ
で
は
な
く
、
同
じ
相そ
う
も
ん聞
（
恋
歌
）
で
も
Ｅ
で
は
な
く
、

曰い
わ

く
付
き
の
、
し
か
も
並
み
の
歌
の
Ａ
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
謎
を
解
く
鍵
は
、
紀
貫
之
ら
『
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
が
、

人
麻
呂
の
歌
五
首
を
入
集
す
る
際
に
書
き
入
れ
た
左
注
に
あ
る
。
例

え
ば
、「
梅
の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
久ひ
さ
か
た方
の
あ
ま
ぎ
る
雪
の
な
べ
て

ふ
れ
れ
ば
（
古
今
・
三
三
四
）」
に
は
、「
こ
の
歌
あ
る
人
い
は
く
、

か
き
の
も
と
の
人
ま
る
が
歌
な
り
」
と
い
う
左
注
が
あ
る
。
万
葉
集

巻
一
〇
に
類
歌
は
あ
る
が
ま
っ
た
く
の
別
歌
で
、
し
か
も
、
Ａ
と
同

じ
作
者
未
詳
歌
で
あ
る
。
他
の
四
首
は
左
注
は
同
じ
な
が
ら
、
万
葉

集
に
も
な
い
歌
で
あ
る
。

　

古
今
集
の
左
注
の
「
あ
る
人
」
と
は
、
平
安
中
期
ご
ろ
（
原
型
は

九
世
紀
末
に
な
る
？
）
に
流
布
し
た
人
麻
呂
の
歌
を
含
む
名
歌
撰

『
柿か
き
も
と本
集
（
人
麿
集
）』
を
指
す
と
見
て
よ
い
。
Ａ
の
本
文
の
よ
う
な

漢
字
の
音
訓
を
借
り
て
日
本
語
を
表
記
す
る
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
仮
名

で
書
か
れ
た
万
葉
集
は
、
平
安
中
期
、「
梨な
し
つ
ぼ壺
の
五
人
」 

が
訓
読
を

試
み
て
は
い
る
が
未
完
に
終
わ
り
、
鎌
倉
初
期
の
「
仙せ

ん
が
く
ぼ
ん

覚
本
」 

の
新

点
が
出
る
ま
で
、
多
く
の
文
人
に
と
っ
て
漢
文
や
変
体
漢
文
の
訓
読

よ
り
も
厄
介
な
稀き
こ
う
ぼ
ん

覯
本
だ
っ
た
。
柿
本
集
は
そ
う
し
た
隙
間
を
埋
め

る
べ
く
、
万
葉
集
の
巻
七
、一
〇
、一
一
な
ど
の
作
者
未
詳
歌
と
人
麻

呂
の
歌
と
を
ラ
ン
ダ
ム
に
抜
粋
し
、
読
み
や
す
い
表
記
に
変
え
て
編

纂
し
た
も
の
で
、
人
麻
呂
の
歌
を
主
に
し
た
、
当
時
の
い
わ
ば
万
葉

集
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
（
詞
華
集
）
と
し
て
、『
業
平
集
』、『
小
町
集
』、

『
伊
勢
集
』な
ど
の
私
歌
集
と
と
も
に
、広
く
読
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
。

貫
之
ら
の
引
く
人
麻
呂
の
歌
五
首
は
、
い
ず
れ
も
『
柿
本
集
』
か
ら

の
引
用
と
思
わ
れ
る
。
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
文
研
）

所
蔵
の
『
柿
本
集
』
に
は
、古
今
集
の
五
首
（
一
首
は
異
同
歌
）
も
、

Ａ
の
歌
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

古
今
集
の
こ
の
簡
便
な
歌
選
び
が
先
例
と
な
り
、
続
く
勅
撰
集
も

歌
論
書
も
あ
ら
ま
し
そ
れ
に
倣
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
、
平
安
朝

中
期
に
藤
原
公き
ん
と
う任

の
編
纂
し
た
名
歌
撰
『
三
十
六
人
撰
』
が
あ
る
。

こ
の
歌
撰
集
は
通
称
「
三
十
六
歌
仙
」
の
歌
を
採
録
し
た
も
の
だ
が
、

巻
頭
四
人
（
人
麿
、
貫
之
、
躬み
つ
ね恒
、
伊
勢
）
と
巻
末
二
人
（
兼か
ね
も
り盛
、

中な
か
つ
か
さ

務
）
は
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
首
ず
つ
、
他
の
三
〇
人
は
三
首
ず
つ
選
ん

で
い
る
。
筆
頭
の
人
麻
呂
の
歌
一
〇
首
の
八
番
目
が
Ａ
で
あ
る
。
公

任
も
ま
た
柿
本
集
頼
み
で
、
万
葉
集
を
繙ひ
も
とい
て
は
い
な
い
。
と
も
あ

れ
、
当
時
の
歌
壇
の
重
鎮
公
任
の
お
墨
付
き
を
得
て
、
Ａ
は
れ
っ
き

と
し
た
人
麻
呂
の
恋
歌
と
し
て
愛
誦
さ
れ
、『
拾
遺
集
』
も
そ
れ
を

追
認
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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時
移
り
武
家
政
権
が
誕
生
し
た
鎌
倉
時
代
の
初
期
、『
新
古
今
集
』

の
撰
者
の
一
人
で
も
あ
る
藤
原
定
家
も
、
こ
う
し
た
前
時
代
の
王
朝

歌
壇
の
慣
例
を
踏
襲
し
て
い
る
。
鎌
倉
三
代
将
軍
源
実
朝
の
求
め
に

応
じ
て
献
上
し
た
『
近
代
秀
歌
』（
一
二
〇
三
年
）、及
び
歌
論
書
『
詠

歌
大
概
』
の
秀
歌
例
と
し
て
引
く
人
麻
呂
の
歌
に
は
、
い
ず
れ
も
Ａ

が
入
っ
て
い
る
。
秀
歌
例
に
は
「
八
代
集
選
抄
」
と
付
記
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
典
拠
は
す
べ
て
八
代
集
で
あ
る
。
柿
本
集
を
万
葉
集
の
簡

便
な
入
門
書
と
し
て
受
容
し
て
き
た
時
代
だ
か
ら
、
定
家
が
歌
論
書

に
引
く
万
葉
集
の
秀
歌
例
を
八
代
集
に
求
め
た
の
も
、
百
人
一
首
に

Ａ
の
歌
を
人
麻
呂
の
恋
歌
と
し
て
入
集
し
た
の
も
、
当
時
と
す
れ
ば

ご
く
常
識
的
な
歌
選
び
だ
っ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
疑
問
は
残
る
。
定
家
が
万
葉
集
に
関
し
て
関
心
も

薄
く
、
知
識
も
乏
し
い
凡
庸
な
文
人
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
権
門
の
知

遇
を
得
ん
と
し
て
か
、
定
家
は
万
葉
調
を
好
ん
だ
実
朝
に
、
相
伝
の

秘
本
万
葉
集
を
自
ら
書
写
し
て
献
呈
し
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、『
万

葉
集
長
歌
短
歌
説
』
で
は
、
万
葉
集
の
長
歌
・
短
歌
と
古
今
集
の
そ

れ
と
の
違
い
を
論
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
定
家

は
父
俊
成
に
劣
ら
ず
、万
葉
集
に
は
相
当
通
じ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、

な
ぜ
近
代
秀
歌
及
び
詠
歌
大
概
で
引
く
万
葉
歌
人
の
歌
選
び
は
勅
撰

集
頼
み
な
の
か
、
定
家
だ
け
に
解げ

し
か
ね
る
。

　

こ
れ
に
比
べ
、
俊
成
が
晩
年
、
式
子
内
親
王
の
依
頼
を
受
け
て
書

い
た
と
さ
れ
る
歌
論
書
『
古
来
風ふ
う
て
い躰
抄
』
に
お
け
る
万
葉
集
の
秀
歌

選
び
は
真
っ
当
で
、
直じ
か

に
万
葉
集
に
当
た
っ
て
、
独
自
の
鑑
識
眼
で

選
ん
で
い
る
。
人
麻
呂
を
「
歌
の
聖ひ

じ
り」

と
称
え
、そ
の
歌
は
「
上
古
・

中
古
、
今
の
末
の
世
ま
で
相
か
な
へ
る
歌
」
だ
と
、
高
い
評
価
を
し

た
上
で
、
巻
一
～
四
か
ら
、
先
の
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
を
含
む
名
歌
を
、
時

に
本
文
と
併
記
す
る
形
で
九
首
、
巻
七
～
一
五
の
「
人
麻
呂
歌
集
に

出
づ
」
歌
を
仮
名
書
き
で
六
首
引
い
て
お
り
、
柿
本
集
か
ら
の
孫
引

き
は
一
首
も
な
い
。

　

俊
成
と
違
い
、
定
家
の
万
葉
集
を
見
る
目
は
冷
め
て
い
る
。
歌
論

書
『
毎
月
抄
』
で
定
家
は
、
万
葉
の
時
代
と
今
の
人
心
も
歌
の
詠
み

ぶ
り
も
違
う
の
で
、
も
う
今
の
世
で
は
学
ん
で
も
万
葉
の
歌
の
よ
う

に
は
詠
め
な
い
と
断
じ
、
さ
ら
に
、
万
葉
集
の
歌
風
や
詞
に
は
「
あ

ま
り
に
俗
に
近
く
、
又
お
そ
ろ
し
げ
な
る
た
ぐ
ひ
（
俗
に
近
く
ご
つ

ご
つ
し
た
と
こ
ろ
）」
が
あ
る
の
で
、
特
に
初
心
者
は
古
体
を
詠
ま

な
い
よ
う
に
戒
め
て
い
る
。
万
葉
集
は
最
古
の
歌
集
、
人
麻
呂
は
集

中
第
一
の
歌
人
と
し
て
、
そ
れ
な
り
に
敬
意
は
表
し
つ
つ
も
、
俊
成

の
よ
う
に
人
麻
呂
を
賛さ
ん
ぎ
ょ
う仰す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
万
葉
集
も
人
麻

呂
の
歌
の
多
く
も
、
も
は
や
時
代
が
欲
す
る
新
風
の
手
本
に
は
な
り

得
ぬ
、
と
見
な
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
二
　
余
り
の
心

　

定
家
は
歌
論
書
『
詠
歌
大
概
』
の
冒
頭
に
、
作
歌
の
心
得
を
三
点

に
絞
っ
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　

情こ
こ
ろは
新
し
き
を
以
て
先さ
き

と
な
し
、詞こ
と
ばは
旧ふ
る

き
を
以
て
用
ゆ
べ
し
。

風ふ
う
て
い躰
は
堪
能
の
先
達
の
秀
歌
に
効な
ら

ふ
べ
し
。（
原
文
漢
文
書
き
）②
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歌
は
な
に
よ
り
新
鮮
な
詩
情
を
求
め
て
詠
み
、
そ
の
詞
は
古
歌
の

歌
詞
を
用
い
、
風
体
（
詠
み
ぶ
り
）
は
熟
達
し
た
上
手
な
歌
人
の
秀

歌
を
手
本
に
す
る
よ
う
に
と
、
老
歌
人
定
家
は
年
少
の
貴
公
子
（
梶

井
宮
尊そ
ん
か
い快

法
親
王
）
に
熱
く
作
歌
の
要よ
う
て
い諦

を
説
く
。
定
家
が
こ
だ
わ

っ
た
の
は
新
し
き
情こ
こ
ろ、

つ
ま
り
、
時
代
の
美
意
識
や
美
的
感
覚
を
先

取
り
し
た
み
ず
み
ず
し
い
詩
情
に
あ
る
。
そ
れ
は
新
時
代
の
パ
イ
オ

ニ
ア
と
し
て
歌
壇
を
主
導
し
て
き
た
定
家
の
、
作
歌
の
基
本
原
理
で

あ
ろ
う
。
面
白
い
の
は
、「
新
し
き
情
」
を
盛
る
詞
は
、
六
歌
仙
の

活
躍
し
た
寛
か
ん
ぴ
ょ
う平
以
往
（
九
世
紀
後
半
）
三
代
集
ま
で
の
約
一
二
〇
年

余
の
歌
詞
を
「
古
き
詞
」
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
和
歌
が

個
人
の
文
学
的
創
作
と
な
り
始
め
た
六
歌
仙
時
代
か
ら
、
そ
れ
を
磨

き
上
げ
た
三
代
集
ま
で
の
歌
詞
を
重
く
見
て
、そ
れ
以
後
『
千
載
集
』

に
到
る
ま
で
の
七
、八
〇
年
間
の
、智
巧
的
傾
向
の
強
い
、貫
之
風（
古

今
調
）
の
亜
流
に
得
々
と
し
た
詞
は
も
は
や
「
新
し
き
情
」
を
盛
る

器
で
は
な
い
、
と
す
る
彼
の
強
い
信
念
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
念
頭
に

置
い
て
、
風
体
は
「
人
麿
・
貫
之
・
忠た
だ
み
ね岑

・
伊
勢
・
小
町
等
」
の
先

達
に
学
べ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

平
安
時
代
に
入
る
と
、
王
朝
貴
族
や
堂
上
方
の
和
歌
の
趣
向
が
す

っ
か
り
様
変
わ
り
し
た
。
前
時
代
の
、
上し
ょ
う
か下

と
も
ど
も
純
朴
な
真
情

を
率
直
に
吐
露
し
た
、
あ
る
い
は
真
情
が
自
然
に
流
露
し
た
和
歌
、

つ
ま
り
、
自
然
を
あ
る
が
ま
ま
に
、
感
情
を
素す

の
ま
ま
に
表
現
す
る

歌
の
趣
向
が
後
退
し
、
華
や
か
な
宮
廷
サ
ロ
ン
を
中
心
に
し
た
、
貴

紳
貴
女
の
洗
練
さ
れ
た
優
雅
な
社
交
的
会
話
と
し
て
の
和
歌
、
及
び

機
知
的
技
巧
を
弄
ぶ
遊
戯
感
覚
の
和
歌
が
愛
好
さ
れ
る
時
代
に
な
っ

た
。
中
古
で
は
「
後
宮
歌う
た
あ
わ
せ

合
」、「
亭て
い
じ
い
ん

子
院
歌
合
」、「
天
徳
内だ
い
り裏

歌
合
」、

中
世
で
は
「
六
百
番
歌
合
」、「
千
五
百
番
歌
合
」
に
代
表
さ
れ
る
、

大
大
的
な
歌
合 

の
度
重
な
る
開
催
、さ
ら
に
歌
合
に
繋
が
る
「
五
十

首
歌
」「
百
首
歌
」
の
詠
進
な
ど
が
、
題
詠
歌
ブ
ー
ム
の
引
き
金
と

な
っ
て
、
短
歌
は
実
景
・
実
情
を
詠
む
こ
と
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
っ

た
。
こ
の
潮
流
は
武
家
政
権
の
代
と
な
っ
て
も
変
わ
ら
ず
、
公
家
も

武
家
貴
族
も
上
智
も
、
晴
れ
の
舞
台
で
も
っ
ぱ
ら
優
美
で
象
徴
的
な

虚
象

0

0

（
そ
ら
ご
と
）
の
美
を
題
詠
に
求
め
、
競
い
合
っ
た
。

　

俊
成
・
定
家
父
子
は
政
治
的
に
は
摂
関
家
の
嫡
流
に
遠
く
、
傍
流

の
悲
哀
を
味
わ
い
続
け
た
の
だ
が
、
こ
と
歌
道
に
関
し
て
は
格
段
の

評
価
を
受
け
、
藤
原
顕あ
き
す
け輔

の
没
後
衰
退
し
た
六
条
家
に
代
わ
り
、
こ

う
し
た
ブ
ー
ム
の
真
っ
た
だ
中
に
い
た
。
俊
成
は
藤
原
北
家
に
繋
が

る
名
門
の
歌
道
師
範
御み
こ
ひ
だ
り
け

子
左
家
③
の
宗
匠
と
し
て
、
数
多
く
の
歌
合

の
判は
ん
じ
ゃ者

を
務
め
、
彼
の
下
す
歌
合
の
判は
ん
し詞

（
判
者
が
歌
の
優
劣
、
可

否
を
判
定
し
て
述
べ
る
こ
と
ば
）
は
、
そ
の
ま
ま
歌
壇
の
動
向
を
左

右
す
る
権
威
と
な
り
、
秘
や
か
に
し
て
優
美
な
歌
体
（
幽
玄
体
）
を

生
み
出
し
た
。
片
や
、
歌
帝
と
称
さ
れ
た
後
鳥
羽
院
に
そ
の
並
外
れ

た
才
幹
を
認
め
ら
れ
た
定
家
は
、
院
の
も
と
で
新
古
今
集
の
撰
進
に

も
携
わ
り
な
が
ら
斯
界
を
リ
ー
ド
し
、
有う
し
ん心
体
と
い
う
時
代
を
画
す

る
斬
新
な
歌
体
を
創
出
し
た
。

　

常
に
新
風
を
求
め
て
き
た
定
家
が
、新
時
代
の
和
歌
に
求
め
た「
新

し
き
情こ
こ
ろ」と
は
な
に
か
、手
掛
か
り
の
一
つ
が『
近
代
秀
歌
』に
あ
る
。
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昔
、
貫
之
、
歌
の
心
巧
み
に
、
た
け
及
び
難
く
、
詞
強
く
、
姿

お
も
し
ろ
き
さ
ま
を
好
み
て
、
余
情
妖え
う
え
ん艶
の
躰
を
よ
ま
ず
。④

　

定
家
は
貫
之
の
歌
風
を
こ
う
評
し
た
。
つ
ま
り
、
貫
之
は
歌
の
題

に
基
づ
く
場
面
構
想
の
立
て
方
が
巧
妙
で
、
声
調
の
張
り
は
抜
群
、

詞
の
表
す
意
味
が
明
確
な
上
に
趣
向
の
面
白
み
が
感
じ
ら
れ
る
歌
を

好
み
、
余
情
妖
艶
の
歌
風
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
、
と
。
定
家
に
は
、

こ
う
し
た
貫
之
風
に
代
表
さ
れ
る
古
今
調
は
三
代
集
以
降
衰
退
し
、
千

載
集
で
よ
う
や
く
そ
の
柵
し
が
ら
みを
離
れ
、
新
風
を
求
め
る
機
運
が
兆
し
始

め
た
、と
い
う
認
識
が
あ
る
。
古
今
調
を
な
ぞ
る
こ
と
に
汲
々
と
し
て
、

「
新
し
き
情
」
を
求
め
る
気
概
を
失
っ
た
歌
壇
に
、
新
風
を
起
こ
す
べ

く
定
家
が
模
索
し
た
歌
風
は
、
図
ら
ず
も
、
貫
之
が
捨
て
お
い
た
「
余

情
妖
艶
の
躰
」
を
彼
独
特
の
詠
風
で
磨
き
上
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

余
情
と
は
「
余
り
の
心
」、
つ
ま
り
言
外
に
漂
う
豊
か
な
情
趣
を

い
い
、
妖
艶
と
は
な
ま
め
か
し
く
、
艶あ
で

や
か
で
美
し
い
さ
ま
を
い
う

の
だ
が
、
和
歌
に
お
け
る
余
情
と
い
う
概
念
や
そ
の
効
用
そ
の
も
の

は
、
平
安
朝
初
期
の
こ
ろ
か
ら
す
で
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の

歌
人
壬み
ぶ
の
た
だ
み
ね

生
忠
岑
の
歌
論
書
『
和
歌
体
十
種
』
に
は
、
す
で
に
「
余
情

体
」
が
歌
体
の
一
つ
に
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
先
の
公
任
は
さ
ら
に
一

歩
進
め
て
、「
余
り
の
心
」（
余
情
）
を
積
極
的
に
評
価
し
た
。
彼
は

歌
論
書
『
新
撰
髄
脳
』
の
冒
頭
で
、
秀
歌
の
条
件
を
次
の
よ
う
に
簡

潔
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

凡お
よ

そ
歌
は
心
ふ
か
く
（
情
趣
が
深
く
）、
姿
き
よ
げ
に
（
声
調

が
流
麗
で
）、
心
に
を
か
し
き
所 

（
趣
向
の
面
白
さ
）
あ
る
を
、

す
ぐ
れ
た
り
と
い
ふ
べ
し
。⑤

　

公
任
は
古
今
集
の
こ
ろ
の
理
想
的
な
歌
の
条
件
を
こ
の
よ
う
に
三

点
に
ま
と
め
た
上
で
、
な
か
で
も
最
高
の
秀
歌
（
上
じ
ょ
う
ほ
ん
じ
ょ
う

品
上
）
は｢

心

深
き
」
歌
、つ
ま
り
「
詞
妙た
へ

に
し
て
余
り
の
心
さ
へ
あ
る
（
歌
）」（
歌

論
書
『
和
歌
九く
ほ
ん品
』）
だ
と
、「
余
り
の
心
」
を
重
く
見
て
、
次
の
二

首
を
そ
の
例
歌
に
上
げ
て
い
る
。

　
　

Ｆ　

春
立
つ
と
い
ふ
ば
か
り
に
や
み
吉
野
の
山
も
か
す
み
て
け

さ
は
見
ゆ
ら
ん　

壬
生
忠
岑
（
拾
遺
集
・
一
）

　
　

Ｇ　

ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
う
ら
の
朝
霧
に
嶋
が
く
れ
行
く
舟
を

し
ぞ
思
ふ　

読
人
し
ら
ず
（
古
今
集
・
四
〇
九
）

　

流
麗
な
声
調
と
巧
妙
な
趣
向
は
和
歌
の
二
大
要
素
で
あ
る
、
そ
の

両
者
を
巧
み
に
案
配
す
れ
ば
、
言
外
に
微
妙
な
情
調
（
余
り
の
心
）

が
醸か
も

さ
れ
る
、
そ
の
醸
し
出
さ
れ
る
「
余
り
の
心
」
の
濃
淡
、
あ
る

い
は
深
浅
い
か
ん
で
歌
の
品し
な

が
決
ま
る
と
い
う
の
だ
。
言
外
に
に
じ

む
霊
妙
な
る
余
情

0

0

0

0

0

0

に
和
歌
の
美
を
見
い
だ
し
、
高
く
評
価
し
た
の
は

公
任
が
最
初
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
Ｆ
と
Ｇ
の
歌
に
見
ら
れ
る
「
余
り
あ
る
心
」
は
、
図
ら

0

0

ず
も
言
外
に
に
じ
み
出
て
い
る
情
趣

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
域
を
出
て
い
な
い
。
当
時
、

考
え
ら
れ
て
い
た
余
情
体
は
、
こ
う
い
う
歌
の
風
体
の
謂
い
で
あ
っ

た
と
考
え
て
よ
く
、
情
調
の
象
徴
性
を
意
図
的
に
求
め
た
俊
成
の
幽

玄
体
、
さ
ら
に
そ
れ
を
限
界
ま
で
追
求
し
た
定
家
の
有
心
体
と
は
大

き
な
隔
た
り
が
あ
る
。

　

俊
成
は
中
世
を
代
表
す
る
美
的
理
念
で
あ
る
幽
玄
、
つ
ま
り
複
雑
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微
妙
な
寂
し
さ
の
美（
寂
・
長
・
艶
）を
発
見
し
た
と
い
わ
れ
る
。「
寂
」

は
ひ
そ
や
か
な
こ
と
、「
長
」
は
格
調
高
い
こ
と
、「
艶
」
は
艶あ
で

や
か

な
美
し
さ
を
い
う
の
だ
が
、
こ
の
三
大
風
の
融
合
し
た
美
を
俊
成
は

ど
う
意
識
し
て
歌
に
詠
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
が
自
賛
歌
の

一
番
手
に
上
げ
た
歌
で
見
て
み
よ
う
。

　
　

Ｈ　

夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
鶉
う
づ
ら

鳴
く
な
り
深ふ
か
ぐ
さ草

の

里
（
千
載
集
・
二
五
九
）

　

こ
の
歌
は
表
意
だ
け
な
ら
、
晩
秋
の
蕭
し
ょ
う
し
ょ
う々た
る
野
辺
の
夕
景
を
詠

ん
だ
並
み
の
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
は
、
当
時
の
文
人
な
ら

だ
れ
も
が
、
深
草
の
里
で
鶉
が
鳴
く
と
聞
く
だ
け
で
、『
伊
勢
物
語
』

（
一
二
三
段
）
の
小
話
を
お
の
ず
と
連
想
す
る
よ
う
に
詠
ま
れ
た
、
い

わ
ゆ
る
「
本ほ
ん
せ
つ説

取
り
」 

の
歌
な
の
で
あ
る
。
深
草
の
里
に
住
む
女
の

も
と
へ
通
っ
て
い
た
男
が
、
女
に
飽
き
た
か
、
溜
息
ま
じ
り
に
、
自

分
が
通
わ
な
く
な
っ
た
ら
こ
こ
は
草
深
い
里
に
な
る
か
も
な
、
と
い

う
歌
を
詠
ん
だ
、
す
る
と
女
は
、「
野
と
な
ら
ば
鶉
と
な
り
て
鳴
き
を

ら
む
狩
り
に
だ
に
や
は
君
は
来
ざ
ら
む
」（
荒あ
れ
の野

に
な
っ
た
ら
私
は
鶉

と
な
っ
て
鳴
（
泣
）
い
て
お
り
ま
し
ょ
う
、
さ
す
れ
ば
あ
な
た
は
狩

り
く
ら
い
に
は
お
い
で
な
さ
る
で
し
ょ
う
か
ら
）
と
悲
し
く
も
優
し

い
歌
を
返
し
て
、
男
の
心
を
つ
な
ぎ
止
め
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

　

俊
成
の
い
う
幽
玄
体
は
、
言
外
に
、
例
え
ば
、
本
説
な
り
本
歌
を

借
景
と
し
て
、
そ
の
借
景
の
イ
メ
ー
ジ
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
歌
の

幻
景

0

0

（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
景
）
の
イ
メ
ー
ジ
に
奥
行
き
と
広

が
り
を
持
た
せ
る
、
複
合
的
に
醸
成
さ
れ
た
深
遠
な
余
情
美

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
言

え
よ
う
。

　
三
　
妖
し
げ
な
美

　

武
家
政
権
の
世
と
な
る
と
、
真
昼
の
日
輪
の
よ
う
に
華
や
い
だ
中

古
の
王
朝
文
化
も
、
王
権
の
衰
退
と
と
も
に
次
第
に
陰
り
が
見
え
始

め
た
。
加
え
て
王
権
の
衰
退
は
末
法
思
想
に
弾
み
を
与
え
、
公
家
・

貴
族
層
の
先
行
き
へ
の
不
安
が
現
実
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
陰
々
た
る
空
気
を
一
掃
す
べ
く
、
後
鳥
羽
院
は
建
仁
元
年

（
一
二
〇
一
）
に
和
歌
所
を
設
置
し
、
定
家
ら
五
人
に
新
古
今
集
の

撰
進
を
命
じ
た
。
五
年
後
に
第
一
次
奏
覧
本
が
完
成
し
、
新
時
代
に

相
応
し
い
王
朝
文
化
の
美
と
底
力
を
高
ら
か
に
発
揚
せ
し
め
た
。
勢

い
を
得
た
院
は
、
鎌
倉
幕
府
を
倒
し
て
宿
願
の
王
政
復
古
を
成
し
遂

げ
る
べ
く
兵
を
起
こ
し
た
。
し
か
し
、こ
の
承
久
の
乱
〈
一
二
二
一
〉

で
は
あ
っ
け
な
く
敗
北
、
あ
げ
く
院
は
隠
岐
、
順
徳
院
は
佐
渡
、
土

御
門
院
は
土
佐
へ
流
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

だ
が
、
定
家
ら
が
壮
年
の
後
鳥
羽
院
の
も
と
で
、
新
古
今
集
の
歌

風
の
基
調
と
な
っ
た
有
心
体
を
創
出
し
た
と
言
わ
れ
る
時
期
、
具
体

的
に
は
治
承
か
ら
正
治
（
一
一
七
七
～
一
二
〇
一
）
に
か
け
て
の

二
〇
年
間
は
、
中
世
の
文
化
史
上
、
稀
有
な
一
時
期
だ
っ
た
。
二
〇

代
三
〇
代
の
若
き
定
家
を
急
先
鋒
と
す
る
後
鳥
羽
院
歌
壇
⑥
を
中
心

に
し
て
、
中
古
の
爛
熟
し
た
王
朝
文
化
の
余
光
が
、
黄た
そ
が昏
れ
ゆ
く
静

寂
な
天
空
で
、
突
如
、
茜あ
か
ね
い
ろ色の

妖
艶
な
輝
き
に
変
じ
た
よ
う
な
観
を

呈
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
新
古
今
調
の
台
頭
で
あ
る
。
新
古
今
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調
は
、
い
わ
ば
王
朝
文
化
が
入
り
日
の
煌き
ら

め
き
を
見
せ
た
こ
の
一
時

期
の
、
余
情
あ
ふ
れ
る
妖
艶
な
美
の
結
晶
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
、
御
子
左
家
の
名
誉
に
か
け
て
、
歌
道
師
範
の
権
威
を

継
承
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
定
家
は
、世
上
の
騒
乱
に
も
背
を
向
け
、

熟う

れ
す
ぎ
て
生
彩
を
失
っ
た
王
朝
和
歌
の
復
活
に
一
身
を
捧
げ
た
。

彼
の
唱
道
し
た
独
創
的
な
有
心
体
は
、
歌
の
い
か
な
る
表
現
技
法
の

こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
　

Ｉ　

春
の
夜
の
夢
の
う
き
橋
と
だ
え
し
て
峯
に
わ
か
る
る
横
雲

の
空
（
新
古
今
集
・
三
八
）

　

幽
玄
は
も
と
も
と
、「
奥
深
く
神
秘
的
で
は
か
り
し
れ
な
い
さ
ま
」

を
意
味
す
る
仏
教
語
で
あ
る
。
中
世
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
境
に
通
う

深
遠
な
美
を
広
く
幽
玄
体
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
幽
玄
体
の
極
致
と

も
言
う
べ
き
歌
が
、
Ｉ
に
代
表
さ
れ
る
定
家
の
歌
で
あ
る
。

　

定
家
を
よ
く
知
る
後
鳥
羽
院
は
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
の
な
か
で
、

「（
定
家
卿
は
）
も
み
も
み
と
、
人
に
は
読
み
お
ほ
せ
ぬ
姿
を
庶し
ょ
き幾
す

る
」
歌
詠
み
、
つ
ま
り
、
定
家
は
「
余
人
に
は
と
て
も
真
似
の
で
き

ぬ
、
手
の
込
ん
だ
巧こ
う
ち緻

な
風
体
を
理
想
と
す
る
」
天
才
的
な
歌
詠
み

だ
と
、
院
は
見
て
お
ら
れ
た
。
も
み
も
み
と
、
人
に
は
読
み
お
ほ
せ

ぬ
姿 

─ 

そ
れ
を
風
巻
景
次
郎
は
『
中
世
の
文
学
伝
統
』
の
な
か
で
、

「
自
分
の
幻
影
を
あ
く
ま
で
形
象
の
上
で
捕
え
よ
う
と
無
限
の
奥お
く
か所

ま
で
追
求
の
歩
を
緩
め
な
い
、
象
徴
的
で
艶
麗
な
虚
構
美
」
と
、
的

確
に
解
釈
し
た
。

　

こ
の
歌
は
、
一
読
、
上
句
を
人
事
、
つ
ま
り
後き
ぬ
ぎ
ぬ朝
の
別
れ
、
下
句

を
曙

あ
け
ぼ
のの

景
と
し
て
読
め
な
く
も
な
い
。
ま
た
、
夢
の
な
か
の
情
景
と

も
、
夢
覚
め
て
目
に
す
る
情
景
と
も
読
め
る
。
だ
が
、「
夢
の
浮
橋
」

は
夢
路
な
の
か
、
は
か
な
い
夢
の
喩
な
の
か
、
此し
が
ん岸

と
彼
岸
の
架
け

橋
な
の
か
、
は
た
ま
た
『
源
氏
物
語
』
の
終
巻
名
な
の
か
、
い
か
よ

う
に
も
取
れ
る
。「
と
だ
え
し
て
」
も
、
夢
路
の
と
だ
え
か
、
飽
き

の
き
た
恋
路
の
と
だ
え
か
、
そ
れ
と
も
、
浮
舟
が
落
飾
す
る
こ
と
で

濁
世
の
も
ろ
も
ろ
の
繋
が
り
を
断
つ
こ
と
な
の
か
、
こ
れ
ま
た
い
ず

れ
と
も
定
め
が
た
い
。「
わ
か
る
る
」
と
い
う
擬
人
法
も
、
後
朝
の

別
れ
な
の
か
、
恋
に
飽
き
た
男
と
女
の
別
れ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
字

義
通
り
峯
か
ら
横
雲
が
離
れ
て
い
く
だ
け
の
こ
と
な
の
か
、
よ
く
分

か
ら
な
い
。
た
だ
、蜃
気
楼
の
ご
と
く
朧お
ぼ
ろに

霞
ん
だ
夢
幻
の
情
景（
虚

象
）
が
、
か
ろ
う
じ
て
形
象
と
繋
が
り
な
が
ら
ゆ
ら
ゆ
ら
見
え
隠
れ

す
る
な
か
、
妙
に
妖あ
や

し
げ
な
耽
美
的
・
官
能
的
な
余
情
が
纏て
ん
め
ん綿

す
る
。

　
　

Ｊ　

年
も
経へ

ぬ
い
の
る
契
り
は
は
つ
せ
山
尾を
の
へ上

の
鐘
の
よ
そ
の

夕
ぐ
れ
（
新
古
今
集
・
一
一
四
二
）

　

恋
歌
に
限
れ
ば
和
歌
史
上
、
定
家
の
右
に
出
る
者
は
い
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
定
家
は
若
い
男
女
の
み
ず
み
ず
し
い
恋
情
を
詠
ま
な

い
。
女
人
仮
託
の
恋
歌
を
得
意
と
し
、
し
か
も
そ
の
多
く
は
空く
う
け
い閨

の

怨
み
、
男
を
待
ち
わ
び
る
女
の
嘆
き
、
心
変
わ
り
し
た
男
へ
の
怨
み
、

あ
る
い
は
隙
間
風
の
吹
き
は
じ
め
た
恋
、
熟
れ
す
ぎ
た
恋
の
ア
ン
ニ

ュ
イ
な
気
分
等
々
の
、
陰
の
あ
る
、
屈
折
し
た
恋
情
を
好
ん
で
詠
む
。

　

こ
の
歌
は
、初は
つ
せ瀬
山
の
「
は
つ
」
と
、「
い
の
る
契
り
」
が
「
果
つ
」

が
掛
け
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
格
別
の
修
辞
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
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な
ぜ
こ
う
も
余
韻
嫋じ
ょ
う
じ
ょ
う々と
し
た
複
雑
な
心
情
の
詠
出
が
可
能
な
の

か
。
一
つ
は
初
句
切
れ
の
効
用
だ
ろ
う
。
こ
の
初
句
と
結
句
の
「
よ

そ
の
夕
ぐ
れ
」
と
い
う
独
創
的
な
フ
レ
ー
ズ
と
が
、
聞
こ
え
来
る
鐘

の
余
韻
に
陰
々
と
響
き
あ
う
こ
と
で
、
意
味
上
は
繋
が
ら
な
い
上
句

と
下
句
が
情
緒
で
繋
が
る
の
だ
。
女
は
若
い
こ
ろ
の
祈
る
恋
の
弾
む

喜
び
も
、
束
の
間
の
幸
せ
も
と
う
に
色
褪
せ
、
も
う
他
人
事
の
よ
う

に
し
か
思
え
ぬ
、
そ
ん
な
投
げ
や
り
な
思
い
で
、
鐘
の
音
を
聞
く
と

も
な
し
に
聞
い
て
い
る
。
男
足
の
途
絶
え
た
中
年
女
の
聞
く
、
ま
さ

し
く
色
即
是
空
の
鐘
の
声
だ
。

　

後
鳥
羽
院
は
Ｉ
や
Ｊ
な
ど
の
奇
才
ほ
と
ば
し
る
定
家
の
斬
新
な
歌

に
舌
を
巻
く
も
の
の
、
院
の
詠
ま
れ
る
歌
は
定
家
に
寄
ら
ず
、
歌
の

師
俊
成
の
そ
れ
に
近
い
。

　
　

Ｋ　

見
わ
た
せ
ば
山
も
と
か
す
む
水み
な
せ
が
は

無
瀬
川
夕
べ
は
秋
と
な
に

思
ひ
け
む
（
新
古
今
集
・
三
六
）

　

院
の
こ
の
歌
は
「
水
郷
春
望
」
と
い
う
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
だ
が
、

春
霞
の
か
か
る
水
無
瀬
川
の
夕
景
に
、
秋
の
夕
暮
れ
に
劣
ら
ぬ
「
あ

は
れ（
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
）」を
見
い
だ
し
た
感
動
が
あ
る
。『
枕

草
子
』
初
段
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の 

… 

秋
は
夕
暮
れ

0

0

0

0

0

」
を
踏
ま
え
て

詠
ん
だ
も
の
だ
が
、歌
風
は
帝
王
歌
に
ふ
さ
わ
し
く
大
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
定
家
は
院
の
向
こ
う
を
張
る
よ
う
に
、
同
じ
初
句
を
用

い
て
、
ま
っ
た
く
別
様
の
歌
に
仕
上
げ
た
。

　
　

Ｌ　

見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫と
ま
や屋

の
秋
の

夕
ぐ
れ
（
新
古
今
集
・
三
六
三
）

　

三さ
ん
せ
き夕
の
歌
⑦
の
な
か
で
も
、
Ｌ
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
上
句
は
、

あ
ら
ぬ
こ
と
ば
（
桜
花
と
紅
葉
）
の
組
み
合
わ
せ
で
、
目
を
引
く
も

の
は
何
も
な
い
周
り
の
海
辺
の
夕
景
の
、
わ
ず
か
な
残
照
の
色
ま
で

消
し
て
し
ま
う
。
荒
涼
た
る
海
辺
に
、
粗
末
な
苫と
ま
ぶ葺

き
の
漁
師
の
家

が
ぽ
つ
ん
と
二
、三
軒
建
っ
て
い
る
だ
け
、
波
音
も
人
声
も
聞
こ
え

な
い
、
冷
え
寂
び
た
、
無
音
に
し
て
無
色
な
秋
の
夕
暮
れ
の
海
辺
の

景
を
詠
ん
で
み
せ
た
。
院
は
後
に
Ｌ
を『
隠
岐
本
』⑧
で
は
外
さ
れ
た
。

こ
れ
で
は
「
あ
は
れ
」
を
も
消
す
と
思
わ
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
、「
利

口
（
細
工
）
の
亡も
う
じ
ゃ者
め
が
」
と
舌
打
ち
さ
れ
た
か
、
お
そ
ら
く
そ
の

両
方
だ
ろ
う
。

　
四
　
丸
く
な
っ
た
定
家

　

後
鳥
羽
院
は
定
家
の
歌
の
凄
さ
と
同
時
に
、
そ
の
限
界
を
見
抜
い

て
お
ら
れ
た
。

　
　
（
卿
は
）
心
あ
る
や
う
な
る
を
ば
庶
幾
せ
ず
。
た
ゞ
、
詞
・
姿
の

艶え
ん

に
や
さ
し
き
を
本
躰
と
す
る
間あ
ひ
だ、

そ
の
骨こ
つ

す
ぐ
れ
ざ
ら
ん
初
心

の
者
ま
ね
ば
ゞ
、し
や
う
た
い

正
躰
な
き
事
に
な
り
ぬ
べ
し
。（『
御
口
伝
』）⑨

　

定
家
は
内
容
中
心
の
歌
を
好
ま
な
い
、
た
だ
た
だ
、
歌
の
こ
と
ば

も
風
姿
も
優
艶
な
趣
の
あ
る
も
の
を
本
体
と
し
て
い
る
の
で
、
並
み

の
歌
詠
み
が
真
似
て
は
訳
の
分
か
ら
ぬ
歌
に
な
る
、
と
定
家
の
歌
風

を
安
易
に
真
似
る
の
を
戒
め
て
い
る
。

　

独
創
的
な
フ
レ
ー
ズ
や
斬
新
な
技
法
は
、
過
ぎ
る
と
鼻
に
つ
い

て
、た
ち
ま
ち
院
の
言
わ
れ
る
「
正
体
な
き
事
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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題
詠
に
よ
っ
て
情
調
の
象
徴
性
を
極
限
ま
で
追
求
す
る
技
法
の
独
創

0

0

と
、
独
善

0

0

の
差
は
紙
一
重
な
の
だ
。
定
家
は
晩
年
の
私
家
集
『
拾
遺

愚
草
員い
ん
が
い外

』
の
な
か
で
、
新
風
を
誇
っ
て
い
た
往
年
の
歌
を
、
世
人

に
「
新
儀
非
拠
の
達だ
る
ま
う
た

磨
歌
」、
つ
ま
り
、
典
拠
も
意
味
も
不
明
な
造

語
か
ら
な
る
奇
妙
き
て
れ
つ
な
禅
問
答
の
よ
う
な
歌
、
と
揶や

ゆ揄
さ
れ

た
と
い
う
の
だ
。
新
風
を
目
指
し
た
後
鳥
羽
院
歌
壇
に
あ
っ
て
、
と

り
わ
け
、
定
家
の
有
心
体
の
歌
は
群
を
抜
い
て
前
衛
的
で
難
解
だ
っ

た
た
め
、そ
う
し
た
非
難
中
傷
の
恰
好
の
標
的
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
『
六
百
番
歌
合
』
で
、
右
方
の
方か
た
う
ど人

（
仲
間
）
が
左
方
の
定
家
の

歌
を
評
す
る
折
、「
慥た
し

か
に
心
得
が
た
し
」（
歌
の
内
容
が
は
っ
き
り

分
か
ら
な
い
）、「
心
ゆ
か
ず
」（
理
解
で
き
な
い
）、「
依い

い違
せ
り
」（
曖

昧
で
あ
る
）
等
々
の
評
語
を
多
用
し
て
い
る
。

　

定
家
が
目
指
し
た
従
来
の
歌
こ
と
ば
の
常
識
や
通
則
を
壊
す
こ
と

で
新
し
い
表
現
を
構
築
す
る
大
胆
な
試
み
は
、
毀き
よ
ほ
う
へ
ん

誉
褒
貶
と
も
に
喧
か
ま
び
す

し
く
、
歌
壇
に
大
き
な
衝
撃
と
影
響
を
与
え
た
。

　

達
磨
歌
な
ど
と
い
う
旧
態
依
然
の
非
難
中
傷
に
折
れ
て
は
な
ら

ず
、
ま
た
、
新
風
和
歌
を
標
榜
し
な
が
ら
、
表
現
の
あ
り
方
も
弁
え

ぬ
ま
ま
、
詞
の
通
則
を
強
引
に
壊
し
て
、
や
た
ら
と
難
解
な
歌
を
詠

む
こ
と
を
新
風
と
す
る
末
流
歌
人
ら
と
は
、
厳
と
し
て
一
線
を
画
さ

ね
ば
な
ら
な
い
、
こ
う
し
た
二
重
の
重
圧
を
は
ね
退
け
な
が
ら
、
緊

張
し
た
注
意
力
を
も
っ
て
幻
影
・
幻
想
の
形
象
化
に
と
こ
と
ん
こ
だ

わ
り
続
け
る
歌
作
り
が
ど
ん
な
に
険
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、
想
像

に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
い
わ
ば
知
の
力
技
は
、
そ
う

長
く
は
続
か
な
い
も
の
だ
。
知
の
巨
人
定
家
も
さ
す
が
に
壮
年
期
を

過
ぎ
た
あ
た
り
か
ら
、
歌
の
出
来
不
出
来
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
老
境
に
入
る
と
、
壮
年
期
の
例
の
も
み
も
み
と
し
た
巧
緻
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

技
法

0

0

は
後
退
し
、
静
穏
な
歌
風
へ
落
ち
着
く
。

　

定
家
七
〇
歳
の
折
、後
堀
河
天
皇
の
命
に
よ
り
、『
新
勅
撰
和
歌
集
』

（
一
二
三
二
）
を
単
独
で
撰
進
す
る
栄
に
浴
し
た
が
、
選
ん
だ
の
は
、

余
情
妖
艶
美
を
重
ん
じ
る
新
古
今
調
の
歌
よ
り
も
、『
千
載
集
』
寄

り
の
平
明
枯
淡
な
歌
が
む
し
ろ
多
い
。好
み
が
年
相
応
に
変
化
し
て
、

歌
選
び
に
も
、
お
の
れ
の
主
張
を
院
の
ご
意
向
も
お
構
い
な
し
に
押

し
通
し
た
、
往
年
の
覇
気
は
影
を
潜
め
、
鷹お
う
よ
う揚

に
な
っ
て
い
く
。

　

百
人
一
首
は
こ
の
こ
ろ
編
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
百

首
歌
選
び
は
、
心
身
を
す
り
減
ら
し
た
新
古
今
集
の
そ
れ
と
は
大
違

い
で
、
か
つ
て
の
知
の
闘
将
が
楽
隠
居
し
て
、
老
い
の
す
さ
び
に
、

茶
を
す
す
り
な
が
ら
選
ん
だ
よ
う
な
気
楽
さ
が
あ
り
、
遊
び
心
が
あ

る
。
し
か
も
、
名
の
あ
る
歌
詠
み
百
人
の
歌
を
一
首
ず
つ
襖ふ
す
ま
し
ょ
う
じ

障
子
の

色し
き
し
う
た

紙
歌
に
、
と
い
う
依
頼
な
の
だ
か
ら
、
能
筆
の
定
家
に
す
れ
ば
染

筆
は
楽
し
み
で
も
あ
っ
た
。
百
人
の
歌
人
を
だ
れ
に
し
、
ど
の
歌
を

え
ら
ぶ
か
は
本
来
難
事
業
の
は
ず
だ
が
、
今
回
は
前
に
選
出
し
て
お

い
た
原
撰
本
『
百
人
秀
歌
』
に
、
少
し
手
を
入
れ
る
だ
け
で
事
は
足

り
た
。

  

百
人
一
首
は
百
人
秀
歌
の
歌
を
数
首
差
し
替
え
た
ほ
か
、
二
首
一

対
で
組
み
合
わ
せ
て
お
い
た
歌
を
、
原
則
と
し
て
年
代
順
に
並
べ
替

え
て
い
る
。
改
編
の
目
玉
は
、
謹
慎
中
の
後
鳥
羽
・
順
徳
両
院
（
親
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子
）
の
御
製
二
首
一
対
を
最
後
に
入
集
し
て
、
冒
頭
の
天
智
・
持
統

両
帝
（
父
娘
）
の
御
製
と
で
、
首
尾
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

出
だ
し
と
締
め
だ
け
は
、
百
人
秀
歌
の
二
首
一
対
様
式
に
こ
だ
わ
っ

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
鎌
倉
幕
府
を
憚
っ
て
、
新
勅
撰
集
・
百
人
秀

歌
で
は
両
院
の
御
製
の
入
集
を
見
合
わ
せ
て
き
た
だ
け
に
、
定
家
も

ほ
っ
と
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
懸
案
は
、
お
の
れ
の
一
首
を
ど
の
歌
に
す
る
か
で
あ
っ

た
。
襖
障
子
の
色
紙
歌
に
往
年
の
力
作
Ｉ
・
Ｊ
・
Ｌ
と
い
っ
た
歌
は

場
違
い
だ
か
ら
、
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
自
慢
の
お
も
て
歌
と
は
い
え
、
お

そ
ら
く
最
初
か
ら
入
れ
る
気
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
　

Ｍ　

来
ぬ
人
を
ま
つ
ほ
の
浦
の
夕
な
ぎ
に
焼
く
や
藻も
し
ほ塩

の
身
も

こ
が
れ
つ
つ
（
百
人
・
九
七
）

　

定
家
は
結
局
、好こ
う
ず
か

事
家
の
喜
び
そ
う
な
和
歌
の
修
辞（
枕
詞
・
序
詞
・

縁
語
な
ど
）で
粉
飾
し
た
恋
歌
Ｍ
を
書
く
こ
と
に
し
た
。「
松
帆
の
浦
」

の
松
は
「
待
つ
」
と
掛
詞
、
二
句
～
四
句
は
「
こ
が
れ
つ
つ
」
を
導

く
序
詞
、「
こ
が
れ
」
は
「
焼
く
」
の
縁
語
で
あ
る
。
べ
た
凪な
ぎ

の
松

帆
の
浦
の
黄
昏
ど
き
、
海
辺
で
は
塩
を
採
る
た
め
海
水
を
掛
け
た
藻

塩
草
を
焼
く
火
が
燻
ふ
す
ぶ

っ
て
い
る
、
そ
の
燻
ぶ
り
が
、
な
か
な
か
や
っ

て
来
な
い
恋
人
を
、
じ
り
じ
り
し
な
が
ら
待
つ
女
の
苛
立
ち
を
い
や

増
す
よ
う
に
詠
ま
れ
た
、
定
家
お
得
意
の
女
人
仮
託
歌
で
あ
る
。
興

味
深
い
こ
と
に
、
定
家
は
Ｍ
の
歌
を
入
集
す
る
に
あ
た
り
、
明
ら
か

に
Ａ
の
人
麻
呂
の
歌
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。
Ａ
と
Ｍ
は
合
わ
せ
歌

の
よ
う
に
好
一
対
な
の
だ
。

　
　

Ａ　

あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
長
々
し
夜
を
ひ
と

り
か
も
寝
む
（
百
人
・
三
）

　
「
あ
し
ひ
き
の
」は「
山
鳥
」の
山
に
か
か
る
枕
詞
。
上
句
は「
長
々

し
」
を
導
く
序
詞
で
、
和
歌
で
は
頻
用
さ
れ
る
。
こ
の
序
詞
に
は
、

山
鳥
は
雌
雄
別
々
の
峰
に
別
れ
て
寝
る
と
い
う
民
間
伝
承
が
裏
に
あ

る
か
ら
、
添
い
寝
す
る
妹い
も

も
い
な
い
ま
ま
輾て
ん
て
ん転

反
側
す
る
男
の
夜
の

長
さ
が
生
き
て
く
る
。
Ａ
と
Ｍ
と
は
こ
う
し
た
修
辞
を
用
い
た
男
歌

と
女
歌
で
、
し
か
も
、「
待
つ
女
の
や
る
せ
な
さ
」
と
「
独
り
寝
の

男
の
わ
び
し
さ
」、
つ
ま
り
、
恋
情
が
い
や
増
す
「
添
へ
ぬ
恋
」
で

対
を
な
す
恋
歌
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
二
首
一
対
様
式
を
こ
こ
で

も
生
か
し
て
、
人
麻
呂
（
三
）
山
部
赤
人
（
四
）
の
二
首
一
対
と
、

定
家
（
九
七
）
家
隆
（
九
八
）
の
二
首
一
対
と
で
二
つ
目
の
首
尾
⑩ 

を
合
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
か
な
り
意
図
的
で
、
重
ね

れ
ば
人
麻
呂
と
定
家
が
対
に
な
る
合
わ
せ
で
も
あ
る
の
だ
。
お
の
れ

を
人
麻
呂
に
敵
う
歌
詠
み
と
す
る
、
定
家
の
揺
る
が
ぬ
自
負
が
透
け

て
見
え
る
。
そ
れ
は
、
狷け
ん
か
い介

な
定
家
が
歌
聖
人
麻
呂
に
初
め
て
見
せ

た
親
近
の
情
で
も
あ
る
。

《
注
》

①　

一
三
世
紀
半
ば
頃
、
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
宇
都
宮
蓮れ
ん
じ
ょ
う

生
（
頼
綱
）
の
求
め

に
応
じ
て
、
定
家
が
撰
出
し
た
百
人
秀
歌
集
。
蓮
生
は
小
倉
山
荘
の
襖
障
子

の
装
飾
と
し
て
色
紙
を
依
頼
し
た
こ
と
か
ら
、「
小
倉
百
人
一
首
」
と
称
さ
れ

る
。

②　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
歌
論
集
』
小
学
館　

四
七
三
頁
。
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③　

藤
原
北
家
に
繋
が
る
著
名
な
歌
道
の
家
筋
。
鎌
倉
前
期
、
歌
界
に
俊
成
・
定

家
父
子
が
偉
大
な
功
績
を
残
し
た
こ
と
で
、
以
後
、
御
子
左
家
は
歌
壇
を
主
導

す
る
。
後
に
為
家
（
定
家
息
）
の
三
人
の
子
の
間
で
家
領
を
巡
る
争
い
が
起
こ

り
、
嫡
流
（
二
条
家
）
と
、
庶
流
二
家
（
京き
ょ
う
ご
く極

家
、
冷れ

い
せ
い泉

家
）
に
分
か
れ
た
。

④　

注
②
と
同
書　

四
四
九
頁
。

⑤　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
論
集
能
楽
論
集
』
岩
波
書
店　

二
六
頁
。

⑥　

歌
帝
後
鳥
羽
院
の
も
と
に
は
優
れ
た
歌
人
が
大
勢
集
ま
り
、
一
大
歌
壇
が

形
成
さ
れ
た
。
そ
の
歌
壇
の
主
だ
っ
た
五
人
（
源
通み
ち
と
も具
・
藤
原
有あ

り
い
え家
・
家い

え
た
か隆
・

定
家
・
雅ま
さ
つ
ね経
）
が
勅
命
に
よ
り
撰
進
し
た
の
が
『
新
古
今
集
』。

⑦　
『
新
古
今
和
歌
集
』（
巻
四
・
秋
歌
上
）
に
並
記
さ
れ
て
い
る
秋
の
夕
暮
れ

を
詠
ん
だ
三
首
の
名
歌
。
三
六
三
が
定
家
の
Ｌ
。

　

 　

さ
び
し
さ
は
そ
の
色
と
し
も
な
か
り
け
り
ま
き
立
つ
山
の
秋
の
夕
暮

　

寂じ
ゃ
く
れ
ん

蓮  

（
新
古
今
・
三
六
一
）

　

 　

心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り
し
ぎ
た
つ
沢
の
秋
の
夕
ぐ
れ

　

西
行
（ 

〃 

・
三
六
二
）

⑧　

新
古
今
集
は
後
鳥
羽
院
の
親
撰
だ
が
、
定
家
ら
が
撰
進
を
終
え
た
承
久
三
年

（
一
二
〇
五
）の
一
次
本
が
正
本
。院
は
隠
岐
配
流
後
も
新
古
今
集
の
切
継
ぎ（
歌

の
差
し
替
え
）
を
続
け
、
抄
本
を
作
成
。
こ
れ
を
「
隠
岐
本
」
と
い
う
。

⑨　

注
⑤
と
同
書　

一
四
九
頁
。

⑩　
　

秋
の
田
の
か
り
ほ
の
庵い
ほ

の
苫と

ま

を
あ
ら
み
我
が
衣こ

ろ
も
で手

は
露
に
ぬ
れ
つ
つ

　
　

天て
ん
ぢ智
天
皇 

（
百
人
・
一
）

　
　
　

春
過
ぎ
て
夏
来
に
け
ら
し
白し
ろ
た
へ妙

の
衣
ほ
す
て
ふ
天あ

ま

の
香か

ぐ
や
ま

具
山

　
　
　

 　

持
統
天
皇 

（
〃
・
二
）

　
　
　

人
も
を
し
人
も
う
ら
め
し
あ
ぢ
き
な
く
世
を
思
ふ
ゆ
ゑ
に
物
思
ふ
身
は

　
　

後
鳥
羽
院
（
〃
・
九
九
）

　
　
　

も
し
き
や
古
き
軒の
き
ば端

の
し
の
ぶ
に
も
な
ほ
あ
ま
り
あ
る
昔
な
り
け
り

　
　
　

順
徳
院　
（
〃
・
一
〇
〇
）

　
　
　

あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
な
が
な
が
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
む

　
　

柿
本
人
麻
呂 

（
〃
・
三
）

　
　
　

田
子
の
浦
に
う
ち
出
で
て
見
れ
ば
白
妙
の
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
つ
つ

     

山
部 

赤
人  

（
〃
・
四
）

　
　
　

来
ぬ
人
を
ま
つ
ほ
の
浦
の
夕
な
ぎ
に
焼
く
や
藻も
し
ほ塩
の
身
も
こ
が
れ
つ
つ

　
　
　

藤
原
定
家
（
〃
・
九
七
）

　
　
　

風
そ
よ
ぐ
な
ら
の
小
川
の
夕
暮
れ
は
み
そ
ぎ
ぞ
夏
の
し
る
し
な
り
け
る

　
　

藤
原
家
隆
（
〃
・
九
八
）
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