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吉

良

幸

生

和
歌
衰
退
論
二
題

︱
︱
再
興
へ
の
挑
戦
と
予
見
︱
︱

一
　
源
俊
賴

　

和
歌
（
短
歌
）
の
末す

が枯
れ
が
大
ぴ
ら
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、古
典
に
限
れ
ば
三
代
勅
撰
集
《『
古
今
和
歌
集
』（
九
〇
五
）

『
後
撰
和
歌
集
』（
九
五
一
）『
拾
遺
和
歌
集
』（
一
〇
〇
五
）》
以

後
の
こ
と
で
、
そ
の
は
し
り
は
源
俊
賴
の
歌
論
書
『
俊
賴
髄
脳
』

（
一
一
一
四
ご
ろ
）
と
見
て
よ
い
。
大
治
元
年
（
一
一
二
六
）、
白
河

院
の
命
を
受
け
て
『
金
葉
和
歌
集
』
を
単
独
で
撰
進
し
た
俊
賴
は
、

そ
の
一
二
年
ほ
ど
前
に
こ
の
歌
論
書
を
世
に
問
う
て
い
る
。
こ
の

書
は
藤
原
公き
ん
と
う任
の
有
名
な
歌
論
書
『
新
撰
髄
脳
』（
平
安
中
期
）
の

先せ
ん
し
ょ
う蹤
を
踏
み
な
が
ら
、
和
歌
が
末
枯
れ
た
と
い
う
の
は
彼
独
自
の
認

識
で
あ
る
。

　
　

あ
は
れ
な
る
か
な
や
。
こ
の
道
の
目
の
前
に
失
せ
ぬ
る
事
を
。

　

俊
賴
は
こ
の
書
の
序
で
、
和
歌
の
道
の
現
状
を
こ
う
ま
で
悲
観
し

て
い
る
。
日
本
人
は
古
く
か
ら
胸
中
の
感
懐
を
表
す
術す
べ

を
歌
に
よ
っ

て
き
た
た
め
、当
代
に
は
感
懐
を
述
べ
る
の
に
詠
み
残
さ
れ
た
節ふ
し（

趣

向
）
も
、試
み
ら
れ
て
い
な
い
歌
語
も
、歌
語
の
配
列
や
続
け
方
（
表

現
）
も
皆
無
に
等
し
く
、
先
の
見
え
な
い
「
末
の
世
」（
末
法
の
世
）

に
あ
っ
て
、
歌
に
「
珍
し
き
様
（
姿
）」
を
求
め
る
こ
と
は
至
難
の

業
で
あ
る
、
と
歌
壇
の
衰
退
し
た
現
状
を
深
く
憂
え
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
書
は
も
と
も
と
、
関
白
藤
原
忠た
だ
ざ
ね実

が
娘
の
勲
子
（
後
の
鳥
羽

院
皇
后
高か
や
の
い
ん
た
い
し

陽
院
泰
子
）
の
た
め
に
俊
賴
に
依
頼
し
た
歌
学
び
の
い
わ

ば
入
門
書
で
あ
る
。
高
家
の
子
女
に
歌
の
手
ほ
ど
き
す
る
の
に
、
い

き
な
り
こ
の
ま
ま
だ
と
和
歌
の
道
に
未
来
は
な
い
と
言
い
放
つ
俊
賴

の
真
意
は
解
し
か
ね
る
が
、
幼
少
の
こ
ろ
よ
り
入
内
を
見
越
し
て
手

厚
く
養
育
さ
れ
、
才
媛
の
誉
れ
高
か
っ
た
勲
子
を
俊
賴
は
上
手
の
読

み
手
と
見
て
、
歌
に
関
す
る
お
の
れ
の
知
見
や
所
懐
を
余
す
と
こ
ろ

な
く
伝
え
よ
う
と
、
あ
え
て
和
歌
の
惨
憺
た
る
現
状
か
ら
説
き
起
こ
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し
た
、
と
解
し
て
お
こ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
俊
賴
の
悲
嘆
に
は
、
白
河

院
に
よ
る
院
政
の
始
ま
り
、
そ
れ
に
伴
う
藤
原
氏
（
北
家
）
の
寡
占

す
る
摂
関
政
治
の
揺
ら
ぎ
、
さ
ら
に
貴
族
階
層
に
広
が
り
始
め
た
末

法
思
想
等
々
、
先
の
見
え
な
い
時
代
の
不
安
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

俊
賴
が
い
た
く
悲
嘆
す
る
の
は
、
帝
を
は
じ
め
和
歌
の
担
い
手
た
る

貴
族
階
層
が
保
身
に
汲
々
と
す
る
あ
ま
り
、
王
朝
文
化
の
華
た
る
和

歌
へ
の
関
心
が
薄
れ
、
和
歌
の
道
が
危
機
に
瀕ひ
ん

し
て
い
る
と
い
っ
た

現
状
認
識
す
ら
な
い
、
さ
も
し
い
現
実
そ
の
も
の
で
あ
る
。
俊
賴
は

勲
子
が
そ
う
し
た
生
気
の
失
せ
た
歌
壇
の
現
状
に
甘
ん
ず
る
こ
と
な

き
よ
う
釘
を
刺
し
た
上
で
、
い
い
歌
の
姿
形
の
有
り
様
や
詠
み
方
を

熱
心
に
指
南
し
て
い
る
。

　
　

お
ほ
か
た
、
歌
の
良
し
と
い
ふ
は
、
心
を
さ
き
と
し
て
、
珍
し

き
節ふ
し

を
も
と
め
、
詞こ
と
ば

を
か
ざ
り
詠
む
べ
き
な
り
。

　

俊
賴
歌
論
の
論
点
は
、
同
書
で
秀
歌
例
を
上
げ
る
に
先
立
っ
て
述

べ
た
こ
の
一
文
に
尽
き
る
。
詠
む
対
象
に
対
す
る
感
動
を
歌
に
詠
む

際
に
必
要
な
の
は
、「
珍
し
き
節
」（
新
奇
な
趣
向
＝
発
想
）
と
、「
詞

を
か
ざ
り
詠
む
」（
詞
を
華
や
か
に
詠
む
＝
表
現
）
こ
と
だ
と
い
う
。

新
奇
な
発
想
力
と
豊
か
な
表
現
力
が
伴
わ
ね
ば
折
角
の
感
動
も
へ
ち

ま
の
皮
と
な
る
、と
い
う
わ
け
だ
。
こ
の
条
件
に
叶
う
歌
集
と
し
て
、

俊
賴
は
勲
子
に
公
任
の
私
撰
集
『
金き
ん
ぎ
ょ
く
し
ゅ
う

玉
集
』
を
学
ぶ
よ
う
奨
め
、
み

ず
か
ら
も
独
自
の
観
点
か
ら
様
々
な
秀
歌
七
〇
首
余
を
選
ん
で
参
考

に
供
し
て
い
る
。

　

歌
に
は
新
し
い
趣
向
（
ア
イ
デ
ア
）
が
要
る
と
い
う
の
は
多
く
の

歌
論
書
の
説
く
と
こ
ろ
だ
が
、「
詞
を
か
ざ
り
詠
む
」
こ
と
が
い
い

歌
の
必
須
条
件
で
あ
る
と
、
歌
の
表
現
技
法
そ
の
も
の
に
踏
み
込
ん

だ
と
こ
ろ
に
、
俊
賴
歌
論
の
特
色
が
あ
る
。「
詞
を
か
ざ
る
」
と
い

う
の
は
歌
壇
の
常
識
を
打
ち
破
る
新
し
い
表
現
技
法
の
謂
で
、
俊
賴

は
こ
の
技
法
を
多
面
的
に
捉
え
、
そ
れ
を
自
ら
の
歌
作
り
に
積
極
的

に
活
か
す
こ
と
で
、
低
迷
す
る
歌
壇
に
一
つ
の
方
向
性
を
与
え
よ
う

と
し
た
。
そ
の
壮
図
の
蹟あ
と

を
歌
で
見
て
み
よ
う
。

　

Ａ　

山
ざ
く
ら
咲
き
そ
め
し
よ
り
久
か
た
の
雲
ゐ
に
見
ゆ
る
滝
の

し
ら
糸
（
金
葉
春
・
五
〇
）

　

Ｂ　

山
の
端は

に
雲
の
衣こ
ろ
も

を
ぬ
ぎ
捨
て
て
ひ
と
り
も
月
の
立
ち
の
ぼ

る
か
な
（
〃
秋
・
一
九
四
）

　

Ｃ　

秋
風
や
涙
も
よ
ほ
す
つ
ま
な
ら
ん
音
づ
れ
し
よ
り
袖
の
か
わ

か
ぬ　
（
千
載
秋
・
二
三
四
）

　

Ｄ　

鶉う
づ
ら

鳴
く
真ま

の野
の
入
江
の
浜
風
に
尾
花
な
み
よ
る
秋
の
夕
暮

（
金
葉
秋
・
二
三
九
）

　

Ｅ　

あ
は
れ
に
も
み
さ
を
に
燃
ゆ
る
蛍
か
な
声
立
て
つ
べ
き
こ
の

世
と
思
ふ
に
（
千
載
夏
・
二
〇
二
）

　

Ｆ　

う
か
り
け
る
人
を
初
瀬
の
山
お
ろ
し
よ
は
げ
し
か
れ
と
は
祈

ら
ぬ
も
の
を
（
〃
恋
・
七
〇
八
）

　

俊
賴
の
歌
の
特
色
の
一
つ
が
、
Ａ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
比
喩
表
現

の
卓
抜
さ
で
あ
る
。
俊
賴
は
広
く
比
喩
を
「
似に
せ
も
の物
」
と
い
う
語
で
説

明
す
る
が
、こ
れ
は「
見
立
て
」の
こ
と
で
、満
開
の
桜
を「
白
雲
」に
、

散
る
花
を
「
雪
」
に
譬
え
る
類
い
で
あ
る
。
俊
頼
は
こ
う
し
た
見
立
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て
は
昔
か
ら
同
じ
技
法
な
の
で
、
当
世
風
に
変
え
て
詠
む
の
は
難
し

い
と
し
な
が
ら
、
Ａ
で
は
咲
き
誇
る
山
桜
を
雲
か
ら
流
れ
落
ち
る
滝

に
、
さ
ら
に
そ
の
滝
の
流
れ
を
白
糸
に
見
立
て
る
と
い
う
手
の
込
ん

だ
二
重
の
比
喩
で
新
味
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
次
に
、
Ｂ
の
歌
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
擬
人
法
を
巧
み
に
活
か
す
表
現
技
法
で
あ
る
。
山

の
端
に
棚
引
く
雲
の
向
こ
う
か
ら
月
が
上
る
さ
ま
を
、
月
が
天
女
の

よ
う
に
羽
衣
を
脱
ぎ
捨
て
て
上
る
と
い
う
奇
抜
な
擬
人
法
を
用
い

て
、
ほ
の
か
な
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
さ
え
漂
わ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
Ｃ
は

「
初
め
の
秋
の
心
を
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
で
、
秋
風
に
涙
ぐ
む
感

傷
的
な
歌
と
思
わ
せ
な
が
ら
、「
つ
ま
（
端
緒
・
夫つ
ま

）」
と
「
お
と
づ

れ
（
音
づ
れ
・
訪
れ
）」
の
掛
詞
を
活
か
し
、
秋
に
「
飽
き
」
を
通

わ
せ
て
、「
秋
風
」
を
足
の
遠
の
い
た
つ
れ
な
い
恋
人
に
見
立
て
て

い
る
。
俊
頼
は
こ
う
し
た
見
立
て
や
擬
人
法
と
い
っ
た
修
辞
を
駆
使

し
て
、
景
と
情
の
微
妙
な
「
あ
は
ひ
（
間
）」
を
詠
む
名
手
だ
っ
た
。

　

Ｄ
は
俊
頼
の
叙
景
歌
の
代
表
作
で
完
成
度
も
高
い
。
当
時
の
貴
族

階
層
が
田
園
山
村
に
歌
題
を
求
め
て
歌
を
詠
む
風
潮
の
強
か
っ
た
な

か
、
俊
賴
の
父
経つ
ね
の
ぶ信

は
出
色
の
歌
詠
み
で
、
清
新
な
叙
景
歌
人
と
し

て
名
を
馳
せ
た
。「
夕
さ
れ
ば
門か
ど

田た

の
稲
葉
お
と
づ
れ
て
葦
の
ま
ろ

屋
に
秋
風
ぞ
吹
く
（
金
葉
秋･

一
七
三
）」
は
、藤
原
定
家
撰
の
『
小

倉
百
人
一
首
』
に
も
採
ら
れ
た
歌
だ
が
、「
夕
方
に
な
る
と
門
田
を

わ
た
る
秋
風
が
ざ
わ
ざ
わ
と
葦あ
し

葺ぶ

き
の
家
に
吹
く
」
意
で
、「
田
家

秋
風
」
と
い
う
題
に
沿
っ
て
、秋
の
夕
景
を
写
実
的
に
詠
ん
で
い
る
。

「
お
と
づ
れ
て
」
は
「
音
を
立
て
る
」
意
。
Ｄ
は
「
す
す
き
（
薄
）」

と
い
う
題
で
同
じ
く
秋
の
夕
景
を
詠
ん
だ
歌
だ
が
、「
秋
の
夕
暮
れ

ど
き
、
鶉
が
鳴
い
て
い
る
真
野
（
琵
琶
湖
西
岸
）
の
入
り
江
に
浜
風

が
吹
い
て
い
る
、
そ
の
浜
風
を
受
け
て
白
い
薄
の
穂
並
み
が
一
斉
に

揺
ら
い
で
い
る
」
意
で
、
ち
ょ
っ
と
見
は
経
信
の
歌
に
重
な
る
。
だ

が
、
こ
の
歌
は
聴
覚
（
鶉
の
鳴
き
声
・
風
の
ざ
わ
め
き
、
波
の
音
）、

視
覚
（
風
物
）、
色
覚
（
暮
色
・
尾
花
と
波
頭
の
白
色
）
と
が
立
体

的
に
構
成
さ
れ
、
さ
ら
に
掛
詞
「
な
み
よ
る
」（「
波
寄
る
」
と
「
並

み
寄
る
」）
を
用
い
て
、
浜
風
の
吹
く
度
に
白
い
波
頭
が
岸
辺
に
寄

る
様
と
、
風
で
薄
の
花
穂
が
一
斉
に
揺
ら
ぐ
様
を
同
時
に
動
態
で
表

現
し
て
い
る
。
俊
賴
は
意
識
し
て
、
経
信
の
平
面
的
で
静
的
な
叙
景

歌
と
は
ひ
と
味
違
う
新
境
地
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

　

Ｅ
は
「
題
し
ら
ず
」
と
い
う
詞
書
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
歌
の
真

意
が
な
か
な
か
摑
み
に
く
い
。「
人
な
ら
こ
の
世
の
不
条
理
に
悲
鳴

を
上
げ
て
し
か
る
べ
き
な
の
に
、
あ
の
蛍
は
闇
夜
に
押
し
黙
っ
た
ま

ま
律
儀
に
光
を
発
し
て
い
る
、
あ
わ
れ
な
こ
と
よ
」
の
意
に
取
れ
そ

う
だ
が
、
上
句
の
「
あ
は
れ
」
に
は
「
感
嘆
」
と
「
哀
切
」
の
両
義

が
あ
る
た
め
、
読
み
手
に
は
「
み
さ
を
に
燃
ゆ
る
蛍
」
を
詠
み
手
が

哀
れ
ん
で
い
る
よ
う
に
も
、
羨
ん
で
い
る
よ
う
に
も
解
せ
る
。
帝
を

は
じ
め
貴
族
社
会
の
だ
れ
も
が
和
歌
の
道
の
衰
退
に
無
関
心
な
現
状

に
、
独
り
歯
噛
み
し
て
い
る
俊
賴
を
思
う
と
、
緘か
ん
も
く黙
し
て
律
儀
に
光

を
発
す
る
蛍
の
よ
う
に
は
、
ど
う
し
て
も
事
態
を
達
観
で
き
ぬ
未
熟

な
お
の
れ
を
半
ば
自
嘲
気
味
に
蛍
に
投
影
し
て
い
る
歌
、
と
解
す
る

の
が
妥
当
だ
ろ
う
が
、
感
嘆
、
哀
切
い
ず
れ
の
解
も
捨
て
が
た
い
。
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歌
意
の
平
板
と
詞
の
繋
が
り
の
常
則
を
嫌
う
、
こ
の
二
則
は
、
社
交

上
の
挨
拶
程
度
に
詠
ん
だ
歌
は
と
も
か
く
、
俊
賴
が
腰
を
据
え
て
題

詠
す
る
際
、
特
に
こ
だ
わ
っ
た
鉄
則
で
あ
る
。

　

俊
賴
は
歌
意
を
曖
昧
に
し
た
り
、
屈
折
さ
せ
た
り
、
回
り
く
ど
く

し
た
り
す
る
こ
と
で
恋
心
の
機
微
を
巧
み
に
詠
む
、
恋
歌
の
達
人
で

も
あ
っ
た
。
Ｆ
は
百
人
一
首
に
も
採
択
さ
れ
た
歌
だ
が
、『
千
載
集
』

で
は
「
祈
れ
ど
も
逢
は
ざ
る
恋
」
と
い
う
歌
題
を
詠
ん
だ
旨
の
詞
書

が
前
置
さ
れ
て
い
る
。「
初
瀬
」は
大
和
国
初は
つ
せ
や
ま

瀬
山
に
あ
る
長
谷
寺（
中

古
女
性
の
観
音
信
仰
の
聖
地
だ
っ
た
名
刹
）
の
こ
と
だ
か
ら
、
主
体

は
恋
の
成
就
を
初
瀬
の
山
お
ろ
し
（
長
谷
観
音
）
に
祈
る
う
ら
若
い

女
性
で
あ
り
、
そ
の
女
性
が
詠
ん
だ
ふ
う
に
し
て
俊
賴
が
詠
ん
だ
、

Ｃ
と
同
じ
女に
ょ
に
ん
か
た
く
う
た

人
仮
託
歌
で
あ
る
。
だ
が
、乙
女
が
「
う
か
り
け
る
人
」

（
自
分
の
気
持
ち
を
分
か
っ
て
く
れ
な
い
男
）
の
こ
と
で
、
何
を
祈

っ
た
か
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
下
句
の
「
は
げ
し
か
れ
と
は
祈
ら
ぬ
も

の
を
」（
そ
こ
ま
で
あ
の
人
の
肩
を
強
く
押
し
て
と
は
お
祈
り
し
な

か
っ
た
の
に
）
に
よ
っ
て
初
め
て
、「
ど
う
か
、
あ
の
人
の
気
持
ち

が
わ
た
し
に
靡
く
よ
う
、
そ
っ
と
一
押
し
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
」
と

い
う
可
憐
な
祈
り
だ
っ
た
と
、や
っ
と
分
か
る
。
そ
こ
で
読
み
手
は
、

「
あ
の
人
が
ま
す
ま
す
つ
れ
な
く
な
っ
た
、
あ
ん
た
の
せ
い
よ
」
と
、

ふ
く
れ
っ
面
し
て
、
山
お
ろ
し
に
八
つ
当
た
り
し
て
い
る
乙
女
心
の

切
な
さ
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
乙
女
が
思
い
も
し
な
い
祈
り

で
も
っ
て
、乙
女
の
慎
ま
し
や
か
な
祈
り
を
想
起
さ
せ
、さ
ら
に
「
も

の
を
」（
逆
接
の
終
助
詞
）
に
よ
っ
て
、
祈
り
が
叶
わ
な
か
っ
た
結

果
ま
で
暗
示
す
る
と
い
っ
た
、
ま
こ
と
に
手
の
込
ん
だ
詠
み
ぶ
り
な

の
で
あ
る
。

　

俊
賴
が
様
々
な
修
辞
を
援
用
し
な
が
ら
叙
景
歌
の
詠
み
幅
を
広
げ

た
り
、
肝
心
か
な
め
の
心
情
を
歌
で
表
す
の
に
、
こ
と
さ
ら
象
徴
や

暗
示
、
婉
曲
や
韜と
う
か
い晦

と
い
っ
た
詠
法
に
こ
だ
わ
っ
た
の
に
は
、
そ
の

詠
法
に
よ
っ
て
、
シ
ン
プ
ル
を
旨
と
す
る
当
代
歌
壇
の
常
識
を
打
破

す
る
狙
い
が
あ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
、
裏
返
せ
ば
歌
の
世
界
に
合
理

性
や
で
き
あ
い
を
持
ち
込
む
こ
と
を
拒
否
し
、
同
時
に
安
易
な
伝
統

へ
の
寄
り
か
か
り
も
嫌
う
、
今
風
に
言
え
ば
彼
独
自
の
審
美
眼
、
さ

ら
に
言
え
ば
批
評
精
神
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
彼
の
批
評
精
神

は
確
実
に
淀
ん
だ
時
代
に
新
風
を
吹
き
込
み
、
歌
壇
に
方
向
性
を
与

え
た
。
彼
の
手
に
な
る
勅
撰
集
『
金
葉
和
歌
集
』
の
撰
進
は
、
時
代

の
必
然
の
流
れ
な
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
な
例
歌
な
が
ら
、
俊
賴
の
壮

図
の
か
な
め
と
な
っ
た
独
特
な
歌
表
現
の
一
端
は
見
え
て
こ
よ
う
。

二
　
鴨
長
明

　

建け
ん
り
ゃ
く暦

二
年（
一
二
一
二
）に
随
筆『
方
丈
記
』を
書
い
た
鴨
長
明
は
、

続
い
て
『
無む
み
ょ
う
し
ょ
う

名
抄
』
と
い
う
歌
論
書
を
世
に
問
う
て
い
る
。
歌
論
書

と
い
っ
て
も
、
和
歌
の
本
質
を
論
じ
た
部
分
は
少
な
く
、
歌
談
義
や

歌
説
話
が
主
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
中
古
の
他
の
歌
論
書
と
大
同
小

異
だ
が
、
た
だ
七
一
章
段
「
近
代
の
歌
体
」
は
歌
論
書
の
名
に
違
わ

ず
、
中
古
か
ら
中
世
初
期
に
至
る
歌
の
流は

や行
り
廃す
た

り
、
及
び
当
代
歌
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壇
の
動
向
、
こ
れ
か
ら
の
歌
の
あ
り
よ
う
な
ど
を
分
か
り
や
す
く
論

理
的
に
概
説
し
て
い
る
。（
章
段
の
分
け
方
や
章
段
名
、
及
び
引
用

は
す
べ
て
久
保
田
淳
訳
注
本
〈
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
〉
に
よ
る
。）

　

短
歌
は
ひ
た
す
ら
情
愛
を
細
や
か
に
詠
ん
だ
万
葉
の
時
代
を
経
て

『
古
今
集
』
の
時
代
に
至
る
と
、
花0

（
姿
・
言
葉
）
も
実0

（
心
・
内
容
）

も
備
わ
っ
た
多
様
な
い
い
歌
が
多
く
詠
ま
れ
、
一
時
代
を
画
す
る
。

続
く
『
後
撰
集
』
で
は
い
い
歌
は
『
古
今
集
』
に
採
り
尽
く
さ
れ
た

た
め
花0

は
選
ば
ず
、
も
っ
ぱ
ら
実0

を
優
先
し
た
歌
が
詠
ま
れ
た
。
さ

ら
に
『
拾
遺
集
』
の
こ
ろ
よ
り
実0

は
よ
り
身
近
な
も
の
に
、
花0

は
よ

り
優
し
い
も
の
へ
と
歌う
た
ざ
ま様

が
変
化
し
た
。『
後
拾
遺
集
』（
一
〇
八
五
）

の
こ
ろ
に
は
歌
様
は
よ
り
柔
ら
か
く
、
よ
り
卑
近
に
な
っ
て
『
古
今

集
』の
こ
ろ
の
読
み
ぶ
り
を
忘
れ
て
し
ま
い
、『
金
葉
集
』（
一
一
二
七
）

に
至
る
と
作
為
が
目
立
ち
、
軽
々
し
い
歌
様
に
堕
し
、『
詞
花
集
』

（
一
一
五
一
）
や
『
千
載
集
』（
一
一
八
八
）
は
お
お
よ
そ
『
後
拾

遺
集
』
の
風
を
な
ぞ
る
だ
け
で
あ
る
─
長
明
は
平
安
朝
中
後
期

二
八
〇
年
余
に
わ
た
っ
て
撰
進
さ
れ
た
勅
撰
和
歌
集
に
よ
っ
て
、『
古

今
集
』
以
降
の
歌
の
姿
（
歌
様
）
や
詠
み
ぶ
り
（
歌
風
）
の
変
遷
を
、

こ
う
概
括
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
長
明
の
『
後
撰
集
』
以
後
の
勅
撰

集
に
対
す
る
見
方
や
評
価
は
今
日
か
ら
す
れ
ば
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ

だ
が
、
平
安
朝
中
後
期
の
歌
は
『
古
今
集
』
を
ピ
ー
ク
に
漸
次
、
多

様
性
を
失
い
、『
後
拾
遺
集
』
以
降
は
歌
の
趣
向
も
よ
う
や
く
尽
き
、

歌
こ
と
ば
も
時
代
ご
と
に
古
く
な
っ
て
尻
す
ぼ
み
に
な
っ
た
、
と
い

う
の
は
当
代
歌
壇
の
大
方
の
見
方
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

長
明
が
活
躍
し
た
中
古
末
期
か
ら
中
世
初
期
の
歌
壇
は
、
二
派

角か
く
ち
く逐
の
時
期
で
あ
っ
た
。「
中
頃
の
体
」（
平
安
中
期
か
ら
後
期
こ
ろ
）

の
風
体
に
執
す
る
守
旧
派
（
藤
原
顕あ
き
す
え季

を
始
祖
と
す
る
六
条
藤と
う
け家

）

と
、「
こ
の
頃
様や
う

」
に
拠
っ
て
余
情
幽
玄
の
美
を
極
め
よ
う
と
す
る
、

藤
原
俊
成
を
中
心
と
し
た
革
新
派
（
御み
こ
ひ
だ
り
け

子
左
家
）
の
主
導
権
争
い
が

激
し
く
、
非
勢
に
あ
っ
た
前
者
は
後
者
の
歌
を
訳
の
分
か
ら
ぬ
「
達

磨
歌
」
と
揶や

ゆ揄
す
れ
ば
、
後
者
は
前
者
の
歌
を
「
俗
に
近
し
、
見
ど

こ
ろ
な
し
」
と
切
り
捨
て
る
。
長
明
は
優
れ
た
歌
人
同
士
の
争
い
ゆ

え
に
二
者
択
一
は
難
し
い
と
し
な
が
ら
、
中
立
の
立
場
か
ら
、
な
ぜ

こ
う
し
た
甲
論
乙お
つ
ば
く駁

が
不
毛
で
あ
る
か
に
論
を
移
し
て
い
る
。

　

守
旧
派
と
革
新
派
の
分
岐
点
は
、
当
代
の
歌
の
花0

や
実0

の
あ
り
よ

う
を
ど
う
見
る
か
に
か
か
る
。『
万
葉
集
』
や
『
古
今
集
』
に
還
る

こ
と
で
、
新
し
い
花0

や
実0

の
掘
り
起
こ
し
は
可
能
で
あ
る
、
と
す
る

の
が
守
旧
派
で
、花0

も
実0

も
時
代
と
と
も
に
詠
み
古
さ
れ
て
し
ま
い
、

未
開
拓
の
新
し
い
歌
の
未
来
を
切
り
開
く
に
は
、
古
風
に
還
っ
て
幽

玄
の
体
を
究
め
る
ほ
か
な
い
、
と
す
る
の
が
革
新
派
で
あ
る
と
長
明

は
見
て
い
る
。
長
明
の
見
方
の
特
徴
は
、
守
旧
派
の
「
中
頃
の
体
」

も
革
新
派
の
「
幽
玄
の
体
」
も
、淵
源
は
と
も
に
古
風
（『
古
今
集
』）

に
あ
り
、
途
中
で
分
流
し
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

だ
が
、
長
明
が
「
中
頃
の
体
」
の
出
自
を
『
古
今
集
』
に
求
め
る
の

は
当
然
至
極
と
し
て
、「
幽
玄
の
体
」
も
ま
た
『
古
今
集
』
の
流
れ

を
汲
ん
で
い
る
と
考
え
る
根
拠
は
何
だ
ろ
う
か
。『
古
今
集
』
は
王

朝
和
歌
の
最
高
峰
で
あ
り
、
以
降
の
歌
は
多
か
れ
少
な
か
れ
『
古
今
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集
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
、「
幽
玄
の
体
」
も
ま
た
然
り
と
す
る

概
論
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
長
明
の
そ
の
論
説
に
は
具
体
性
が
あ
り
そ

う
だ
。

　

守
旧
派
の
人
々
の
歌
会
に
参
加
し
た
と
き
、彼
ら
の
詠
む
歌
に「
わ

が
思
ひ
至
ら
ぬ
風
情
は
い
と
少
な
か
り
き
。」
と
言
い
放
つ
長
明
が
、

革
新
派
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
後
鳥
羽
院
の
御
所
の
歌
会
に
初
め

て
招
か
れ
た
と
き
、
定
家
を
筆
頭
に
寂じ
ゃ
く
れ
ん連

や
家
隆
な
ど
が
、
ま
っ
た

く
自
分
の
思
い
も
寄
ら
な
い
新
奇
な
趣
向
や
風
情
の
歌
を
次
々
に
詠

む
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、「
こ
の
道
は
は
や
く
底
も
な
く
、
際き
は

も
な
き
こ
と
に
な
り
に
け
り
と
、
恐
ろ
し
く
こ
そ
覚
え
侍
り
し
か
。」

と
、
そ
の
と
き
の
驚
き
を
隠
さ
な
い
。
後
に
長
明
は
、
あ
の
と
き
瞠

目
し
た
余
情
幽
玄
の
体
の
淵
源
は
、
公
任
の
『
和
歌
九く
ほ
ん品

』、
さ
ら

に
遡
っ
て
『
古
今
集
』
の
仮
名
序
に
あ
る
、
と
直
観
し
た
に
違
い
な

い
の
だ
。

　
『
古
今
集
』
の
撰
者
紀
貫
之
は
、
そ
の
仮
名
序
で
六
歌
仙
の
歌
様

を
簡
明
に
記
し
て
い
る
。
業
平
に
つ
い
て
は
、「
そ
の
心
あ
ま
り
て

言
葉
た
ら
ず
。
し
ぼ
め
る
花
の
、
色
な
く
て
に
ほ
ひ
残
れ
る
が
ご
と

し
。」
と
評
し
、
例
歌
三
首
を
挙
げ
て
い
る
。
貫
之
の
こ
の
評
の
第

一
文
（
心
情
が
横
溢
す
る
あ
ま
り
、
こ
と
ば
が
そ
れ
を
追
い
切
れ
て

い
な
い
）
は
、
業
平
の
こ
う
し
た
詠
み
ぶ
り
を
欠
陥
と
見
て
い
る
の

か
、
そ
れ
と
も
特
長
と
見
て
い
る
の
か
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、

真ま

な名
序
（
紀
淑よ
し
も
ち望

記
）
の
仮
名
序
に
相
対
す
る
第
二
文
「
如
萎
花
雖

少
彩
色
、
而
有
薫
香
。」（
萎い

か花
彩
色
少
な
し
と
雖い
へ
ど

も
、
薫
香
有
る
が

如
し
）
を
見
る
限
り
、
淑
望
は
複
雑
な
心
情
の
詠
出
は
多
言
よ
り
、

舌
足
ら
ず
の
ほ
う
が
む
し
ろ
余
情
（
薫
香
）
を
醸か
も

す
、
と
解
し
て
い

る
の
が
分
か
る
。
最
初
の
例
歌
で
見
て
み
よ
う
。

　

Ｇ　

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
我
が
身
一
つ
は
も
と
の
身

に
し
て
」（
古
今
恋
歌
五
・
七
四
七
）

　
『
伊
勢
物
語
』
第
四
段
の
白
眉
で
も
あ
る
こ
の
歌
は
、
貫
之
の
評

の
と
お
り
、
上
句
は
溢
れ
る
心
情
を
こ
と
ば
で
言
い
表
し
得
ぬ
も
ど

か
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
助
詞
「
や
」
は
疑
問
に
も
反
語

に
も
取
れ
、
疑
問
な
ら
「
月
も
春
も
昔
と
違
う
の
に
我
が
身
だ
け
が

も
と
の
ま
ま
で
あ
る
」、
反
語
な
ら
「
月
も
春
も
昔
の
ま
ま
な
の
に

我
が
身
だ
け
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
意
に
な
る
。
だ
が
、
こ
う

し
た
揺
ら
ぎ
や
も
ど
か
し
さ
ゆ
え
に
こ
の
歌
に
は
、
色
あ
せ
た
花
に

な
お
残
る
薫
香
の
ご
と
く
、
急
に
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
高
貴
な
女

性
（
二
条
后
）
に
狼
狽
し
、
恨
み
辛
み
と
な
い
交
ぜ
に
な
っ
た
恋
情

が
連
綿
と
漂
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
貫
之
の
第
一
文
を
援
用
し
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
公
任
の

「
凡お
よ

そ
歌
は
心
深
く
、
姿
清
げ
に
て
、
心
に
を
か
し
き
と
こ
ろ
あ
る

を
す
ぐ
れ
た
り
と
い
ふ
べ
し
。」（
新
撰
髄
脳
）
と
い
う
一
文
で
あ

る
。
公
任
は
こ
の
書
の
冒
頭
で
、
秀
歌
を
三
つ
の
フ
レ
ー
ズ
で
も
っ

て
簡
潔
に
定
義
す
る
。「
姿
清
げ
に
」
は
声
調
の
流
麗
さ
、「
心
を
か

し
き
」
は
趣
向
の
新
鮮
さ
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
公
任
歌
論
の
か
な

め
は
「
心
深
く
」
に
あ
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
抽
象
的
で
分
か
り
に

く
い
が
、
別
な
歌
論
書
『
和
歌
九く
ほ
ん品
』
で
、
公
任
は
「
上じ
ょ
う
ほ
ん
じ
ょ
う

品
上
」（
最
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上
位
）
の
歌
は
「
詞こ
と
ば
た
へ妙

に
し
て
余
り
の
心
さ
へ
あ
る
な
り
」
と
説
い

て
い
る
。
つ
ま
り
、
言こ
と
え選
り
が
絶
妙
な
上
に
「
余
り
の
心
」
を
感
じ

さ
せ
る
歌
、そ
れ
が
最
上
位
の
「
心
深
き
歌
」
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

「
余
り
の
心
」
と
は
「
余
り
の
情こ
こ
ろ

」
で
、「
余よ
せ
い情

」
の
訓
読
で
あ
る
。

だ
が
、
公
任
の
挙
げ
る
二
首
は
適
例
と
は
言
い
が
た
い
。

　

Ｈ　

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
（
拾
遺
春
・
一
）

　

Ｉ　

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

ぞ
思
ふ
（
古
今
羈
旅
歌
・
四
〇
九
）

　

壬み
ぶ
の
た
だ
み
ね

生
忠
岑
の
歌
Ｈ
も
、『
古
今
集
』
の
読
み
人
知
ら
ず
の
歌
（
俗

説
は
人
麿
作
）
Ｉ
も
、「
詞
妙
に
」
霞
や
霧
で
お
ぼ
ろ
な
無
辺
際
の

景
を
詠
ん
で
は
い
る
。
だ
が
、
余
情
と
な
る
と
Ｈ
は
論
外
で
、
い
く

ら
か
そ
の
感
の
あ
る
Ｉ
も
結
句
の
「
思
ふ
」
が
邪
魔
を
し
て
、
蕭し
ょ
う
じ
ょ
う条

た
る
余
情
が
嫋
々
と
漂
う
歌
と
は
言
い
が
た
い
。

　

長
明
は
公
任
の
言
う
「
余
り
の
心
」
を
、「
詮せ
ん

は
た
だ
言
葉
に
現

れ
ぬ
余よ
せ
い情
、
姿
に
見
え
ぬ
景け
い
き気
な
る
べ
し
。」
と
、
公
任
以
上
に
正

確
に
摑
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
、「
余
り
の
心
」
と
は
言
い
表
し
得
な

い
こ
と
ば
が
含
み
持
つ
陰
影
で
あ
り
、
そ
の
陰
影
が
醸
す
妖
艶
に
し

て
幽
玄
な
雰
囲
気
の
謂い
い

だ
と
理
解
で
き
て
い
た
の
だ
。
こ
の
幽
玄
の

体
は
後
に
俊
成
が
そ
の
美
的
理
念
を
概
念
化
し
て
、
歌
合
の
歌
評
で

頻
用
し
た
た
め
身
近
に
な
り
は
し
た
が
、
俊
成
の
独
創
で
は
な
く
、

す
で
に
貫
之
や
公
任
が
ほ
ぼ
摑
ん
で
い
た
、『
古
今
集
』
の
も
う
一

つ
の
水
脈
と
も
言
う
べ
き
美
の
概
念
だ
と
長
明
は
見
て
い
る
。
こ
う

し
た
見
地
か
ら
長
明
は
、「
中
頃
の
体
」
は
伝
統
的
な
歌
作
り
に
は

手
頃
だ
が
、
短
歌
の
未
来
は
「
幽
玄
の
体
」
に
か
か
る
と
時
代
の
先

を
読
ん
で
い
た
。

　
『
古
今
集
』
の
存
在
が
大
き
す
ぎ
て
、
以
後
三
百
年
も
の
間
、
ど

う
足
掻
い
て
も
古
今
調
の
踏
襲
・
模
倣
・
矮
小
化
の
域
を
脱
し
得
な

か
っ
た
歌
壇
は
、歌
帝
後
鳥
羽
院
の
も
と
で
定
家
ら
が
撰
進
し
た『
新

古
今
和
歌
集
』（
一
二
〇
五
）
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
旧
套
か
ら
解

き
放
た
れ
た
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
妖
艶
な
余
情
美
、
幽
玄
的
で
観
念

的
な
抽
象
美
を
基
調
と
し
た
い
わ
ゆ
る
新
古
今
調
の
歌
の
数
々
は
、

達
磨
歌
な
ど
と
揶
揄
す
る
守
旧
派
の
批
判
を
尻
目
に
、
多
く
の
歌
詠

み
の
耳
目
を
驚
か
せ
、
見
事
に
輝
か
し
い
王
朝
和
歌
の
掉ち
ょ
う
び尾

を
飾
っ

た
の
で
あ
る
。
長
明
の
予
見
は
的
中
し
た
。
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