
藤
原
為
家

と
阿
仏
尼
と
の
和
歌
の
贈
答
に
関
す
る
一
考
察

田

　
辺
　
麻
　
友
　
美

は
じ
め
に

　

『十
六
夜
日
記
』
な
ど
の
作
品
を
遺
し
、
藤
原
定
家
の
嫡
男
・
為
家
と

の

間
に
生
ま
れ
た
息
子
・
為
相
を
和
歌
の
家
の
跡
取
り
に
ふ
さ
わ
し
く
育

て

る
こ
と
に
心
を
砕
い
た
阿
仏
尼
。
彼
女
が
為
家
と
知
己
に
な
り
、
恋
愛

関
係
を
経
て
同
居
す
る
に
至
っ
た
経
緯
は
、
詳
し
く
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。

彼
ら
が
親
し
く
な
っ
た
経
過
を
知
る
た
め
の
唯
一
の
資
料
と
言
っ
て
も
良

い

の

が
、
「
玉
葉
和
歌
集
」
お
よ
び
「
風
雅
和
歌
集
」
に
載
る
、
五
組
十

首
の
為
家
と
阿
仏
尼
と
の
和
歌
の
贈
答
で
あ
る
。
彼
ら
が
関
わ
り
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
阿
仏
自
身
が
為
家
の
五
七
日
追
善
法
要
に
記
し
た

『阿
仏
仮
名
誠
請
』
に
お
い
て
、
「
轍
吻
道
を
助
け
仕
へ
し
こ
と
、
廿
年

余
り
三
年
ば
か
り
に
も
や
な
り
に
け
む
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、

『源
承
和
歌
口

伝
』
の
次
の
一
節
、
「
阿
房
為
相
朝
臣
母
安
嘉
門
院
越
前
と

て

侍

り
け
る
、
身
を
捨
て
て
後
奈
良
の
法
花
寺
に
住
み
け
り
。
後
に
松
尾

慶
政
上
人
の
ほ

と
り
に
侍
り
け
る
を
、
源
氏
物
語
か
か
せ
ん
と
て
、
法
花

寺

に
て
見
慣
れ
た
る
人
の
し
る
べ
に
て
、
院
大
納
言
典
侍
二
条
禅
尼
も
と
に

き
た
れ
り
。
続
後
撰
奏
覧
（
稿
者
注
、
建
長
三
〔
一
二
五
一
〕
年
十
月
又

は
十
二
月
）
之
後
事
也
。
年
月
を
お
く
り
て
、
定
覚
律
師
を
う
め
り
。
誰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2

が
子
や

ら
ん
に
て
侍
り
し
ほ
ど
に
、
は
る
か
に
し
て
為
相
を
う
め
り
。
」

な

ど
に
よ
っ
て
考
え
れ
ば
、
為
家
の
没
年
、
建
治
元
（
一
二
七
五
）
年
か

ら
逆
算
し
て
、
建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
頃
よ
り
だ
と
思
わ
れ
る
。
建
久

九

（
＝
九
八
）
年
生
ま
れ
の
為
家
は
、
建
長
四
年
に
調
伍
十
四
歳
、
か

た
や
貞
応
元
（
一
二
二
二
）
年
頃
の
生
ま
れ
と
推
定
さ
れ
る
阿
仏
は
、
三

十
歳
前
後
だ
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
お
よ
そ
二
十
余
歳
離
れ
た
二
人
を
結

び

つ
け
た
最
大
の
き
っ
か
け
は
、
前
掲
「
源
承
和
歌
口
伝
」
な
ど
よ
り
、

阿
仏
が
一
時
身
を
寄
せ
て
い
た
法
華
寺
で
知
り
合
っ
た
人
の
紹
介
で
、
為

家
女
の
も
と
を
『
源
氏
物
語
」
書
写
の
た
め
訪
れ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ

て

い

る
。
こ
の
事
実
を
も
っ
て
、
阿
仏
尼
は
若
い
頃
よ
り
、
『
源
氏
物
語
」

へ
の
造
詣
が
深
い
人
物
と
し
て
そ
の
名
を
世
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か

る
。
交
際
当
初
は
、
阿
仏
の
も
と
に
為
家
が
通
う
仲
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
後
、
二
人
の
間
の
最
初
の
子
、
定
覚
が
生
ま
れ
る
が
、
生
誕
当

時
に

は
阿
仏
へ
他
に
通
う
男
が
い
た
よ
う
で
（
「
誰
が
子
や
ら
ん
に
て
侍

り
し
ほ
ど
に
」
）
、
彼
は
仏
門
に
入
れ
ら
れ
る
。
当
時
、
父
親
が
は
っ
き
り

し
な
い
子
は
、
仏
門
に
入
れ
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
後
年
為

家

は
、
阿
仏
尼
宛
の
譲
状
で
、
「
を
の
こ
子
三
人
う
み
て
」
と
記
し
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4

の

定
覚
も
自
身
の
子
と
見
な
し
て
い
る
が
。
父
親
が
誰
か
、
と
い
う
風
評
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が

た
つ
状
況
下
な
の
で
、
少
な
く
と
も
定
覚
生
誕
時
に
は
、
阿
仏
尼
と
為

家
は
同
居
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
弘
長
三
（
一
二
六

三
）
年
に
為
相
、
文
永
二
（
＝
一
六
五
）
年
に
為
守
が
生
ま
れ
る
。
父
親

の
名
を
一
字
取
っ
て
息
子
に
つ
け
て
い
る
こ
と
よ
り
、
こ
の
頃
に
は
阿
仏

尼
は
為
家
側
室
と
し
て
の
地
位
が
定
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

二
人
が
同
居
を
は
じ
め
た
の
も
、
こ
の
前
後
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、
明

確

に
特
定
で
き
て
い
な
い
。
た
だ
、
飛
鳥
井
雅
有
の
文
永
六
（
＝
一
六

九
）
年
の
日
記
で
あ
る
「
嵯
峨
の
通
ひ
」
に
は
、
為
家
の
中
院
山
荘
に
阿

仏
尼
が
同
居
し
て
、
「
源
氏
物
語
」
を
御
簾
の
内
よ
り
講
釈
し
、
「
女
あ
る

じ
」
と
呼
ば
れ
た
記
事
が
見
え
る
。

　
　
　
十
七
日
、
昼
ほ
ど
に
渡
る
。
源
氏
は
じ
め
ん
と
て
、
講
師
に
と
て
、

　
　
女
あ
る
じ
を
よ
ば
る
。
す
の
内
に
て
よ
ま
る
。
ま
こ
と
に
面
白
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5

　
　

よ
の
常
の
人
の
よ
む
に
は
に
ず
、
習
ひ
あ
べ
か
め
り
。

　

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
当
時
は
二
人
が
仲
睦
ま
じ
く
暮
ら
し
て
い
た
事

実
が
わ
か
る
（
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
）
。
従
っ
て
、
別
々
に
暮
ら
す
二
人

の
間
に

歌
の
贈
答
が
あ
っ
た
の
は
、
建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
頃
よ
り
、

遅
く
と
も
十
八
年
の
間
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
岩
佐
美
代
子
氏
は
、

「
文
永
元
（
＝
一
六
四
）
年
よ
り
、
為
家
は
父
・
定
家
伝
来
の
嵯
峨
の
山

　
　
　
　
　
注
6

荘
に
住
ん
で
い
た
」
と
お
考
え
で
、
こ
の
ご
見
解
に
従
え
ば
、
為
守
生
誕

時
に

は

二
人
は

同
居
し
て
い
た
可
能
性
も
出
て
こ
よ
う
。
ま
た
、
佐
藤
恒

雄
氏
は
本
贈
答
に
つ
い
て
、
一
組
目
の
贈
答
に
見
え
る
「
時
雨
」
の
語
に

着
目
さ
れ
、
建
長
五
（
一
二
五
三
）
年
冬
は
為
家
が
関
練
‘
へ
頻
繁
に
出
か

け
て
い
る
こ
と
よ
り
、
贈
答
は
建
長
四
年
と
お
考
え
だ
が
、
二
組
目
以
降

の
贈
答
に
季
節
を
表
す
語
の
な
い
こ
と
よ
り
、
稿
者
は
、
現
段
階
で
は
特

定
年
を
挙
げ
る
こ
と
は
控
え
た
い
。

　
先
学
の
ご
研
究
に
は
、
「
玉
葉
集
」
と
「
風
雅
集
』
の
注
釈
書
以
外
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8

も
、
本
贈
答
を
紹
介
し
た
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
容
に
つ
い
て

は
、
「
（
稿
者
注
、
為
家
の
）
阿
仏
と
の
恋
歌
な
ん
て
情
緒
纏
綿
と
し
て
大

し
た
も
の
」
と
い
う
岩
佐
美
代
子
氏
の
発
言
に
お
お
む
ね
代
表
さ
れ
る
よ

　
注
9

う
に
、
情
熱
溢
れ
る
恋
歌
、
と
い
う
位
置
づ
け
が
定
着
し
て
い
る
。
だ
が
、

そ
れ
ら
の
ご
研
究
で
は
、
贈
答
の
基
を
な
す
古
典
教
養
な
ど
に
つ
い
て
の

言
及
が
少
な
い
。
あ
っ
て
も
、
「
二
人
の
文
学
的
教
養
や
気
持
ち
の
通
じ

　
　
　
　
　
　
　
注
1
0

合
い
が
読
み
取
れ
る
」
と
い
っ
た
文
言
で
、
詳
細
な
も
の
で
は
な
い
。
だ

が
、
こ
の
十
首
に
つ
い
て
は
、
心
情
面
の
み
な
ら
ず
、
教
養
面
か
ら
の
考

察

も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
二
人
の
同
居
以
前
の

贈
答
歌
に

つ
い
て

考
察
を
試
み
、
二
人
が
仲
睦
ま
じ
く
同
居
す
る
に
至
っ

た
過
程
、
ひ
い
て
は
為
家
と
阿
仏
尼
の
歌
論
な
ど
と
の
関
連
を
考
え
る
一

つ
の
手
が
か
り
に
し
た
い
。

　
前
述
の

よ
う
に
、
為
家
と
阿
仏
尼
と
の
贈
答
歌
は
、
『
玉
葉
集
』
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1

「風
雅
集
」
の
恋
部
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
、
為
家
の
歌

も
阿
仏
尼
の
そ
れ
も
、
他
の
資
料
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
他
で

は
見
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
の
入
集
歌
の
大
部
分
は
題

詠
歌
で
あ
り
、
実
際
の
体
験
に
基
づ
く
和
歌
と
し
て
貴
重
な
存
在
に
な
っ

て

い

る
。
「
玉
葉
集
」
で
為
家
が
他
人
と
贈
答
し
た
も
の
は
全
五
十
一
首

中
五
首
、
阿
仏
は
十
一
首
中
二
首
。
「
風
雅
集
」
で
は
為
家
二
十
六
首
中

三
首
、
阿
仏
十
四
首
中
三
首
で
あ
る
。
贈
答
の
順
は
未
詳
で
あ
る
の
で
、

本
項
で
は
「
玉
葉
集
」
収
載
の
和
歌
よ
り
見
て
い
き
た
い
。
な
お
、
全
て
、

こ
れ
ら
は
為
家
よ
り
阿
仏
尼
に
贈
っ
た
形
を
と
っ
て
い
る
。
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暁
の

時
雨
に

濡
れ
て

女
の

も
と
よ
り
帰
り
て
、
あ
し
た
に
つ
か

　
　
　
　
は
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
大
納
言
為
家

　
　
帰

る
さ
の
東
雲
暗
き
村
雨
も
我
が
袖
よ
り
や
時
雨
そ
め
つ
る

　
　
　
　
返

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
嘉
門
院
四
条

　
　
後
朝
の
東
雲
暗

き
別
れ
路
に
添
へ
し
涙
は
さ
ぞ
し
ぐ
れ
け
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
十
二
・
恋
二
・
醐
・
鮒
）

　
こ
れ
は
、
一
組
目
、
後
朝
の
贈
答
で
あ
る
。
・
た
だ
、
こ
の
贈
答
時
が
初

め
て
の
逢
瀬
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
巻
の
全
百
二
十
四
首
中
、

実
体
験
の
恋
歌
は
十
五
首
（
詞
書
に
「
題
知
ら
ず
」
と
あ
る
歌
は
、
出
典

作
品

で
の
詞
書
が
実
際
の
恋
の

場
面
で
の
詠
作
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
数
に

は
含
め
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
以
下
に
勅
撰
集
の
恋
歌
を
数
え
る
揚
蛤
、

同
様
の
手
法
を
取
る
こ
と
と
す
る
）
で
あ
る
の
で
、
そ
の
う
ち
の
二
首
と

い

う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
の
十
五
首
は
ほ
と
ん
ど
が
平
安
朝
の
歌
人

の

も
の
で
あ
る
た
め
、
当
代
に
近
い
歌
人
の
恋
歌
と
し
て
、
珍
し
い
存
在

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
為
家
の
詠
歌
は
、
．
実
景
を
踏
ま
え
た
非
常
に
ロ
マ

ン

テ
ィ
ッ
ク
な
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

　
　
　
　
左
大
将
朝
光
、
女
の
も
と
に
罷
れ
り
け
る
に
、
悩
ま
し
、
帰
り

　
　
　
　
ね
、
と
言
ひ
け
れ
ば
、
帰
り
て
朝
、
女
の
も
と
よ
り
遣
は
し
け

　
　
　
　

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
知
ら
ず

　
　
雨
雲
の

か

へ
る
ば
か
り
の
村
雨
に
と
こ
ろ
せ
き
ま
で
ぬ
れ
し
袖
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
後
拾
遺
集
」
巻
十
二
・
恋
二
・
研
）

と
、
詠
ま
れ
る
素
材
や
後
朝
の
情
景
が
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
歌
で
は
、

実
景
と
自
身
の
心
情
が
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る

が
、
同
様
に
、
為
家
の
贈
歌
は
実
景
に
基
づ
く
恋
歌
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、

為
家
に
は
次
の
よ
う
な
歌
も
存
在
す
る
。
「
か
へ
る
さ
の
秋
の
名
残
や
惜

し
む
ら
ん
時
雨
が
ち
な
る
有
明
の
月
」
（
『
為
家
集
1
』
隔
）
。
阿
仏
尼
が

為
家
か

ら
歌
を
も
ら
っ
た
際
、
こ
の
『
後
拾
遺
集
」
歌
や
為
家
歌
が
念
頭

に

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
の
だ
が
、
返
歌
の
「
後
朝
」
の
一

語
で
、
こ
れ
ら
に
流
れ
る
叙
情
た
っ
ぷ
り
の
内
容
を
受
け
止
め
、
そ
し
て
、

唱
和
す

る
形
で
、
明
け
方
の
時
雨
に
濡
れ
て
帰
っ
た
、
為
家
を
細
や
か
に

思
い
や
っ

て

い

る
。
二
人
の
熱
い
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
贈
答
で
あ
る
。
な

お
、
こ
の
返
歌
に
関
し
て
は
、
『
玉
葉
和
歌
集
全
注
釈
』
（
中
巻
・
P
珊
）

は
、
「
し
の
の
め
の
ほ
が
ら
ほ
が
ら
と
明
け
ゆ
け
ば
お
の
が
き
ぬ
ぎ
ぬ
な

る
ぞ
悲
し
き
」
（
『
古
今
集
』
恋
三
・
劒
・
題
知
ら
ず
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

を
参
考
歌
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
『
玉
葉
集
』
に
は
、
も
う
一
組
二
人
の
贈
答
が
収
め
ら
れ

て

い

る
。
こ
の
巻
は
一
読
す
れ
ば
わ
か
る
通
り
、
「
つ
か
は
し
け
る
」
と

い

う
詞
書
を
持
つ
歌
が
多
く
収
め
ら
れ
て
お
り
、
全
百
十
八
首
の
う
ち
四

十
六
首
を
実
体
験
に
基
づ
く
恋
歌
が
占
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
当
代
歌
人

　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1

の

そ
れ
は
や
は
り
少
な
い
。
そ
れ
ら
は
ま
ず
四
季
の
順
に
配
列
さ
れ
、
そ

れ

が
一
巡
す
る
と
、
題
詠
歌
や
四
季
を
暗
示
す
る
内
容
の
な
い
歌
が
置
か

れ
て

い
る
。

　
　
　
　
嘆
く
こ
と
あ
り
て
こ
も
り
居
て
侍
り
け
る
人
の
も
と
に
遣
は
し

　
　
　
　
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
大
納
言
為
家

　
　
大
方
の
さ
ら
ぬ
な
ら
ひ
の
悲
し
さ
も
あ
る
同
じ
世
の
別
れ
に
ぞ
知
る

　
　
　
　
返

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
嘉
門
院
四
条

　
　
は

か
な

さ
は
あ
る
同
じ
世
も
た
の
ま
れ
ず
た
だ
目
の
前
の
さ
ら
ぬ
別

　
　
刻
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
十
四
・
恋
二
・
鰯
・
鰯
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
の
贈
答
は
四
季
を
示
す
言
葉
が
な
い
故
、
巻
の
後
半
に
位
置
さ
れ
て
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い

る
の
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
さ
ら
ぬ
な
ら
ひ
」
で
あ
る
。
こ

の
表
現
は
意
味
的
に
は
「
避
け
ら
れ
ぬ
習
慣
」
で
、
死
を
暗
示
し
て
い
る

の

で

あ
ろ
う
が
、
他
に
、
為
家
の
文
応
元
（
＝
一
六
〇
）
年
か
ら
翌
年
に

か

け
て
の
「
五
社
百
首
』
で
の
賀
茂
社
へ
の
歌
（
0
4
6
）
、
「
た
ら
ち
ね
の
さ

ら
ぬ
な
ら
ひ
に
と
り
そ
へ
て
我
さ
へ
あ
や
な
別
れ
に
し
か
な
」
や
、
「
吹

く
風
の
さ
ら
ぬ
な
ら
ひ
も
忘
ら
れ
て
千
代
を
も
嘆
く
花
の
か
げ
か
な
」

（『続
古
今
集
」
春
下
・
珊
・
鷹
司
院
按
察
）
な
ど
以
外
に
例
を
見
い
だ

せ

な
い
。
お
そ
ら
く
、
為
家
が
阿
仏
尼
の
悲
し
さ
を
遠
回
し
に
思
い
や
っ

て

用
い
た
句
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
彼
女
よ
り
二
十
余
歳
ほ
ど
も
年
長
で
、

何
度

も
こ
の
悲
し
み
を
味
わ
っ
て
き
た
者
ら
し
い
、
余
裕
の
あ
る
態
度
で

彼
女
を
包
み
込
ん
で
い
こ
う
と
い
う
感
が
あ
る
。
だ
が
、
阿
仏
歌
は
、
悲

し
み
に
沈
み
つ
つ
も
、
「
こ
の
世
の
は
か
な
さ
は
、
た
と
え
あ
な
た
で
あ

っ

て

も
頼
り
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
避
け
ら
れ

ぬ

こ
の
目
の
前
の
別
れ
が
、
私
は
耐
え
難
く
つ
ら
い
の
で
す
」
と
の
内
容

に

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
彼
女
の
宮
廷
女
房
ら
し
い
才
知
と
気
丈
さ

が
見
ら
れ
る
。
「
さ
ら
ぬ
別
れ
」
は
、
「
古
今
和
歌
集
」
で
の
業
平
母
と
業

平

と
の
贈
答
、
「
老
い
ぬ
れ
ば
さ
ら
ぬ
別
れ
の
あ
り
と
い
へ
ば
い
よ
い
よ

み

ま
く
ほ
し
く
君
か
な
」
、
「
世
の
中
に
さ
ら
ぬ
別
れ
の
な
く
も
が
な
千
代

も
と
嘆
く
人
の
子
の
た
め
」
（
雑
上
　
1
2
　
●
0
●
0
　
9
9
）
以
来
、
頻
繁
に
詠
ま
れ

る
句
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
阿
仏
自
身
は
、
後
に
為
家
の
死
後
に
詠
ん
だ

百
首
で
、
「
悔
し
く
そ
さ
ら
ぬ
別
れ
に
先
立
ち
て
し
ば
し
も
人
に
遠
ざ
か

り
け
る
」
（
「
風
雅
集
』
雑
下
・
棚
）
と
も
詠
ん
で
い
る
。

　

こ
の
詞
書
で
は
誰
か
は
う
か
が
い
知
れ
な
い
が
、
阿
仏
は
、
こ
の
直
前

に
肉
親
の
死
に
会
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
稿
者
は
、
同
じ
く
「
玉
葉
集
』

収
載
の
「
母
の
思
ひ
に
侍
り
け
る
頃
、
安
嘉
門
院
四
条
子
に
お
く
れ
て
侍

る
よ
し
聞
き
て
遣
は
し
侍
り
け
る
」
と
の
詞
書
を
持
つ
、
「
変
は
ら
じ
な

消

え
に
し
袖
の
名
残
と
て
袖
干
し
わ
ぶ
る
秋
の
思
ひ
は
」
（
雑
四
・
㎜
・

中
務
卿
宗
尊
親
王
家
三
河
）
と
い
う
、
宗
尊
親
王
家
の
女
房
の
歌
と
の
関

連

を
考
え
て
い
る
。
こ
の
歌
の
詞
書
で
阿
仏
が
「
子
に
お
く
れ
て
」
と
あ

る
の
は
（
為
家
と
の
間
の
子
に
先
立
た
れ
た
轟
が
見
え
な
い
た
め
）
、

為
家
以
外
と
の
間
の
子
ど
も
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
と
当
該
贈
答

と
の
前
後
関
係
が
不
明
な
た
め
、
こ
れ
以
上
の
言
及
は
で
き
な
い
が
、
阿

仏
は
為
家
ら
と
共
に
文
応
元
（
＝
一
六
〇
）
年
に
「
宗
尊
親
王
三
百
首
」

で
合
点
を
付
け
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
宗
尊
親
王
と
そ
の
周
囲
の
歌
人
と

の
関
わ
り
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
二
組
が
、
「
玉
葉
集
」
で
見
ら
れ
る
為
家
と
阿
仏
尼
と
の
贈
答
で

あ
る
。
両
者
と
も
、
平
安
文
学
の
教
養
に
の
っ
と
っ
て
い
る
が
、
前
者
は

情
熱
的
、
後
者
は
悲
し
み
あ
ふ
れ
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
両
者
で
見
ら

れ

る
内
容
は
、
こ
の
贈
答
が
行
わ
れ
た
時
点
で
の
二
人
の
関
係
を
暗
示
し

て
は

い
な

い
だ

ろ
う
か
。
も
し
、
こ
の
贈
答
が
あ
っ
た
当
時
、
二
人
の
仲

が
大
変
に

親
密

で
、
為
家
に
正
妻
が
い
て
も
、
全
面
的
に
阿
仏
が
彼
を
信

頼
で
き
る
間
柄
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
為
家
の
和
歌
に
い
つ
も
相
応
の
唱

和
を
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
公
卿
補
任
」
に
よ
れ
ば
、
為
氏
ら
の
母
は
、

阿
仏
が
鎌
倉
へ
下
向
し
た
弘
安
二
（
一
二
七
九
）
年
に
亡
く
な
っ
た
と
の

響
が
あ
る
の
で
、
当
然
こ
の
贈
答
当
時
も
存
命
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
だ
が
、
．
彼
女
は
そ
の
よ
う
な
返
歌
を
し
て
い
な
い
。
彼
女
の
返
歌
の

内
容
は
、
あ
る
と
き
は
情
熱
的
、
ま
た
あ
る
と
き
は
悲
観
的
、
と
、
ま
さ

に

恋
の
初
期
の
段
階
の
典
型
的
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
確

か
に

お

互
い
の
気
持
ち
が
歩
み
寄
る
の
を
感
じ
つ
つ
も
、
ま
だ
か
け
ひ
き
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が
必
要
な

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時
点
で
、
二
人
の
間

柄
は

親

し
く
は
あ
る
も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
心
の
全
て
を
か
け
て
信
じ
あ
う

ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
、
こ
の
二
組
の
贈
答
歌
が
、
こ
の
勅
撰
集
に
の
み
収

載
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
稿
者
は
、
そ
れ
に
は
二
つ
理
由
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
ま
ず
は
、
こ
の
歌
集
の
撰
者
が
京
極
為
兼
で
あ
る
こ
と
、

で
あ
る
。
為
家
は
『
玉
葉
集
』
で
五
十
一
首
も
の
歌
を
採
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
、
伏
見
院
（
九
十
三
首
）
、
定
家
（
六
十
九
）
、
西
園
寺
実
兼
・
従

二
位
藤
原
為
子

（六
十
）
、
俊
鍼
（
五
十
九
）
、
そ
し
て
、
西
行
（
五
十

七
）
に
次
ぐ
数
字
と
な
。
て
い
る
。
だ
が
、
．
勘
五
±
首
の
・
つ
ち
、
典

拠

を
確
認
し
得
な
い
も
の
が
二
十
五
首
も
あ
る
。
こ
の
原
因
は
、
『
玉
葉

集
』
撰
進
の
正
和
元
（
＝
一
二
二
）
年
当
時
に
は
、
現
在
は
散
逸
す
る
資

料
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の

可
能
性
と
し
て
は
、
安
井
久
善
氏
の
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
注
目
さ
れ
る
。

安
井
氏
は
、
「
為
兼
が
玉
葉
集
を
撰
進
す
る
に
あ
た
つ
て
使
用
し
た
資
料

は
、
少
な
く
と
も
為
家
に
関
す
る
限
り
、
歴
代
勅
撰
集
の
撰
進
に
使
用
さ

れ
た

資
料
、
従
来
の
言
は
ば
あ
り
ふ
れ
た
も
の
を
避
け
て
、
全
く
別
の
資

料
、
即
ち
お
お
げ
さ
に
云
へ
ば
門
外
不
出
の
、
或
い
は
為
兼
だ
け
に
伝
へ

ら
れ
た
歌
反
古
等
殼
よ
っ
た
部
分
が
多
か
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
い

ふ

こ
と
を
想
は
せ
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
稿
者
も
、
為
兼
が
撰
者
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
6

い

う
点
に
は
着
目
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
二
条
家

へ
の

敵
憶
心

も
あ
っ
て
、
冷
泉
家
は
京
極
家
と
阿
仏
尼
存
命
の
頃
よ
り
親

し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
十
六
夜
日
記
」
に
阿
仏
尼
と
為
兼

と
の
贈
答
（
「
故
郷
は
時
雨
に
た
ち
し
旅
衣
雪
に
や
い
と
ど
冴
え
勝
る
ら

む
」
、
「
旅
衣
浦
風
冴
え
て
神
無
月
し
ぐ
る
る
雲
に
雪
ぞ
降
り
そ
ふ
」
）
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
7

収
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
為
兼
が
勅
撰

集
撰
進
に
あ
た
っ
て
は
、
家
を
あ
げ
た
大
事
業
で
あ
る
た
め
、
冷
泉
家
よ

り
貴
重
な
資
料
を
借
り
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
う
い
っ
た
点
に
関
し
て
は
、
冷
泉
家
よ
り
新
資
料
が
登
場
す
る
可
能

性
も
あ
る
の
で
、
今
す
ぐ
結
論
を
求
め
ず
、
稿
者
の
今
後
の
論
考
課
題
に

し
た
い
。

二

　
本
項
で

は
、
『
風
雅
集
』
収
載
の
三
組
の
贈
答
歌
を
見
た
い
。
こ
の
勅

撰
集
で
は
、
全
て
巻
十
一
・
恋
二
に
二
人
の
贈
答
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
巻
の
全
九
十
七
首
の
う
ち
で
も
、
題
詠
歌
が
そ
の
多
数
を
占
め
、
実

際
の
恋
の
場
面
で
の

歌

は
十
首
の
み
し
か
な
い
。
そ
の
中
で
、
二
人
の
贈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1

答
、
計
六
首
は
、
大
変
際
だ
っ
た
存
在
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
最
初
の
贈

答
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
女

と
よ
も
す
が
ら
物
語
し
て
あ
し
た
に
言
ひ
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
大
納
言
為
家

　
　
生

き
て
世
の
忘
れ
形
見
と
な
り
や
せ
む
ゆ
め
ば
か
り
だ
に
ぬ
と
も
な

　
　
き
夜
は

　
　
　
　
返

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
嘉
門
院
四
条

　
　
あ
か
ざ
り
し
闇
の
う
つ
つ
を
限
り
に
て
ま
た
も
見
ざ
ら
む
夢
ぞ
は
か

　
　
な
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

巻
十
一
・
恋
二
・
㎜
・
㎜
）

　
こ
の
贈
答
は
、
後
朝
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
玉
葉
集
』
の
最
初

の
贈
答

と
同
じ
で
あ
る
。
為
家
は
、
こ
れ
も
「
玉
葉
集
」
で
の
も
の
同
様
、

大
変
叙
情
的
で
、
熱
い
思
い
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
贈
答
で
為
家
が
用
い

、

一 19一



た

「忘
れ
形
見
」
は
、
「
飽
か
で
こ
そ
思
は
む
仲
は
離
れ
な
め
そ
を
だ
に

後
の
忘
れ
形
見
に
」
（
『
古
今
集
」
巻
十
四
・
恋
四
・
m
．
題
知
ら
ず
．
詠

み
人
知

ら
ず
）
が
初
例
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
意
は
「
別
れ
が
た
い

思
い

を
（
会
わ
な
く
な
っ
て
後
の
）
忘
れ
形
見
に
す
る
」
、
と
い
う
も
の

で
あ
り
、
や
や
為
家
の
用
い
た
意
の
も
の
と
は
、
ず
れ
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
次
田
・
岩
佐
両
氏
は
、
こ
れ
を
本
歌
の
参
考
と
し
て
頭
注
に
挙

げ
て
お
ら
れ
る
難
む
し
ろ
、
稿
者
は
、
勅
撰
集
に
お
い
て
そ
の
次
の
使

用
例
と
な
る
、
「
恋
て
へ
む
と
思
ふ
こ
こ
ろ
の
わ
り
な
さ
は
死
に
て
も
知

れ
よ
忘
れ
形
見
に
」
（
「
後
撰
集
」
巻
十
二
・
恋
四
・
田
．
「
つ
ら
か
り
け

る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
」
・
伊
勢
）
や
、
「
源
氏
物
語
」
手
習

「
「
い
ふ

か
ひ

な
く
な
り
に
し
人
よ
り
も
、
こ
の
君
の
御
心
ば
へ
な
ど
の

い

と
思
ふ
や
う
な
り
し
を
、
よ
そ
の
も
の
に
思
ひ
な
し
た
る
な
む
、
い
と

悲

し
き
。
な
ど
忘
れ
形
見
を
だ
に
と
ど
め
た
ま
は
ず
な
り
に
け
ん
」
と
、

恋
ひ
偲
ぶ
心
な
り
け
れ
ば
、
た
ま
さ
か
に
、
か
く
物
し
給
へ
る
に
つ
け
て

も
、
珍
し
く
、
あ
は
れ
に
、
思
ゆ
べ
か
め
る
問
は
ず
語
り
も
、
し
出
で
つ

べ
し
。
」
（
五
・
P
蹴
）
に
見
ら
れ
る
、
「
（
死
ん
だ
後
、
自
分
が
忘
れ
ら
れ

ぬ

よ
う
残
す
）
忘
れ
形
見
」
の
意
と
、
「
逢
ふ
と
見
て
こ
と
そ
と
も
な
く

明
け
ぬ
な
り
は
か
な
の
夢
の
忘
れ
形
見
や
」
（
「
新
古
今
集
」
巻
十
五
．
恋

五
・
皿
・
家
隆
）
の
、
「
（
夢
で
の
逢
瀬
の
）
忘
れ
形
見
」
を
、
あ
る
程
度

意
識
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
「
忘
れ
形
見
」
と
い

え
ば
、
前
者
の
意
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
家
隆
の
こ
の
詠
歌

に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
意
も
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
為
家
の
贈
歌
は
、

こ
の
両
者
の
意
の
「
忘
れ
形
見
」
を
詠
み
込
み
、
ま
た
、
「
ゆ
め
」
に
は

名
詞
の
「
夢
」
と
、
副
詞
の
「
ゆ
め
」
を
掛
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
技
巧

に

よ
っ
て
、
よ
り
一
層
こ
の
歌
に
対
す
る
思
い
（
つ
ま
り
は
、
阿
仏
に
対

す

る
恋
の
思
い
）
が
高
め
ら
れ
翫
い
る
。
更
に
、
「
長
恨
歌
」
の
「
悠
悠

生
死
別
経
年
、
魂
塊
不
曾
来
入
夢
」
の
類
想
歌
で
あ
る
と
も
想
定
で
き
よ

う
。
「
玉
葉
集
」
最
初
の
二
人
の
贈
答
も
後
朝
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本

贈
歌
は
、
そ
の
際
の
も
の
よ
り
い
ち
だ
ん
と
技
巧
に
富
み
、
か
つ
、
ロ
マ

ン

テ
ィ
ッ
ク
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
す
る
阿
仏
尼
の
返
歌
は
、
ま
ず
初
句
で
二
人
で
過
ご
す
夜
の

短

さ
を
嘆
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
む
ば
た
ま
の
闇
の
う
つ
つ
は
さ
だ
か

な
る
夢
に
い
く
ら
も
ま
さ
ら
ざ
り
け
り
」
（
『
古
今
集
』
巻
十
三
．
恋
三
．

脚
・
題
知
ら
ず
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
や
、
「
源
氏
物
語
』
桐
壷
、
「
野
分
だ

ち
て
、
に
は
か
に
肌
寒
き
夕
暮
の
程
、
常
よ
り
も
、
お
ぼ
し
出
つ
る
こ
と

多
く
て
、
靱
負
命
婦
と
い
ふ
を
つ
か
は
す
。
夕
月
夜
の
を
か
し
き
ほ
ど
に
、

い
だ

し
立
て
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
や
が
て
な
が
め
お
は
し
ま
す
。
か
や
う
の

を
り
は
、
御
遊
び
な
ど
せ
さ
せ
給
ひ
し
に
、
心
こ
と
な
る
、
物
の
音
を
か

き
鳴
ら
し
、
は
か
な
く
聞
こ
え
出
つ
る
言
の
葉
も
、
人
よ
り
は
殊
な
り
し

け
は
ひ
・
か
た
ち
の
、
面
影
に
つ
と
添
ひ
て
思
さ
る
る
に
も
、
闇
の
う
つ

づ
．
に
は
猶
劣
り
け
り
。
」
（
一
・
P
3
4
）
な
ど
に
よ
る
、
「
お
ぼ
ろ
げ
な
現

実
（
で
の
逢
瀬
）
」
の
意
、
「
闇
の
う
つ
つ
」
と
い
う
句
を
続
け
る
こ
と
で
、

そ
の
夜
の
短
さ
を
強
調
さ
せ
て
い
る
。

　

こ
う
い
っ
た
、
勅
撰
集
の
恋
部
や
物
語
の
恋
の
場
面
で
の
「
闇
の
う
つ

づ
．
」
と
い
う
句
は
、
こ
れ
ら
の
後
に
は
目
だ
っ
た
用
例
が
な
く
、
『
新
古

今
集
」
時
代
ま
で
存
在
を
見
な
い
。
そ
の
頃
に
な
っ
て
、
「
郭
公
闇
の
う

ヨ
の
一
声
は
思
ひ
も
わ
か
ぬ
う
た
た
ね
の
夢
」
（
「
正
治
初
度
百
首
」

「夏
」
忠
良
・
加
）
、
「
思
ふ
ど
ち
夜
半
の
埋
み
火
か
き
お
こ
し
闇
の
う
つ

づ
，
に
ま
と
ゐ
を
ぞ
す
る
」
（
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
」
朋
）
、
「
束
の
間
の

闇
の
う
つ
つ
も
ま
だ
知
ら
ぬ
夢
よ
り
夢
に
迷
ひ
ぬ
る
か
な
」
（
「
式
子
内
親

’
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王
集
』
「
恋
」
7
8
）
、
（
「
む
ば
た
ま
の
闇
の
う
つ
つ
の
鵜
飼
舟
月
の
盛
り
や

夢
も
見
る
べ
き
」
（
『
壬
二
集
』
紐
）
、
「
さ
り
と
も
と
頼
む
も
か
な
し
む
ば

た
ま
の
闇
の
う
つ
つ
の
契
り
ば
か
り
を
」
（
『
新
勅
撰
集
』
恋
三
・
間
・
題

知
ら
ず
・
藤
原
永
光
）
、
「
恋
し
さ
の
勝
る
嘆
き
は
夢
な
ら
で
そ
れ
と
だ
に

見
ぬ
闇
の
う
つ
つ
よ
」
（
『
定
家
』
脚
）
な
ど
に
例
を
見
い
だ
せ
る
よ
う
に

な
る
。

　
ま
た
、
こ
の
、
「
闇
の
う
つ
つ
」
を
用
い
た
歌
が
、
『
為
家
千
首
』
に
も

「
今

は
ま
た
誰
が
見
し
夢
に
慰
め
て
闇
の
う
つ
つ
の
限
り
な
り
け
ん
」

（「恋
」
蹴
）
と
し
て
存
在
す
る
。

－
こ
の
歌
で
は
阿
仏
歌
同
様
に
、
「
闇
の
う
つ
つ
」
と
「
限
り
」
と
が
歌

わ
れ
て
い
る
。
「
闇
の
う
つ
つ
」
と
の
句
を
詠
ん
だ
詠
は
い
く
つ
か
あ
っ

て

も
、
「
限
り
」
が
同
時
に
詠
ま
れ
た
も
の
は
他
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
、
貞
応
二
（
一
二
二
三
）
年
の
、
個
人
千
首
の
最
古
と
さ
れ
る
『
為

家
千
首
』
は
、
二
十
六
歳
の
為
家
の
進
路
を
決
定
づ
け
た
和
歌
で
あ
り
、

お

そ
ら
く
阿
仏
尼
も
当
該
歌
を
詠
む
頃
ま
で
に
目
に
入
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
。
阿
仏
尼
の
念
頭
に
は
、
こ
の
為
家
詠
が
あ
っ
た
可
能
性
も
大
い

に

考

え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
れ
に
加
え
、
阿
仏
尼
の
詠
歌
で
は
為
家
の

贈
歌
の

「
ゆ
め
」
と
の
対
応
も
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
返
歌
よ
り
読
み
取
れ

る
彼
女
の
心
境
は
、
「
あ
か
ざ
り
し
」
な
ど
の
句
に
よ
り
、
大
分
為
家
に

気
持
ち
が
傾
い
て
い
る
よ
う
に
稿
者
に
は
思
え
る
。

　
続
い
て
の
『
風
雅
集
』
で
の
贈
答
を
見
た
い
。

　
　
　
　
女
の

も
と
に
あ
か
ら
さ
ま
に
罷
り
て
物
語
な
ど
し
て
、
た
ち
帰

　
　
　
　
り
て
申
し
遣
は
し
け
る
　
　
　
　
　
・
　
前
大
納
言
為
家

　
　

ま
ど
ろ
ま
ぬ
時
さ
へ
夢
の
見
え
つ
る
は
心
に
あ
ま
る
行
き
来
な
り
け

　
　
り

　
　
　
　
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
嘉
門
院
四
条

　
　
魂

は
う
つ
つ
の
夢
に
あ
く
が
れ
て
見
し
も
見
え
し
も
思
ひ
わ
か
れ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
一
・
恋
二
・
m
・
皿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
1

　
前
組
に
続
い
て
、
夢
が
贈
答
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
、
逢
瀬
の
後
の

歌
で
あ
る
。
為
家
は
、
阿
仏
尼
の
も
と
に
ち
ら
り
と
立
ち
寄
っ
て
語
っ
た

後

に
、
女
心
に
一
途
に
訴
え
か
け
る
恋
の
歌
を
贈
っ
て
い
る
。

　

こ
の
贈
歌
に
対
す
る
阿
仏
の
返
歌
も
、
為
家
を
恋
う
熱
い
思
い
に
満
ち

て

い

る
。
当
該
歌
の
「
う
つ
つ
の
夢
」
と
い
う
句
は
、
も
と
も
と
「
見
る

夢
の
う
つ
つ
に
な
る
は
世
の
常
ぞ
う
つ
つ
の
夢
に
な
る
ぞ
悲
し
き
」
（
『
拾

遺
集
』
巻
十
四
・
恋
四
・
㎜
・
題
知
ら
ず
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
夢
」
と
「
う
つ
つ
」
と
い
う
対
比
さ
れ
る
言

葉

を
並
べ
た
内
容
で
あ
る
の
で
、
直
接
的
に
は
阿
仏
歌
に
は
影
響
が
な
い

と
思
わ
れ
よ
う
。
こ
の
「
う
つ
つ
の
夢
」
と
い
う
句
は
、
『
新
古
今
集
』

時
代
に
な
っ
て
多
く
摂
取
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
有
名
な

も
の
と
し
て
は
、
「
逢
ふ
と
見
て
醒
め
に
し
よ
り
も
は
か
な
き
は
う
つ
つ

裂
の
名
残
な
り
け
り
」
（
『
洞
院
摂
政
家
百
首
』
「
後
朝
恋
」
・
㎜
・
俊
成

卿
女
、
『
続
後
撰
集
』
恋
四
・
蹴
に
も
重
出
）
、
「
さ
ぞ
嘆
く
恋
を
す
る
が

の

宇
津
の

山
う
つ
つ
の
夢
の
ま
た
と
見
え
ね
ば
」
（
『
続
後
撰
集
』
巻
十

四
・
恋
四
・
蹴
・
題
知
ら
ず
・
定
家
）
な
ど
が
あ
る
。
『
拾
遺
集
』
歌
が

恋
部
に

収
め

ら
れ
て
い
る
た
め
、
摂
取
歌
も
恋
の
題
詠
が
多
い
が
、
歌
の

内
容
よ
り
「
夢
」
や
「
夜
」
題
な
ど
で
の
詠
歌
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

詠
歌
の
中
で
、
阿
仏
歌
に
直
接
の
影
響
関
係
が
あ
る
歌
は
見
え
な
か
っ
た

が
、
最
も
近
い
内
容
を
歌
っ
た
の
は
、
「
現
実
で
の
逢
瀬
が
、
夢
の
よ
う

に

は
か
な
い
」
と
い
う
、
俊
成
卿
女
歌
で
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

だ

が
、
こ
れ
以
外
に
阿
仏
尼
歌
と
の
関
係
を
稿
者
が
特
に
挙
げ
た
い
の
は
、
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宗
尊
親
王
の
歌
集
に
見
え
る
、
「
憂
き
こ
と
を
か
く
見
む
と
て
や
覚
め
や

ら
ぬ
現
の
夢
に
迷
ひ
初
め
け
む
」
（
『
宗
尊
親
王
m
』
㎜
）
、
「
な
に
と
あ
る

う
つ
つ
の
夢
ぞ
寝
る
が
う
ち
は
同
じ
昔
の
こ
と
も
見
ゆ
る
に
」
（
『
同
W
』

脳
）
で
あ
る
。
両
者
の
歌
題
は
順
に
、
「
述
懐
」
と
「
雑
」
で
あ
り
、
阿

仏
歌
へ
の
直
接
の
影
響
は
少
な
そ
う
な
の
だ
が
、
こ
の
歌
集
成
立
に
大
き

く
関
与
し
て
い
る
人
物
の
こ
と
を
こ
こ
で
は
考
慮
に
入
れ
た
い
。
宗
尊
親

王
の

こ
の
二
つ
の
私
家
集
に
は
、
為
家
が
、
合
点
と
評
を
つ
け
る
、
と
い

う
形
で
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
当
該
二
首
に
は
、
い
ず
れ
も
つ
け
ら

れ
て

い

な
い
）
。
こ
れ
ら
、
宗
尊
親
王
の
歌
集
に
含
ま
れ
る
歌
は
、
前
者

が
、
文
永
二
（
一
二
六
五
）
年
春
よ
り
同
四
（
一
二
六
七
）
年
、
後
者
が

文
永
三
（
二
一
六
六
）
年
葉
月
よ
り
同
九
（
＝
一
七
二
）
年
霜
月
の
詠
作

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
、
前
出
の
通
り
、
為
相
と
為
守
が
生
ま
れ
て
お

り
、
阿
仏
尼
は
為
家
の
側
室
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
公
に
認
め
ら
れ
る
も

の

と
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
お
そ
ら
く
彼
女
は
（
も
と
も
と
秘
書
的
役

割
と
し
て
呼
ば
れ
た
の
だ
し
）
為
家
の
仕
事
の
状
況
を
知
っ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
歌
集
編
纂
を
為
家
が
し
て
い
た
頃
と
、
二
人
の
当
該
贈
答

歌
が
詠
ま
れ
た
頃
と
ど
ち
ら
が
前
後
す
る
か
分
か
ら
な
い
故
、
両
者
の
影

響
関
係
の
指
摘
は
困
難
で
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
だ
が
、

前
述
の
通
り
、
為
家
と
共
に
阿
仏
自
身
も
『
宗
尊
親
王
三
百
首
』
に
合
点

を
つ
け
て
い
る
な
ど
の
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
宗
尊
親
王
と
為
家
、
阿
仏
尼

と
の
関
係
を
考
慮
に
入
れ
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　
で

は
、
最
後
の
贈
答
を
見
た
い
。
前
の
贈
答
と
の
間
は
、
一
首
し
か
あ

い
て

い
な
い
。

　
　
　
　
女
の

も
と
へ
、
近
き
程
に
あ
る
よ
し
お
と
つ
れ
て
侍
り
け
れ
ば
、

　
　
　
　
今
宵
な
む
夢
に
見
え
つ
る
は
塩
釜
の
し
る
し
な
り
け
り
と
申
し

　
　
　
　
て

侍
り
け
る
に
遣
は
し
け
る
　
　
　
　
前
大
納
言
為
家

　
　
聞
き
て
だ
に
身
こ
そ
焦
が
る
れ
通
ふ
な
る
夢
の
た
だ
ち
の
ち
か
の
塩

　
　
笥

　
　
　
　
返

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
嘉
門
院
四
条

　
　
身
を
焦
が
す
契
り
ば
か
り
か
い
た
づ
ら
に
思
は
ぬ
仲
の
ち
か
の
塩
釜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（巻
十
一
・
恋
二
・
脳
・
皿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
1

　
詞
書

よ
り
、
こ
の
贈
答
が
な
さ
れ
る
前
に
、
二
人
の
間
で
交
渉
が
あ
っ

た

こ
と
が
わ
か
る
。
為
家
が
、
「
近
く
ま
で
来
て
い
る
」
と
阿
仏
尼
に
告

げ
、
そ
れ
に
対
し
彼
女
か
ら
「
今
宵
私
の
夢
に
あ
な
た
が
出
ら
れ
た
の
は
、

「
塩
釜
の

し
る
し
』
だ
っ
た
の
で
す
ね
」
と
の
返
事
が
あ
っ
た
、
と
い
う

も
の
だ
。

　

こ
こ
で
も
ま
た
阿
仏
は
平
安
文
学
の
素
養
を
示
し
て
い
る
。
「
ち
か
の

劃
」
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
「
ち
か
の
浦
」
と
も
言
わ
れ
る
当
地
は
、

「
陸
奥
の
ち
か
の
塩
釜
近
な
が
ら
遙
け
く
の
み
も
思
ほ
ゆ
る
か
な
」
（
『
古

今
六
帖
』
第
三
「
し
ほ
が
ま
」
・
㎜
・
伊
勢
）
な
ど
、
古
く
か
ら
「
近
し
」

と
掛
詞
で
歌
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
従
っ
て
、
阿
仏
も
、
為
家
が

「
近
く
に
い
る
」
と
言
っ
た
た
め
、
「
今
夜
の
夢
に
あ
な
た
が
現
れ
た
の

は
、
近
く
に
お
い
で
に
な
る
、
と
い
う
意
味
の
『
ち
か
の
塩
釜
』
だ
っ
た

の

で
す
ね
」
そ
う
呼
応
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
や
り
と
り
に
の
っ
と
っ
て
、

本
贈
答
は
な
さ
れ
て
い
る
。

　
阿
仏
尼
の
見
せ
た
素
養
に
対
し
、
為
家
は
「
夢
の
た
だ
ぢ
」
と
い
う
、

こ
れ
も
ま
た
平
安
文
学
に
よ
る
句
を
盛
り
込
ん
で
歌
を
返
し
て
い
る
。

「恋
ひ
わ
び
て
う
ち
ぬ
る
な
か
に
行
き
通
ふ
夢
の
た
だ
ぢ
は
う
つ
つ
な
ら

な

む
」
で
あ
る
（
「
古
今
集
」
巻
十
二
・
恋
二
・
珊
・
藤
原
敏
行
、
『
古
今

六
帖
』
第
四
「
夢
」
・
㎜
に
重
出
）
。
こ
れ
も
、
「
逢
は
ぬ
夜
も
逢
ふ
夜
も
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い
を
し
ま
だ
ね
ね
ば
夢
の
た
だ
ぢ
は
な
れ
や
し
ぬ
ら
む
」
（
『
躬
恒
集
1
』

珊
な
ど
重
出
）
等
を
除
け
ば
、
前
贈
答
の
「
う
つ
つ
の
夢
」
の
語
を
詠
ん

だ

句
と
同
様
、
『
新
古
今
集
』
時
代
に
入
っ
て
多
く
受
容
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
も
の
で
、
「
枕
だ
に
定
め
も
や
ら
ぬ
春
の
夜
の
夢
の
た
だ
ぢ

ぞ

猶
も
は
か
な
き
」
（
『
壬
二
集
」
・
大
僧
正
四
季
百
首
「
夜
」
・
㎜
）
「
ま

れ
に

だ
に

逢
ふ

よ
し
を
な
み
ぬ
ば
た
ま
の
夢
の
た
だ
ち
に
迷
ひ
ぬ
る
か

な
」
（
同
・
為
家
卿
家
百
首
・
恋
廿
五
・
粥
）
な
ど
の
詠
、
ま
た
、
「
白
露

の
お
く
と
は
嘆
く
と
ば
か
り
も
夢
の
た
だ
ぢ
や
こ
と
通
ふ
ら
ん
」
（
『
拾
遺

愚
草
』
・
関
白
左
大
臣
家
百
首
「
忍
恋
」
・
皿
）
、
「
風
騒
ぐ
萩
の
葉
避
く
と

う
き
て
見
し
夢
の
た
だ
ぢ
ぞ
い
や
は
か
な
な
る
」
（
同
・
内
裏
秋
十
五
首

歌
合

「秋
夢
」
閻
）
、
「
見
し
は
皆
夢
の
た
だ
ち
に
ま
が
ひ
つ
つ
昔
は
遠
く

人
は
還
ら
ず
」
（
『
拾
遺
愚
草
員
外
』
無
常
十
首
・
孤
）
な
ど
が
あ
る
。
こ

れ

ら
私
家
集
の
み
で
な
く
、
「
さ
め
ぬ
夜
の
夢
の
た
だ
ぢ
を
う
つ
つ
に
て

い

つ

を
限
り
の
別
れ
な
る
ら
む
」
（
『
松
浦
宮
物
語
』
橘
氏
忠
・
巻
五
・
P

耽
）
、
「
問
は
ば
や
な
そ
れ
か
と
匂
ふ
梅
が
香
に
再
び
見
え
ぬ
夢
の
た
だ
ぢ

を
」
（
P
珊
）
な
ど
、
そ
し
て
、
「
驚
か
す
鐘
に
つ
け
て
ぞ
思
ひ
知
る
憂
き

に

迷
へ
る
夢
の
た
だ
ぢ
は
」
（
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
帥
宮
姫
君
・
巻

三
・

P
蹴
）
な
ど
の
形
で
歌
わ
れ
て
も
い
る
。
『
古
今
集
』
の
詠
歌
が
恋

歌
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
意
識
し
て
の
歌
（
物
語
で
の
作
中
人
物
詠
）

と
、
句
の
言
葉
に
従
っ
て
「
夢
」
題
（
一
字
題
、
結
題
の
い
ず
れ
も
）
で

の
歌
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
贈
答
は
、
も
ち
ろ
ん
前
者
の
系
統
に
含

ま
れ
る
も
の
で
、
二
人
の
熱
い
思
い
が
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
。
こ
の
後
、

二
人
は
為
家
の
中
院
山
荘
で
同
居
を
す
る
の
に
、
長
い
時
間
を
要
し
な
か

っ

た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
「
風
雅
集
」
で
の
阿
仏
尼
と
為
家
の
贈
答
を
見
て
い
る
と
、

「夢
」
が
一
連
の
主
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
ま
さ

に

こ
の
三
組
の
贈
答
の
含
ま
れ
る
鵬
（
従
二
位
為
子
）
よ
り
珊
ま
で
の
一

群
は
、
「
夢
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
三
組
以
外
は
「
夢

で
の
逢
瀬
」
の
悲
し
さ
や
切
な
さ
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、

「
う
き
中
の
そ
れ
を
な
さ
け
に
有
り
し
よ
の
夢
を
見
き
と
も
人
に
語
る

な
」
（
「
忍
逢
恋
と
い
ふ
こ
と
を
」
・
㎜
）
、
「
ぬ
る
が
う
ち
に
逢
ふ
と
見
つ

る
も
頼
ま
れ
ず
心
の
通
ふ
夢
路
な
ら
ね
ば
」
（
題
知
ら
ず
・
㎜
・
法
印
長

舜
）
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
中
で
為
家
と
阿
仏
尼
の
贈
答
歌
群
は
、
恋
の
悲

哀

を
詠
ん
だ
歌
と
比
較
し
た
時
、
よ
り
熱
愛
ぶ
り
が
際
だ
っ
て
見
え
、
そ

れ

は
ま
る
で
王
朝
の
恋
の
物
語
を
見
て
い
る
よ
う
だ
と
言
う
こ
と
が
可
能

だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

こ
う
し
て
、
二
つ
の
勅
撰
集
に
お
け
る
、
五
組
の
為
家
と
阿
仏
尼
の
贈

答
を
見
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
二
人
の
恋
の
進
展
の
順
に
並
ん
で
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
才
知
が
溢
れ
、
か
つ
情
熱
に
満
ち
た
こ
れ

ら
の
贈
答
は
、
二
人
の
恋
の
進
展
を
物
語
る
に
は
充
分
す
ぎ
る
ほ
ど
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
贈
答
の
中
で
、
二
人
は
互
い
の
思
い
を
燃
や
し
て
い

っ

た
の
だ

ろ
う
。
阿
仏
の
返
歌
（
特
に
『
風
雅
集
』
収
載
の
も
の
）
に
つ

い
て

は
、
長
崎
健
氏
が
「
贈
答
歌
の
条
件
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
、
即
詠

性
、
贈
歌
と
の
語
句
．
表
現
の
対
応
性
、
い
な
し
と
提
つ
べ
き
主
題
の
増

幅
性
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
備
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
」
と
論
じ
て
お
ら

れ
る
こ
と
も
付
記
し
た
い
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
贈
答
の
興
趣
を
、
の
ち
に
阿
仏
は
「
又
と
り
あ
へ

ぬ

こ
と
に
時
も
変
ら
ず
詠
み
い
つ
る
歌
の
返
し
、
た
ち
な
が
ら
い
ひ
い
だ
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す
歌
は
さ
し
あ
た
り
て
た
だ
今
言
ひ
た
き
こ
と
を
さ
ま
良
く
続
け
候
ぬ
れ

ば
何
の
風
情
に
も
過
ぎ
て
候
。
小
式
部
内
侍
、
定
頼
中
納
言
を
引
き
と
ど

め

て
、
「
ま
だ
ふ
み
も
見
ず
天
の
橋
立
」
と
申
し
け
る
こ
と
や
、
周
防
内

侍
、
忠
家
大
納
言
と
、
「
か
ひ
な
く
立
た
む
名
こ
そ
惜
し
け
れ
」
と
申
し

か

は
し
け
る
心
と
さ
な
ど
は
、
た
だ
人
の
心
魂
に
よ
り
、
歌
の
道
に
し
ほ

な

れ
ぬ

る
位
の
あ
ら
は
る
る
に
て
候
へ
ば
、
昔
今
申
す
に
も
思
ひ
及
び
候

は
ず
。
今
は
か
か
る
谷
の
朽
木
と
な
り
果
て
て
候
と
も
、
さ
る
や
さ
し
き

人

々
だ
に
候
は
ば
、
な
ど
か
は
口
と
く
あ
ひ
し
ら
ふ
こ
と
も
さ
ぶ
ら
は
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
1

ら
む
と
覚
え
て
、
そ
の
世
の
人
々
羨
ま
し
く
こ
そ
候
へ
。
」
と
、
「
夜
の
鶴
」

最
終
部
で
記
す
が
、
こ
の
部
分
を
記
し
た
時
の
阿
仏
の
心
は
、
こ
の
贈
答

に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
夜
の
鶴
」
最
終
部
に
関
し
て
は
、
先

学
の
こ
論
に
特
に
当
該
贈
答
と
の
関
連
を
記
し
た
も
の
は
な
く
、
森
本
元

子
氏
は

「筆
者
の
吐
息
を
そ
の
ま
ま
聞
く
よ
う
な
調
子
が
た
だ
よ
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
2

て
、
一
種
お
も
し
ろ
い
結
末
と
な
っ
て
い
る
」
、
武
井
和
人
氏
が
「
意
図

的
に
筆
を
摘
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
や
む
を
え
ず
し
て
（
例
え
ば
、
終
結

を
放
棄
し
た
）
こ
う
な
っ
た
の
か
は
分
ら
な
い
が
、
ま
ず
は
未
完
と
見
て

　
　
　
注
2
3

置

き
た
い
」
、
簗
瀬
一
雄
氏
が
「
こ
の
章
は
追
記
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

注
2
3

う
」
と
さ
れ
る
が
、
阿
仏
は
当
該
贈
答
を
思
い
浮
か
べ
つ
つ
、
「
年
を
重

ね
て

も
風
情
が
わ
か
る
人
が
い
れ
ば
良
い
も
の
を
」
と
ぼ
か
し
て
は
い
る

も
の
の
、
為
家
の
い
な
い
の
を
嘆
い
て
筆
を
置
い
た
と
見
る
の
が
良
い
の

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
阿
仏
に
は
現
在
判
明
す
る
も
の
に
限
っ
て
も
九
百

首
ほ

ど
の
和
歌
が
あ
る
が
、
彼
女
の
他
の
代
表
的
作
品
「
う
た
た
ね
」
や

『十
六
夜

日
記
』
な
ど
に
は
当
座
の
返
歌
は
あ
ま
り
見
え
な
い
。
為
家
の

歌
論
書
に
、
特
に
即
詠
に
関
す
る
記
述
は
な
く
、
為
家
の
教
え
を
述
べ
る

と
断
る
『
夜
の
鶴
』
で
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
記
す
の
に
は
、
な

に

が

し
か
彼
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
を
浮
か
べ
て
い
る
と
想
定
す
る
方
が
自

然
で
は
な
い
か
と
稿
者
は
考
え
る
。

　
二
人
の
思
い
を
結
び
つ
け
た
も
の
は
、
阿
仏
尼
が
抱
い
た
、
威
厳
あ
る

歌
人
、
為
家
へ
の
憧
憬
や
、
為
家
が
感
じ
た
、
阿
仏
尼
の
持
つ
「
源
氏
物

語
」
の
造
詣
の
深
さ
へ
の
驚
嘆
な
ど
も
当
然
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
中
に
、
今
ま
で
の
二
人
の
研
究
史
で
は
加
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、

こ
れ
ら
全
十
首
の
贈
答
歌
の
内
容
を
も
加
え
ら
れ
て
然
る
べ
き
だ
、
と
稿

者

は
考
え
る
。
こ
の
意
見
を
も
ち
、
本
稿
の
結
び
に
代
え
た
い
。

注
1

本
稿
に

引
用
す
る
和
歌
は
、
勅
撰
集
は
「
新
編
国
歌
大
観
』

（角
川
書
店
）
、
私
家
集
は
「
私
家
集
大
成
』
に
よ
っ
た
。
藤

原
為
家
、
阿
仏
尼
の
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
安
井
久
善
「
藤
原

為
家
全
歌
集
」
（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
六
二
年
）
、
簗
瀬
一
雄

「校
註

阿
仏
尼
全
集
増
補
版
」
（
風
間
書
房
、
一
九
八
四
年
）
も

参
照
し
た
。
な
お
、
阿
仏
尼
『
夜
の
鶴
』
は
、
冷
泉
家
時
雨
亭

叢
書

「続
後
撰
和
歌
集
為
家
歌
学
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九

四
年
）
に
よ
っ
た
。
「
阿
仏
仮
名
調
請
』
は
、
前
掲
簗
瀬
書
、

P
㎜
。
「
玉
葉
和
歌
集
」
に
つ
い
て
は
、
岩
佐
美
代
子
『
玉
葉

和
歌
集
全
注
釈
」
（
笠
間
書
院
、
一
九
九
六
年
）
、
『
風
雅
和
歌

集
」
は
、
次
田
香
澄
・
岩
佐
美
代
子
「
風
雅
和
歌
集
中
世
の
文

学
」
（
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
三
年
）
も
参
照
し
た
。
『
源
氏
物

語
」
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
、
鎌
倉
時
代
物

語

は
、
市
古
貞
次
・
三
角
洋
一
編
「
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
」

（笠
間
書
院
）
に
よ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
稿
者
が
表

記
を
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。
傍
線
な
ど
も
、
稿
者
が
私
に
付
し
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た

も
の
で
あ
る
。

『
日
本
歌
学
大
系
』
第
四
巻
、
P
4
5
。

田
辺
「
『
安
嘉
門
院
四
条
五
百
首
』
孜
1
『
十
六
夜
日
記
』

と
の
関
わ
り
を
中
心
に
ー
」
「
和
歌
文
学
研
究
」
第
7
5
号
、

一
九
九
七
年
十
二
月
、
P
2
4
。

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書

『冷
泉
家
古
文
書
』
「
1
融
覚
藤
原
為
家
譲
状

文
永
五
年
＋
一
月
＋
九
日
」
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
三
年
）
P
9
。

な

お
、
佐
藤
恒
雄
「
藤
原
為
家
の
所
領
譲
与
に
つ
い
て
」
『
中

世
文
学
研
究
ー
論
放
と
資
料
ー
ー
』
中
四
国
中
世
文
学
研
究

会
編

（和
泉
書

院
、
一
九
九
五
年
）
P
m
～
m
、
皿
に
負
っ
た

と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
、

定
覚
の
出
生
に
つ
い
て
は
、
井
上
宗
雄
氏
は
正
嘉
二
（
一
二
五

八
）
年
か
と
さ
れ
る
。
（
『
鎌
倉
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』
風
間
書

房
、
一
九
九
七
年
、
P
㎜
）
。

佐
佐
木
信
綱
編

『飛
鳥
井
雅
有
日
記
』
古
典
文
庫
、
一
九
四
九

年
、
P
3
1
。

岩
佐

『
玉
葉
和
歌
集
全
注
釈
』
下
巻
・
P
脇
。

佐
藤
恒
雄

「
藤
原
為
家
の

鎌
倉
往
還
」
「
中
世
文
学
研
究
」
第

23

号
、
一
九
九
七
年
八
月
、
P
田
～
田
。

玉
井
幸
助
・
石
田
吉
貞
、
日
本
古
典
全
書
『
海
道
記
・
東
関
紀

行
・
十
六
夜
日
記
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
一
年
）
P
㎜

～
㎜
、
福
田
秀
一
『
中
世
和
歌
史
の
研
究
』
（
角
川
書
店
、
一

九
七
二
年
）
P
㎜
、
松
本
寧
至
『
中
世
女
流
日
記
文
学
の
研

究
』
（
明
治
書
院
、
一
九
八
三
年
）
P
田
～
鵬
、
久
保
田
淳
．

島
内
裕
子
編
『
中
世
の
日
本
文
学
」
（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、

　
　
一
九
九
五
年
）
P
6
3
～
6
4
、
井
上
宗
雄
「
冷
泉
家
の
歴
史

　
　
（
三
）
」
「
し
く
れ
て
い
」
第
5
3
号
、
一
九
九
五
年
七
月
、
増
淵

　

勝
一
「
い
と
し
い
と
し
と
い
ふ
心
」
「
湘
南
文
学
」
第
9
号
、

　
　
一
九
九
六
年
一
月
、
P
4
2
～
4
3
、
長
崎
健
・
濱
中
修
『
日
本
の

　

作
家
シ

リ
ー
ズ
2
2
・
阿
仏
尼
』
（
新
典
社
、
一
九
九
六
年
）
P

　
　
6
4
～
6
6
、
井
上
『
鎌
倉
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』
P
胴
～
卵
な
ど
。

9
　
座
談
会
「
和
歌
文
学
研
究
の
問
題
点
」
「
国
学
院
雑
誌
」
第
9
6

　
　
巻
1
号
、
一
九
九
五
年
一
月
、
P
4
1
。

10

　
前
掲
8
、
久
保
田
・
島
内
書
、
P
6
4
。

11

＊
『
玉
葉
集
』
為
家
詠
・
全
五
十
一
首
（
　
は
出
典
不
明
歌
、

　
　
　
．
、
は
当
該
贈
答
歌
）
O
題
詠
…
三
十
六
首
「
古
今
六
帖
・
若

　
　
菜
」
1
5
、
「
余
寒
」
図
、
「
春
雪
」
3
2
、
「
春
」
㎜
、
阻
、
「
卯

　
　
花
」
㎜
、
「
五
月
五
日
」
蹴
、
「
五
月
雨
」
瑚
、
「
七
夕
」
姐
、

　
　
「
萩
露
」
珊
、
「
雁
」
眼
、
部
、
「
名
所
月
」
鰯
、
「
月
」
㎜
、

　
　
㎜
、
㎜
、
「
秋
雨
」
．
囮
、
「
冬
」
剛
、
剛
、
田
、
㎜
、
「
雪
」
酬
、

　
　
「仏
名
」
刷
、
「
歳
暮
」
剛
、
「
池
水
久
明
」
皿
、
「
旅
泊
」
㎜
、

　
　剛
、
「
古
今
六
帖
・
こ
と
の
葉
」
拠
、
「
初
言
恋
」
脇
、
「
寄
弓

　
　
恋
」
醐
、
「
古
今
六
帖
・
日
頃
隔
て
た
り
」
醐
、
「
古
今
六
帖
・

　
　
口
が
た
む
」
㎜
、
「
恋
」
刷
、
「
絶
恋
」
㈱
、
「
岡
雪
」
測
、
．

　
　
「山
」
捌
、
「
続
古
今
集
の
撰
者
追
加
の
述
懐
」
酬
、
「
釈
教
歌

　
　
の
中
に
」
㎜
O
題
知
ら
ず
…
六
首
（
附
、
皿
、
皿
、
㎜
、
醐
、

　
　
瑚
）
O
贈
答
…
五
首
（
醐
、
醐
、
㎜
、
鍋
、
獅
）
「
女
に
つ
か

　
　
は
し
け
る
」
（
阿
仏
か
）
珊
、
「
わ
づ
ら
ふ
こ
と
侍
り
け
る
が
、

　
　
お

こ
た
り
て
後
久
し
く
あ
は
ぬ
人
に
つ
か
は
し
け
る
」
㎜
、

　
　

「
日
吉
社
に
参
り
て
雪
の
降
り
侍
り
け
れ
ば
、
法
印
源
全
が
も
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と
へ
詠
み
て
つ
か
は
し
け
る
」
㎜
O
独
詠
…
二
首
（
臨
、
㎜
）

　

「
老
い
の
後
病
に
沈
み
侍
り
け
る
頃
、
花
の
盛
に
住
み
侍
り
け

　
る
家
の
前
を
車
の
あ
ま
た
過
ぎ
け
る
を
聞
き
て
」
鰯
、
「
嵯
峨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
の
家
に
年
久
し
く
住
み
て
詠
み
侍
り
け
る
」
m
、
阿
仏
詠
・
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
首
O
題
詠
…
三
首
「
七
夕
」
刷
、
「
不
逢
恋
」
訓
、
「
恋
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
皿
O
題
知
ら
ず
：
二
首
（
4
2
6
）
O
「
十
六
夜
日
記
」
よ
り
…
四

首

（
皿
、
鵬
、
脳
、
㎜
）
O
「
阿
仏
仮
名
調
請
」
よ
り
…
一
首

　
（
㎜
）
O
贈
答
…
二
首
（
囎
、
㈱
）

＊
『
玉
葉
集
』
恋
二
・
恋
四
に
お
け
る
恋
の
場
面
の
詠
歌
（
「
題
知

ら
ず
」
歌
は
除
く
、
…
　
は
当
該
贈
答
歌
）
O
恋
二
…
二
十

首
・
皿
円
融
院
、
㎜
よ
み
人
知
ら
ず
、
㎜
相
模
、
晒
よ
み
人
知

ら
ず
・
俊
成
へ
、
㎜
円
融
院
、
囎
小
侍
従
、
珊
藤
実
方
、
朋
道

綱
母
、
皿
藤
家
経
、
閲
醍
醐
帝
、
脳
藤
能
子
、
皿
俊
成
、
姻
よ

み
人
知
ら
ず
、
慨
村
上
帝
、
鰯
為
家
、
醐
阿
仏
、
皿
和
泉
式
部
、

剛
同
、
㎜
よ
み
人
知
ら
ず
、
㎜
源
詞
子
O
恋
四
…
四
十
六
首
・

皿
道
綱
母
、
㎜
敦
忠
、
皿
雅
子
内
親
王
、
㎜
業
平
、
㎜
長
雅
、

㎜
よ
み
人
知
ら
ず
、
㎜
小
馬
命
婦
、
㎜
よ
み
人
知
ら
ず
、
㎜
経

盛
、
㎜
よ
み
人
知
ら
ず
、
㎜
村
上
帝
、
㎜
徽
子
女
王
、
脇
小
町
、

㎜
俊
成
、
㎜
道
綱
母
、
皿
和
泉
式
部
、
暇
伊
勢
、
㎜
道
長
、
脳

小
侍
従
、
刷
よ
み
人
知
ら
ず
・
謙
徳
公
へ
、
刷
醍
醐
帝
、
噺
家

持
、
㎜
山
口
女
王
、
醐
朝
光
、
㎜
定
頼
、
側
道
長
、
㎜
清
慎
公
、

皿
光
孝
帝
、
㎜
弁
乳
母
、
脳
道
綱
、
脳
相
模
、
㎜
建
礼
門
院
右

京
大
夫
、
㎜
平
経
正
、
醐
弁
乳
母
、
脳
よ
み
人
知
ら
ず
・
兼
輔

　
へ
、
醐
兼
輔
、
醐
定
頼
、
間
よ
み
人
知
ら
ず
・
謙
徳
公
へ
、
㎜

実
方
、
醐
為
家
、
㈱
阿
仏
、
㎜
和
泉
式
部
、
㎝
道
信
、
m
道
綱

　
　
母
、
m
匡
房
、
㎝
実
方

　

＊
「
風
雅
集
』
為
家
・
全
二
十
六
首
O
題
詠
…
二
十
一
首
『
為
家

　
　
千
首
』
「
若
菜
」
1
8
、
「
春
」
四
、
皿
、
「
秋
」
娚
、
「
恋
」
鵬
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
㎜
、
m
、
『
宝
治
百
首
』
「
梅
薫
風
」
8
0
、
「
首
夏
」
㎜
、
「
待
郭

　
　
公
」
祖
、
「
夕
立
」
娚
、
「
旅
宿
」
胴
、
「
寄
虫
恋
」
細
、
「
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
灯
」
㎜
、
「
浦
舟
」
胸
、
「
五
社
百
首
』
住
吉
「
炭
窯
」
都
、
春

　
　
日
「
初
雁
」
脳
、
北
野
「
と
も
し
」
㎜
、
伊
勢
「
残
雪
ト
㎜
、

　
　

「禅
林
寺
殿
七
百
首
文
永
二
年
』
「
岡
花
」
鵬
、
「
稲
妻
」
．
珊
O

　
　
贈
答
…
五
首
（
捌
、
㎜
、
皿
、
㎜
、
㎜
）
肥
「
建
長
五
年
五
月

　
　
後
嵯
峨
院
に
三
首
」
、
㎜
「
前
大
僧
正
良
覚
、
横
川
に
如
法
経

　
　
か

き
侍
り
け
る
に
、
天
長
の
昔
ま
で
思
ひ
や
ら
る
る
よ
し
申
す

　
　
と
て
」
阿
仏
・
全
十
四
首
O
題
詠
…
四
首
「
苗
代
」
刷
、
「
暁
」

　
　
刷
、
「
早
蕨
」
姻
、
「
野
」
㎜
O
題
知
ら
ず
…
二
首
（
刷
・
刑
）

　
　
O
「安
嘉
門
院
四
条
五
百
首
」
よ
り
…
三
首
（
「
萩
」
婿
・
「
忍

　
　
逢
恋

（出
典
は
「
後
朝
恋
」
）
」
㎜
・
「
関
」
㎜
）
O
贈
答
…
三

　
　
首

（㎜
・
皿
・
飾
）
O
為
家
死
後
…
二
首
（
鵬
・
㎜
）

　
＊
「
風
雅
集
」
恋
二
に
お
け
る
恋
の
場
面
の
詠
歌
〇
十
首
・
鵬
四

　
　
条
太
皇
太
后
宮
下
野
、
㎜
隆
信
、
㎜
よ
み
人
知
ら
ず
、
鰯
為
家
、

　
　
㎜
阿
仏
、
皿
為
家
、
㎜
阿
仏
、
皿
為
家
、
脇
阿
仏
、
㎜
和
泉
式

　
　
部

12

　
久
保
貴
子

「
「宗
尊
親
王
三
百
首
』
と
阿
仏
尼
」
「
実
践
女
子
大

　
　
学
文
学
部
紀
要
」
第
3
9
集
、
一
九
九
六
年
三
月
、
P
2
4
。

13

　
「
公
卿
補
任
』
弘
安
二
（
二
一
七
九
）
年
の
為
氏
の
項
、
「
十
二

　
　
月
四
日
服
解
（
母
）
」
。

14

　
岩
佐

「
玉
葉
集

と
風
雅
集
」
『
中
世
の
和
歌
　
和
歌
文
学
講
座
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第
七
巻
』
一
九
九
四
年
、
勉
誠
社
、
P
9
7
。

前
掲
1
、
安
井
書
、
P
皿
～
脱
。

『玉
葉
集
』
・
雑
一
・
㎜
・
「
老
い
の
後
病
に
沈
み
て
侍
り
し
冬
、

雪
の

夜
、
前
大
僧
正
道
人
々
数
多
伴
ひ
来
た
り
て
題
を
探
り
て

歌
詠
み

侍
り
し
中
に
、
岡
雪
と
い
へ
る
こ
と
を
詠
み
侍
り
し
を
、

筆
取
る
こ
と
叶
は
ず
侍
り
て
、
為
兼
少
将
に
侍
り
し
時
書
か
せ

て

い
だ

し
侍
り
し
」
・
為
家
・
「
い
か
に
し
て
手
に
だ
に
取
ら
ぬ

水
茎
の
岡
辺
の
雪
に
跡
を
つ
く
ら
ん
」
。

前
掲
1
、
簗
瀬
『
校
註
阿
仏
尼
全
集
増
補
版
』
P
6
9
。

次

田
・
岩
佐
『
風
雅
和
歌
集
』
P
脚
。

平
岡
武
夫
・
今
井
清
編
『
白
氏
文
集
歌
詩
索
引
下
』
同
朋
社
出

版
、
一
九
八
九
年
、
P
m
。

前
掲
8
、
長
崎
・
濱
中
『
阿
仏
尼
」
P
6
5
。

前
掲
1
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
、
P
鵬
。

森
本
元
子
、
講
談
社
学
術
文
庫
『
十
六
夜
日
記
・
夜
の
鶴
」
一

九
七
九
年
、
P
鵬
。

簗
瀬
一
雄
・
武
井
和
人
「
十
六
夜
日
記
・
夜
の
鶴
注
釈
』
和
泉

書
院
、
一
九
八
六
年
、
P
姐
。
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付
記
　
本
稿
は
、
平
成
十
年
度
中
世
文
学
会
春
季
大
会
（
於
立
正
大
学
）

で
の
口

頭
発
表
に

基
づ
い
て

お

り
ま
す
。
ご
指
導
並
び
に
ご
教
示
を
ち
ょ

う
だ
い
し
た
諸
先
生
に
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）


