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一
、
問
題
の
所
在

　

菅
原
道
真
の
和
歌
と
い
え
ば
、
次
の
拾
遺
集
歌
が
最
も
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ

う
。

な
が
さ
れ
侍
り
け
る
時
家
の
梅
の
花
を
見
侍
り
て　

贈
太
政
大
臣

東
風
吹
か
ば
匂
ひ
お
こ
せ
よ
梅
の
花
主
な
し
と
て
春
を
忘
る
な
）
1
（

 

（
雑
春
・
一
〇
〇
六
）

『
拾
遺
抄
』
雑
上
（
三
七
八
）
に
、
同
様
の
詞
書
を
も
っ
て
入
集
し
て
い
る
。

本
稿
は
、
両
撰
集
に
こ
の
道
真
詠
が
い
か
に
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
か
を
考
察

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

当
該
歌
は
、
仮
託
説
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。

『
後
撰
集
』
に
、
発
想
の
類
似
し
た
歌
が
道
真
詠
と
し
て
入
集
し
て
い
る
。

家
よ
り
と
ほ
き
所
に
ま
か
る
時
、
前
栽
の
さ
く
ら
の
花
に
ゆ
ひ
つ
け

侍
り
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菅
原
右
大
臣

桜
花
主
を
忘
れ
ぬ
物
な
ら
ば
吹
き
来
む
風
に
言
伝
て
は
せ
よ

 

（
春
中
・
五
七
）

工
藤
重
矩
は
拾
遺
集
歌
と
の
類
似
を
指
摘
し
つ
つ
、「
あ
る
い
は
後
撰
集
の
歌

に
拠
っ
て
「
東
風
吹
か
ば
」
が
偽
作
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
2
（

」
と
指
摘
す
る
。

竹
鼻
績
は
『
拾
遺
抄
注
釈
』
に
お
い
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

道
真
が
筑
紫
に
出
立
し
た
の
は
、『
日
本
紀
略
』
に
よ
る
と
二
月
一
日
（
グ

レ
ゴ
リ
オ
暦
で
は
二
月
二
十
七
日
）
で
、
邸
前
に
咲
い
て
い
た
の
は
梅
の

花
で
あ
っ
た
。『
後
撰
集
』
所
収
歌
の
第
一
句
に
「
桜
花
」
と
あ
る
の
は
、

目
前
に
咲
い
て
い
る
梅
の
花
で
は
な
く
、
主
人
の
道
真
が
い
な
く
な
っ
た

後
に
咲
く
で
あ
ろ
う
桜
の
花
に
、
吹
き
来
む
風
に
花
の
便
り
を
伝
え
て
ほ

し
い
と
呼
び
掛
け
た
の
で
あ
ろ
う
。『
北
野
縁
起
』
の
二
首
は
同
じ
と
き

に
詠
ま
れ
た
の
で
、
同
じ
詩
想
に
な
っ
て
も
や
む
を
え
な
い
と
い
う
弁
解

が
成
り
立
つ
が
、
こ
の
二
首
か
ら
『
後
撰
集
』
が
後
世
に
人
口
に
膾
炙
し

た
「
東
風
吹
か
ば
」
の
歌
で
な
く
、「
桜
花
」
の
歌
を
何
故
に
撰
取
し
た

の
か
理
解
し
が
た
い
。
こ
れ
は
二
首
が
同
じ
時
に
詠
ま
れ
た
歌
と
し
て
記

菅
原
道
真
「
東
風
吹
か
ば
」
詠
へ
の
表
現
史

御
手
洗
　
靖
　
大
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録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
『
後
撰
集
』
成
立
後
の
こ
と
で
、
道
真
が

筑
紫
下
向
の
と
き
に
「
匂
ひ
お
こ
せ
よ
」
と
呼
び
か
け
た
の
は
、
目
前
に

咲
く
梅
の
花
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
咲
く
桜
の
花
に
対
し
て
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、『
後
撰
集
』
所
収
の
「
桜
花
」

の
歌
が
ま
ず
詠
ま
れ
、「
東
風
吹
か
ば
」
の
歌
は
後
人
に
よ
っ
て
、
改
作

さ
れ
た
歌
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
）
3
（

。

　

し
か
し
、『
後
撰
集
』
歌
の
詞
書
を
信
頼
す
れ
ば
、
こ
れ
は
桜
が
咲
い
て
い

る
時
節
の
詠
で
あ
る
。「
目
前
に
咲
く
梅
の
花
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
咲
く
桜

の
花
に
対
し
て
で
あ
っ
た
」
と
す
る
竹
鼻
の
仮
説
は
成
立
し
え
な
い
。
竹
鼻
は

加
え
て
、
眼
前
の
花
を
問
題
と
す
る
が
、
拾
遺
集
歌
の
初
句
「
東
風
ふ
か
ば
」

は
仮
定
条
件
で
あ
り
、
眼
前
の
景
と
関
係
が
な
い
。
梅
の
季
節
で
あ
れ
、
桜
の

季
節
で
あ
れ
、
詠
歌
状
況
は
矛
盾
し
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
後
撰
集
歌
の
詠
歌
状
況
は
、
北
村
季
吟
『
八
代
集
抄
』
が
「
讃

岐
任
国
の
頃
に
や
左
遷
の
御
時
な
と
な
る
へ
し
」
と
説
く
よ
う
に
、
讃
岐
守
赴

任
時
と
大
宰
府
左
降
時
の
両
説
が
あ
る
）
4
（

。
讃
岐
守
赴
任
は
仁
和
二
年
（
八
八
六
）

正
月
一
六
日
、
都
の
出
立
は
明
か
で
な
い
と
し
つ
つ
も
、
滝
川
幸
司
は
、「
国

司
赴
任
の
準
備
期
間
に
つ
い
て
は
、
讃
岐
は
国
の
等
級
で
は
中
国
に
あ
た
り
、

三
〇
日
が
与
え
ら
れ
る
（
延
喜
交
替
式
）。
正
月
一
六
日
任
官
な
の
で
、
二
月

中
旬
に
は
出
発
し
た
か
」
と
す
る
）
5
（

。
こ
れ
は
『
後
撰
集
』
歌
の
詞
書
「
前
栽
の

さ
く
ら
の
花
」
と
矛
盾
し
な
い
。

　

道
真
の
詠
歌
資
料
が
仮
託
詠
と
混
在
し
て
い
る
以
上
、
真
作
の
問
題
は
決
着

し
な
い
）
6
（

。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
『
後
撰
集
』
の
詞
書
に
よ
れ
ば
、
前
栽
の
桜
の

花
が
咲
い
て
い
る
時
節
の
詠
で
あ
り
、
む
し
ろ
二
月
中
旬
出
立
と
思
わ
れ
る
讃

岐
赴
任
時
の
説
が
有
力
と
い
え
る
。

　

撰
集
の
詞
書
は
、
あ
く
ま
で
撰
者
の
理
解
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
配
列
に

よ
る
歌
群
の
生
成
な
ど
、
歌
集
内
の
論
理
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
う
る
。
後
撰
集

歌
も
、
讃
岐
下
向
時
の
詠
を
大
宰
府
左
降
時
の
詠
に
見
せ
か
け
て
不
明
瞭
に
処

理
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
既
に
拙
論
）
7
（

で
も
述
べ
た
と
お
り
、『
後
撰
集
』

は
当
時
の
道
真
像
の
反
映
か
、
出
立
先
を
朧
化
し
て
い
る
。
工
藤
や
竹
鼻
の
仮

託
説
の
よ
う
に
、『
後
撰
集
』
歌
を
大
宰
府
下
向
時
の
所
詠
と
定
め
る
根
拠
は

な
い
。

　

一
方
、
拾
遺
集
歌
は
、
詞
書
に
「
家
の
む
め
の
花
を
見
侍
り
て
」
と
あ
る
。

大
宰
府
に
む
け
て
の
出
立
は
、
竹
鼻
が
考
証
す
る
よ
う
に
、
梅
の
時
季
で
あ
る
。

詠
歌
状
況
に
矛
盾
は
な
い
。
詞
書
に
従
え
ば
、
後
撰
集
歌
は
讃
岐
赴
任
時
の
可

能
性
が
高
く
、
拾
遺
集
歌
が
大
宰
府
下
向
時
の
詠
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
繰

り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
撰
集
の
詞
書
を
も
と
に
し
て
考
え
た
場

合
で
あ
る
。
後
撰
集
歌
に
見
え
る
よ
う
な
操
作
が
、『
拾
遺
集
』
に
も
あ
る
可

能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

　

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
拾
遺
集
歌
の
真
作
・
偽
作
問
題
や
、
配
列
や
詞
書

と
い
っ
た
歌
集
の
論
理
か
ら
は
一
旦
距
離
を
置
き
、
な
ぜ
当
該
歌
が
『
拾
遺
抄
』、

『
拾
遺
集
』
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
か
を
、表
現
史
か
ら
考
察
す
る
。特
に
、「
東

風
吹
か
ば
」
と
「
に
ほ
ひ
お
こ
せ
よ
」
に
着
目
す
る
。
竹
鼻
説
の
問
題
は
、
初

句
「
東
風
吹
か
ば
」
の
吟
味
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
ま
ず
、「
東

風
吹
か
ば
」
か
ら
考
え
た
い
。
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二
、『
万
葉
集
』
の
花
と
風

　

春
に
東
風
が
吹
く
と
は
、『
礼
記
』「
月
令
」
の
「
東
風
解
凍
」
が
典
拠
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
東
か
ら
吹
い
て
く
る
春
の
風
が
氷
を
解
か
す
、
春
の
到
来
を

象
徴
す
る
漢
籍
表
現
で
あ
る
。
当
該
歌
は
、「
東
風
吹
か
ば
」
と
春
が
到
来
し

た
そ
の
時
点
を
仮
定
し
、「
匂
ひ
お
こ
せ
よ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
東
風
と
い
う

春
を
知
ら
せ
る
風
に
あ
わ
せ
て
花
を
咲
か
せ
、
そ
の
風
に
乗
せ
て
か
ぐ
わ
し
い

香
り
を
こ
ち
ら
に
届
け
て
く
れ
と
呼
び
掛
け
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
藤
み
ゆ
き
は
、
十
一
世
紀
初
頭
の
歌
人
で
あ
る
源
道
済
の
和

歌
表
現
を
め
ぐ
っ
て
、
和
歌
で
は
花
を
散
ら
す
春
風
が
常
套
的
で
あ
り
、
花
を

開
か
せ
る
風
は
、
漢
詩
に
お
い
て
常
套
的
な
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
の
論
の
中
で
、
当
該
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

学
儒
文
人
・
道
真
の
作
自
体
、
古
今
的
表
現
体
系
か
ら
は
例
外
的
で
あ
る

よ
う
で
あ
る
。
和
歌
に
お
い
て
は
、
花
に
吹
く
春
風
と
は
、「
春
風
は
花

の
あ
た
り
を
よ
き
て
吹
け
心
づ
か
ら
や
う
つ
ろ
ふ
と
見
む
」（
古
今
集
・

春
下
・
八
五
・
藤
原
良
風
）
と
、
花
を
「
移
ろ
」
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

あ
る
い
は
「
春
風
は
花
の
な
き
間
に
咲
き
果
て
ね
咲
き
な
ば
思
ひ
な
く
て

見
る
べ
く
」（
拾
遺
集
・
雑
春
・
一
〇
三
五
・
読
人
し
ら
ず
）
の
よ
う
に
、

「
花
の
な
き
間
に
咲
き
果
て
ね
」「
よ
き
て
吹
け
」
と
厭
わ
れ
る
対
象
だ
っ

た
）
8
（

。

確
か
に
、「
風
が
花
を
散
ら
す
」
発
想
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
歌
は
例
外
的
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
古
今
的
表
現
体
系
」
か
ら
「
例
外
的
」
と
言
え
る

の
だ
ろ
う
か
。
本
節
と
次
節
に
わ
た
っ
て
、『
万
葉
集
』
か
ら
『
古
今
集
』
に

か
け
て
の
風
と
花
の
表
現
を
分
析
す
る
。
ま
ず
は
『
万
葉
集
』
を
考
え
る
。

　
『
万
葉
集
』
の
風
の
歌
は
八
九
首
と
い
う
）
9
（

。
春
の
花
と
共
に
詠
む
の
は
次
の

五
首
。『
万
葉
集
』
の
風
と
花
の
用
い
ら
れ
方
を
見
る
た
め
、
以
下
、
煩
を
厭

わ
ず
分
析
し
て
い
く
。

大
伴
坂
上
郎
女
歌
一
首

風
交　

雪
者
雖
零　

実
尓
不
成　

吾
宅
之
梅
乎　

花
尓
令
落
莫

か
ぜ
ま
じ
り　

ゆ
き
は
ふ
る
と
も　

み
に
な
ら
ぬ　

わ
ぎ
へ
の
う
め
を　

は
な
に
ち
ら
す
な 

（
巻
八
・
春
雑
歌
・
一
四
四
五
）

厚
見
王
贈
久
米
女
郎
歌
一
首

室
戸
在　

桜
花
者　

今
毛
香
聞　

松
風
疾　

地
尓
落
良
武

や
ど
に
あ
る　

さ
く
ら
の
は
な
は　

い
ま
も
か
も　

ま
つ
か
ぜ
は
や
み　

つ
ち
に
ち
る
ら
む 

（
巻
八
・
春
相
聞
・
一
四
五
八
）

忌
部
首
黒
麻
呂
雪
歌
一
首

梅
花　

枝
尓
可
散
登　

見
左
右
二　

風
尓
乱
而　

雪
曽
落
久
類

う
め
の
は
な　

え
だ
に
か
ち
る
と　

み
る
ま
で
に　

か
ぜ
に
み
だ
れ
て　

ゆ
き
ぞ
ふ
り
く
る 

（
巻
八
・
冬
雑
歌
・
一
六
四
七
）

春
三
月
諸
卿
大
夫
等
下
難
波
時
歌
二
首
〈
并
短
歌
〉

白
雲
之　

竜
田
山
之　

滝
上
之　

小
桉
嶺
尓　

開
乎
為
流　

桜
花
者　

山

高　

風
之
不
息
者　

春
雨
之　

継
而
零
者　

最
末
枝
者　

落
過
去
祁
利　

下
枝
尓　

遺
有
花
者　

須
臾
者　

落
莫
乱　

草
枕　

客
去
君
之　

及
還
来
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し
ら
く
も
の　

た
つ
た
の
や
ま
の　

た
き
の
う
へ
の　

を
ぐ
ら
の
み
ね
に　

さ
き
を
を
る　

さ
く
ら
の
は
な
は　

や
ま
た
か
み　

か
ぜ
し
や
ま
ね
ば　

は
る
さ
め
の　

つ
ぎ
て
し
ふ
れ
ば　

ほ
つ
え
は　

ち
り
す
ぎ
に
け
り　

し

づ
え
に　

の
こ
れ
る
は
な
は　

し
ま
し
く
は　

ち
り
な
ま
が
ひ
そ　

く
さ

ま
く
ら　

た
び
ゆ
く
き
み
が　

か
へ
り
く
る
ま
で

 

（
巻
九
・
雑
歌
・
一
七
四
七
）

反
歌

吾
去
者　

七
日
不
過　

竜
田
彦　

勤
此
花
乎　

風
尓
莫
落

わ
が
ゆ
き
は　

な
ぬ
か
は
す
ぎ
じ　

た
つ
た
ひ
こ　

ゆ
め
こ
の
は
な
を　

か
ぜ
に
な
ち
ら
し 

（
巻
九
・
雑
歌
一
七
四
八
）

難
波
経
宿
明
日
還
来
之
時
歌
一
首
并
短
歌

嶋
山
乎　

射
徃
廻
流　

河
副
乃　

丘
辺
道
従　

昨
日
己
曽　

吾
越
来
壮
鹿　

一
夜
耳　

宿
有
之
柄
二　

峯
上
之　

桜
花
者　

滝
之
瀬
従　

落
堕
而
流　

君
之
将
見　

其
日
左
右
庭　

山
下
之　

風
莫
吹
登　

打
越
而　

名
二
負
有

社
尓　

風
祭
為
奈

し
ま
や
ま
を　

い
ゆ
き
め
ぐ
れ
る　

か
は
そ
ひ
の　

を
か
へ
の
み
ち
ゆ　

き
の
ふ
こ
そ　

あ
れ
こ
え
こ
し
か　

ひ
と
よ
の
み　

ね
た
り
し
か
ら
に　

を
の
う
へ
の　

さ
く
ら
の
は
な
は　

た
き
の
せ
ゆ　

ち
ら
ひ
て
な
が
る　

き
み
が
み
む　

そ
の
ひ
ま
で
に
は　

や
ま
お
ろ
し
の　

か
ぜ
な
ふ
き
そ
と　

う
ち
こ
え
て　

な
に
お
へ
る
も
り
に　

か
ざ
ま
つ
り
せ
な

 

（
巻
九
・
雑
歌
・
一
七
五
一
）

我
刺　

柳
糸
乎　

吹
乱　

風
尓
加
妹
之　

梅
乃
散
覧

わ
が
か
ざ
す　

や
な
ぎ
の
い
と
を　

ふ
き
み
だ
る　

か
ぜ
に
か
い
も
が　

う
め
の
ち
る
ら
む 

（
巻
十
・
春
雑
歌
・
詠
花
・
一
八
五
六
）

一
四
四
五
番
歌
（
か
ぜ
ま
じ
り
…
）
は
、
初
春
の
雪
に
ま
じ
る
梅
を
詠
む
が
、

風
は
雪
に
交
じ
り
花
を
散
ら
す
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
梅
を
散
ら
す
雪
は
、

同
じ
坂
上
郎
女
の
次
の
歌
に
見
え
る
）
10
（

。

沫
雪
乃　

比
日
続
而　

如
此
落
者　

梅
始
花　

散
香
過
南

あ
わ
ゆ
き
の　

こ
の
こ
ろ
つ
ぎ
て　

か
く
ふ
ら
ば　

う
め
の
は
つ
は
な　

ち
り
か
す
ぎ
な
む 

（
巻
八
・
冬
雑
歌
・
一
六
五
一
）

　

一
四
五
八
番
歌
（
や
ど
に
あ
る
…
）
は
厚
見
王
が
久
米
郎
女
に
送
っ
た
も
の
。

女
の
家
の
落
花
の
美
し
さ
を
思
い
や
っ
た
風
流
の
歌
を
装
い
な
が
ら
、
裏

に
、
し
き
り
に
迫
る
男
の
あ
る
ま
ま
に
そ
の
他あ
だ

し
男
に
心
を
移
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
を
寓
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
桜
は
山
桜
で
あ

る
と
さ
れ
る
当
代
に
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
「
や
ど
に
あ
る
」
と
こ
と
わ
っ

た
の
は
、
そ
こ
に
、
あ
な
た
は
私
の
も
の
な
の
に
の
意
を
込
め
よ
う
と
し

て
の
こ
と
か
と
察
せ
ら
れ
る
）
11
（

。

と
伊
藤
博
が
評
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
桜
に
寄
せ
た
相
聞
歌
で
あ
る
。
花
が
散

る
こ
と
は
、
次
の
四
〇
〇
番
歌
の
よ
う
に
、
女
が
他
の
男
の
も
と
へ
な
び
く
こ

と
を
も
い
う
。

大
伴
宿
祢
駿
河
麻
呂
梅
歌
一
首

梅
花　

開
而
落
去
登　

人
者
雖
云　

吾
標
結
之　

枝
将
有
八
方

う
め
の
は
な　

さ
き
て
ち
り
ぬ
と　

ひ
と
は
い
へ
ど　

わ
が
し
め
ゆ
ひ
し　

え
だ
に
あ
ら
め
や
も 

（
巻
三
・
譬
喩
歌
・
四
〇
〇
）
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一
七
四
七
番
、
一
七
四
八
番
歌
は
難
波
と
都
を
往
復
す
る
時
の
詠
で
、
高
橋

虫
麻
呂
歌
集
歌
で
あ
る
。
一
七
四
七
番
の
往
路
の
長
歌
（
し
ら
く
も
の
…
）
は
、

年
次
不
明
で
あ
る
が
、
諸
注
、
天
平
四
年
（
七
三
二
）
前
後
の
詠
か
と
す
る
）
12
（

。

坂
上
郎
女
詠
（
か
ぜ
ま
じ
り
…
）
も
、
天
平
年
間
の
詠
（
巻
六
・
九
七
九
な
ど
）

が
残
る
人
で
あ
り
、
同
時
代
の
歌
作
と
言
え
る
。
当
該
長
歌
は
、「
や
ま
た
か

み　

か
ぜ
し
や
ま
ね
ば　

は
る
さ
め
の　

つ
ぎ
て
し
ふ
れ
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、

落
花
を
風
単
独
の
所
為
と
す
る
の
で
は
な
く
、
春
雨
を
も
取
り
入
れ
て
い
る
。

坂
上
郎
女
詠
も
、
落
花
に
風
と
雪
を
取
り
混
ぜ
て
い
た
。

　

雪
が
梅
を
散
ら
す
こ
と
は
見
た
が
、
春
雨
も
果
た
し
て
梅
を
散
ら
す
も
の
で

あ
っ
た
。

梅
花　

令
散
春
雨　

多
零　

客
尓
也
君
之　

廬
入
西
留
良
武

う
め
の
は
な　

ち
ら
す
は
る
さ
め　

い
た
く
ふ
る　

た
び
に
や
き
み
が　

い
ほ
り
せ
る
ら
む 

（
巻
十
・
春
相
聞
・
寄
雨
・
一
九
一
八
）

　

こ
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
で
は
、
雪
と
雨
に
並
ん
で
、
花
を
散
ら
す
天
象

と
し
て
風
が
あ
る
。
長
歌
で
は
風
と
春
雨
が
花
を
散
ら
す
も
の
と
し
て
提
示
さ

れ
て
い
た
が
、
反
歌
で
は
、
竜
田
社
の
風
神
竜
田
彦
に
因
ん
で
風
が
選
択
さ
れ
、

「
た
つ
た
ひ
こ　

ゆ
め
こ
の
は
な
を　

か
ぜ
に
な
ち
ら
し
」
と
な
っ
て
い
る
。

一
七
五
一
番
歌
（
し
ま
や
ま
を
…
）
は
帰
路
の
長
歌
で
、
や
は
り
竜
田
彦
の
神

を
意
識
し
て
風
に
散
る
花
を
詠
み
込
む
。

　

一
八
五
六
番
歌
（
わ
が
か
ざ
す
…
）
は
、
一
首
目
の
一
四
三
七
番
歌
（
か
す

み
た
つ
…
）
と
同
様
、
風
が
単
独
で
花
を
散
ら
す
例
で
あ
る
。
自
分
が
か
ざ
し

て
い
る
柳
を
乱
す
風
に
、
愛
す
る
妻
の
家
の
梅
も
散
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
と

い
う
意
。
こ
れ
は
風
を
媒
介
と
し
て
遠
方
を
想
起
す
る
歌
で
あ
り
、
道
真
詠
の

「
に
ほ
ひ
お
こ
せ
よ
」
の
発
想
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
。

　

以
上
、
春
の
花
と
風
の
関
係
を
『
万
葉
集
』
か
ら
見
て
き
た
。『
万
葉
集
』

で
は
、
春
の
風
は
花
を
散
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
春
以
外
で
も
四
季

に
わ
た
っ
て
風
は
花
木
を
散
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

風
散　

花
橘
　

袖
受
而　

為
君
御
跡　

思
鶴
鴨

か
ぜ
に
ち
る　

は
な
た
ち
ば
な
を　

そ
で
に
う
け
て　

き
み
が
み
あ
と
と　

し
の
ひ
つ
る
か
も 

（
巻
十
・
夏
雑
歌
・
詠
花
・
一
九
六
六
）

吾
岳
之　

秋
芽
花　

風
乎
痛　

可
落
成　

将
見
人
裳
欲
得

わ
が
を
か
の　

あ
き
は
ぎ
の
は
な　

か
ぜ
を
い
た
み　

ち
る
べ
く
な
り
ぬ　

み
む
ひ
と
も
が
も

 

（
巻
八
・
秋
雑
歌
・
一
五
四
二
・
大
宰
帥
大
伴
卿
歌
二
首
）

十
月　

鍾
礼
尓
相
有　

黄
葉
乃　

吹
者
将
落　

風
之
随

か
む
な
づ
き　

し
ぐ
れ
に
あ
へ
る　

も
み
ち
ば
の　

ふ
か
ば
ち
り
な
む　

か
ぜ
の
ま
に
ま
に

 

（
巻
八
・
橘
奈
良
麻
呂
結
集
宴
歌
十
一
首
・
一
五
九
〇
・
大
伴
池
主
）

三
、『
古
今
集
』
の
花
と
風

　

前
節
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
近
藤
の
指
摘
と
は
、「
古
今
的
表
現
体
系
」
か
ら

す
る
と
春
の
風
は
花
を
散
ら
す
も
の
で
あ
り
、
厭
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
も
の



837（218）

だ
っ
た
。
確
か
に
『
古
今
集
』
の
春
風
の
歌
は
、
花
を
散
ら
す
も
の
が
十
六
例

（
集
中
の
風
の
歌
は
二
三
例
）。
そ
の
う
ち
風
を
厭
う
も
の
が
次
に
示
す
よ
う
に

四
例
見
え
る
。

さ
く
ら
の
花
の
散
り
侍
り
け
る
を
見
て
詠
み
け
る 

素
性
法
師　
　

花
散
ら
す
風
の
宿
り
は
誰
か
知
る
我
に
教
え
よ
行
き
て
恨
み
む

 

（
古
今
集
・
春
上
・
七
六
）

春
宮
の
帯
刀
陣
に
て
桜
の
花
の
散
る
を
よ
め
る 

藤
原
好
風　
　

春
風
は
花
の
あ
た
り
を
避
き
て
吹
け
心
づ
か
ら
や
移
ろ
ふ
と
見
む

 

（
古
今
集
・
春
下
・
八
五
）

吹
く
風
を
鳴
き
て
恨
み
よ
鶯
は
我
や
は
花
に
手
だ
に
触
れ
た
る

 
（
古
今
集
・
春
下
・
一
〇
六
）

百は
く

和わ

香か
う 

よ
み
人
し
ら
ず

花
ご
と
に
飽
か
ず
散
ら
し
し
風
な
れ
ば
幾
そ
ばは

くく

我わ

がか

憂う

し
と
か
は
思
ふ

 

（
古
今
集
・
物
名
・
四
六
四
）

し
か
し
、
特
に
花
を
散
ら
す
風
に
つ
い
て
は
、
見
て
き
た
よ
う
に
、『
万
葉
集
』

か
ら
あ
る
、
常
套
的
な
発
想
で
あ
る
。
そ
し
て
、
風
を
厭
う
と
い
う
発
想
も
、

そ
こ
か
ら
容
易
に
及
び
う
る
。

　

花
と
風
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、『
古
今
集
』
前
夜
に
催
さ
れ
た
宇
多
帝
の

和
歌
催
事
に
注
目
す
べ
き
作
が
見
え
る
。

吹
風
哉　

春
立
来
沼
砥　

告
貫
牟　

枝
丹
牢
礼
留　

花
拆
丹
芸
里

フ
ク
カ
ゼ
ニ　

ハ
ル
タ
チ
キ
ヌ
ト　

ツ
ゲ
ツ
ラ
ム　

エ
ダ
ニ
コ
モ
レ
ル　

ハ
ナ
サ
キ
ニ
ケ
リ 

（
新
撰
万
葉
集
・
上
・
一
五
）

寒
灰
警
節
早
春
来　

梅
柳
初
萌
自
欲
開

上
菀
百
花
今
已
富　

風
光
処
処
此
傷
哉 

（
新
撰
万
葉
集
・
上
・
一
六
）

『
新
撰
万
葉
集
）
13
（

』
所
収
の
一
首
。
宇
多
帝
が
実
質
的
に
主
催
し
た
是
貞
親
王
家

歌
合
と
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
歌
を
資
料
と
し
、
そ
こ
に
詩
を
番
え
た
も
の
で

あ
る
。『
後
撰
集
』（
春
上
・
一
二
）
に
「
寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
う

た　

よ
み
人
し
ら
ず
」
と
し
て
同
歌
を
収
め
る
の
で
、
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
で

の
出
詠
歌
と
分
か
る
。

　
『
新
撰
万
葉
集
』
で
は
歌
が
真
仮
名
に
よ
っ
て
記
さ
れ
る
が
、
特
に
「
花
拆

丹
芸
里
」
の
「
拆
」
は
「
風
に
よ
っ
て
一
気
に
つ
ぼ
み
を
切
り
開
く
と
い
う
感

覚
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
意
識
的
な
用
字
法
）
14
（

」
と
い
う
。
ま
た
、
和
歌
で
は

「
花
」
と
あ
る
も
の
が
、
漢
詩
で
は
梅
と
な
っ
て
い
る
。
寛
平
御
時
后
宮
歌
合

で
の
和
歌
表
記
は
窺
い
知
れ
な
い
が
、『
古
今
集
』
成
立
前
夜
の
和
歌
に
、
花

を
開
か
せ
る
東
風
と
い
う
意
識
の
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
好
例
と
い
え
よ

う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
東
風
と
花
の
開
花
が
共
に
歌
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
漢
詩

に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
花
は
梅
と
規
定
さ
れ
る
。

　
『
古
今
集
』
の
春
風
は
、
花
を
散
ら
す
だ
け
で
は
な
い
。「
東
風
解
凍
」
が
詠

み
込
ま
れ
た
歌
が
二
首
あ
る
）
15
（

。

は
る
た
ち
け
る
日
よ
め
る　

紀
貫
之

袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
凍
れ
る
を
春
立
つ
今
日
の
風
や
解
く
ら
む

 

（
春
上
・
二
）

寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
う
た
あ
は
せ
の
う
た　

源
当
純

谷
風
に
解
く
る
氷
の
隙
ご
と
に
う
ち
出
づ
る
浪
や
春
の
初
花
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（
春
上
・
一
二
）

谷
風
は
、『
詩
経
』「
邶
風
・
谷
風
」
の
「
習
習
谷
風　

以
陰
以
雨
」
の
句
に
対

し
て
「
東
風
謂
之
谷
風
（「
毛
詩
正
義
」）」
と
説
か
れ
て
あ
り
、
東
風
の
こ
と

を
さ
す
こ
と
が
分
か
る
。
と
く
に
、
源
当
純
詠
は
解
け
た
川
の
氷
か
ら
噴
き
出

す
水
を
花
と
見
立
て
た
も
の
で
、
厳
密
に
は
花
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
の
見
立

て
も
「
東
風
解
凍
」
と
、
そ
れ
と
同
時
に
花
が
開
く
と
い
う
発
想
を
も
と
に
し

て
い
る
。

　

ま
た
、
源
当
純
詠
は
『
新
撰
万
葉
集
』
に
も
と
ら
れ
、
次
の
詩
と
番
え
ら
れ

る
。

渓
風
催
春
解
凍
半　

白
波
洗
岸
為
明
鏡

初
月
含
丹
色
欲
開　

咲
殺
蘇
少
家
梅
柳 
（
新
撰
万
葉
集
）
16
（

・
下
・
二
四
〇
）

渓
風
は
谷
風
、
す
な
わ
ち
東
風
が
春
を
促
し
て
氷
も
半
ば
解
か
し
、
水
量
の
増

し
た
川
に
汀
は
洗
わ
れ
輝
き
を
増
す
。
正
月
は
、
紅
を
含
ん
で
今
に
も
花
開
き

そ
う
で
、「
蘇
少
の
家
の
梅
と
柳
」
も
咲
き
乱
れ
て
い
る
、
と
解
釈
で
き
よ
う
か
。

蘇
少
と
は
、
蘇
小
小
の
こ
と
で
南
斉
時
代
の
妓
女
。『
白
氏
文
集
』「
杭
州
春
望
」

に
「
柳
色
春
蔵
蘇
小
家
」
と
あ
る
よ
う
に
、
春
の
柳
の
名
所
と
し
て
唐
詩
に
詠

ま
れ
た
）
17
（

。
こ
の
歌
は
「
東
風
解
凍
」
を
も
と
に
す
る
が
、
番
え
ら
れ
た
漢
詩
は
、

東
風
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
梅
の
開
花
ま
で
引
き
延
ば
さ
れ
て
い
る
）
18
（

。
漢
詩
に

お
け
る
東
風
と
梅
の
関
係
が
『
新
撰
万
葉
集
』
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。

　

日
本
の
漢
詩
で
は
、
例
え
ば
道
真
の
師
、
島
田
忠
臣
の
詩
に
次
の
よ
う
な
句

が
あ
る
。

春
風
何
処
不
開
花

 

（
田
氏
家
集
・
一
七
一
「
七
言
三
日
同
賦
花
時
天
似
酔
応
製
一
首
）
19
（

」）

島
田
忠
臣
は
白
居
易
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と

お
り
で
あ
る
）
20
（

。
こ
れ
は
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
に
宇
多
帝
主
催
の
曲
水
宴
で
の

作
で
、
道
真
も
出
席
し
序
を
認
め
て
い
る
。

　
『
古
今
集
』
の
時
代
の
春
風
と
花
の
良
好
な
関
係
は
、
漢
詩
圏
の
発
想
で
あ
る
。

で
は
そ
の
淵
源
と
な
る
漢
詩
句
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
時
代
が
下
る
が
、
十

世
紀
の
文
人
が
共
有
知
識
と
す
る
漢
詩
句
を
取
り
集
め
た
『
千
載
佳
句
）
21
（

』
に
次

の
句
が
と
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

先
遣
和
風
報
消
息　

続
教
啼
鳥
説
来
由 

（
千
載
佳
句
・
早
春
・
八
）

こ
れ
は
『
白
氏
文
集
）
22
（

』
巻
十
七
、
元
和
一
二
年
（
八
一
六
）
の
作
「
春
生
」（
七

言
律
詩
）
頷
聯
の
句
で
あ
る
。
和
風
、
す
な
わ
ち
東
風
が
春
の
到
来
を
ま
ず
告

げ
、
続
い
て
谷
か
ら
出
て
き
た
鶯
が
そ
の
鳴
き
声
に
よ
っ
て
春
が
ど
こ
か
ら

や
っ
て
き
た
の
か
を
知
ら
せ
る
、
と
い
う
も
の
。
こ
の
句
に
続
く
頸
聯
が
次
の

句
で
あ
る
。

展
張
草
色
長
河
畔　

点
綴
花
房
小
樹
頭 

（
千
載
佳
句
・
早
春
・
九
）

大
河
の
ほ
と
り
に
緑
を
広
げ
、
小
さ
な
梢
に
は
点
々
と
色
づ
い
た
蕾
を
付
け
る
、

と
春
の
到
来
に
よ
っ
て
緑
が
増
し
花
の
枝
も
蕾
が
ほ
こ
ろ
び
始
め
る
こ
と
を
詠

む
。

　
『
古
今
集
』
中
に
、
今
取
り
上
げ
た
『
白
氏
文
集
』
の
句
「
先
遣
和
風
報
消

息　

続
教
啼
鳥
説
来
由
」
を
も
と
に
し
て
い
る
歌
が
あ
る
。
寛
平
御
時
后
宮
歌

合
の
出
詠
歌
。

花
の
香
を
風
の
た
よ
り
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
鶯
誘
ふ
し
る
べ
に
は
や
る
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（
古
今
集
・
春
上
・
一
三
・
紀
友
則
）

『
千
載
佳
句
』
以
前
、『
古
今
集
』
の
時
代
か
ら
白
居
易
の
こ
の
詩
句
が
知
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

源
当
純
詠
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
は
『
古
今
集
』
成
立
前
夜
の
、
寛
平
御
時
后

宮
歌
合
の
出
詠
歌
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
）
23
（

。「
古
今
的
体
系
」
と
言
え
る

か
は
措
く
と
し
て
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
風
と
花
と
の
良
好
な
関
係
は
、

『
万
葉
集
』
に
な
い
漢
籍
的
発
想
で
あ
っ
て
、
宇
多
朝
の
和
歌
か
ら
の
も
の
で

あ
る
。

　

道
真
詠
に
戻
る
と
、「
東
風
」
が
詠
み
込
ま
れ
る
歌
は
後
述
す
る
よ
う
に
、

十
世
紀
半
ば
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、「
東
風
吹
か
ば
」、
す
な
わ
ち
春
風

に
花
が
開
く
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
は
、
道
真
の
生
き
た
『
古
今
集
』
成
立
前

夜
か
ら
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

前
節
と
本
節
で
、『
万
葉
集
』
か
ら
『
古
今
集
』
に
か
け
て
の
春
風
を
見
て

き
た
。『
万
葉
集
』
以
来
、
花
を
散
ら
す
も
の
と
し
て
春
風
が
あ
っ
た
が
、『
古

今
集
』
に
な
る
と
、
花
の
開
花
に
あ
わ
せ
て
吹
く
風
も
詠
ま
れ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
前
節
冒
頭
の
近
藤
論
に
対
し
て
は
、
確
か
に
『
古
今
集
』
の
典
型

的
発
想
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
例
外
と
し
て
無
視
で
き
な
い
、
む
し
ろ

『
古
今
集
』
に
特
徴
的
な
表
現
と
言
え
る
。

　

道
真
詠
は
「
東
風
」
に
加
え
、「
匂
ひ
お
こ
せ
よ
」
に
も
注
目
す
べ
き
点
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
花
開
い
た
梅
の
香
り
を
大
宰
府
ま
で
届
け
て
ほ
し
い
と
風

に
託
す
点
、
特
異
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
後
撰
集
』
所
収
道
真
詠
（
桜
花
…
）
に

も
共
通
す
る
発
想
で
も
あ
り
、
歌
の
主
題
と
い
え
よ
う
。
次
節
で
は
こ
の
よ
う

な
風
の
性
質
を
考
え
る
。

四
、「
に
ほ
ひ
お
こ
せ
よ
」「
か
ぜ
の
た
よ
り
」

　

風
が
遠
く
離
れ
た
人
の
仲
立
ち
と
な
る
の
は
、
例
え
ば
前
節
で
も
取
り
上
げ

た
万
葉
歌
に
見
え
る
。

我
刺　

柳
糸
乎　

吹
乱　

風
尓
加
妹
之　

梅
乃
散
覧

わ
が
か
ざ
す　

や
な
ぎ
の
い
と
を　

ふ
き
み
だ
る　

か
ぜ
に
か
い
も
が　

う
め
の
ち
る
ら
む 

（
巻
十
・
春
雑
歌
・
詠
花
・
一
八
五
六
）

他
に
も
、
巻
一
に
は
、
次
の
長
歌
と
反
歌
が
見
え
る
。

幸
讃
岐
国
安
益
郡
之
時
軍
王
見
山
作
歌

霞
立　

長
春
日
乃　

晩
家
流　

和
豆
肝
之
良
受　

村
肝
乃　

心
乎
痛
見　

奴
要
子
鳥　

卜
歎
居
者　

珠
手
次　

懸
乃
宜
久　

遠
神　

吾
大
王
乃　

行

幸
能　

山
越
風
乃　

独
居　

吾
衣
手
尓　

朝
夕
尓　

還
比
奴
礼
婆　

大
夫

登　

念
有
我
母　

草
枕　

客
尓
之
有
者　

思
遣　

鶴
寸
乎
白
土　

網
能
浦

之　

海
処
女
等
之　

焼
塩
乃　

念
曽
所
焼　

吾
下
情

か
す
み
た
つ　

な
が
き
は
る
ひ
の　

く
れ
に
け
る　

わ
づ
き
も
し
ら
ず　

む
ら
き
も
の　

こ
こ
ろ
を
い
た
み　

ぬ
え
こ
と
り　

う
ら
な
け
を
れ
ば　

た
ま
だ
す
き　

か
け
の
よ
ろ
し
く　

と
ほ
つ
か
み　

わ
ご
お
ほ
き
み
の　

い
で
ま
し
の　

や
ま
こ
す
か
ぜ
の　

ひ
と
り
を
る　

わ
が
こ
ろ
も
で
に　

あ
さ
よ
ひ
に　

か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば　

ま
す
ら
を
と　

お
も
へ
る
あ
れ
も　

く
さ
ま
く
ら　

た
び
に
し
あ
れ
ば　

お
も
ひ
や
る　

た
づ
き
を
し
ら
に　
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あ
み
の
う
ら
の　

あ
ま
を
と
め
ら
が　

や
く
し
ほ
の　

お
も
ひ
ぞ
や
く
る　

あ
が
し
た
ご
こ
ろ 

（
巻
一
・
雑
歌
・
五
）

反
歌

山
越
乃　

風
乎
時
自
見　

寐
夜
不
落　

家
在
妹
乎　

懸
而
小
竹
樻

や
ま
ご
し
の　

か
ぜ
を
と
き
じ
み　

ぬ
る
よ
お
ち
ず　

い
へ
な
る
い
も
を　

か
け
て
し
の
ひ
つ

問
題
と
し
た
い
箇
所
に
傍
線
を
付
し
た
。
坂
本
信
幸
は
、
古
代
に
お
い
て
山
は

恋
の
障
壁
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
山
か
ら
吹
い
て
き
た
「
山
越
風
」
は
、
恋

し
い
人
の
方
か
ら
吹
い
て
く
る
風
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
）
24
（

。
坂
本
の
指

摘
を
も
と
に
す
れ
ば
、
当
該
長
歌
の
傍
線
部
は
、
そ
の
風
に
よ
っ
て
妹
へ
の
思

い
を
強
く
す
る
も
、
旅
中
の
身
で
は
ひ
た
す
ら
恋
い
焦
が
れ
る
し
か
な
い
と
解

釈
で
き
、
反
歌
も
、
愛
す
る
妹
の
も
と
か
ら
吹
く
風
に
よ
っ
て
、
一
晩
中
恋
い

焦
が
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。『
万
葉
集
』
で
は
風
が
遠
く
離
れ
た
人
と
の

媒
介
と
な
っ
て
い
る
。

　

坂
本
論
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
防
人
詠
も
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い

よ
う
。伊

倍
加
是
波　

比
尓
々
々
布
気
等　

和
伎
母
古
賀　

伊
倍
其
登
母
遅
弖　

久
流
比
等
母
奈
之

い
へ
か
ぜ
は　

ひ
に
ひ
に
ふ
け
ど　

わ
ぎ
も
こ
が　

い
へ
ご
と
も
ち
て　

く
る
ひ
と
も
な
し

右
一
首
朝
夷
郡
上
丁
丸
子
連
大
歳

（
巻
二
〇
・
二
月
七
日
駿
河
国
防
人
部
領
使
守
従
五
位
下
布
勢
朝
臣
人
主

実
進
九
日
歌
数
廿
首
・
四
三
五
三
）

坂
本
は
当
該
防
人
詠
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
こ
に
は
、
家
か
ら
吹
く
風
を
日
々
身
に
受
け
て
は
い
る
が
、
何
時
帰
れ

る
と
も
判
ら
ぬ
長
い
別
離
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
え
な
い
で
、
家
の
妹

か
ら
の
伝
言
を
望
む
防
人
の
切
な
る
望
郷
の
思
い
が
歌
わ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
「
家
風
」
と
い
う
名
詞
が
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ

に
、
旅
に
あ
る
人
々
の
家
郷
か
ら
吹
く
風
に
対
す
る
意
識
の
共
通
性
、
一

般
性
を
見
う
る
の
で
あ
る
）
25
（

。

　

こ
の
心
は
故
郷
で
あ
る
都
か
ら
大
宰
府
へ
、
東
風
に
の
せ
て
「
匂
ひ
お
こ
せ

よ
」
と
詠
む
当
該
道
真
詠
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　

漢
籍
に
も
同
様
の
例
が
み
え
る
、『
文
選
』
に

願
為
西
南
風　

長
逝
入
君
懐 

（
巻
二
三
・
哀
傷
・「
七
哀
詩
」・
曹
植
）

が
あ
る
。
旅
中
の
夫
を
待
ち
続
け
る
妻
が
、
西
南
の
風
に
な
っ
て
、
遠
く
ま
で

吹
い
て
い
っ
て
あ
な
た
の
懐
に
入
り
た
い
と
言
っ
た
の
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ

は
『
万
葉
集
』
で
み
た
風
に
通
じ
る
も
の
と
言
え
よ
う
）
26
（

。

　
『
古
今
集
』
で
は
、
次
の
東
歌
が
先
ほ
ど
の
風
の
性
質
を
示
し
て
い
よ
う
。

甲
斐
が
嶺
を
嶺
越
し
山
越
し
吹
く
風
を
人
に
も
が
も
や
事
伝
て
や
ら
む

 

（
古
今
集
・
東
歌
・
甲
斐
歌
・
一
〇
九
八
）

甲
斐
の
嶺
を
越
え
て
く
る
風
が
そ
の
人
で
あ
っ
た
ら
、
と
い
う
願
望
は
、『
万

葉
集
』
に
み
た
「
山
越
風
」
の
恋
慕
と
通
底
す
る
。
山
の
向
こ
う
の
愛
す
る
人

に
吹
き
付
け
た
風
が
、
愛
す
る
そ
の
人
で
あ
っ
た
ら
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

諸
注
）
27
（

恋
の
歌
と
取
ら
な
い
が
、
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
が
「
甲
斐
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の
国
の
人
が
詠
ん
だ
恋
歌
」
と
評
す
る
の
は
首
肯
で
き
る
。
な
お
、
工
藤
重
矩

『
後
撰
集
』
注
釈
）
28
（

で
は
、『
後
撰
集
』
所
収
道
真
詠
（
桜
花
…
）
の
類
想
歌
と
す

る
。

　

ま
た
、『
古
今
集
』
に
は
、「
風
の
た
よ
り
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
前
節

で
も
取
り
上
げ
た
・
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
友
則
詠
で
あ
る
。

花
の
香
を
風
の
た
よ
り
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
鶯
誘
ふ
し
る
べ
に
は
遣
る

 

（
春
上
・
一
三
・
紀
友
則
）

前
節
で
『
白
氏
文
集
』
の
影
響
を
見
た
が
、
友
則
詠
の
「
風
の
た
よ
り
」
に
つ

い
て
、
佐
伯
梅
友
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

わ
た
く
し
は
、
風
が
い
ろ
い
ろ
な
物
を
遠
く
ま
で
吹
き
送
る
に
つ
け
て
、

こ
ち
ら
の
も
の
を
向
こ
う
へ
と
ど
け
る
使
者
に
な
ぞ
ら
え
て
、
風
の
た
よ

り
（
風
と
い
う
た
よ
り
）
と
言
つ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
中
国
の
こ
と
ば

に
「
風
信
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
国
語
の
風
の
た
よ
り
は
こ
れ
を
訳
し

た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
「
信
」
と
い
う
の
も
、

使
者
を
い
う
の
が
も
と
で
、
音
信
の
意
に
転
じ
た
ら
し
い
）
29
（

。

人
で
あ
っ
た
ら
と
、
東
歌
で
願
わ
れ
て
い
た
風
は
、「
風
信
」
と
い
う
漢
籍
の

語
の
ご
と
く
、
遠
く
の
人
へ
思
い
を
届
け
る
使
者
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
）
30
（

。
し
か

し
、『
古
今
集
』
に
は
、
春
の
訪
れ
を
知
ら
せ
は
す
れ
、
道
真
詠
の
よ
う
な
遠

く
離
れ
た
人
へ
吹
き
込
む
春
風
の
歌
は
見
え
な
い
。

　

一
方
で
、『
菅
家
文
草
）
31
（

』
に
は
、
そ
の
よ
う
な
春
風
が
見
え
る
。

苦
海
須
臾
今
日
別　

霊
山
畢
竟
後
生
逢

慈
悲
若
不
忘
鄉
里　

便
付
春
風
送
暁
鍾

 

（
巻
四
・「
別
遠
上
人
」・
二
五
〇
）

道
真
が
讃
岐
赴
任
時
に
交
わ
っ
た
遠
上
人
と
い
う
僧
と
の
別
れ
に
際
し
て
詠
ま

れ
た
七
言
律
詩
の
一
部
。
讃
岐
を
離
れ
、
恐
ら
く
都
へ
行
く
遠
上
人
に
対
し
て
、

も
し
郷
里
の
讃
岐
の
事
を
お
忘
れ
で
な
い
の
な
ら
ば
、
東
か
ら
西
へ
吹
く
春
風

に
よ
せ
て
暁
の
鐘
の
音
を
届
け
て
ほ
し
い
、
と
詠
む
）
32
（

。「
東
風
吹
か
ば
」「
匂
ひ

お
こ
せ
よ
」
と
い
う
発
想
は
、
道
真
の
漢
詩
に
も
見
い
だ
せ
る
。

　

次
の
作
品
に
も
同
様
の
春
風
が
み
え
る
。

早
春
、
陪
右
丞
相
東
齋
、
同
賦
東
風
粧
梅
。
各
分
一
字
〈
探
得
迎
字
。〉

春
風
便
逐
問
頭
生

為
翫
梅
粧
繞
樹
迎

偸
得
誰
家
香
剤
麝

送
将
何
処
粉
楼
瓊

（
以
下
略
） 

（
菅
家
文
草
・
巻
一
・
六
七
）

春
風
が
吹
い
て
初
生
児
は
誰
か
問
い
、
咲
き
誇
る
梅
を
風
が
巡
る
と
詠
む
。
続

い
て
、
梅
の
香
を
運
ぶ
風
を
誰
の
家
か
ら
香
を
盗
ん
で
き
た
の
か
と
詠
ん
で
い

る
。
道
真
詠
の
「
匂
ひ
お
こ
せ
よ
梅
の
花
」
の
類
想
表
現
が
こ
こ
に
う
か
が
え

る
。

　

以
上
、
本
節
で
は
当
該
道
真
詠
の
「
匂
ひ
お
こ
せ
よ
」
を
め
ぐ
っ
て
、『
万

葉
集
』
か
ら
『
古
今
集
』
ま
で
の
風
の
歌
を
見
て
き
た
。『
万
葉
集
』
か
ら
風
は
、

遠
く
離
れ
た
愛
す
る
人
や
場
所
（
故
郷
）
か
ら
吹
い
て
く
る
も
の
と
し
て
歌
わ

れ
て
き
た
。
そ
れ
が
『
古
今
集
』
前
夜
の
『
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
』
に
お
い
て
、

漢
詩
表
現
を
取
り
入
れ
な
が
ら
「
風
の
た
よ
り
」
と
詠
ま
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
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を
見
て
き
た
。
同
時
に
、
漢
詩
に
も
離
れ
た
人
の
も
と
へ
吹
き
込
む
も
の
と
し

て
風
が
詠
ま
れ
て
い
た
。
特
に
道
真
の
『
菅
家
文
草
』
に
は
当
該
道
真
詠
と
同

発
想
の
漢
詩
句
が
見
い
だ
せ
た
。

　

当
該
道
真
詠
は
、『
万
葉
集
』
か
ら
の
風
の
役
割
と
、『
古
今
集
』
か
ら
詠
ま

れ
始
め
た
春
風
の
あ
り
方
を
重
ね
て
用
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
、
東

風
を
詠
み
込
ま
な
い
『
後
撰
集
』
所
収
道
真
詠
（
桜
花
…
）
は
『
万
葉
集
』
か

ら
見
え
る
風
の
常
套
的
な
歌
と
い
え
る
。
し
か
し
、
結
局
そ
れ
ら
風
の
表
現
は
、

漢
詩
に
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
『
菅
家
文
草
』
の
漢
詩
に
そ
の
発
想

が
う
か
が
え
る
の
が
当
該
歌
の
特
徴
で
あ
る
。
本
稿
は
道
真
と
同
時
代
の
表
現

を
も
っ
て
当
該
道
真
詠
の
真
偽
を
検
証
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、『
菅
家
文
草
』

の
類
想
句
や
、
和
歌
史
的
に
も
漢
籍
要
素
の
強
い
表
現
を
用
い
て
い
る
点
、
道

真
本
人
の
詠
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、『
菅
家
文
草
』
を
用
い
た
仮

託
歌
の
可
能
性
も
否
め
な
い
。

五
、
河
原
院
歌
人
圏
と
道
真

　

で
は
、
当
該
歌
は
い
か
に
『
拾
遺
集
』
時
代
に
迎
え
ら
れ
た
の
か
を
考
え
た

い
。
両
集
成
立
の
十
世
紀
末
ま
で
に
、
当
該
歌
を
受
け
入
れ
る
表
現
的
素
地
は

で
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
こ
の
事
を
考
え
る
。

　
『
拾
遺
集
』
時
代
に
い
た
る
ま
で
の
春
風
と
し
て
の
東
風
）
33
（

を
考
え
た
い
。
ま
ず
、

『
古
今
集
』
で
は
谷
風
と
し
て
あ
っ
た
が
、
隣
人
の
三
統
元
夏
に
送
っ
た
次
の

貫
之
詠
に
「
こ
ち
風
」
が
み
え
る
。

同
じ
元
夏
が
も
と
よ
り

こ
ち
風
に
氷
解
け
な
ば
鶯
の
高
木
に
う
つ
る
声
と
告
げ
な
ん

 

（
貫
之
集
・
八
七
二
）

　

ま
た
、『
大
和
物
語
』（
百
二
段
）
の
歌
に
も
見
え
る
。

お
な
じ
女
、
の
ち
に
兵
衛
の
尉
も
ろ
た
だ
に
あ
ひ
て
、
よ
み
て
お
こ
せ
た

り
け
る
。
風
吹
き
雨
降
り
け
る
日
の
こ
と
に
な
ん
。

こ
ち
風
は
今
日
ひ
ぐ
ら
し
に
吹
く
め
れ
ど
雨
も
夜
に
は
た
よ
に
も
あ

ら
じ
な

と
よ
み
け
り
。 

（
大
和
物
語
）
34
（

・
百
十
二
段
・
お
な
じ
女
・
一
七
五
）

「
兵
衛
の
尉
も
ろ
た
だ
」
に
つ
い
て
、『
新
編
全
集
』
は
Ｄ
系
統
本
（
文
明
十

年
藤
原
親
長
書
写
本
ほ
か
）
の
勘
物
を
示
し
、
天
慶
九
年
生
ま
れ
の
藤
原
兼
輔

四
男
庶
正
と
し
、
天
暦
元
年
に
右
兵
衛
大
尉
に
叙
さ
れ
る
と
あ
る
。

を
ち
へ
ゆ
く
こ
ち
か
ぜ
川
の
水
も
な
ほ
春
こ
そ
淵
の
色
深
く
な
れ

 

（
宰
相
中
将
公
達
春
秋
歌
合
・
春
・
六
八
）

　
『
宰
相
中
将
公
達
春
秋
歌
合
』
は
廿
巻
本
の
日
記
に
よ
る
と
応
和
三
年
（
九

六
三
）
の
開
催
。
い
ず
れ
も
村
上
朝
で
の
詠
で
あ
る
。
こ
の
時
に
、
春
風
と
し

て
の
東
風
が
歌
語
と
し
て
受
容
さ
れ
る
基
盤
が
で
き
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　
『
拾
遺
抄
』・『
拾
遺
集
』
成
立
前
夜
の
撰
集
と
し
て
『
古
今
六
帖
』
が
あ
る
。

こ
れ
は
歌
が
部
類
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
和
歌
の
享
受
の
あ

り
方
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
中
に
東
風
を
詠
み
込
む
も
の
は
一
例
あ
る
。

を
ち
へ
行
こ
ち
風
河
に
誰
し
か
も
色
さ
り
が
た
き
緑
染
め
け
む
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（
古
今
六
帖
・
第
三
・
か
は
・
一
五
三
三
）

歌
仙
家
集
本
『
伊
勢
集
』（
四
四
六
）
に
も
見
え
る
歌
で
あ
る
が
、
伊
勢
の
も

の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
何
も
か
も
を
緑
に
染
め
る
よ
う
に
川
辺
に
緑
を
齎
す

春
風
を
詠
む
が
、
こ
れ
は
『
白
氏
文
集
』
巻
十
七
・「
春
生
」
の
「
展
張
草
色

長
河
畔　

点
綴
花
房
小
樹
頭
」
か
ら
の
発
想
だ
ろ
う
か
。

　
『
古
今
六
帖
』
に
加
え
、
村
上
朝
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
『
千
載
佳
句
』
が
、『
白

氏
文
集
』
の
句
を
「
早
春
」
九
番
に
収
め
て
い
る
こ
と
は
、
前
節
で
述
べ
た
と

お
り
で
あ
る
。

　

で
は
、
十
世
紀
末
は
ど
う
か
。
こ
の
時
代
は
近
藤
み
ゆ
き
が
夙
に
指
摘
す
る

よ
う
に
、
河
原
院
に
出
入
り
し
た
歌
人
集
団
が
、
漢
詩
文
を
和
歌
に
取
り
込
む

中
で
新
た
な
表
現
を
生
み
出
し
て
き
た
）
35
（

。

　

当
該
拾
遺
集
詠
と
同
発
想
の
例
は
、
果
た
し
て
河
原
院
歌
人
に
注
目
す
べ
き

歌
が
見
え
る
。

白
雪
の
降
る
と
し
な
が
ら
庭
の
梅
ま
づ
こ
ち
風
に
匂
ひ
や
は
せ
ぬ

 

（
恵
慶
集
・
一
〇
六
・
庭
梅
）

か
れ
こ
れ
「
北
山
に
花
見
に
い
か
む
、
諸
共
に
。」
と
あ
る
を
、「
従

僧
な
り
」
と
留
ま
り
て
言
ひ
遣
る

身
は
留
め
つ
心
は
お
く
に
山
桜
た
よ
り
の
風
に
匂
ひ
お
こ
せ
よ

 

（
安
法
法
師
集
・
八
〇
）

河
原
院
に
出
入
り
し
、
そ
の
主
人
で
あ
る
安
法
法
師
と
も
親
交
の
あ
る
恵
慶
法

師
の
歌
は
、
雪
が
ま
だ
降
っ
て
い
る
が
、
庭
の
梅
は
ま
ず
東
風
に
よ
っ
て
花
が

開
き
、
香
る
だ
ろ
う
と
詠
む
。
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
歌
の
中
に
「
東
風
」

と
梅
の
開
花
を
同
時
に
詠
み
込
む
例
は
無
か
っ
た
。「
ま
づ
こ
ち
風
に
」
は
、

『
白
氏
文
集
』
巻
十
七
・「
春
生
」
の
「
先
遣
和
風
報
消
息
」
の
典
拠
を
指
摘
で

き
よ
う
。
こ
の
句
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
千
載
佳
句
』
に
、
時
代
が
下
る

が
『
和
漢
朗
詠
集
』（
早
春
・
一
〇
）
に
も
と
ら
れ
、
愛
誦
さ
れ
た
詩
句
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、「
こ
ち
風
に
匂
ひ
や
は
せ
ぬ
」
は
、
当
該
拾
遺
集
詠
と
類
似
す

る
表
現
で
あ
る
。

　

拾
遺
集
歌
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
同
じ
歌
人
圏
で
作
歌
し
て
い
た
安
法

法
師
に
も
言
え
る
。
こ
れ
は
東
風
の
歌
で
は
な
い
が
、
第
三
句
で
花
に
呼
び
掛

け
る
点
、
風
に
そ
の
花
の
様
子
を
吹
き
よ
こ
す
よ
う
頼
む
点
、
類
想
的
で
あ
る
。

な
に
よ
り
結
句
「
匂
ひ
お
こ
せ
よ
」
は
、
当
該
道
真
詠
に
し
か
み
え
な
い
独
自

表
現
で
あ
る
。

　

当
該
拾
遺
集
詠
が
道
真
詠
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
恵
慶
と
安
法
は
道
真

詠
と
接
し
、
本
歌
取
り
と
し
て
享
受
し
て
い
た
、
と
言
え
よ
う
。
安
法
法
師
は

九
九
〇
年
代
に
は
没
し
て
お
り
）
36
（

、『
拾
遺
抄
』・『
拾
遺
集
』
に
は
ふ
れ
得
な
か
っ

た
人
物
で
あ
る
。
現
在
確
認
で
き
る
当
該
道
真
詠
の
初
出
は
『
拾
遺
抄
』
で
あ

る
が
、
恵
慶
と
安
法
そ
れ
ぞ
れ
の
所
詠
は
、
両
集
以
前
に
も
、
河
原
院
歌
人
圏

の
中
で
道
真
の
和
歌
が
享
受
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
、
仮

託
説
が
捨
て
き
れ
な
い
以
上
、
こ
の
よ
う
な
断
定
は
で
き
な
い
。

　

道
真
詠
が
『
源
氏
物
語
』
の
引
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
島
津
忠

夫
が
『
拾
遺
集
』
に
よ
ら
な
い
同
時
代
的
な
享
受
を
想
定
し
て
い
た
）
37
（

が
、
一
世

代
前
の
河
原
院
文
化
圏
に
も
そ
の
可
能
性
が
う
か
が
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に

と
ど
め
て
お
く
。
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一
方
で
、
当
該
歌
が
仮
託
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ

う
に
、
表
現
史
的
に
は
十
世
紀
後
半
に
詠
ま
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
河
原
院
歌

人
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
、
彼
ら
が
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
に
お
い
て
、
当

該
歌
が
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
河
原
院
歌
人
の
詠
に
、
当
該
歌
の
特

徴
的
な
表
現
（
花
の
開
花
と
と
も
に
吹
く
東
風
、「
匂
ひ
お
こ
せ
よ
」
と
い
う

歌
句
）
の
み
え
る
こ
と
が
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
該
歌
を
道
真
詠
と
し
て
『
拾
遺
抄
』
と
『
拾
遺
集
』
に

入
集
す
る
表
現
史
的
素
地
が
、
河
原
院
歌
人
圏
で
で
き
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

　

当
該
拾
遺
集
詠
と
同
じ
く
、
真
作
・
仮
託
説
の
問
題
を
有
す
る
道
真
関
連
の

拾
遺
集
所
載
歌
に
、
道
真
母
詠
が
あ
る
。
次
の
歌
で
あ
る
。

菅
原
の
大
臣
、
冠
し
侍
り
け
る
夜
、
母
の
詠
み
侍
り
け
る

ひ
さ
か
た
の
月
の
桂
も
折
る
ば
か
り
家
の
風
を
も
吹
か
せ
て
し
か
な

 

（
拾
遺
集
・
雑
上
・
四
七
三
）

『
拾
遺
抄
』
で
は
雑
上
（
四
三
八
）。
稿
者
は
「
月
の
桂
も
折
る
ば
か
り
」
の

表
現
に
注
目
し
て
、
入
集
の
背
景
を
考
察
し
た
）
38
（

。
月
の
桂
を
折
る
と
い
う
表
現

は
、『
蒙
求
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
漢
籍
表
現
で
あ
っ
て
、
十
世
紀
後
半
に
な
っ

て
和
歌
に
詠
ま
れ
始
め
る
。
次
の
二
例
が
見
い
だ
せ
る
。

清
慎
公
月
林
寺
に
ま
か
り
け
る
に
、
お
く
れ
て
ま
う
で
き
て
よ
み
侍

り
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
後
生

昔
わ
が
折
り
し
桂
の
か
ひ
も
な
し
月
の
林
の
め
し
に
い
ら
ね
ば

 

（
拾
遺
集
・
雑
上
・
四
七
二
）

源
順
、
司
え
賜
は
ら
で
世
を
恨
み
て
、
朝
忠
の
中
納
言
の
許
に
長
歌

よ
み
て
奉
り
た
り
け
る
を
聞
き
侍
り
て
、
人
々
哀
れ
が
り
、
歌
よ
み

な
ど
し
侍
り
し
か
ば
、
心
一
つ
に
和
し
侍
り
て
よ
み
侍
り
し

世
中
を　

思
へ
ば
苦
し　

忘
る
れ
ば　

え
も
忘
ら
れ
ず　

誰
も
み
な　

同

じ
み
や
ま
の
松
柏
と　

ち
よ
も
ち
よ
も
や　

つ
か
へ
む
と　

な
が
き
頼
み

を　

か
く
れ
ぬ
の　

下
よ
り
ね
ざ
す
菖
蒲
草　

あ
や
な
き
身
を
も　

人
な

み
に　

か
か
る
心
を　

思
ひ
つ
つ　

よ
に
ふ
る
雪
の　

君
は
し
も
冬
は
年

つ
み　

夏
は
な
ほ　

草
の
蛍
を　

集
め
つ
つ　

光
さ
や
け
き　

久
方
の　

月
の
桂
を　

を
る
ま
で
に　

し
ぐ
れ
に
そ
ほ
ち　

露
に
ぬ
れ　

へ
に
け
る

そ
で
の　

ふ
か
み
ど
り　

い
ろ
あ
せ
が
た
に　

い
ま
は
な
り
…
（
以
下

略
） 

（
能
宣
集
・
四
四
七
）

長
歌
は
源
順
へ
贈
ら
れ
た
も
の
。
能
宣
も
そ
れ
を
贈
ら
れ
た
順
も
「
月
の
桂
を

折
る
」
と
い
う
表
現
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
二
人
と
も
河
原
院
に

出
入
り
し
た
河
原
院
歌
人
で
あ
り
、
安
法
や
恵
慶
と
同
じ
歌
人
圏
に
い
る
。

　

さ
ら
に
、
道
真
母
詠
の
「
家
の
風
」
に
つ
い
て
も
、『
能
宣
集
』
に
次
の
歌

が
見
い
だ
せ
る
。

梅
花
も
て
あ
そ
び
侍
る
所

は
る
ば
る
と
遠
き
に
ほ
ひ
を
梅
の
花
、
家
の
風
こ
そ
今
ぞ
伝
ふ
れ

 

（
一
一
七
）

こ
れ
は
小
野
宮
家
の
屏
風
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

漢
籍
を
も
と
と
す
る
道
真
関
連
詠
の
表
現
は
、
十
世
紀
末
に
河
原
院
歌
人
の

歌
に
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
当
該
歌
が
偽
作
で
あ
れ
ば
、
河
原
院
歌
人
の
手
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に
よ
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　
『
拾
遺
抄
』・『
拾
遺
集
』
が
成
立
す
る
十
世
紀
末
ま
で
の
「
東
風
吹
か
ば
」

の
表
現
史
を
辿
っ
て
み
れ
ば
、
当
該
歌
が
真
作
で
あ
れ
、
偽
作
で
あ
れ
、
河
原

院
歌
人
に
行
き
着
く
。
そ
う
し
て
み
れ
ば
、
十
世
紀
末
の
、
歌
人
に
よ
る
道
真

享
受
の
場
と
し
て
、
河
原
院
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。

　

寛
和
二
年
（
九
八
六
）、「
以
其
天
神
為
文
道
大
祖
。
詩
境
之
主
也
。（『
本
朝

文
粋
』・
巻
十
三
・
願
文
上
・
四
〇
〇
）」
と
、
道
真
を
賛
仰
し
た
慶
滋
保
胤
の

願
文
は
、
保
胤
を
中
心
と
す
る
十
世
紀
末
の
文
人
間
に
道
真
信
仰
の
場
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
）
39
（

。
保
胤
が
河
原
院
に
出
入
り
し
た
確
た
る
記
録
は
な
い

が
、
河
原
院
歌
人
た
ち
と
の
交
流
は
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
小
野
宮
家
の
藤

原
頼
忠
の
前
栽
歌
合
に
歌
人
と
し
て
列
し
、
大
中
臣
能
宣
や
源
順
ら
と
同
席
し

て
い
る
。
特
に
、
順
と
は
親
し
く
、
順
の
能
登
赴
任
に
際
し
て
餞
別
の
詩
序
を

認
め
て
い
る
（『
本
朝
文
粋
』
巻
九
「
餞
能
州
源
史
赴
任
、
勧
酔
惜
別
序
」）。

そ
の
中
で
道
真
信
仰
の
場
が
河
原
院
歌
人
圏
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
河
原
院
歌
人
圏
を
問
題
と
し
て
、
機
会
を
改
め

て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
表
現
史
的
基
盤
と
、
河
原
院
と
い
う
道
真
享
受
の
場
を
背
景
と
し

て
、『
拾
遺
抄
』・『
拾
遺
集
』
に
当
該
歌
が
入
集
し
た
の
で
は
な
い
か
。

六
、
ま
と
め

　

以
上
、『
拾
遺
集
』
所
収
の
道
真
詠
の
表
現
「
東
風
吹
か
ば
匂
ひ
お
こ
せ
よ
」

を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
表
現
史
を
た
ど
る
こ
と
で
、『
拾
遺
抄
』
と
『
拾
遺
集
』

の
両
撰
集
に
当
該
歌
が
迎
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
表
現
的
素
地
を
明
ら
か
に
し
、

ま
た
、
当
該
歌
は
両
撰
集
成
立
前
夜
に
河
原
院
歌
人
圏
と
の
関
わ
り
が
想
定
で

き
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

春
風
は
『
万
葉
集
』
で
は
花
を
散
ら
す
存
在
で
あ
る
が
、『
古
今
集
』
の
時

代
に
い
た
っ
て
開
花
の
合
図
と
な
る
東
風
と
し
て
春
風
（
谷
風
）
も
詠
ま
れ
る
。

一
〇
世
紀
以
降
は
「
こ
ち
風
」
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
る
。
し
か
し
、
東
風
と
花

開
く
梅
が
同
時
に
詠
ま
れ
る
例
は
河
原
院
歌
人
で
あ
る
恵
慶
法
師
ま
で
見
え
な

い
。

　

ま
た
、
道
真
詠
で
は
、
風
に
「
匂
ひ
お
こ
せ
よ
」
と
呼
び
掛
け
る
。
離
れ
た

所
へ
吹
き
込
む
風
は
『
万
葉
集
』
か
ら
詠
ま
れ
、『
古
今
集
』
に
至
っ
て
「
風

の
た
よ
り
」
と
い
う
歌
語
と
な
る
が
、「
匂
ひ
お
こ
せ
よ
」
と
い
う
表
現
は
、

道
真
か
ら
二
、
三
世
代
後
の
安
法
法
師
詠
に
し
か
見
え
な
い
。
安
法
法
師
は
河

原
院
の
主
人
で
あ
り
、
一
〇
世
紀
後
半
の
歌
人
圏
を
形
成
し
た
。
恵
慶
法
師
も

河
原
院
に
通
う
歌
人
で
あ
る
。

　

以
上
の
表
現
を
た
ど
る
こ
と
で
、
道
真
詠
と
類
似
表
現
を
詠
ん
だ
歌
人
が
、

い
ず
れ
も
河
原
院
と
い
う
同
じ
歌
人
圏
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ

は
当
該
道
真
詠
が
河
原
院
で
享
受
、
ま
た
は
生
成
さ
れ
た
可
能
性
を
示
す
。
道

真
と
河
原
院
歌
人
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
次
の
課
題
と
な
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

　

※
引
用
文
の
漢
字
は
通
用
字
体
と
し
、
漢
文
に
つ
い
て
は
訓
点
を
省
略
し
た
。
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【
付
記
】

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費　

課
題
番
号22J11254

）
に
よ
る

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注

（
1
）　

本
稿
に
お
け
る
和
歌
と
そ
の
歌
番
号
は
原
則
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
が
、『
万

葉
集
』
に
つ
い
て
は
井
手
至
ほ
か
『
新
校
注
万
葉
集
』（
二
〇
〇
八
年
、
和
泉
書
院
）

を
基
と
し
、
平
仮
名
別
提
訓
と
し
た
。
私
意
に
よ
り
表
記
を
改
め
た
。

（
2
）　

工
藤
重
矩
『
後
撰
和
歌
集
』（
一
九
九
二
年
、
和
泉
書
院
）
三
一
四
頁

（
3
）　

竹
鼻
績
『
拾
遺
抄
注
釈
』（
二
〇
一
四
年
、
笠
間
書
院
）
八
七
一
頁

（
4
）　
『
北
村
季
吟
古
注
釈
集
成　

八
代
集
抄　

後
撰
集
上
』
一
九
七
六
年
、
新
典
社
に
よ
る
。

ま
た
、
実
川
恵
子
「
後
撰
和
歌
集
注
釈
│
巻
二
春
中
（
２

）
│
」（『
研
究
紀
要
第
39
集
』

文
京
女
子
大
学
短
期
大
学
部
一
九
九
五
年
一
二
月
）
も
、
讃
岐
下
向
時
の
詠
と
す
る
。

（
5
）　

滝
川
幸
司
『
菅
原
道
真
』
二
〇
一
九
年
、
中
公
新
書
、
八
八
頁

（
6
）　
『
後
撰
集
』
歌
も
（
当
該
『
拾
遺
集
』
歌
と
共
に
）
仮
託
と
す
る
説
も
あ
る
（
熊
谷

直
春
「
後
撰
集
の
「
さ
く
ら
花
」
の
歌
は
菅
原
道
真
の
作
か
」『
古
今
集
前
後
』
二
〇

〇
八
年
、
武
蔵
野
書
房
）。

（
7
）　

御
手
洗
靖
大
「
三
代
集
の
中
の
菅
原
道
真
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀

要
』
二
〇
二
二
年
三
月
）

（
8
）　

近
藤
み
ゆ
き
「
源
道
済
の
和
歌
に
お
け
る
漢
詩
文
受
容
」（『
古
代
後
期
和
歌
文
学
の

研
究
』
二
〇
〇
五
年
、
風
間
書
房
）
一
七
〇
頁
。
初
出
は
一
九
八
七
年
。

（
9
）　

宮
島
達
夫
編
『
万
葉
集
巻
別
対
照
分
類
語
彙
表
』（
二
〇
一
五
年
、
笠
間
書
院
）
に

よ
る
。

（
10
）　

佐
竹
昭
広
ほ
か
『
万
葉
集
（
二
）』（
二
〇
一
三
年
、
岩
波
文
庫
、
三
三
三
頁
）

（
11
）　

伊
藤
博
『
万
葉
集
釋
注　

四
』
一
九
九
六
年
、
集
英
社
、
四
八
九
頁

（
12
）　

青
木
生
子
ほ
か
『
新
潮
古
典
集
成
』（
一
九
七
八
年
、
新
潮
社
）、
小
島
憲
之
ほ
か
『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
一
九
九
五
年
、
小
学
館
）、
佐
竹
昭
広
ほ
か
『
万
葉
集
（
三
）』

（
二
〇
一
四
年
、
岩
波
文
庫
）
な
ど
。
な
お
、
澤
瀉
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』（
一
九
六
一

年
、
中
央
公
論
社
）
は
天
平
六
年
と
す
る
。『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
一
九
五
九
年
、

岩
波
書
店
）
は
両
説
を
記
す
。

（
13
）　

本
文
は
、
半
澤
幹
一
ほ
か
『
対
釈
新
撰
万
葉
集
』（
二
〇
一
五
年
、
勉
誠
出
版
）
に

よ
り
、
通
し
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

（
14
）　

新
撰
万
葉
集
研
究
会
編
『
新
撰
万
葉
集
注
釈
』（
二
〇
〇
五
年
、
和
泉
書
院
）
九
九
頁
。

な
お
、「
拆
」
の
使
用
例
と
し
て
劉
禹
錫
「
畭
田
行
」
の
「
乗
陽
拆
芽
薛
」
や
、
白
居

易
「
履
道
春
居
」
の
「
斜
日
拆
花
心
」
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
15
）　
『
古
今
集
』
に
お
け
る
漢
籍
表
現
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
秀
夫
「
古
今
集
歌
に

み
え
る
漢
詩
文
的
表
現
」（『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
一
九
九
一
年
、
勉
誠
社
）
を

参
照
し
た
。

（
16
）　
『
新
撰
万
葉
集
』
下
巻
に
つ
い
て
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

（
17
）　

蘇
小
小
に
つ
い
て
は
、
彭
腊
梅
「
蘇
小
小
像
の
変
遷
│
六
朝
詩
か
ら
唐
詩
ま
で
」

（『
熊
本
大
学
社
会
文
化
研
究
』
二
〇
一
〇
年
三
月
）
参
照
。
な
お
、
こ
の
句
は
『
千
載

佳
句
』（
春
興
・
七
二
）
に
と
ら
れ
て
い
る
。

（
18
）　

た
だ
し
、『
新
撰
万
葉
集
』
の
下
巻
は
序
文
に
そ
の
成
立
が
延
喜
一
三
年
と
あ
り
、

『
古
今
集
』
時
代
の
産
物
と
し
て
当
該
漢
詩
を
見
る
に
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

が
、
漢
詩
表
現
の
モ
チ
ー
フ
と
な
る
和
歌
の
「
谷
風
」
に
よ
っ
て
、
梅
の
花
を
開
く
と

い
う
発
想
を
呼
ん
で
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
19
）　

小
島
憲
之
監
修
『
田
氏
家
集
注
巻
之
下
』（
一
九
九
四
年
、
和
泉
書
院
）
に
よ
る
。

（
20
）　

金
原
理
「
嶋
田
忠
臣
と
白
詩
」（『
平
安
時
代
漢
詩
文
の
研
究
』
一
九
八
一
年
、
九
州

大
学
出
版
会
）、
三
木
博
雅
「
嶋
田
忠
臣
と
白
詩
」（『
白
居
易
研
究
講
座　

第
三
巻
』

一
九
九
三
年
、
勉
誠
社
）
な
ど
。

（
21
）　

金
子
彦
二
郎
『
平
安
時
代
文
學
と
白
氏
文
集
』（
増
補
版
）（
一
九
五
五
年
、
培
風
館
）

に
よ
る
。
な
お
、
適
宜
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
館
蔵
史
料
編
集
会
編
『
貴
重
典
籍
叢
書　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
文
学
篇 

第
二
一
巻
』（
二
〇
〇
一
年
、
臨
川
書
店
）
を
参
照

し
た
。

（
22
）　
『
新
釈
漢
文
大
系
』（
明
治
書
院
）
に
よ
る
。

（
23
）　

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
に
漢
詩
文
の
影
響
が
強
い
こ
と
は
諸
注
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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宮
谷
聡
美
「『
古
今
集
』
と
漢
文
学
」（『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
第
四
号
一
九
九
五
年
）

は
『
古
今
集
』
所
収
の
当
該
歌
合
詠
に
絞
っ
て
典
拠
論
を
集
成
し
て
い
る
。

（
24
）　

坂
本
信
幸
「
山
を
超
す
風
」（『
万
葉
歌
解
』
二
〇
二
〇
年
、
塙
書
房
）
初
出
は
一
九

八
八
年

（
25
）　

注（
24
）参
照　

四
八
頁

（
26
）　

注（
24
）の
坂
本
論
で
は
、
中
国
文
学
の
影
響
の
可
能
性
を
示
唆
し
つ
つ
も
「
自
然
に

類
想
的
発
想
を
持
っ
た
も
の
と
考
え
る
」
と
す
る
（
五
七
頁
注（
11
））。

（
27
）　

久
保
田
淳
ほ
か
『
和
歌
文
学
大
系　

古
今
和
歌
集
』（
二
〇
二
一
年
、
明
治
書
院
）、

高
田
祐
彦
『
古
今
和
歌
集
』（
二
〇
〇
九
年
、
角
川
文
庫
）
な
ど
。

（
28
）　

注（
２

）参
照

（
29
）　

佐
伯
梅
友
「
詞
苑
逍
遙
（
二
）」（『
國
語
』
復
刊
第
一
巻
第
三
號
一
九
五
二
年
、
東

京
教
育
大
学
東
京
文
理
科
大
学
國
語
國
文
學
會
）

（
30
）　

風
信
と
い
う
漢
籍
の
語
を
も
と
と
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
小
島
憲
之
は
「
風
の

使
」
を
「
中
国
的
な
も
の
に
限
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
が
」
と
慎
重
で
あ
る
（
小

島
「
万
葉
集
と
中
國
文
學
と
の
交
流
」『
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學
』
一
九
六
四
年
、

塙
書
房　

八
九
六
頁
）。

（
31
）　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
一
九
六
六
年
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
32
）　

こ
の
詩
句
に
つ
い
て
は
、『
後
撰
集
』
所
収
道
真
詠
と
類
似
す
る
発
想
の
詩
句
と
し
て
、

工
藤
が
指
摘
し
て
い
る
（
注（
２

）参
照
）。

（
33
）　

春
の
到
来
を
知
ら
せ
る
も
の
で
な
い
東
風
の
歌
と
し
て
は
、『
伊
勢
集
』
に
「
ま
た
、

男　

波
高
み
海
辺
に
よ
ら
ぬ
わ
れ
船
は
こ
ち
て
ふ
風
や
吹
く
と
こ
そ
待
て
（
一
九
五
）」、

や
、『
師
輔
集
』
に
「
八
十
島
の
う
ら
み
て
か
へ
る
舟
よ
り
や
こ
が
れ
ば
こ
ち
の
風
ぞ

吹
か
ま
し
（
三
六
）」
が
見
え
る
。

（
34
）　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

（
35
）　

注（
8
）著
書
第
一
章
と
第
二
章
を
参
照
。。

（
36
）　

犬
養
廉
「
河
原
の
院
の
歌
人
達
」『
平
安
和
歌
と
日
記
』（
二
〇
〇
四
年
、
笠
間
書
院
。

初
出
は
一
九
六
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
正
暦
三
年
に
河
原
院
で
行
わ
れ
た
五
時
講
に
安
法

の
生
存
は
確
認
で
き
な
い
と
さ
れ
る
（
二
〇
五
頁
）。『
拾
遺
抄
』
の
成
立
は
長
徳
三
年

（
九
九
七
）
と
さ
れ
る
か
ら
、『
拾
遺
抄
』
に
は
触
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
37
）　
「
菅
原
道
真
の
和
歌
」『
島
津
忠
夫
著
作
集　

第
十
巻
』
和
泉
書
院
二
〇
〇
六
年
一
一

七
頁
（
初
出
一
九
八
九
年
）

（
38
）　

御
手
洗
靖
大
「
菅
原
道
真
と
そ
の
母
│
拾
遺
抄
所
載
歌
の
問
題
│
」『
国
文
学
研
究
』

二
〇
二
〇
年
一
〇
月

（
39
）　

吉
原
浩
人
「
文
道
の
大
祖
考
│
学
問
神
と
し
て
の
天
神
の
淵
源
」（
河
野
貴
美
子
他

編
『
ア
ジ
ア
遊
学　

日
本
に
お
け
る
文
と
ブ
ン
ガ
ク
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
）。


