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藤
原
顕
季
（
一
○
五
五
〜
一
一
二
三
）
は
、
和
歌
の
家
で
あ
る
六
条
藤
家
の
祖
で
あ

る
こ
と
や
、
人
麿
影
供
を
創
始
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
で
著
名
で
あ
る
。
ま
た
、『
郁
芳

門
院
根
合
』
や
『
堀
河
百
首
』
な
ど
に
出
詠
し
、
永
久
年
間
以
降
は
い
く
つ
も
の
歌
合

で
判
者
を
つ
と
め
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
こ
の
期
の
歌
壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

こ
の
よ
う
に
歌
人
と
し
て
重
き
を
な
す
位
置
に
あ
っ
た
一
方
で
、
母
親
の
親
子
が
白

河
院
の
乳
母
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
、
顕
季
は
院
の
近
臣
と
し
て
の
一
面
も
持
っ
て
い
る
。

当
時
、
院
北
面
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
ひ
と
つ
が

今
様
で
あ
っ
た
。
記
録
の
上
で
、
顕
季
自
身
が
今
様
を
歌
っ
た
か
ど
う
か
ま
で
は
確
認

で
き
な
い
が
、『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
の
今
様
談
義
の
場
に
そ
の
名
が
見
え
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
少
な
く
と
も
パ
ト
ロ
ン
的
な
立
場
で
遊
女
や
今
様
と
関
わ
っ
て
い
た
と
推
測
で

き
る
。
井
上
宗
雄
氏
に
、
顕
季
は
和
歌
以
外
の
「
諸
芸
に
興
味
を
有
し
て
或
る
域
に
ま

で
達
し
、
随
時
子
孫
に
伝
え
る
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
の
指
摘
が
す
で
に

あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
顕
季
は
、
院
北
面
に
お
い
て
盛
り
あ
が
り
を
見
せ
て
い

た
今
様
に
つ
い
て
も
、
子
孫
に
伝
え
る
た
め
に
一
定
以
上
の
知
識
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い

た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

顕
季
の
和
歌
を
丹
念
に
見
て
い
く
と
、
顕
季
が
和
歌
に
用
い
た
表
現
・
発
想
に
は
今

様
と
の
近
接
が
見
ら
れ
る
他
、
語
の
用
法
に
お
い
て
歌
謡
的
側
面
が
見
ら
れ
る
こ
と
が

確
認
で
き
た
。
顕
季
の
和
歌
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
は
『
万
葉
集
』
に
特
有
の
語
彙
を

取
り
入
れ
る
こ
と
が
盛
ん
で
あ
る
と
い
っ
た
、
万
葉
歌
と
の
繋
が
り
を
強
調
す
る
よ
う

な
指
摘
が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
一
方
で
、
今
様
の
よ
う
に
当
時
の
流
行
の
最
先
端
と
も

言
う
べ
き
も
の
を
も
取
り
入
れ
て
も
い
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
和
歌
と
今
様
と
の
交
流
は
顕
季
の
み
に
見
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
顕
季
に
近
し
い
位
置
に
い
る
歌
人
ら
に
も
同
様
の
傾
向
が
認
め
ら
れ

た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
今
様
好
き
が
多
数
存
在
し
た
白
河
院
周
辺
の
歌
人
全
般
に
指
摘

で
き
る
傾
向
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
前
代
ま
で
は
今
様
が
和
歌
を
一
方
的
に
取
り
入
れ
て
る
こ
と

に
終
始
し
て
い
た
の
に
対
し
、
貴
族
自
身
が
歌
い
手
と
な
っ
た
こ
と
で
流
行
歌
謡
で
し

か
な
か
っ
た
今
様
が
教
養
の
周
辺
領
域
に
定
位
さ
れ
、
や
が
て
和
歌
の
発
想
の
源
泉
と

な
り
う
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
た
め
起
こ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
証
明
す
る
よ

う
に
、
同
様
の
傾
向
は
新
古
今
歌
人
ら
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
本
稿

は
そ
の
端
緒
と
も
言
え
る
時
代
の
実
作
の
有
り
様
を
顕
季
歌
を
中
心
に
据
え
て
確
認
し

た
も
の
で
あ
る
。
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一
．
は
じ
め
に

藤
原
顕
季
と
い
え
ば
、
和
歌
史
上
で
初
め
て
「
人
麿
影
供
」
を
行
っ
た
人
物
で
あ

る
こ
と
、
和
歌
の
家
で
あ
る
六
条
藤
家
の
祖
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
ま
ず
あ
げ
ら
れ

よ
う
。
歌
人
と
し
て
の
活
動
は
生
涯
を
通
じ
て
活
発
で
あ
り
、
製
作
年
次
の
は
っ
き

り
し
て
い
る
も
の
だ
け
を
考
え
て
も
、
承
暦
元
年
（
一
○
七
七
）
の
『
讃
岐
守
顕
季

家
歌
合
』
か
ら
保
安
二
年
（
一
一
二
一
）
閏
五
月
二
十
六
日
の
『
長
実
家
歌
合
』
ま

で
ほ
ぼ
切
れ
目
な
く
作
品
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
間
に
は
『
堀
河
百
首
』・『
郁
芳
門
院

根
合
』・『
堀
河
院
艶
書
合
』
な
ど
晴
れ
の
歌
会
に
多
く
参
加
し
て
お
り
、
顕
季
が
歌

人
と
し
て
一
定
以
上
の
評
価
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
長
治
二
年

（
一
一
〇
五
）
以
降
に
な
る
と
判
者
と
し
て
も
歌
合
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、

こ
の
点
か
ら
言
っ
て
も
歌
壇
で
の
顕
季
の
地
位
の
上
昇
の
ほ
ど
が
察
せ
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
顕
季
の
歌
壇
に
お
け
る
地
位
は
、
純
粋
に
歌
人
と
し
て
の
力
量
だ
け
で

な
く
、
政
治
的
側
面
も
加
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
井
上
宗
雄
氏
を
は
じ
め
と
す
る
諸

氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
1
）
が
、
顕
季
は
母
親
の
親
子
が
白
河

院
の
乳
母
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
院
に
重
用
さ
れ
て
大
国
の
国
司
を
歴
任
し
、
つ
い
に

は
正
三
位
に
昇
っ
て
修
理
大
夫
と
大
宰
大
弐
を
兼
ね
た
と
い
う
よ
う
に
、
絶
大
な
権

勢
と
富
と
を
得
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
的
地
位
の
高
さ
が
、
歌
壇
で
の
立
ち
位

置
に
一
役
買
っ
て
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
で
は
、
今
回
の
表
題
に
も
あ
げ
て
い
る
今
様
と
顕
季
と
の
関
わ
り
は
と
い
う

と
、『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
の
一
節
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
の
ち
、
乙
前
に
、
あ
る
人
問
ひ
て
い
ふ
。「
異
歌
は
、
大
曲
の
様
は
い
と

変
ら
ぬ
に
、
旧
河
む
げ
に
似
ぬ
。
い
か
に
。
他
人
の
こ
の
様
に
う
た
ふ
は
、
ひ

と
り
も
な
し
」
と
問
ふ
。
乙
前
、
目
井
申
し
候
し
は
、「
何
れ
の
時
な
ど
は
申

し
得
ず
。
人
々
あ
つ
ま
り
て
、
や
う
や
う
の
歌
談
義
し
て
、
大
曲
み
な
尽
し
て

沙
汰
せ
し
時
、
目
井
が
旧
河
の
様
を
う
た
ひ
し
を
聞
き
て
、
敦
家
・
敦
兼
、
ま

た
あ
ま
た
人
々
聞
き
て
、『
旧
河
は
、
風
俗
の
様
に
て
こ
そ
、
み
な
う
た
ひ
あ

ひ
た
め
れ
。
こ
れ
は
珍
し
く
て
、
め
で
た
き
も
の
か
な
』
と
て
、
両
三
反
う
た

は
せ
て
、『
こ
の
様
つ
ね
に
な
し
。
秘
蔵
し
て
つ
ね
に
は
う
た
ふ
ま
じ
』
と
人
々

い
ひ
け
れ
ば
、こ
の
様
を
ば
、の
ち
に
は
う
た
は
ざ
り
け
り
」。
修
理
大
夫
顕
季
、

樋
爪
に
て
、
墨
俣
・
青
墓
の
君
ど
も
あ
ま
た
よ
び
あ
つ
め
て
、
や
う
や
う
の
歌

を
尽
し
け
る
に
、
目
井
、
こ
の
様
の
旧
河
を
出
だ
し
て
け
り
。
乙
前
や
が
て
付

け
て
歌
ひ
け
る
を
、
清
経
、「
め
で
た
き
節
か
な
。
つ
ね
の
節
に
も
似
ぬ
さ
ま

に
こ
そ
。
こ
の
様
を
ば
人
々
え
付
け
ら
れ
じ
も
の
を
」
と
い
ひ
け
る
に
、
人
々

ま
こ
と
に
知
ざ
り
け
り
。
大
進
も
し
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
え
付
け
で
止
み
に
け
り

（
梁
塵
秘
抄
口
伝
集

巻
第
十
（
2
））

右
の
点
線
部
に
よ
れ
ば
、
顕
季
は
桂
川
下
流
の
樋
爪
に
あ
る
邸
に
墨
俣
や
青
墓
の

遊
女
た
ち
を
集
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
今
様
を
歌
わ
せ
て
い
た
（
3
）。

管
見
に
よ
れ
ば
、
記
録
上
で
顕
季
と
今
様
の
関
わ
り
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
こ

こ
の
み
で
あ
り
、
こ
の
一
例
を
も
っ
て
今
様
と
の
関
連
を
語
る
の
は
如
何
と
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
顕
季
主
催
の
宴
で
目
井
が
歌
っ
た
今
様
の
歌

い
方
は
、
敦
家
・
敦
兼
と
い
う
貴
族
方
の
今
様
の
上
手
が
「
珍
し
く
め
で
た
き
も
の
」

と
称
讃
し
、
秘
蔵
し
て
常
は
歌
わ
ぬ
よ
う
に
と
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
命
令

を
長
ら
く
守
っ
て
き
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
目
井
が
つ
い
に
こ
の
場
で
披
露
し
た
と
い

う
の
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
と
っ
て
お
き
の
曲
を
歌
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、

こ
の
宴
は
遊
女
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
場
で
あ
り
、
主
催
者
の
顕
季
に
は
そ
の
重
さ

を
理
解
で
き
る
素
養
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
顕
季
を
重
用
し
た
白
河
院
は
、
院
北
面
に
お
気
に
入
り
の
近
臣
を
集
め
て
、

し
ば
し
ば
今
様
を
歌
わ
せ
て
い
た
（
4
）。
顕
季
は
歌
い
手
と
し
て
の
才
能
は
さ
ほ
ど

で
は
な
か
っ
た
の
か
、
院
の
御
前
で
歌
っ
た
と
い
う
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

生
涯
を
院
の
傍
近
く
で
過
ご
し
た
顕
季
で
あ
れ
ば
、
今
様
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ご

く
身
近
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

白
河
院
時
代
の
歌
人
と
今
様
に
つ
い
て
は
、
幾
人
か
の
和
歌
に
歌
謡
的
な
影
響
が
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見
ら
れ
る
こ
と
が
す
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
（
5
）。
し
か
し
、
顕
季
に
関
し
て
は
和

歌
の
分
析
は
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
（
6
）、
そ
こ
に
歌
謡
的
な
面
が
見
ら
れ
る
か
否

か
に
つ
い
て
は
殆
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
顕
季
の
和
歌
と
今

様
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

二
．
顕
季
と
俊
頼
の
消
息
文

さ
き
の
も
く
の
か
み
と
し
よ
り
の
君
い
せ
に
く
だ
り
て
の
ち
ひ
さ
し
く
お

と
も
せ
ざ
り
し
に
か
く
な
ん
い
ひ
お
こ
せ
た
り
し

ひ
な
の
わ
か
れ
に
よ
ろ
づ
お
と
ろ
へ
は
て
て
、
お
ぼ
つ
か
な
き
お
ほ
よ
ど

の
つ
ね
に
も
せ
さ
せ
た
ま
ふ
ち
ふ
ね
の
よ
る
ひ
る
は
、
な
み
の
心
に
か
け

な
が
ら
月
日
の
す
ぎ
に
け
る
こ
と
も
、
な
げ
き
の
も
り
の
と
き
葉
な
る
う

へ
に
た
き
ぎ
を
つ
め
る
う
れ
へ
は
み
に
そ
へ
る
か
げ
の
ご
と
く
に
し
て
、

す
ず
か
の
せ
き
に
も
ふ
り
す
て
ら
れ
ず
、
し
ぶ
く
山
を
も
す
べ
ら
か
に
こ

え
に
け
れ
ば
、
竹
の
み
や
こ
に
た
び
ね
を
し
て
よ
よ
の
ふ
る
こ
と
を
さ
へ

お
も
ひ
つ
づ
く
れ
ば
、
さ
も
あ
は
れ
な
り
け
る
み
の
あ
り
さ
ま
を
も
て
あ

つ
か
ひ
て
し
ら
ぬ
さ
か
ひ
に
も
ま
ど
ひ
け
る
か
な
、
と
袖
の
し
が
ら
み
所

せ
き
ま
ま
に
は
、
た
だ
は
ま
を
ぎ
の
を
り
ふ
し
ご
と
に
は
な
ほ
よ
き
さ
ま

の
つ
ら
に
か
ず
ま
へ
さ
せ
た
ま
へ
か
し
、
と
人
し
れ
ず
あ
ふ
が
れ
て
、
お

も
ひ
い
で
も
な
き
み
や
こ
な
れ
ど
、
さ
さ
が
に
の
い
と
ひ
さ
し
く
か
き
た

え
ぬ
る
は
こ
こ
ろ
ぼ
そ
か
り
け
る
こ
と
な
れ
ば
、
く
ず
の
う
ら
葉
の
か
ぜ

に
な
び
く
も
め
に
と
ど
ま
り
て
、
さ
り
と
て
や
は
と
て
い
そ
ぎ
た
つ
を
き

き
て
、
の
に
た
つ
し
か
の
と
ま
う
さ
す
る
人
も
な
き
に
は
あ
ら
ね
ば
、
い

で
や
い
づ
こ
に
も
つ
ひ
の
す
み
か
な
ら
ね
ば
、
つ
り
す
る
あ
ま
の
と
さ
だ

め
か
ね
て
や
す
ら
は
る
る
ほ
ど
に
、
の
こ
り
す
く
な
き
み
の
あ
り
さ
ま
は
、

た
び
の
そ
ら
よ
は
の
け
ぶ
り
と
も
た
ち
の
ぼ
り
な
ば
、
あ
ま
の
い
さ
り
び

か
と
お
ぼ
め
か
れ
ん
こ
と
も
お
の
づ
か
ら
あ
は
れ
と
ば
か
り
や
つ
た
へ
き

か
せ
た
ま
は
ん
、
と
み
づ
ぐ
き
の
あ
と
か
き
な
が
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
は
、
こ

れ
に
も
つ
き
ぬ
心
地
す
る
い
ぶ
せ
さ
も
た
だ
お
し
は
か
ら
せ
た
ま
ふ
べ
し

と
へ
か
し
な
た
ま
ぐ
し
の
葉
に
み
が
く
れ
て
も
ず
の
く
さ
ぐ
き
め
ぢ
な
ら
ず
と

も

と
あ
り
し
か
ば
か
く
な
ん

つ
か
ひ
の
た
だ
い
ま
く
だ
れ
ば
と
て
と
く
と
く
と
せ
む
る
に
な
に
事
も
お

も
ひ
も
あ
へ
ぬ
ほ
ど
に
て
す
な
は
ち
、
ち
は
や
ぶ
る
神
な
づ
き
の
つ
い
た

ち
の
ひ
な
む
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
の
は
は
見
た
ま
へ
は
べ
り
ぬ
る
、
ま
こ
と

に
み
な
づ
き
の
い
と
ひ
さ
し
く
も
き
こ
え
さ
せ
で
は
べ
り
け
る
か
な
、
は

な
の
み
や
こ
を
ふ
り
す
て
て
、
す
ず
か
や
ま
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
し
に
、
さ

り
と
も
と
し
ぶ
く
や
ま
の
な
を
た
の
み
お
も
た
ま
へ
し
か
ど
、
か
ひ
な
く

な
の
み
し
て
す
ぎ
た
ま
ひ
に
け
り
と
う
け
た
ま
は
り
て
、
く
ち
を
し
く
て

す
ぎ
は
べ
り
し
か
ど
、
つ
ひ
に
は
い
せ
の
う
み
の
な
み
た
ち
か
へ
り
た
ま

は
ざ
ら
め
や
、
そ
の
時
こ
そ
は
ほ
し
あ
ひ
の
は
ま
の
ま
さ
ご
の
か
ず
を
つ

く
し
て
お
ぼ
つ
か
な
か
り
し
ほ
ど
の
こ
と
を
も
き
こ
え
さ
せ
め
、
ひ
な
か

の
は
ま
の
ほ
ど
ば
か
り
だ
に
も
た
い
め
ん
せ
で
や
は
、
と
む
ら
ま
つ
の
は

ま
を
た
の
み
て
す
ぎ
は
べ
る
ほ
ど
に
あ
は
せ
て
も
、
た
れ
そ
の
も
り
の
た

れ
も
、
い
く
り
の
人
を
き
く
こ
と
も
ふ
ぢ
か
た
の
か
た
く
て
、
な
に
ご
と

も
い
は
き
の
こ
と
に
て
の
み
な
ん
、
う
き
は
し
の
お
ろ
か
な
る
さ
ま
に
お

も
は
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
る
か
な

し
ら
ず
や
は
い
せ
の
は
ま
を
ぎ
か
ぜ
ふ
け
ば
を
り
ふ
し
ご
と
に
恋
ひ
わ
た
る
と

は

（
六
条
修
理
大
夫
集

三
三
八
・
三
三
九
（
7
））

右
の
贈
答
歌
の
詞
書
は
、
伊
勢
に
下
っ
た
源
俊
頼
の
消
息
と
、
そ
れ
に
対
す
る
顕

季
の
返
信
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
俊
頼
は
、
そ
の
家
系
や
彼
自
身
の
和
歌
作
品
か
ら
今
様
と
の
交
渉
を
す

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
歌
人
で
あ
る
（
8
）。
一
方
、
顕
季
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
遊
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女
を
集
め
た
宴
を
催
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
俊
頼
と
顕
季
の
知
識
の
共
有
基
盤
の
一

翼
を
担
う
も
の
と
し
て
今
様
を
あ
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
二
人
の
や
り

取
り
を
探
っ
た
と
こ
ろ
、
右
の
消
息
に
、
今
様
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
語
句
が
幾
つ

か
見
ら
れ
た
。
そ
の
一
つ
が
、
点
線
で
示
し
た
「
鈴
鹿
山
」
か
ら
「
し
ぶ
く
山
」
へ

と
続
く
流
れ
で
あ
る
。

顕
季
の
消
息
に
見
え
、『
梁
塵
秘
抄
』
で
も
歌
わ
れ
て
い
る
「
し
ぶ
く
山
」
に
つ

い
て
、
新
全
集
は
い
ず
れ
の
地
名
で
あ
る
か
未
詳
と
し
、
さ
ら
に
「
し
づ
く
山
」
と

読
み
か
え
て
『
能
因
歌
枕
』
の
常
陸
の
国
の
名
所
を
あ
て
る
説
を
紹
介
し
て
い
る
（
9
）。

し
か
し
、「
ぶ
」
を
「
づ
」
と
お
き
か
え
て
東
国
の
地
名
を
あ
て
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
「
し
ぶ
く
山
」
と
し
て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

山
の
様
か
る
は

雨
山
守
る
山
し
ぶ
く
山

鳴
ら
ね
ど
鈴
鹿
山

播
磨
の
明
石

の
此
方
な
る

塩
垂
山
こ
そ
様
か
る
山
な
れ

（
梁
塵
秘
抄

四
三
○
）

「
山
の
様
か
る
は
」
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
山
の
名
は
、「
あ
め
」・「
も
る
」・「
し

ぶ
く
」・「
し
ほ
た
れ
」
と
水
の
縁
語
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
（
10
）。
そ
こ
へ
唐
突
に
「
鈴

鹿
山
」
と
い
う
地
名
が
入
っ
て
く
る
の
は
、
お
そ
ら
く
「
雨
山
」・「
も
る
山
」・「
し

ぶ
く
山
」
と
近
江
・
伊
勢
あ
た
り
の
山
（
11
）
の
名
を
連
ね
て
い
っ
た
と
き
に
、
水
の

縁
と
し
て
の
「
し
ぶ
く
山
」
で
は
な
く
実
在
の
伊
勢
の
地
名
と
し
て
認
識
し
、
伊
勢

と
近
江
と
を
繋
ぐ
関
の
名
と
し
て
「
鈴
鹿
」
の
関
を
想
起
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

し
ふ
く
山
に
て

あ
ら
し
ふ
く
山
し
た
と
よ
み
な
く
鹿
の
つ
ま
こ
ふ
る
ね
に
我
ぞ
わ
び
し
き

（
兼
輔
集

九
一
）

渋
久
山

波
の
う
つ
お
と
の
み
と
ほ
し
お
ぼ
つ
か
な
た
れ
に
と
は
ま
し
し
ぶ
く
山
か
ぜ

（
歌
枕
名
寄

伊
勢
国
下

四
七
七
八
）

「
し
ぶ
く
山
」
は
和
歌
で
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
語
で
あ
り
、

作
例
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
は
右
の
二
首
の
み
で
あ
る
。

『
兼
輔
集
』
九
一
番
は
、
詞
書
に
「
し
ふ
く
山
に
て
」
と
あ
る
が
、
歌
自
体
は
隠

題
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
い
ず
れ
の
国
の
地
名
を
詠
ん
だ
も
の
か

は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
続
く
『
歌
枕
名
寄
』
四
七
七
八
番
の
「
し
ぶ
く
山
」

の
場
合
、
同
書
の
成
立
が
嘉
元
元
年
（
一
三
○
三
）
頃
で
あ
る
た
め
だ
い
ぶ
時
代
は

下
る
が
、「
伊
勢
国
下
」
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
伊
勢
国
の
地
名
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
消
息
文
で
俊
頼
が
「
す
ず
か
の

せ
き
に
も
ふ
り
す
て
ら
れ
ず
、
し
ぶ
く
山
を
も
す
べ
ら
か
に
こ
え
に
け
れ
ば
」
と
述

べ
、
そ
れ
に
対
し
て
顕
季
が
「
す
ず
か
や
ま
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
し
に
、
さ
り
と
も
と

し
ぶ
く
や
ま
の
な
を
た
の
み
お
も
た
ま
へ
し
か
ど
、
か
ひ
な
く
な
の
み
し
て
す
ぎ
た

ま
ひ
に
け
り
」と
し
て
、京
都
か
ら
伊
勢
へ
の
旅
の
途
中
、鈴
鹿
山
を
越
え
た
先
に「
し

ぶ
く
山
」
が
あ
る
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
点
と
合
致
す
る
。

無
論
、
俊
頼
と
顕
季
の
消
息
に
「
し
ぶ
く
山
」
と
「
鈴
鹿
山
」
と
が
出
て
き
た
こ

と
に
つ
い
て
、
俊
頼
の
場
合
は
伊
勢
に
下
る
ま
で
の
実
景
を
用
い
て
の
こ
と
で
あ
り
、

顕
季
は
そ
れ
を
受
け
て
反
復
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
今
様
と
の
関
わ
り
は
な
か
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
今
様
が
盛
ん
で
あ
っ
た
時
代
の
消
息
に
、
今
様
以
外

の
文
学
作
品
に
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
地
名
が
出
て
く
る
と
い
う

の
は
、
や
は
り
注
目
さ
れ
て
良
い
よ
う
に
思
う
。

続
い
て
、「
花
の
都
を
振
り
捨
て
て
」
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

関
路
帰
雁

を
し
む
べ
き
花
の
み
や
こ
を
ふ
り
す
て
て
す
ず
か
の
せ
き
を
か
へ
る
か
り
が
ね

（
為
忠
家
初
度
百
首

八
三

為
忠
）
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越
前
の
守
に
て
く
だ
り
し
に
、
思
ひ
の
ほ
か
に
め
づ
ら
か
な
る
人
を
み
い
だ

し
て

是
や
こ
の
花
の
み
や
こ
を
ふ
り
す
て
て
行
き
と
ま
り
け
る
こ
し
の
さ
と
人

（
隆
信
集

五
八
九
）

さ
き
い
づ
る
花
の
都
を
ふ
り
す
て
て
か
ぜ
ふ
く
原
の
す
ゑ
ぞ
あ
や
ふ
き

（
平
家
物
語
覚
一
本

三
五
／
源
平
盛
衰
記

巻
一
六

九
四
）

「
花
の
都
」
と
い
う
語
は
『
後
拾
遺
集
』
あ
た
り
か
ら
急
に
用
例
が
増
え
は
じ
め

る
（
12
）
の
で
あ
る
が
、
単
に
「
花
の
都
」
で
は
な
く
「
花
の
都
を
捨
て
る
」
と
い
う

表
現
に
な
る
と
途
端
に
用
例
を
減
じ
、
こ
こ
に
あ
げ
た
も
の
で
ほ
ぼ
全
て
と
な
る
。

貴
族
に
と
っ
て
心
の
拠
り
所
と
な
る
べ
き
都
を
、
自
ら
見
捨
て
る
と
い
う
表
現
は
、

や
は
り
発
想
と
し
て
な
か
な
か
出
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
何
故
こ
こ
で
顕
季
は
「
は
な
の
み
や
こ
を
ふ
り
す
て
て
」
と
表
現
し
た
の

か
。「

花
の
都
」
と
い
う
語
は
、
俊
頼
が
消
息
で
伊
勢
を
指
し
て
「
竹
の
み
や
こ
」
と

書
い
た
こ
と
か
ら
想
起
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
と
、
俊
頼
が
「
す
ず
か
の

せ
き
に
も
ふ
り
す
て
ら
れ
ず
」
と
記
し
た
部
分
と
が
結
び
合
わ
さ
れ
て
「
花
の
都
を

ふ
り
す
て
て
」
と
書
か
れ
た
と
い
う
推
測
も
可
能
だ
。
し
か
し
、
顕
季
が
表
現
し
た

の
は
、
ひ
と
り
都
に
あ
る
顕
季
自
身
の
立
ち
位
置
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、『
梁
塵

秘
抄
』
二
六
○
番
の
解
釈
が
関
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

花
の
都
を
ふ
り
捨
て
て

く
れ
く
れ
参
る
は
お
ぼ
ろ
け
か

か
つ
は
権
現
御
覧

ぜ
よ

青
蓮
の
眼
を
鮮
や
か
に

（
梁
塵
秘
抄

二
六
○
）

右
の
今
様
は
、「
く
れ
く
れ
」
を
「
心
が
暗
く
沈
ん
で
悲
し
み
に
暮
れ
る
さ
ま
」

と
す
る
か
「
繰
り
返
し
行
う
さ
ま
」
を
示
す
語
と
す
る
か
で
若
干
の
意
味
の
相
違
は

出
る
も
の
の
、
花
の
都
を
捨
て
て
ま
で
参
詣
す
る
信
仰
の
深
さ
を
見
て
欲
し
い
と
権

現
に
訴
え
る
今
様
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
熊
野
と
伊
勢
と
目
的
地
は
異
な

る
が
、
今
様
の
言
葉
を
借
り
る
こ
と
で
、
花
の
都
を
離
れ
る
悲
し
み
を
堪
え
て
神
の

お
わ
す
地
へ
と
下
向
し
て
い
っ
た
俊
頼
を
賞
賛
し
慰
め
る
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
様
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
時
期
を
定
め
る
こ
と
が
難
し
く
、こ
こ
で
取
り
上
げ
た『
梁

塵
秘
抄
』
二
六
○
番
も
顕
季
の
歌
に
先
行
し
て
流
布
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
断
言

は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
顕
季
の
消
息
に
は
「
ち
は
や
ぶ
る
神
な
づ
き
」、「
は
ま
の

ま
さ
ご
の
か
ず
」
や
「
う
き
は
し
」
な
ど
、
既
存
の
和
歌
の
句
が
様
々
に
取
り
込
ま

れ
て
い
る
（
13
）。
そ
れ
ら
と
同
じ
く
、「
花
の
都
を
ふ
り
捨
て
て
」
と
い
う
当
時
の

和
歌
に
は
珍
し
か
っ
た
詞
章
が
、
既
存
の

0

0

0

今
様
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
は
残

さ
れ
て
良
い
よ
う
に
思
う
。

以
上
、
顕
季
の
消
息
文
の
中
に
今
様
と
の
交
流
の
跡
を
見
て
き
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
贈
答
歌
の
例
だ
け
で
は
、
俊
頼
か
ら
影
響
を
受
け
た
一
回
的
な
も
の
と
も

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
顕
季
の
和
歌
と
今
様
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
見

て
い
く
。

三
．
顕
季
歌
と
今
様

本
節
で
は
、
顕
季
が
用
い
て
い
る
歌
語
と
今
様
の
詞
章
の
近
接
に
つ
い
て
見
て
い

く
が
、
顕
季
歌
の
大
部
分
を
収
め
る
『
六
条
修
理
大
夫
集
』
を
精
査
し
て
い
く
と
、

次
の
よ
う
な
作
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。

【
例
1
】

な
み
か
く
る
き
し
の
ひ
た
ひ
の
そ
な
れ
木
の
そ
な
れ
て
い
も
と
ぬ
る
よ
し
も
が
な

（
六
条
修
理
大
夫
集

恋

一
二
三
）
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水
馴
木
の

水
馴
磯
馴
れ
て
別
れ
な
ば

恋
し
か
ら
ん
ず
ら
む
も
の
を
や

睦
れ
馴
ら
ひ
て

（
梁
塵
秘
抄

四
六
五
）

と
し
わ
か
き
を
と
こ
の
、
わ
れ
に
ま
さ
り
た
る
人
の
女
を
思
ひ
か
け

て
、
か
か
る
人
あ
り
と
し
ら
せ
む
、
さ
や
う
に
い
ひ
つ
べ
き
事
と
せ

め
し
か
ば
、
は
な
れ
ぬ
人
と
き
き
て

み
な
れ
き
に
し
ほ
や
く
あ
ま
の
ほ
ど
よ
り
は
け
ぶ
り
の
た
か
き
も
の
を
こ

そ
思
へ

（
相
模
集

一
六
三
）

み
な
れ
ぎ
の
見
な
れ
そ
な
れ
て
は
な
れ
な
ば
こ
ひ
し
か
ら
ん
や
こ
ひ
し
か
ら

じ
や

（
源
氏
釈

八
一
）

そ
な
れ
木
の
そ
な
れ
そ
な
れ
て
ふ
す
苔
の
ま
ほ
な
ら
ず
と
も
あ
ひ
み
て
し

か
な

（
千
載
和
歌
集

恋
歌
三

八
〇
四

待
賢
門
院
安
芸
／

久
安
百
首

一
二
六
三
）

風
ふ
け
ば
な
み
こ
す
い
そ
の
そ
な
れ
ま
つ
根
に
あ
ら
は
れ
て
な
き
ぬ
べ
ら

な
り

（
古
今
和
歌
六
帖

ま
つ

四
一
一
三

人
丸
）

摂
政
殿
下
に
て
、
人
人
に
十
首
歌
よ
ま
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
に
、
桜
を

よ
め
る

を
ち
こ
ち
に
花
咲
き
ぬ
れ
ば
さ
ぎ
の
ゐ
る
そ
な
れ
の
松
に
み
ぞ
ま
が
へ
け

る

（
散
木
奇
歌
集

一
〇
九
）

よ
る
の
こ
ひ

波
の
よ
る
い
は
ね
に
た
て
る
そ
な
れ
松
ま
だ
ね
も
い
ら
ず
恋
ひ
あ
か
し
つ

る

（
基
俊
集

七
四
）

顕
季
歌
に
見
え
る
「
そ
な
れ
木
」
と
い
う
語
は
、顕
季
が
用
い
た
他
に
は
『
千
載
集
』

八
○
四
番
に
あ
ら
わ
れ
る
ま
で
用
例
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
待
賢
門
院

安
芸
の
歌
自
体
、
詠
歌
内
容
か
ら
し
て
顕
季
の
歌
を
念
頭
に
置
い
て
詠
ま
れ
た
と
思

わ
れ
る
。

で
は
、「
そ
な
れ
木
」
に
類
す
る
語
は
あ
る
の
か
と
探
っ
て
い
く
と
、
近
い
言
葉

に
「
そ
な
れ
松
」
が
あ
っ
た
。
こ
の
語
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
四
一
一
三
番
が
現

存
す
る
最
古
の
用
例
で
あ
る
が
、『
基
俊
集
』
七
四
番
に
お
い
て
「
よ
る
の
こ
ひ
」

の
題
で
用
い
ら
れ
る
ま
で
、
恋
歌
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
語

そ
れ
自
体
の
使
用
例
が
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、「
そ
な
れ
松
」
は
『
堀
河
百
首
』

を
経
由
し
て
後
代
に
影
響
を
与
え
た
歌
語
の
一
つ
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（
14
）。

『
六
条
修
理
大
夫
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
歌
々
は
お
お
よ
そ
年
代
順
に
配
列
さ
れ

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
15
）
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
一
二
三
番
は
『
堀
河
百
首
』

成
立
後
の
詠
歌
群
中
に
位
置
し
て
お
り
、
推
定
さ
れ
る
詠
作
年
次
か
ら
「
そ
な
れ
木
」

は
『
堀
河
百
首
』
で
用
い
ら
れ
た
「
そ
な
れ
松
」
か
ら
発
想
を
得
て
創
作
さ
れ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
『
梁
塵
秘
抄
』
四
六
五
番
、
あ
る
い
は
『
源
氏
釈
』
八
一

番
の
ほ
う
が
言
葉
続
き
や
用
法
な
ど
に
類
似
点
が
多
い
。
こ
の
二
首
に
見
ら
れ
る「
み

な
れ
ぎ
」
は
「
み
な
れ
木
の
み
な
れ
そ
な
れ
て
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
み

な
れ
木
（
＝
水
に
漬
か
り
慣
れ
た
木
）」
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
そ
な
れ
木
（
＝
風

に
吹
か
れ
て
這
う
よ
う
な
形
に
な
っ
た
木
）」
で
も
あ
っ
た
。
一
方
、
顕
季
の
歌
も
、

波
の
か
か
る
水
際
の
「
そ
な
れ
木
」
を
詠
ん
で
い
る
の
で
、
先
に
あ
げ
た
二
首
と
よ

く
似
た
「
み
な
れ
そ
な
れ
」
た
状
態
の
木
を
題
材
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

顕
季
歌
も『
梁
塵
秘
抄
』・『
源
氏
釈
』の
歌
も
す
べ
て
が
恋
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

「
い
も
と
ぬ
る
よ
し
も
が
な
」
と
い
う
句
の
「
ぬ
る
」
は
、「
波
」
や
「
岸
」
と
の
縁

語
関
係
に
あ
る
「
濡
る
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
恋
人
と
「
寝
る
」
と
い
う
意
味
の
掛

詞
で
も
あ
り
、「
睦
れ
馴
ら
ひ
て
」
と
い
う
今
様
の
詞
章
と
共
通
す
る
内
容
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
そ
な
れ
木
の
そ
な
れ
」
と
詠
ん
だ
顕
季
は
、
今

様
の
制
作
年
次
と
い
う
問
題
は
残
る
も
の
の
、「
み
な
れ
木
の
み
な
れ
」
と
歌
っ
た

今
様
と
和
歌
か
ら
学
ん
だ
可
能
性
を
指
摘
し
て
よ
い
か
と
思
う
。

【
例
2
】

む
す
ぶ
手
に
扇
の
風
も
わ
す
ら
れ
て
お
ぼ
ろ
の
し
水
涼
し
か
り
け
り
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（
六
条
修
理
大
夫
集

二
一
四
／
堀
河
百
首

泉

五
五
三

顕
季
）

松
の
木
陰
に
立
ち
寄
り
て

岩
も
る
水
を
掬
ぶ
ま
に

扇
の
風
も
忘
ら
れ

て

夏
な
き
年
と
ぞ
思
ひ
ぬ
る

（
梁
塵
秘
抄

四
三
三
）

河
原
院
の
い
づ
み
の
も
と
に
す
ず
み
侍
り
て

恵
慶
法
師

松
影
の
い
は
ゐ
の
水
を
む
す
び
あ
げ
て
夏
な
き
と
し
と
思
ひ
け
る
か
な

（
拾
遺
和
歌
集

夏

一
三
一
）

六
月
に
岩
も
る
清
水
む
す
ば
れ
ば
あ
ふ
ぎ
の
風
を
忘
れ
ま
し
や
は

（
堀
河
百
首

泉

五
二
九

公
実
）

八
重
む
ぐ
ら
し
げ
み
が
下
に
む
す
ぶ
て
ふ
お
ぼ
ろ
の
清
水
夏
も
し
ら
れ
ず

（
堀
河
百
首

泉

五
三
〇

匡
房
）

『
堀
河
百
首
』
泉
題
に
お
け
る
顕
季
の
詠
は
、『
梁
塵
秘
抄
』
四
三
三
番
と
「
扇
の

風
も
忘
ら
れ
て
」
の
句
が
一
致
す
る
ほ
か
、
清
水
を
手
に
掬
っ
て
涼
を
と
る
と
い
う

発
想
自
体
も
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
今
様
に
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

先
に
も
述
べ
た
が
、
今
様
の
多
く
は
製
作
年
代
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、
和
歌

と
今
様
の
い
ず
れ
が
先
に
詠
ま
れ
た
の
か
そ
の
先
後
を
決
す
る
の
は
難
し
い
。
し
か

し
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
顕
季
が
先
行
す
る
今
様
に
学
ん
だ
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思

う
。顕

季
と
同
じ
く
泉
の
題
で
詠
ま
れ
た
公
実
歌
は
、「
岩
も
る
清
水
む
す
ば
れ
」と「
あ

ふ
ぎ
の
風
を
忘
れ
」
の
部
分
に
つ
い
て
、
今
様
の
語
彙
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
も
の
の

表
現
が
よ
く
重
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、同
様
に
泉
題
で
匡
房
が
詠
ん
だ
歌
に
も
、顕
季
・

公
実
と
語
彙
や
発
想
の
近
似
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
『
堀
河
百
首
』
の
泉

の
歌
三
首
を
縒
り
合
わ
せ
て
今
様
が
作
ら
れ
た
こ
と
を
想
定
す
る
よ
り
は
、
す
で
に

あ
っ
た
今
様
を
元
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
詠
み
出
さ
れ
た
と
す
る
ほ
う
が
自
然
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
堀
河
百
首
』
制
作
の
背
景
に
は
、
共
通
の
詠
歌
資
料

な
ど
を
持
っ
て
、
出
詠
歌
人
ら
が
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
っ
た
「
百
首
作
歌
研
究
会
」

の
よ
う
な
場
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
（
16
）。「
泉
」
題
三
首
に
お
け

る
語
彙
の
重
な
り
具
合
か
ら
す
る
と
、
そ
の
研
究
会
に
お
い
て
今
様
が
共
通
の
資
料

と
し
て
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
低
く
な
い
。

ま
た
、
更
に
こ
こ
で
は
「
朧
の
清
水
」
に
関
し
て
も
今
様
の
影
響
を
想
定
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
よ

大
原
や
朧
の
清
水
世
に
す
ま
ば

ま
た
も
逢
ひ
み
ん
面
が
は
り
す

な

（
梁
塵
秘
抄

九
）

世
に
す
ま
ば
又
も
見
に
こ
む
大
原
や
お
ぼ
ろ
の
し
水
お
も
が
は
り
す
な

（
新
撰
朗
詠
集

水
付
漁
夫

四
七
七

能
宣
）

お
ほ
は
ら
や
お
ぼ
ろ
の
し
水
よ
に
す
ま
ば
ま
た
も
あ
ひ
み
ん
お
も
が
は
り

す
な

（
袖
中
抄

四
一
九
）

「
朧
の
清
水
」
と
い
う
歌
枕
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
『
新
撰
朗
詠
集
』
の
大
中
臣
能

宣
の
歌
が
最
も
古
い
作
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
今
様
と
し
て
歌
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、の
ち
に
『
梁
塵
秘
抄
』
九
番
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
梁
塵
秘
抄
』

九
番
は
、「
そ
よ
」
と
い
う
囃
し
詞
を
除
い
た
和
歌
の
形
で
『
袖
中
抄
』
に
採
録
さ

れ
て
は
い
る
が
、『
堀
河
百
首
』
出
詠
の
歌
人
ら
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
ま
で
「
朧

の
清
水
」
が
和
歌
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
（
17
）、
次
に
あ
げ
る
『
後
拾
遺
集
』

の
贈
答
歌
が
唯
一
の
作
例
で
あ
っ
た
。

良
暹
法
師
大
は
ら
に
こ
も
り
ゐ
ぬ
と
き
き
て
つ
か
は
し
け
る素

意
法
師

み
く
さ
ゐ
し
お
ぼ
ろ
の
し
み
づ
そ
こ
す
み
て
心
に
月
の
か
げ
は
う
か
ぶ
や

か
へ
し

良
暹
法
師

ほ
ど
へ
て
や
月
も
う
か
ば
ん
お
ほ
は
ら
や
お
ぼ
ろ
の
し
み
づ
す
む
な
ば
か

り
ぞ

（
後
拾
遺
和
歌
集

雑
三

一
〇
三
六
・
一
〇
三
七
）
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し
か
し
、
素
意
と
良
暹
の
贈
答
歌
の
「
朧
の
清
水
」
は
、
大
原
と
い
う
地
の
実
景

を
意
識
し
た
こ
と
、「
朧
」
と
「
月
」
と
が
縁
語
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
朧
の
清
水
」

が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、「
泉
」
を
主
題
と
し
た
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
歌
の
内
容
自
体
も
『
堀
河
百
首
』
の
顕
季
・
匡
房
の
歌
に
重
な
る
と

こ
ろ
は
な
く
、
そ
も
そ
も
「
朧
の
清
水
」
が
夏
の
泉
の
涼
し
さ
を
表
現
す
る
際
に
用

い
ら
れ
た
の
は
顕
季
と
匡
房
の
二
首
の
み
で
、
こ
れ
以
降
も
季
節
的
な
要
素
が
歌
語

に
持
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
新
古
今
時
代
以
降
に
な
っ
て
「
朧

の
清
水
」
は
か
な
り
用
例
を
伸
ば
す
が
、『
堀
河
百
首
』
の
歌
々
と
は
傾
向
を
異
に
し
、

多
く
は
『
後
拾
遺
集
』
の
贈
答
歌
を
下
敷
き
に
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
。

そ
れ
で
は
何
故
こ
こ
で
「
朧
の
清
水
」
と
い
う
歌
枕
が
選
択
さ
れ
た
の
か
。
顕
季
・

匡
房
の
「
泉
」
詠
は
、
文
字
数
さ
え
合
え
ば
他
の
泉
で
あ
っ
て
も
不
自
然
の
な
い
内

容
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
朧
の
清
水
」
で
歌
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
歌
枕
が
「
謡
い
も
の

の
歌
」
に
含
ま
れ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら

く
「
朧
の
清
水
」
は
『
堀
河
百
首
』
に
見
出
さ
れ
る
ま
で
、
朗
詠
あ
る
い
は
今
様
の

場
に
お
い
て
「
謡
わ
れ
る
」
歌
で
し
か
な
く
、
勅
撰
集
入
集
歌
に
用
い
ら
れ
た
語
と

の
認
識
は
未
だ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、積
極
的
な
歌
語
の
拡
充
を
は
か
っ
た
『
堀

河
百
首
』
ま
で
和
歌
に
は
用
い
ら
れ
ず
に
い
た
。
そ
れ
が
、
先
に
あ
げ
た
「
百
首
作

歌
研
究
会
」
に
お
い
て
、「
泉
」
題
の
歌
で
今
様
の
歌
詞
を
用
い
よ
う
と
し
た
と
き
に
、

同
じ
謡
い
も
の
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
18
）。

【
例
3
】

み
ね
た
か
き
こ
し
の
尾
山
に
入
る
人
は
柴
車
に
て
く
だ
る
な
り
け
り

（
堀
河
百
首

雑

山

一
三
六
五

顕
季
）

勝
れ
て
速
き
も
の

鷂
隼
手
な
る
鷹

瀧
の
水

山
よ
り
落
ち
来
る
柴
車

三
所
五
所
に
申
す

（
梁
塵
秘
抄

三
七
四
）

柴
車
お
ち
く
る
ほ
ど
に
あ
し
曳
の
山
の
た
か
さ
を
空
に
し
る
か
な

（
堀
河
百
首

雑

山

一
三
六
二

匡
房
）

や
ま
ぢ
い
づ
る
し
ば
の
く
る
ま
に
雪
ふ
れ
ば
は
な
の
き
つ
め
る
こ
こ
ち
こ

そ
す
れ

（
為
忠
家
後
度
百
首

車
中
雪

五
五
三

俊
成
）

あ
や
ぶ
ま
で
嶺
よ
り
く
だ
す
柴
車
法
に
心
や
そ
み
か
く
だ
な
る

（
久
安
百
首

羈
旅

一
三
九
五

小
大
進
）

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
柴
車
」
は
、和
歌
に
お
い
て
は
『
堀
河
百
首
』
の
顕
季
・

匡
房
詠
が
最
も
早
く
、
こ
れ
以
降
、
さ
ほ
ど
の
数
は
な
い
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
く
る
。
植
木
朝
子
氏
は
『
梁
塵
秘
抄
』
と
『
堀
河
百
首
』
と
に
あ
ら
わ
れ
る
「
柴
車
」

に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
が
先
か
製
作
年
次
の
先
後
を
明
言
で
き
な
い
と
し
つ
つ
も
、
初

期
に
こ
の
語
を
用
い
た
の
が
、
い
ず
れ
も
今
様
と
関
わ
り
の
見
ら
れ
る
歌
人
で
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
19
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
【
例
3
】
の
歌
に
対
し
、
顕

季
が
今
様
か
ら
直
接
に
「
柴
車
」
を
取
り
入
れ
た
と
ま
で
は
言
え
な
く
と
も
、
歌
謡

と
交
流
す
る
語
彙
の
土
壌
に
あ
っ
た
言
葉
を
用
い
た
こ
と
は
指
摘
し
て
よ
か
ろ
う
。

【
例
4
】

つ
と
め
て
は
ま
づ
ぞ
な
が
む
る
は
ち
す
ば
を
つ
ひ
は
わ
が
み
の
や
ど
り
と
お
も

へ
ば

（
六
条
修
理
大
夫
集

蓮

二
一
二
）

極
楽
は
遥
け
き
ほ
ど
と
聞
き
し
か
ど

つ
と
め
て
到
る
所
な
り
け
り

（
梁
塵
秘
抄

五
六
四
）

極
楽
を
ね
が
ひ
て
よ
み
侍
り
け
る

仙
慶
法
師

極
楽
は
は
る
け
き
ほ
ど
と
き
き
し
か
ど
つ
と
め
て
い
た
る
と
こ
ろ
な
り
け

り（
拾
遺
和
歌
集

哀
傷

一
三
四
三
／
千
載
和
歌
集

雑
下

題
し
ら
ず

一
二
〇
一

空
也
上
人
／
袋
草
紙

二
四
四

千
観
内
供
）
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さ
て
、
顕
季
の
蓮
の
詠
で
あ
る
が
、「
勤
行
」
の
意
味
で
あ
れ
「
早
朝
」
の
意
味

で
あ
れ
、「
つ
と
め
て
」
と
い
う
語
が
和
歌
に
詠
ま
れ
る
の
は
顕
季
以
前
に
は
ほ
と

ん
ど
用
例
が
な
い
。『
梁
塵
秘
抄
』
五
六
四
番
の
原
拠
で
あ
る
『
拾
遺
集
』

一
三
四
三
番
以
外
で
は
、『
道
綱
母
集
』
一
番
に
用
い
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
（
20
）。

し
か
し
、『
道
綱
母
集
』
の
歌
は
『
観
普
賢
経
』
の
「
衆
罪
如
霜
露

恵
日
能
消
除
」

を
詠
じ
た
歌
で
あ
っ
て
、【
例
4
】
の
顕
季
歌
と
内
容
的
に
重
な
る
と
こ
ろ
は
な
く
、

顕
季
は
「
極
楽
は
は
る
け
き
ほ
ど
と
き
き
し
か
ど
つ
と
め
て
い
た
る
と
こ
ろ
な
り
け

り
」と
い
う
和
歌（
も
し
く
は
今
様
）か
ら
発
想
を
得
て
詠
ん
だ
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

早
朝
の
勤
行
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
花
開
く
「
は
ち
す
ば
」
に
極
楽
を
見
、そ
こ
が
「
つ

い
は
我
が
身
の
や
ど
り
」
と
な
る
の
だ
と
詠
む
の
は
、
極
楽
を
「
つ
と
め
て
至
る
所

な
り
け
り
」
と
詠
ん
だ
『
拾
遺
集
』
の
和
歌
（
も
し
く
は
今
様
）
が
ベ
ー
ス
に
置
か

れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
極
楽
は
は
る
け
き
ほ
ど
と
」
と
い
う
歌
は
、『
拾
遺
集
』
で

は
仙
慶
法
師
の
作
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
降
、『
和
漢
朗
詠
集
』
で
は
作
者
名

が
記
さ
れ
ず
、『
千
載
集
』
で
は
空
也
上
人
の
作
、『
袋
草
紙
』
で
は
千
観
内
供
の
作

と
さ
れ
、
作
者
に
か
な
り
の
揺
れ
が
出
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
千
載
集
』
や
『
袋

草
紙
』
が
編
ま
れ
た
時
代
に
は
『
拾
遺
集
』
よ
り
も
『
拾
遺
抄
』
が
尊
重
さ
れ
て
い

た
た
め
、
勅
撰
集
入
集
歌
と
し
て
の
認
識
は
さ
ほ
ど
強
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
考
え
を
補
強
し
う
る
例
と
し
て
、
次
に
寂
念
の
歌
を
あ
げ

る
。

こ
と
ぢ
と
云
ふ
歌
う
た
ひ
念
仏
所
に
て
夜
も
す
が
ら
歌
う
た
ひ
て
き

り
じ
と
い
ふ
あ
さ
経
よ
み
な
ど
せ
し
を
、
伊
賀
入
道
聞
き
て
き
よ
う

に
入
り
て
我
が
門
と
い
ふ
催
馬
楽
う
た
ひ
な
ど
し
て
わ
す
れ
が
た
く

し
て
思
ひ
給
ふ
事
を
、
か
ど
む
か
ひ
と
よ
み
侍
り
し
こ
と
な
ど
を
思

ひ
い
で
ら
れ
け
る
に
や
、
の
ぼ
り
て
後
入
道
の
も
と
よ
り
歌
三
首
を

よ
み
て
遣
し
た
り
け
る

行
き
や
す
く
つ
と
め
て
ゐ
た
る
極
楽
の
か
ど
む
か
ひ
こ
そ
思
ひ
で
ら
る
れ

（
頼
政
集

六
五
三
）

詞
書
か
ら
、
寂
念
（
伊
賀
入
道
）
は
こ
と
ぢ
・
き
り
じ
と
い
う
遊
女
二
人
が
念
仏

所
で
終
夜
、
歌
を
歌
い
経
を
読
ん
だ
の
を
非
常
に
楽
し
み
、
そ
の
夜
の
思
い
出
を
後

に
頼
政
へ
詠
み
送
っ
た
の
だ
と
知
れ
る
。
そ
の
歌
の
な
か
に
「
行
き
や
す
く
つ
と
め

て
い
た
る
極
楽
は
」
と
あ
っ
て
、「
極
楽
は
は
る
け
き
ほ
ど
と
」
と
い
う
歌
と
の
影

響
関
係
が
感
じ
ら
れ
る
。
寂
念
歌
が
、
遊
女
二
人
と
の
交
歓
と
い
う
今
様
の
気
分
も

濃
厚
な
状
況
を
思
い
起
こ
し
て
詠
ま
れ
た
と
い
う
事
情
を
考
え
る
に
、「
極
楽
は
は

る
け
き
ほ
ど
と
」
と
い
う
歌
は
、
こ
こ
に
お
い
て
も
や
は
り
勅
撰
集
入
集
歌
と
い
う

よ
り
は
、『
梁
塵
秘
抄
』
に
収
め
ら
れ
る
よ
う
な
歌
謡
的
な
側
面
の
強
い
歌
と
し
て

享
受
さ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
よ
う
に
思
う
（
21
）。

以
上
、
だ
い
ぶ
大
掴
み
で
は
あ
る
が
、
顕
季
が
和
歌
に
用
い
た
表
現
・
発
想
と
今

様
と
の
近
接
、
語
の
用
法
に
お
け
る
歌
謡
的
側
面
な
ど
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。

顕
季
の
和
歌
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
は
『
万
葉
集
』
に
特
有
の
語
彙
を
取
り
入
れ
る

こ
と
が
盛
ん
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
万
葉
歌
と
の
繋
が
り
を
強
調
す
る
よ
う
な
指
摘

が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
一
方
で
、
今
様
の
よ
う
に
流
行
の
最
先
端
と
も
言
う
べ
き
も

の
を
も
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

た
だ
し
、
和
歌
と
今
様
と
の
交
流
は
顕
季
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
先

に
【
例
2
】・【
例
3
】
で
論
じ
た
よ
う
に
、
顕
季
に
近
し
い
位
置
に
い
る
歌
人
ら
に

も
同
様
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
さ
ら
に
言
え
ば
、
今
様
好
き
が
多
数
存
在

し
た
白
河
院
周
辺
の
歌
人
（
22
）
全
般
に
指
摘
で
き
る
傾
向
で
も
あ
っ
た
。

四
．
院
政
期
和
歌
と
今
様
―
―
結
び
に
か
え
て

本
節
で
は
ま
ず
、
前
節
末
尾
で
述
べ
た
白
河
院
周
辺
の
歌
人
と
今
様
と
の
影
響
関

係
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
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【
例
5
】

冬
は
山
伏
修
行
せ
し

庵
と
頼
め
し
木
の
葉
も
紅
葉
し
て

散
り
果
て
て

空

寂
し

褥
と
思
ひ
し
苔
に
も
初
霜
雪
降
り
積
み
て

岩
間
に
流
れ
来
し
水
も

氷
し
に
け
り

（
梁
塵
秘
抄

三
○
五
）

や
ま
ぶ
し
の
た
の
む
こ
の
も
と
し
ぐ
れ
し
て
な
み
だ
と
ま
ら
ぬ
ふ
ゆ
は
き

に
け
り

（
為
忠
家
初
度
百
首

初
冬
時
雨

四
四
五

源
仲
正
）

和
歌
に
「
山
伏
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
、
勅
撰
集
で
も
三
代
集
あ
た
り
か
ら
見
ら

れ
、
と
り
た
て
て
珍
し
い
歌
材
で
は
な
い
（
23
）。
ま
た
、
仲
正
歌
の
上
句
に
は
本
歌

と
も
言
え
る
よ
う
な
歌
が
『
古
今
集
』
に
あ
る
。

う
り
む
ゐ
ん
の
木
の
か
げ
に
た
た
ず
み
て
よ
み
け
る

僧
正
へ
ん
ぜ

う

わ
び
人
の
わ
き
て
た
ち
よ
る
こ
の
本
は
た
の
む
か
げ
な
く
も
み
ぢ
ち
り
け

り

（
古
今
和
歌
集

秋
歌
下

二
九
二
）

こ
の
遍
昭
の
歌
は
、
一
見
す
る
と
仲
正
歌
の
上
句
と
内
容
的
に
よ
く
似
て
お
り
、

か
つ
『
梁
塵
秘
抄
』
三
○
五
番
の
前
半
部
と
も
重
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

元
々
「
侘
び
人
」
と
は
僧
俗
を
問
わ
ず
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
る
人
や
望
み
の
叶
わ
ぬ

傷
心
の
人
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
遍
昭
歌
の
場
合
、
作
者
が
僧
侶
で
あ
る
こ

と
か
ら
「
侘
び
人
」
に
俗
世
を
離
れ
た
修
行
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
負
わ
せ
る
注
釈
書
も

あ
る
（
24
）
が
、
秋
の
部
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
素
直
に
読
み
下
し
た
と
き
に
閑

寂
と
し
た
秋
の
景
色
を
詠
ん
だ
叙
景
歌
と
す
る
こ
と
も
可
能
な
内
容
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
だ
解
釈
を
せ
ず
と
も
よ
い
か
と
思
う
。
ま
た
、「
侘
び
人
」

に
「
俗
世
を
離
れ
た
隠
遁
者
の
形
象
」（
25
）
が
明
確
に
込
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
が
平
安
後
期
以
降
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
仲
正
歌
は
遍
昭
歌
と
の
間
に
直
接

的
な
影
響
関
係
を
見
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
使
用
語
彙
の
近
し
さ
か
ら
す
れ
ば
今
様
と

の
ほ
う
が
近
し
い
。

源
仲
正
は
今
様
を
ふ
ま
え
て
和
歌
を
詠
ん
だ
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
歌
人
で

あ
る
（
26
）。
仲
正
が
そ
の
よ
う
な
歌
人
で
あ
れ
ば
、【
例
5
】
の
歌
に
関
し
て
も
、

す
で
に
あ
っ
た
今
様
か
ら
直
接
自
詠
の
発
想
を
得
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。も

ち
ろ
ん
今
様
の
成
立
年
代
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
仲
正
歌
か
ら
三

○
五
番
の
今
様
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
仲
正
歌
と

ほ
ぼ
同
時
代
に
詠
ま
れ
た
歌
で
、
や
は
り
『
梁
塵
秘
抄
』
三
○
五
番
の
詞
章
と
句
が

似
て
い
る
歌
と
し
て
次
の
二
首
が
あ
る
。

さ
む
さ
に
人
わ
ろ
く
お
も
ひ
て
こ
も
り
ゐ
て
侍
り
し
に
、
木
ず
ゑ
さ

び
し
く
な
り
て
侍
り
し
か
ば

や
ま
お
ろ
し
の
身
に
し
む
か
ぜ
の
け
は
し
さ
に
た
の
む
こ
の
は
も
ち
り
は

て
に
け
り

（
行
尊
大
僧
正
集

六
）

お
や
に
お
く
れ
て
の
ち
、
い
も
う
と
に
わ
か
る
と
て

む
ら
ど
り
の
た
の
む
こ
の
は
も
ち
り
は
て
て
そ
ら
に
わ
か
る
る
こ
こ
ち
こ

そ
す
れ

（
江
帥
集

一
八
四
）

「
た
の
む
こ
の
は
も
ち
り
は
て
」
と
い
う
句
は
、
な
ん
ら
特
殊
な
歌
語
を
含
む
も

の
で
は
な
い
が
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
類
似
す
る
句
は
こ
れ
以
前
の
和
歌
に
は

見
ら
れ
ず
、
以
降
に
も
ほ
と
ん
ど
作
例
が
見
ら
れ
な
い
（
27
）。
行
尊
と
匡
房
の
歌
に

つ
い
て
は
、
い
ず
れ
か
一
方
が
も
う
一
方
の
詠
歌
に
影
響
を
受
け
て
詠
ま
れ
た
可
能

性
は
高
い
が
、
少
な
く
と
も
ど
ち
ら
か
一
首
は
今
様
の
詞
章
に
近
し
い
句
を
自
ら
の

考
え
に
よ
っ
て
詠
み
出
し
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
二
首
は
い
ず
れ
も
人
口
に
膾
炙
し

た
秀
歌
と
は
言
い
難
く
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
句
が
わ
ざ
わ
ざ
今
様
に
転
用
さ
れ
た

と
す
る
よ
り
は
、
や
は
り
既
存
の
今
様
を
用
い
て
こ
れ
ら
の
歌
が
詠
ま
れ
た
と
す
る

ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
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【
例
6
】

心
の
澄
む
も
の
は

秋
は
山
田
の
庵
ご
と
に

鹿
驚
か
す
て
ふ
引
板
の
声

衣

し
で
打
つ
槌
の
音

（
梁
塵
秘
抄

三
三
二
）

あ
し
ひ
き
の
山
だ
の
ひ
た
の
ひ
た
ぶ
る
に
わ
す
る
る
人
を
お
ど
ろ
か
す
か

な

（
古
今
和
歌
六
帖

お
ど
ろ
か
す

二
八
八
六
）

今
様
に
「
心
澄
む
も
の
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
引
板
の
音
と
砧
の
音
は
、

い
ず
れ
も
和
歌
の
素
材
と
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
引

板
」
も
古
く
は
右
に
あ
げ
た
よ
う
に
『
古
今
和
歌
六
帖
』
あ
た
り
か
ら
作
例
が
見
ら

れ
る
。
し
か
し
、
引
板
と
鹿
と
が
詠
み
合
わ
せ
ら
れ
た
作
品
が
現
れ
は
じ
め
る
の
は
、

こ
れ
よ
り
も
大
分
下
り
、
続
い
て
あ
げ
る
数
首
が
初
期
の
例
（
28
）
の
お
お
よ
そ
と
な

る
。

田
上
に
て
山
田
の
方
に
し
か
お
ど
ろ
か
す
お
と
に
め
を
さ
ま
し
て
よ

め
る

さ
夜
ふ
け
て
山
田
の
ひ
た
の
こ
ゑ
き
け
ば
鹿
な
ら
ぬ
身
も
お
ど
ろ
か
れ
け

り

（
散
木
奇
歌
集

四
四
一
）

か
き
ひ
た
し

を
山
だ
に
し
か
こ
そ
き
ゐ
れ
も
も
は
が
き
ひ
た
し
か
け
ね
ば
お
と
も
か
く

れ
ず

（
二
条
太
皇
太
后
宮
大
弐
集

こ
れ
は
か
く
し
だ
い

一
九
五
）

ひ
た
ぶ
る
に
山
田
の
中
に
家
ゐ
し
て
す
だ
く
を
し
か
を
お
ど
ろ
か
す
か
な

（
堀
河
百
首

田
家

一
五
一
六

永
縁
）

田
家
霧

あ
さ
ぎ
り
に
し
づ
の
か
ど
た
を
わ
け
ゆ
け
ば
ひ
と
を
も
し
か
と
ひ
た
な
ら

す
な
り

（
為
忠
家
初
度
百
首

田
家
霧

三
八
一

顕
広
）

こ
の
よ
う
に
、
初
期
に
は
、
宮
廷
で
今
様
が
盛
ん
に
な
る
時
期
の
歌
人
ら
に
よ
っ

て
引
板
と
鹿
と
の
取
り
合
わ
せ
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
々

の
発
想
源
を
即
座
に
今
様
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
し
難
い
。

九
月
十
余
日
、
野
山
の
け
し
き
は
、
深
く
見
知
ら
ぬ
人
だ
に
た
ゞ
に
や
は
お
ぼ

ゆ
る
。
山
風
に
た
へ
ぬ
木
ゝ
の
梢
も
峰
の
葛
葉
も
、
心
あ
は
た
ゝ
し
う
あ
ら
そ

ひ
散
る
ま
ぎ
れ
に
、
た
う
と
き
読
経
の
声
か
す
か
に
、
念
仏
な
ど
の
声
ば
か
り

し
て
、
人
の
け
は
ひ
い
と
少
な
う
、
木
枯
ら
し
の
吹
き
払
ひ
た
る
に
、
鹿
は
た
ゞ

ま
が
き
の
も
と
に
た
ゝ
ず
み
つ
ゝ
、
山
田
の
引
板
に
も
お
ど
ろ
か
ず
、
色
濃
き

稲
ど
も
の
中
に
ま
じ
り
て
う
ち
鳴
く
も
、
愁
へ
顔
な
り
。

（
源
氏
物
語

夕
霧
）（
29
）

『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
に
は
波
線
部
の
よ
う
な
表
現
が
あ
り
、
あ
る
い
は
歌
人
ら

は
こ
の
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
と
っ
て
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
も
想
定
し
う
る
。
俊
頼

に
つ
い
て
は
、
実
際
に
幾
つ
か
の
歌
に
つ
い
て
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
用
い
て
歌

を
詠
ん
で
い
た
よ
う
だ
と
の
指
摘
が
岡
崎
真
紀
子
氏
に
あ
る
（
30
）。
そ
の
享
受
の
仕

方
は
、
明
石
・
須
磨
巻
以
外
で
は
内
容
は
取
り
入
れ
ず
「
個
々
の
こ
と
ば
や
部
分
的

な
語
句
の
照
応
」
に
と
ど
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、「
山
風
に
堪
へ
ぬ
木
々
の

梢
も
、
峰
の
葛
葉
も
、
心
あ
わ
た
た
し
う
争
ひ
散
る
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
一
種

騒
然
と
し
た
場
面
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
俊
頼
歌
が
詠
ま
れ
た
な
ら

ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
指
摘
に
あ
る
享
受
方
法
に
合
致
す
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
引
板
と
鹿
と
を
取
り
合
わ
せ
た
歌
々
が
院
政
期
の
歌
人
ら
に
よ
っ
て
同

時
多
発
的
に
詠
ま
れ
出
し
た
こ
と
も
、
や
は
り
見
過
ご
し
に
は
で
き
な
い
。
俊
頼
歌

は
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
係
か
ら
詠
み
出
さ
れ
た
の
だ
と
解
釈
で
き
た
と
し
て
も
、

こ
の
頃
に
は
物
語
の
本
文
を
と
っ
て
歌
を
詠
む
こ
と
は
一
般
的
な
方
法
と
は
な
っ
て

い
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
思
え
ば
、
俊
頼
以
外
の
歌
人
の
歌
に
ま
で
源
氏
享
受
を

当
て
は
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
あ
る
い
は
、
俊
頼
歌
か
ら
学
ん
で
他
の
歌
々
が
詠
ま

れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
俊
頼
歌
は
詞
書
が
確
か
な
ら
ば
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田
上
の
別
業
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
ご
く
私
的
な
詠
で
あ
っ
て
、
と
り
た
て
て
秀
歌
と

も
思
え
な
い
田
舎
の
一
齣
を
詠
ん
だ
歌
が
、
他
歌
人
詠
に
影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か

は
疑
わ
し
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
引
板
と
鹿
と
を
取
り
合
わ
せ
た
歌
の

発
想
の
源
は
『
源
氏
物
語
』
や
俊
頼
歌
以
外
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら

の
代
わ
り
と
し
て
『
梁
塵
秘
抄
』
三
三
二
番
の
今
様
が
存
在
し
た
可
能
性
を
見
て
も

よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
少
し
時
代
は
下
る
が
、
院
政
期
の
歌
合
に
お
い
て
今
様
の
利
用
を
指
摘
し

た
判
詞
も
書
か
れ
て
い
る
。

二
番

左
持

三
郎
君

秋
の
よ
の
月
の
ひ
か
り
は
か
は
ら
ね
ど
た
び
の
そ
ら
こ
そ
あ
は
れ
な
り
け
れ

右

牛
君

あ
き
の
夜
は
た
の
む
る
人
も
な
き
や
ど
も
あ
り
あ
け
の
月
は
な
ほ
ぞ
ま
ち
い
づ

る

左
歌
、
い
ひ
な
れ
た
る
様
に
侍
め
り
。
雑
芸
に
う
た
ふ
歌
に
こ
そ
頗
似

て
侍
な
□
□（
れ
）。
右
歌
、「
な
き
や
ど
も
」
と
い
へ
る
、
い
み
じ
う
と
ど

こ
ほ
り
た
れ
ど
、
歌
の
品
の
同
じ
程
度
に
侍
れ
ば
、
持
と
や
申
す
べ
か

ら
む
。

（
権
僧
正
永
縁
花
林
院
歌
合

三
一
・
三
二

基
俊
判
）（
31
）

「
権
僧
正
永
縁
花
林
院
歌
合
」
は
天
治
元
年
（
一
一
二
四
）
に
永
縁
に
よ
っ
て
催

行
さ
れ
た
歌
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
判
者
で
あ
る
基
俊
は
、
左
歌
を
指
し
て
「
雑
芸
に

う
た
ふ
歌
」
に
よ
く
似
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
存
す
る
今
様
の
な
か

に
左
歌
に
影
響
を
与
え
た
と
断
言
で
き
そ
う
な
も
の
は
な
い
。
適
合
す
る
今
様
が
す

で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
と
も
思
わ
れ
る
が
、
左
歌
の
下
句
に
近
似
す
る
「
〜

こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
と
い
う
句
の
形
は
今
様
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
（
32
）。

わ
れ
ら
は
何
し
て
老
い
ぬ
ら
ん

思
へ
ば
い
と
こ
そ
あ
は
れ
な
れ

今
は
西
方

極
楽
の

弥
陀
の
誓
ひ
を
念
ず
べ
し

（
梁
塵
秘
抄

二
三
五
）

右
の
今
様
以
外
に
も
「
〜
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
と
歌
う
今
様
は
『
梁
塵
秘
抄
』
の

な
か
に
幾
つ
も
存
在
し
、
お
そ
ら
く
基
俊
は
な
に
か
特
定
の
今
様
を
前
提
と
し
て
判

詞
を
書
い
た
と
言
う
よ
り
は
、
こ
の
よ
う
な
句
の
形
を
今
様
的
だ
と
指
摘
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
基
俊
が
判
詞
の
な
か
で
今
様
に
つ
い
て
述
べ
た
の
は
こ
の
一
回
の
み
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
俊
頼
に
比
べ
て
保
守
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
歌
人
ま
で

も
が
判
詞
で
言
及
す
る
ほ
ど
、
今
様
が
和
歌
と
近
し
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
の
現

れ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

前
代
ま
で
、
今
様
は
公
任
や
赤
染
衛
門
な
ど
著
名
歌
人
ら
の
秀
歌
を
中
心
に
和
歌

を
吸
収
す
る
一
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
顕
季
ら
が
活
躍
す
る

白
河
院
政
期
に
は
宮
廷
社
会
に
今
様
が
広
く
入
り
込
み
、
元
々
の
歌
い
手
で
あ
る
遊

女
ば
か
り
か
、
貴
族
も
自
ら
今
様
を
歌
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
貴
族

自
身
が
演
じ
手
と
な
っ
て
繰
り
返
し
歌
っ
た
こ
と
で
、
今
様
は
一
般
的
な
教
養
に
近

接
す
る
領
域
の
事
象
と
し
て
彼
ら
の
思
考
に
定
着
す
る
こ
と
に
な
り
、
本
稿
で
例
に

挙
げ
た
歌
々
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
や
が
て
は
和
歌
を
詠
む
と
き
の
発
想
の
源

泉
と
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
証
明
す
る
よ
う
に
、
今
様
に
異
様
な
ま

で
の
情
熱
を
注
ぐ
帝
王
・
後
白
河
院
が
君
臨
す
る
時
代
の
歌
壇
で
は
、
今
様
と
の
影

響
関
係
を
想
定
さ
れ
る
歌
が
さ
ら
に
増
加
し
て
い
く
。
以
下
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め

て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
古
典
主
義
者
的
色
合
い
の
強
い
俊
成
に
お
い

て
も
今
様
に
想
を
得
た
と
思
わ
れ
る
歌
が
見
ら
れ
る
他
、
同
時
期
の
歌
人
ら
の
詠
に

も
同
様
の
跡
は
多
数
存
在
し
た
（
33
）。
そ
し
て
そ
の
傾
向
は
、
後
鳥
羽
院
歌
壇
の
盛

儀
で
あ
っ
た
『
千
五
百
番
歌
合
』
の
判
詞
や
歌
に
今
様
が
さ
ま
ざ
ま
用
い
ら
れ
た
よ

う
に
（
34
）、
新
古
今
歌
人
に
ま
で
脈
々
と
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
和
歌
と
今
様
の
影
響
関
係
と
い
う
と
、
歌
人
や
特
定
の
歌
語
と
の
関
わ

り
と
い
っ
た
個
別
の
テ
ー
マ
に
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
和
歌
史
の
主
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流
と
は
些
か
離
れ
た
と
こ
ろ
に
定
置
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
今
様
の

爛
熟
期
に
歩
み
を
揃
え
る
よ
う
に
和
歌
と
今
様
と
の
影
響
関
係
が
濃
度
を
増
し
て
い

く
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
と
踵
を
接
す
る
時
期
に
到
来
す
る
新
古

今
歌
風
と
今
様
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
和
歌
史
の
流
れ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
場
所

に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
改
め
て
検
証
し
直
す
必
要
を
感
じ
る
。
さ
さ
や
か
で
は

あ
る
が
、
本
稿
を
そ
こ
へ
至
る
道
筋
の
足
掛
か
り
と
し
た
い
。

注（
1
）
顕
季
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
井
上
宗
雄
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究

増
補
版
』

（
笠
間
書
院

昭
和
六
十
三
年
十
月
）、
川
上
新
一
郎
「
藤
原
顕
季
伝
の
考
察
」

（『
国
語
と
国
文
学
』
54-

2

昭
和
五
十
二
年
八
月
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
2
）
以
下
、『
梁
塵
秘
抄
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
る
。

（
3
）
菅
野
扶
美
「「
顕
季
、ひ
つ
め
に
て
」
考
―
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
巻
十
「
古
川
」

を
め
ぐ
っ
て
」（『
梁
塵
研
究
と
資
料
』
12

平
成
元
年
十
二
月
）

（
4
）
沖
本
幸
子
『
今
様
の
時
代
―
変
容
す
る
宮
廷
芸
能
―
』（
東
京
大
学
出
版
会

平
成
十
八
年
二
月
）、
植
木
朝
子
「
歌
い
女
の
主
た
ち
―
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』

巻
十
か
ら
」（『
国
文
』
95

平
成
十
三
年
八
月
）

（
5
）
植
木
朝
子
『
梁
塵
秘
抄
と
そ
の
周
縁

今
様
と
和
歌
・
説
話
・
物
語
の
交
流
』（
三

省
堂

平
成
十
三
年
五
月
）、
小
野
恭
靖
「
今
様
と
和
歌
―
『
梁
塵
秘
抄
』
所

収
歌
を
中
心
と
し
て
」（『
王
朝
文
学
資
料
と
論
考
』
笠
間
書
院

平
成
四
年
八

月
）、
小
川
寿
子
「
俊
頼
と
今
様
」（『
国
語
と
国
文
学
』
59-

6

昭
和
五
十
七

年
六
月
）

（
6
）
戸
谷
三
都
江
「
六
条
顕
季
の
歌
そ
の
一
―
堀
河
百
首
を
中
心
に
―
」（『
学
苑
』

238

昭
和
三
十
五
年
一
月
）、
竹
下
豊
「
藤
原
顕
季
の
和
歌
」（『
和
歌
文
学
の

伝
統
』
角
川
書
店

平
成
九
年
八
月
）

（
7
）
以
下
、
和
歌
は
特
別
の
断
り
が
な
い
限
り
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。

（
8
）
小
川
寿
子
「
俊
頼
と
今
様
」（『
国
語
と
国
文
学
』
59-

6

昭
和
五
十
七
年
六
月
）

（
9
）『
梁
塵
秘
抄
』
四
三
○
番
の
「
し
ぶ
く
山
」
に
つ
い
て
、
諸
注
釈
書
は
次
の
よ

う
に
解
し
て
い
る
。

「
未
詳
。「
し
づ
く
山
」
と
し
て
『
能
因
歌
枕
』
に
見
え
る
常
陸
国
（
茨
城
県
）

の
そ
れ
を
あ
げ
る
説
も
あ
る
。」（
新
日
本
古
典
文
学
全
集
）

「
し
ぶ
く
山

常
陸
国
し
ず
く
山
の
転
と
す
る
説
が
あ
る
。
雨
山
・
し
ぶ
く
山
は
、

そ
の
地
で
呼
称
さ
れ
た
普
通
名
詞
。」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

「
雨
山
・
守
山
・
し
ぶ
く
山
「
守
山
」
は
現
在
の
滋
賀
県
守
山
市
。（
中
略
）
他

の
二
つ
は
未
詳
。
お
そ
ら
く
「
雨
」「
漏
る
」「
し
ぶ
く
」
と
縁
語
仕
立
て
に
並

べ
た
だ
け
の
洒
落
で
あ
ろ
う
。」（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）

（
10
）
拙
稿
「
今
様
と
歌
枕
―
『
梁
塵
秘
抄
』
四
三
○
番
考
」（『
創
る
・
訪
ね
る
・
見

る
―
文
化
創
成
の
場
と
し
て
の
名
所
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
論
集
』
平
成
十
七
年

度
「
魅
力
あ
る
大
学
院
教
育
」
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

総
合
日
本
文
化
研
究
実
践

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（Student Initiative Project

事
業
）
研
究
成
果
報
告
書

平

成
十
九
年
二
月
）

（
11
）（
10
）
拙
論
を
参
照
。

（
12
）
以
下
に
あ
げ
た
も
の
の
他
に
も
、「
花
の
都
」
を
用
い
た
歌
は
様
々
に
み
ら
れ
る
。

長
楽
寺
に
は
べ
り
け
る
こ
ろ
、
斎
院
よ
り
山
ざ
と
の
さ
く
ら
は
い
か
が
と

あ
り
け
れ
ば
よ
み
侍
け
る

上
東
門
院
中
将

に
ほ
ふ
ら
ん
は
な
の
み
や
こ
の
こ
ひ
し
く
て
を
る
に
も
の
う
き
山
ざ
く
ら
か
な

（
後
拾
遺
和
歌
集

春
上

九
二
）

ゐ
な
か
に
侍
け
る
こ
ろ
つ
か
さ
め
し
を
お
も
ひ
や
り
て

源
重
之

は
る
ご
と
に
わ
す
ら
れ
に
け
る
む
も
れ
ぎ
は
花
の
み
や
こ
を
お
も
ひ
こ
そ
や
れ

（
後
拾
遺
和
歌
集

雑
二

九
七
二
）

よ
の
な
か
さ
わ
が
し
う
は
べ
り
け
る
時
さ
と
の
と
ね
宣
旨
に
て
ま
つ
り
つ

か
う
ま
つ
る
べ
き
を
、
う
た
ふ
た
つ
な
ん
い
る
べ
き
と
い
ひ
侍
け
れ
ば
よ

み
は
べ
り
け
る

藤
原
長
能

し
ろ
た
へ
の
と
よ
み
て
ぐ
ら
を
と
り
も
ち
て
い
は
ひ
ぞ
そ
む
る
む
ら
さ
き
の
の
に

（
後
拾
遺
和
歌
集

雑
六
神
祇

一
一
六
四
）

（
13
）
ち
は
や
ぶ
る
神
無
月
こ
そ
か
な
し
け
れ
た
れ
を
こ
ふ
と
か
常
に
時
雨
る
る

（
古
今
和
歌
六
帖

か
み
な
月

二
一
一

つ
ら
ゆ
き
）

天
暦
御
時
に
、
一
条
摂
政
蔵
人
頭
に
て
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
と
き
に
、
帯
を
か

け
て
ご
を
あ
そ
ば
し
け
る
に
ま
け
た
て
ま
つ
り
は
べ
り
て
、
お
ほ
ん
か
ず

お
ほ
く
な
り
に
け
れ
ば
、
帯
か
へ
し
た
ま
ふ
と
て

御
製

し
ら
な
み
の
う
ち
や
か
へ
す
と
お
も
ふ
ま
に
は
ま
の
ま
さ
ご
の
か
ず
ぞ
ま
さ
れ

る

（
拾
遺
抄

雑

五
三
二
）

を
と
こ
の
女
の
ふ
み
を
か
く
し
け
る
を
見
て
、
も
と
の
め
の
か
き
つ
け
侍

り
け
る

四
条
御
息
所
女
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へ
だ
て
け
る
人
の
心
の
う
き
は
し
を
あ
や
ふ
き
ま
で
も
ふ
み
み
つ
る
か
な

（
後
撰
和
歌
集

雑
一

一
一
二
二
）

古
く
に
「
う
き
は
し
」
が
詠
ま
れ
る
場
合
、現
存
す
る
歌
の
ほ
と
ん
ど
が
「
ふ
み
」

と
詠
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
後
撰
集
歌
の
他
に
『
朝
光
集
』
一
番
、『
赤

染
衛
門
集
』
二
三
二
番
に
作
例
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
文
を
媒
介
と
し
て
相
手
の

浮
気
心
を
憂
き
も
の
と
し
て
詠
ん
で
い
る
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
顕
季
の
消
息
に

あ
る
「
う
き
は
し
の
お
ろ
か
な
る
さ
ま
」
も
、な
か
な
か
消
息
を
よ
こ
さ
な
か
っ

た
俊
頼
に
対
し
、
恋
歌
を
引
い
て
恨
み
言
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
14
）
竹
下
豊
『
堀
河
院
御
時
百
首
の
研
究
』（
笠
間
書
院

平
成
十
六
年
五
月
）

（
15
）（
1
）
井
上
・
川
上
論
文
、（
6
）
戸
谷
論
文
を
参
照
。
一
二
三
番
歌
の
前
後
で

詠
作
年
次
が
推
定
し
う
る
も
の
を
あ
げ
る
と
、
一
一
五
・
一
一
六
は
嘉
承
元
年

（
一
一
〇
六
）、
一
三
一
・
一
三
二
は
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
か
な
り
幅
は
あ
る
が
一
二
三
番
歌
は
嘉
承
元
年
〜
永
久
二
年
の
間
に
詠

ま
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
。

（
16
）（
14
）
竹
下
単
行
書
を
参
照
。

（
17
）『
堀
河
百
首
』
と
の
前
後
関
係
は
判
然
と
し
な
い
が
、『
江
帥
集
』
に
次
の
作
例

あ
が
る
。

鳥
羽
院
大
井
が
は
の
遊
宴

冬
く
れ
ば
ふ
る
さ
と
さ
び
し
お
ほ
は
ら
や
お
ぼ
ろ
の
し
み
づ
さ
え
や
ま
さ
ら
ん

（
江
帥
集

一
二
五
）

（
18
）『
堀
河
百
首
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
詠
ま
れ
た
源
俊
頼
の
歌
に
お
い
て
は
、「
わ
が

恋
は
お
ぼ
ろ
の
し
み
づ
い
は
こ
え
て
せ
き
や
る
か
た
も
な
く
て
く
ら
し
つ
」

（『
右
兵
衛
督
家
歌
合
』
寄
泉
恋

二
九
）
と
恋
歌
の
な
か
に
「
朧
の
清
水
」
が

詠
ま
れ
て
い
る
。
今
様
と
の
関
わ
り
が
深
い
俊
頼
で
あ
れ
ば
、「
大
原
や
朧
の

清
水
世
に
す
ま
ば
」
の
歌
は
、「
水
付
漁
夫
」
に
区
分
さ
れ
る
『
新
撰
朗
詠
集
』

の
歌
と
い
う
よ
り
は
、
男
女
の
惜
別
の
情
を
感
じ
さ
せ
る
今
様
と
し
て
認
識
し

て
い
た
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
り
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
俊
頼
と
、
顕
季
・
匡
房

ら
の
交
流
か
ら
考
え
て
も
、「
朧
の
清
水
」
は
謡
い
も
の
の
歌
詞
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

（
19
）（
5
）
植
木
単
行
書
を
参
照
。

（
20
）

仏
名
の
あ
し
た
に
、
ゆ
き
の
ふ
り
け
れ
ば

と
し
の
う
ち
の
つ
み
け
つ
に
は
に
ふ
る
ゆ
き
の
つ
と
め
て
の
よ
は
つ
も
ら
ざ
ら

な
ん

（
道
綱
母
集

一
）

（
21
）
源
顕
兼
（
一
一
六
○
〜
一
二
一
五
）
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
古
事
談
』（
本

文
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
談

続
古
事
談
』
に
拠
る
。）
の
巻
第
三

僧
行
に
は
、「
十
万
億
ノ
国
々
ハ
、
海
山
隔
テ
遠
ケ
レ
ト
、
心
ノ
道
タ
ニ
ナ
ヲ

ケ
レ
ハ
、
ツ
ト
メ
テ
イ
タ
ル
ト
コ
ソ
キ
ケ
」
と
い
う
今
様
を
金
峯
山
の
巫
女
が

歌
占
に
用
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
説
話
中
に
恵
心
僧
都
の
名
前
が
出
て

く
る
の
は
仮
託
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
ず
、
こ
の
「
つ
と
め
て
到
る
」

と
い
う
句
を
用
い
た
今
様
の
成
立
期
を
恵
心
僧
都
の
頃
と
し
て
よ
い
か
に
は
疑

問
が
残
る
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
『
古
事
談
』
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
ま
で
に
は
、

『
梁
塵
秘
抄
』
五
六
四
番
と
内
容
の
面
か
ら
も
極
め
て
近
似
す
る
類
歌
が
作
ら

れ
、
そ
れ
を
用
い
た
説
話
が
流
布
し
て
い
た
と
は
言
え
よ
う
。
類
歌
の
成
立
時

期
は
不
明
で
あ
る
が
、「
つ
と
め
て
到
る
」
と
い
う
表
現
が
院
政
期
以
降
、
今

様
に
近
接
し
た
と
こ
ろ
に
息
づ
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
22
）（
4
）
沖
本
単
行
書
、（
8
）
小
川
論
文
、
小
川
寿
子
「
後
白
河
院
の
「
今
様
熱
」

と
待
賢
門
院
璋
子
―
―
院
の
生
い
た
ち
と
『
梁
塵
秘
抄
』
へ
の
投
影
か
ら
」（『
中

世
文
学
論
叢
』
三
号

昭
和
五
十
五
年
一
月
）、
同
「
後
白
河
院
の
「
今
様
熱
」

と
待
賢
門
院
璋
子
―
―
女
院
院
司
と
今
様
」（『
日
本
歌
謡
研
究
』
十
九
号

昭

和
五
十
五
年
四
月
）
を
参
照
。

（
23
）
勅
撰
集
で
「
山
伏
」
を
用
い
た
早
期
の
例
と
し
て
は
、次
の
よ
う
な
歌
々
が
あ
る
。

法
皇
て
ら
め
ぐ
り
し
た
ま
ひ
け
る
み
ち
に
て
、
か
へ
で
の
え
だ
を
を
り
て

素
性
法
師

こ
の
み
ゆ
き
ち
と
せ
か
へ
で
も
見
て
し
か
な
か
か
る
山
ぶ
し
時
に
あ
ふ
べ
く

（
後
撰
和
歌
集

雑
一

一
○
九
二
）

や
ま
ぶ
し
も
の
ぶ
し
も
か
く
て
心
み
つ
今
は
と
ね
り
の
ね
や
ぞ
ゆ
か
し
き

（
拾
遺
和
歌
集

雑
下

返
し

五
二
九

健
守
法
師
）

（
24
）
窪
田
章
一
郎
氏
は
角
川
古
典
文
庫
『
古
今
和
歌
集
』（
角
川
書
店

昭
和
四
十
八

年
一
月
）
の
当
該
歌
の
脚
注
に
お
い
て
「
世
捨
人
が
樹
下
石
上
を
宿
と
す
る
修

行
生
活
を
背
後
に
お
い
た
即
興
歌
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
一
方
、
片
桐
洋

一
氏
は
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
増
訂
版
』（
笠
間
書
院

平
成
二
年
六
月
）
の
「
侘

人
」
の
項
で
、
初
句
二
句
を
「
世
に
住
み
わ
び
た
私
が
特
別
に
目
を
つ
け
て
立

ち
寄
る
」
と
現
代
語
訳
し
、
こ
こ
で
の
「
侘
び
人
」
を
「
望
む
こ
と
が
入
れ
ら

れ
ず
失
意
の
底
に
あ
る
人
」
を
指
す
と
し
て
い
る
よ
う
に
、「
侘
び
人
」
の
解

釈
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。

（
25
）
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店

平
成
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十
一
年
五
月
）
の
中
村
文
氏
に
よ
る
「
侘
び
人
」
の
項
を
参
照
。

（
26
）
植
木
朝
子
氏
は
「
源
仲
正
と
今
様
」（『
国
語
と
国
文
学
』
78-

4

平
成
十
三
年

四
月
）
に
お
い
て
、
仲
正
詠
と
今
様
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
仲
正
詠
が
先
行

し
て
い
る
場
合
と
今
様
が
先
行
し
て
い
る
場
合
の
両
論
を
提
出
し
、
さ
ら
に
は

両
者
に
直
接
の
関
係
が
な
い
場
合
に
ま
で
言
及
す
る
と
い
う
よ
う
に
き
わ
め
て

慎
重
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
場
合
で
も
「
和
歌
と
今
様
の
連
続

し
た
発
想
基
盤
に
は
注
意
を
払
っ
て
お
く
べ
き
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
27
）「
頼
む
木
の
葉
」
と
い
う
句
の
類
例
を
探
っ
て
も
、
合
致
す
る
も
の
は
俊
恵
の

一
首
の
み
で
あ
る
。

行
路
の
し
ぐ
れ
頼
政
家
会

お
も
は
ず
に
時
雨
は
過
ぎ
ぬ
木
陰
と
て
頼
む
こ
の
は
ぞ
降
り
も
を
や
ま
ぬ

（
林
葉
和
歌
集

五
八
二
）

「
た
の
む
こ
の
も
と
」
と
す
る
と
、
早
期
の
用
例
と
し
て
兼
盛
の
歌
が
あ
る
が
、

こ
ち
ら
は
夏
歌
で
あ
り
、
か
つ
恋
の
歌
の
様
相
を
も
呈
し
て
い
る
の
で
、
内
容

的
に
先
行
歌
と
は
言
い
難
い
。

さ
月
の
こ
ろ
も
の
い
ひ
た
り
し
に
、
な
に
か
は
と
い
ひ
た
り
し
に
、
た
の

み
て
さ
も
あ
ら
ず
な
り
け
れ
ば
、
う
ら
み
て
雨
ふ
り
ぬ
べ
か
り
け
る
日

天
の
原
く
も
れ
ば
か
な
し
人
し
れ
ず
た
の
む
木
の
も
と
雨
ふ
り
し
よ
り

（
兼
盛
集

夏

七
）

（
28
）
本
文
中
に
上
げ
た
他
に
、
次
の
用
例
も
あ
る
。

け
ふ
よ
り
は
そ
と
も
の
ひ
た
に
て
も
ふ
れ
じ
ま
く
ら
に
し
か
の
こ
ゑ
も
き
く
か

な

（
忠
盛
集

四
二
）

秋
歌
と
て
よ
め
る

あ
き
の
よ
は
や
ま
だ
の
ひ
た
の
お
と
に
こ
そ
し
か
な
ら
ぬ
身
も
お
ど
ろ
か
れ
け

れ

（
教
長
集

五
一
三
）

こ
と
の
の
北
政
所
よ
り
よ
み
て
ま
ゐ
ら
せ
よ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
か
ば

田
家

や
ど
ち
か
き
山
だ
の
ひ
た
は
し
か
な
ら
ぬ
わ
が
め
を
さ
へ
に
お
ど
ろ
か
す
か
な

（
重
家
集

三
七
五
）

ま
た
、『
家
持
集
』
に
も
引
板
と
鹿
と
を
詠
ん
だ
例
は
あ
る
が
、
こ
の
集
の
成

立
自
体
が
か
な
り
下
る
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、『
家
持
集
』
の
作
品
を
し

て
早
期
の
作
例
と
い
う
の
は
難
し
い
が
、
参
考
ま
で
に
あ
げ
て
お
く
。

山
だ
も
る
た
も
り
の
ひ
た
の
こ
こ
ろ
に
て
こ
ひ
す
る
し
か
の
こ
ゑ
ぞ
と
め
つ
る

（
家
持
集

二
五
○
）

（
29
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』（
四
）
に
拠
る
。

（
30
）
岡
崎
真
紀
子
「『
源
氏
物
語
』
と
源
俊
頼
」（『
や
ま
と
こ
と
ば
表
現
論

源
俊

頼
へ
』
笠
間
書
院

平
成
二
十
年
十
一
月
）

（
31
）
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成
増
補
新
訂
』
三
巻
（
同
朋
舎
出
版

平
成
八
年
二
月
）

に
拠
る
。

（
32
）
高
木
豊
『
平
安
時
代
法
華
仏
教
史
研
究
』（
平
楽
寺
書
店
、昭
和
四
十
八
年
六
月
）

に
「
〜
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
の
用
例
そ
の
他
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）
俊
成
の
和
歌
に
今
様
と
同
型
の
発
想
や
表
現
技
法
が
あ
る
こ
と
は
、
新
間
進
一

「「
今
様
」
に
見
る
仏
教
」（『
仏
教
文
学
研
究
』
法
蔵
館

昭
和
三
十
九
年
二
月
）、

菅
野
扶
美
「
天
台
五
時
教
の
今
様
と
『
久
安
百
首
』
俊
成
詠
に
つ
い
て
」（『
梁

塵

研
究
と
資
料
』
第
十
四
号

平
成
八
年
十
二
月
）
に
指
摘
が
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
稿
者
も
「
藤
原
俊
成
の
和
歌
と
今
様
」
と
題
し
て
平
成
二
十
一

年
中
世
文
学
会
秋
季
大
会
に
お
い
て
研
究
発
表
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
俊
成
と
同
時
代
の
歌
人
ら
と
今
様
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
、

（
5
）
植
木
単
行
書
、
植
木
朝
子
「
源
三
位
頼
政
と
今
様
」（『
国
語
国
文
』

73-

1

平
成
十
六
年
一
月
）、
小
島
裕
子
「
西
行
の
和
歌
に
見
る
歌
謡
的
世
界

―
『
山
家
集
』「
朝
日
ま
つ
程
は
闇
に
迷
は
ま
し
」
の
歌
か
ら
―
」（『
和
歌
文

学
研
究
』
67

平
成
六
年
一
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
34
）
新
間
進
一
「「
千
五
百
番
歌
合
」
と
今
様
」（『
解
釈
』
22-

6

昭
和
五
十
一
年

六
月
）
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Fujiwara no Akisue’s Waka Poems and Imayo

ONO, Junko

The Graduate University for Advanced Studies, 

School of  Cultural and Social Studies, Department of  Japanese Literature

Fujiwara no Akisue (1055–1123) is well known as an ancestor of  Rokujo-touke and a founder of  Hitomaro-

eigu. It is easy to understand that he was a leader of  the poetry circles during this period, as he attended many

poetry parties such as “Horikawa-hyakushu” and acted as a judge of  many poetry contests since the Eikyu

period.

Aside from playing an important role as a poet, he was also a close vassal of  the ex-Emperor Shirakawa-in,

because Shinshi, his mother, was the ex-Emperor’s nurse.

Imayo was one of  the entertainments held around Shirakawa-in during this period. It is not documented

whether or not Akisuke himself  sung Imayo, but it is supposed that he participated in the world of  yujo

(prostitutes) and Imayo, at least as a patron, due to the fact that his name was found written in “Ryojinhisho-

kudenshu”.

Dr. Muneo Inoue points out that Akisue was good at other entertainments in addition to Waka, and was

interested in teaching them to his children. He must have had above-average knowledge of  Imayo, which was

fashionable around Shirakawa-in, in order to have taught it to his children.

With these preconditions in mind, I would like to study how Akisue was infl uenced by Imayo to make waka

poems by focusing on the relationship between his waka poems and Imayo, which has not previously been

explored in great detail.

Key words: Fujiwara no Akisue, Imayo, Ryojinhisho, waka poems, Shirakawa-in


