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源
俊
頼
が
『
金
葉
和
歌
集
』
に
勅
撰
集
で
初
め
て
連
歌
の
部
を
設
定
し
た
こ
と
は
、

歴
代
勅
撰
集
の
編
纂
史
上
に
お
い
て
異
例
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
著
し
た
『
散

木
奇
歌
集
』
や
『
俊
頼
髄
脳
』
に
多
く
の
連
歌
作
品
を
取
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
明

か
な
よ
う
に
、
俊
頼
は
和
歌
に
比
べ
て
一
段
低
く
見
ら
れ
が
ち
な
「
連
歌
」
と
い
う
形

式
に
対
し
て
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
俊
頼
が
編
者
を
つ
と
め
る
晴
の
歌
集
に

「
連
歌
」
と
い
う
呼
称
を
置
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
和
歌
と
連
歌
と
を
完
全
に
同
等
と
認

め
る
ま
で
は
い
か
ず
と
も
、
短
連
歌
が
和
歌
と
い
う
伝
統
的
な
文
学
へ
と
、
よ
り
接
近

す
る
表
現
形
式
へ
と
成
熟
し
て
い
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

俊
頼
の
短
連
歌
が
研
究
さ
れ
る
場
合
、
掛
詞
（
秀
句
）
や
縁
語
と
い
っ
た
和
歌
と
共

通
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
つ
つ
も
、
和
歌
と
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
表
現
形
式
と
し
て
新

た
に
発
達
・
展
開
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
、
和
歌
と
の
親
和
性

に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
作

品
を
分
析
し
て
い
く
と
あ
る
特
徴
の
認
め
ら
れ
る
一
群
が
存
在
し
た
。

俊
頼
自
身
あ
る
い
は
彼
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
連
歌
を
見
て
い
く
と
、
あ
る
特
定
の

和
歌
か
ら
秀
句
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
何
首
も
の
和
歌
に
繰
り
返
し
用
例
の
見
ら
れ

る
句
の
「
型
」
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
連
歌
と
和
歌
の
あ
い
だ
に
意

味
内
容
に
お
い
て
は
重
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
だ
が
、
も
と
も
と
和
歌
に
お
い
て
用
例

の
多
い
句
の
「
型
」
を
連
歌
に
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
前
句
の
形
式
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
付
句
を
す
れ
ば
構
造
と
し
て
安
定
す
る
の
か
を
先
行
和
歌
か
ら
学
ん
で
い
た
こ

と
の
証
と
な
ろ
う
。
和
歌
に
お
い
て
汎
用
性
の
高
い
句
の
「
型
」
を
連
歌
に
取
り
入
れ

た
と
い
う
こ
と
は
、
前
句
あ
る
い
は
付
句
の
よ
う
に
通
常
の
和
歌
の
半
分
し
か
な
い
文

字
数
を
「
決
ま
っ
た
句
」
に
よ
っ
て
埋
め
、
作
者
の
創
作
の
範
囲
を
狭
め
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
作
者
自
身
が
創
作
す
る
文
字
数
を
極
力

減
ら
す
こ
と
で
素
早
く
前
句
に
対
応
す
る
と
い
う
手
法
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
詠
む
こ

と
で
連
歌
の
特
質
で
あ
る
即
興
性
に
対
応
し
や
す
く
す
る
と
い
う
効
果
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
『
散
木
奇
歌
集
』
と
『
俊
頼
髄
脳
』
に
収
録
さ
れ
た
短
連
歌
が
後
代
の
和
歌

に
ど
の
よ
う
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
く
と
、
い
わ
ゆ
る
本
歌
取
り
の

よ
う
に
特
定
の
連
歌
に
拠
っ
て
新
詠
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
た
ほ
か
、
俊
頼
が
連
歌
を
詠

む
た
め
に
多
用
し
て
い
た
、
複
数
の
歌
に
共
通
す
る
句
の
「
型
」
を
と
る
と
い
う
先
行

作
品
摂
取
の
方
法
が
新
た
に
和
歌
を
詠
む
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

従
来
の
詠
法
に
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
て
い
た
院
政
期
の
和
歌
に
は
、
新
要
素
を
取
り
入

れ
る
柔
軟
さ
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
遊
戯
性
が
強
く
和
歌
よ
り
一
段
低
い
も
の
と
さ

れ
て
い
た
連
歌
の
詠
法
ま
で
も
が
、
俊
頼
以
降
の
和
歌
で
は
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
先
行
歌
摂
取
の
方
法
の
広
が
り
は
、
や

が
て
新
古
今
時
代
の
本
歌
取
り
へ
と
連
な
る
流
れ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。

キ
ー
ワ
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ド
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源
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和
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俊
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散
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歌
集

源
俊
頼
の
和
歌
と
短
連
歌

―
―
後
代
の
和
歌
へ
の
影
響
―
―
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一
．
は
じ
め
に

源
俊
頼
は
、
先
行
す
る
作
品
を
新
詠
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
和
歌

に
あ
っ
て
は
積
極
的
に
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
方
法
（
1
）
を
連
歌
に
用
い
て
い
た

こ
と
を
別
稿
（
2
）
に
お
い
て
確
認
し
た
。
そ
の
方
法
は
、
特
定
の
和
歌
に
拠
っ
て
作

品
を
構
築
し
て
い
く
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
本
歌
取
り
の
他
に
、
先
行
作
品
で
繰
り
返

し
使
わ
れ
て
い
る
句
の
「
型
」
を
自
詠
に
取
り
込
む
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
後
者

に
つ
い
て
は
、
稿
者
が
新
た
に
認
定
し
た
方
法
で
あ
る
の
で
（
3
）、
論
に
入
る
前
に

具
体
的
な
事
例
を
こ
こ
で
再
確
認
し
て
お
く
。

田
上
に
侍
り
け
る
こ
ろ
、
日
の
く
れ
が
た
に
い
し
山
の
か
た
に
か
ね
の
こ

ゑ
の
聞
え
け
れ
ば
く
ち
ず
さ
び
に

い
し
や
ま
の
か
ね
の
こ
ゑ
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ

こ
れ
を
連
歌
に
き
き
な
し
て　
　
　
　

俊
重

た
が
う
ち
な
し
に
た
か
く
な
る
ら
ん 

（
散
木
奇
家
集　

一
五
九
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
成
法
師

あ
づ
ま
う
ど
の
声
こ
そ
き
た
に
き
こ
ゆ
な
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
律
師
慶
範

み
ち
の
く
に
よ
り
こ
し
に
や
あ
る
ら
む

ゐ
た
り
け
る
所
の
、
北
の
か
た
に
、
声
な
ま
り
た
る
人
の
、
物
い
ひ
け
る

を
聞
き
て
、
し
け
る
と
ぞ
。

（
俊
頼
髄
脳　

三
七
三
／
金
葉
和
歌
集
（
二
度
本
）
雑
部
下　

連
歌

 

六
四
八　

永
成
法
師
・
権
律
師
慶
範
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
茂
成
助

し
め
の
う
ち
に
き
ね
の
音
こ
そ
聞
ゆ
な
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
重

い
か
な
る
神
の
つ
く
に
か
あ
る
ら
む

賀
茂
の
御
社
に
て
、
よ
ね
の
し
ろ
む
る
音
の
し
け
る
を
聞
き
て
、
し
け
る

と
ぞ
。

（
俊
頼
髄
脳　

三
七
八
／
金
葉
和
歌
集
（
二
度
本
）
雑
部　

連
歌　

賀
茂

の
や
し
ろ
に
て
物
つ
く
お
と
の
し
け
る
を
き
き
て　

六
五
〇　

神
主
成

 

助
・
行
重
）

連
歌
、
し
か
ま
つ
に
て
か
り
を
聞
き
て　

前
中
納
言
通
房
卿

し
か
ま
つ
に
か
り
の
こ
ゑ
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ
い
ほ
の
と
な
り
に
つ
る
や
な

く
ら
ん

（
夫
木
和
歌
抄　

秋
部　

四
九
八
五
／
江
帥
集　

雑
部　

連
歌　

三
一
五
）

こ
れ
ら
の
連
歌
は
、
い
ず
れ
も
前
句
で
「
〜
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ
」
と
詠
じ
、
付
句

で
「
〜
ら
む
」
と
推
量
の
意
を
示
し
て
結
ぶ
形
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
三
作
品
の
う

ち
『
江
帥
集
』
の
連
歌
は
『
散
木
奇
家
集
』
一
五
九
三
と
の
先
後
が
は
っ
き
り
し
な

い
も
の
の
、『
金
葉
集
』
入
集
の
連
歌
二
つ
は
作
者
の
没
年
な
ど
か
ら
考
え
て
、俊
頼
・

俊
重
は
こ
れ
ら
の
連
歌
を
参
考
に
し
、
連
歌
に
お
い
て
多
用
さ
れ
る
句
の
「
型
」
を

取
り
入
れ
て
詠
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
先
行
作
品
と
し
た
『
金
葉
集
』
の
連
歌
そ
の
も
の
が
先
行
す
る

和
歌
の
パ
タ
ー
ン
を
取
り
こ
む
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

一
．
は
じ
め
に

二
．『
散
木
奇
歌
集
』
の
連
歌
が
後
代
の
連
歌
・
和
歌
に
与
え
た
影
響

三
．『
俊
頼
髄
脳
』
の
連
歌
が
後
代
の
連
歌
・
和
歌
に
影
響
を
与
え
た
例

四
．
お
わ
り
に
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神
楽
の
心
を　

藤
原
政
時

あ
さ
く
ら
の
こ
ゑ
こ
そ
空
に
き
こ
ゆ
な
れ
あ
ま
の
岩
戸
も
い
ま
や
明
く
ら
ん

（
続
詞
花
和
歌
集　

神
祇　

三
六
四
／
金
葉
和
歌
集
（
初
度
本
）

 

神
楽
の
こ
こ
ろ
を
よ
め
る　

四
二
八　

藤
原
致
時
）

い
は
ま
わ
く
み
づ
の
お
と
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ
あ
き
の
よ
ふ
か
く
な
る
に
や

あ
る
ら
む 
（
多
武
峰
往
生
院
千
世
君
歌
合　

水
有
幽
音　

一
○　

泉
円
）

ち
と
せ
ふ
る
た
づ
の
こ
ゑ
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ
け
さ
し
ら
つ
ゆ
や
お
き
ま
さ

る
ら
む 
（
無
動
寺
和
尚
賢
聖
院
歌
合　

白
露　

四　

広
算
法
印
）

う
ぐ
ひ
す
の
ね
こ
そ
は
る
か
に
き
こ
ゆ
な
れ
こ
や
山
ざ
と
の
し
る
し
な
る

ら
む 

（
経
信
集　

山
家
聞
鶯　

一
四
）

「
〜
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ
〜
ら
ん
」
と
い
う
句
の
形
は
、
こ
の
よ
う
に
同
時
代
以
前

の
和
歌
に
繰
り
返
し
用
例
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
主
題
に
影
響
関

係
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
句
の
形
式
が
音
に
関
わ
る
和
歌
を
詠
む
に
あ

た
っ
て
す
で
に
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
形
成
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
お
お
よ
そ
即

興
性
・
即
応
性
を
旨
と
す
る
短
連
歌
の
場
合
に
お
い
て
、
前
句
で
「
〜
こ
そ
き
こ
ゆ

な
れ
」
と
い
う
よ
う
に
詠
み
慣
れ
た
句
の
「
型
」
が
出
て
き
た
な
ら
ば
、
す
で
に
あ

る
和
歌
の
句
の
パ
タ
ー
ン
に
沿
っ
た
付
句
「
〜
ら
ん
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
、
半
ば

必
然
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

俊
頼
あ
る
い
は
俊
頼
周
辺
で
短
連
歌
が
詠
ま
れ
る
と
き
、
こ
の
よ
う
に
先
行
作
品

に
作
例
が
見
ら
れ
る
句
の
「
型
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
別
稿
に
お
い

て
述
べ
た
よ
う
に
（
4
）、
さ
ま
ざ
ま
な
場
に
お
い
て
難
句
を
素
早
く
捌
く
こ
と
を
求

め
ら
れ
続
け
た
俊
頼
の
短
連
歌
に
、周
囲
の
人
々
に
も
馴
染
み
の
句
の
「
型
」
を
使
っ

て
作
品
を
作
る
と
い
う
手
法
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
た
の
は
、
前
句
の
形
式
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
付
句
を
す
れ
ば
構
造
と
し
て
安
定
す
る
の
か
を
先
行
和
歌
か
ら

学
び
、
そ
れ
を
実
際
に
己
の
短
連
歌
に
活
用
し
た
結
果
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
手

法
を
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
前
句
あ
る
い
は
付
句
の
よ
う
に
和
歌
の
半
分
し
か
な

い
文
字
数
を
汎
用
性
の
高
い
「
決
ま
っ
た
句
」
で
埋
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
自

身
が
創
作
す
る
文
字
数
を
極
力
減
ら
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
見
す
る
と

作
者
の
独
創
性
を
喪
失
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
は
、
短
連
歌
の
特
質
で
あ
る
即
興
性
に

対
応
す
る
に
は
効
果
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
俊
頼
は
、
和
歌
に
お
い
て
は
容
易
に

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
先
行
作
品
か
ら
の
摂
取
と
い
う
方
法
を
、
句
の
「
型
」
を
と
る

と
い
う
形
で
実
践
し
た
の
で
あ
る
。

先
行
作
品
を
摂
取
し
て
新
た
に
歌
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
和
歌
に
お
い

て
積
極
的
に
認
め
ら
れ
る
方
法
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
短
連
歌
に

お
け
る
先
行
作
品
摂
取
の
方
法
は
、
同
時
代
以
降
の
連
歌
や
和
歌
に
ど
の
よ
う
に
受

け
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
本
歌
取
り
的
な
方
法
や

短
連
歌
に
み
ら
れ
る
な
句
の
「
型
」
を
取
る
方
法
な
ど
、
先
行
歌
摂
取
に
か
か
わ
る

手
法
が
俊
頼
以
降
の
和
歌
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

二
．『
散
木
奇
歌
集
』
の
連
歌
が
後
代
の
連
歌
・
和
歌
に
与
え
た
影
響

俊
頼
が
連
歌
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
他
の
人
々
に
は
付
け
お
お
せ
る
こ
と
の

で
き
な
か
っ
た
難
句
に
付
け
よ
と
幾
度
と
な
く
指
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明

ら
か
で
あ
る
（
5
）。
そ
の
よ
う
な
人
物
の
連
歌
が
収
録
さ
れ
た
家
集
で
あ
れ
ば
、
同

時
代
以
降
に
連
歌
を
作
る
参
考
と
さ
れ
た
可
能
性
も
想
定
し
得
る
。
そ
こ
で
、
実
際

に
俊
頼
の
連
歌
は
後
代
の
連
歌
・
和
歌
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
、
ま

ず
は
俊
頼
の
家
集
で
あ
る
『
散
木
奇
歌
集
』
の
連
歌
を
軸
と
し
て
見
て
い
く
。

を
さ
な
き
児
の
ち
ま
き
む
ま
を
も
ち
た
る
を
み
て　
　
　

承
源
法
師

ち
ま
き
む
ま
は
く
び
か
ら
き
は
ぞ
に
た
り
け
る

つ
く
る
人
も
な
し
と
き
こ
え
し
か
ば

き
う
り
の
う
し
は
ひ
き
ぢ
か
ら
な
し 

（
散
木
奇
歌
集　

一
五
九
七
）
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ひ
の
い
る
を
見
て　
　
　
　
　

観
暹
法
師

ひ
の
い
る
は
く
れ
な
ゐ
に
こ
そ
に
た
り
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
為
成

あ
か
ね
さ
す
と
も
お
も
ひ
け
る
か
な

（
金
葉
和
歌
集
（
二
度
本
）
連
歌　

六
五
二
／
俊
頼
髄
脳　

三
八
二
）

あ
や
し
げ
な
る
き
く
の
花
を
見
て
、
源
頼
茂
朝
臣
の
歌
の
も
と
を
い

ひ
け
れ
ば
、
す
ゑ
を　
　
　
　

源
頼
成

き
く
の
花
す
ま
ひ
ぐ
さ
に
ぞ
に
た
り
け
る
と
り
た
が
へ
て
や
人
の
う
ゑ
け
ん

（
続
詞
花
和
歌
集　

九
三
九
／
俊
頼
髄
脳　

三
八
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

待
賢
門
院
の
堀
河

と
も
し
火
は
た
き
物
に
こ
そ
似
た
り
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
西
門
院
の
兵
衛

ち
や
う
じ
が
し
ら
の
香
や
に
ほ
ふ
ら
ん 

（
今
物
語　

一
八
）

「
〜
似
た
り
け
（
る
）」
と
い
う
句
は
、
別
稿
に
お
い
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
俊

頼
以
降
の
時
代
に
は
連
歌
に
お
い
て
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
、
一
種
の
句
の
「
型
」
と

な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
6
）。
ま
た
、
こ
の
「
〜
似
た
り
け
（
る
）」
句
は
全
時
代

を
通
じ
て
和
歌
で
の
用
例
が
少
な
く
、
管
見
に
よ
れ
ば
俊
頼
以
前
の
和
歌
に
用
い
ら

れ
た
例
は
み
ら
れ
な
い
。
俊
頼
以
降
の
時
代
の
和
歌
で
の
用
例
は
四
例
あ
る
（
7
）。

数
量
で
は
連
歌
の
作
例
数
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
比
率
か
ら
考
え
る
な
ら
ば

「
〜
似
た
り
け
（
る
）」
と
い
う
句
の
用
例
は
和
歌
に
お
い
て
は
些
か
少
な
く
感
じ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
俊
頼
以
前
に
は
作
例
の
な
か
っ
た
句
の
「
型
」
が
後
に
和
歌
に
お

い
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。

次
の
例
は
、「
〜
見
ゆ
る
か
な
」
と
い
う
句
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
平
安
・
鎌
倉

時
代
を
通
じ
て
和
歌
に
数
百
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
和
歌
の
用
例
数
に
は
比
ぶ
べ
く

も
な
い
が
、
連
歌
に
お
い
て
も
俊
頼
以
前
に
作
例
が
さ
ま
ざ
ま
見
ら
れ
た
ほ
か
、
俊

頼
自
身
の
連
歌
に
も
繰
り
返
し
用
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
連
歌
に
常
用
さ
れ
る

句
の
「
型
」
の
一
つ
と
し
て
、
す
で
に
指
摘
し
た
（
8
）。
次
に
あ
げ
る
例
は
、
そ
れ
と

同
様
の
傾
向
が
俊
頼
よ
り
後
の
時
代
に
も
続
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

修
理
大
夫
顕
季
あ
る
か
れ
け
る
に
、
お
ほ
ぢ
に
く
る
ま
の
わ
の
か
た
わ
も

な
く
て
か
た
ぶ
き
て
た
て
る
を
み
て　
　
　

忠
清
入
道

か
た
わ
に
て
か
た
わ
も
な
し
と
見
ゆ
る
か
な

後
に
彼
大
夫
の
え
つ
け
ざ
り
し
と
か
た
ら
れ
け
れ
ば
つ
け
け
る

こ
こ
へ
く
る
ま
も
い
か
が
し
つ
ら
ん 

（
散
木
奇
歌
集　

一
五
八
五
）

或
人
月
を
み
て

し
ら
く
も
か
か
る
や
ま
の
は
の
月

と
申
し
侍
り
け
る
に

ま
め
の
こ
の
な
か
な
る
も
ち
ひ
と
み
ゆ
る
か
な
（
明
恵
上
人
集　

一
五
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
道
民
部
卿
（
為
家
）

に
し
き
か
と
秋
は
さ
が
の
の
見
ゆ
る
か
な 

（
井
蛙
抄　

五
三
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
倉
殿
（
源
頼
朝
）

あ
か
ぎ
山
さ
す
が
に
つ
か
と
見
ゆ
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　

梶
原
（
梶
原
景
季
）

こ
し
ぢ
の
人
も
さ
や
思
ふ
ら
ん 

（
曽
我
物
語
（
真
名
）
二
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

其
座
に
あ
り
け
る
人

く
く
た
ち
の
や
い
ば
は
た
り
て
見
ゆ
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　

房
主
（
聖
信
房
）

な
ま
い
で
た
れ
か
つ
く
り
そ
め
け
む

（
古
今
著
聞
集　

聖
信
房
の
弟
子
等
茎
立
を
煮
る
を
見
て
其
座
の
人
連

歌
の
事　

三
二
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　

禅
師
隆
尊

も
ち
な
が
ら
か
た
わ
れ
月
に
み
ゆ
る
か
な
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小
童

ま
だ
山
の
は
を
出
で
も
や
ら
ね
ば

（
沙
石
集　

和
歌
の
人
の
感
あ
る
事　

二
六
）

こ
れ
ら
の
よ
う
に
『
散
木
奇
歌
集
』
の
連
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
た
句
の
「
型
」
は
、

さ
ら
に
後
の
時
代
の
和
歌
・
連
歌
に
も
引
き
つ
づ
き
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
総
数
は
こ
こ
に
あ
げ
た
二
例
ほ
ど
に
過
ぎ
ず
、『
散
木
奇
歌
集
』
を

見
る
限
り
、
句
の
「
型
」
を
取
っ
て
連
歌
を
詠
む
と
い
う
方
法
が
広
範
囲
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
た
の
か
は
判
断
し
が
た
い
。

一
方
、
句
の
「
型
」
に
よ
る
先
行
歌
摂
取
で
は
な
く
、
特
定
の
歌
に
拠
る
一
般
的

な
本
歌
取
り
の
状
況
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
こ
ち
ら
の
例
も
少
な
い
。

ふ
し
み
に
く
ぐ
つ
し
さ
む
が
ま
し
て
き
た
り
け
る
に
、
さ
き
く
さ
に
あ
は

せ
て
歌
う
た
は
せ
ん
と
て
よ
び
に
つ
か
は
し
た
り
け
る
に
、
も
と
や
ど
り

た
り
け
る
家
に
は
な
し
と
て
ま
う
で
こ
ざ
り
け
れ
ば　
　
　

家
綱

う
か
ら
め
は
う
か
れ
て
や
ど
も
さ
だ
め
ぬ
る

つ
く

く
ぐ
つ
ま
は
し
は
ま
は
り
き
て
を
り 

（
散
木
奇
歌
集　

一
六
○
八
）

う
か
れ
め
の
う
か
れ
て
や
ど
る
た
び
や
か
た
す
み
つ
き
が
た
き
恋
も
す
る

か
な 

（
六
百
番
歌
合　

寄
遊
女
恋　

一
一
五
七　

季
経
）

「
う
か
ら
め
」
の
語
が
和
歌
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
自
体
、『
六
百
番
歌
合
』
に
お
け

る
季
経
・
隆
信
詠
以
降
に
数
例
み
ら
れ
る
の
み
と
非
常
に
珍
し
い
（
9
）。
特
に
季
経

の
歌
に
つ
い
て
は
語
の
重
な
り
具
合
か
ら
み
て
『
散
木
奇
歌
集
』
一
六
○
八
の
前
句

を
取
っ
て
詠
ま
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

よ
う
も
し
ら
ぬ
事
を
と
へ
ば
、
え
し
ら
ぬ
よ
し
申
す
を
聞
き
て 

肥
後
君

難
義
を
ば
か
り
に
も
人
の
い
は
ぬ
か
な

つ
く

せ
り
つ
み
に
し
て
よ
を
し
す
ぐ
せ
ば 

（
散
木
奇
歌
集　

一
六
○
○
）

さ
し
も
な
ぞ
い
と
ふ
な
る
ら
ん
せ
り
摘
み
し
人
だ
に
よ
に
は
有
り
と
こ
そ

き
け 

（
林
葉
和
歌
集　

不
知
身
程
恋　

八
九
二
）

当
時
、「
芹
摘
み
し
説
話
」
は
一
定
の
広
ま
り
を
す
で
に
見
せ
て
お
り
（
10
）、
俊

頼
も
「
せ
り
つ
み
し
こ
と
を
も
い
は
じ
さ
か
り
な
る
花
の
ゆ
ふ
ば
え
見
け
る
身
な
れ

ば
」（
散
木
奇
歌
集　

七
四
）
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
連
歌
の
他
に
和
歌
で
も
用
い

て
い
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
芹
摘
み
し
説
話
」
を
本
と
し
て
俊
頼
以
前
に
詠
ま

れ
た
例
は
少
な
く
、『
四
条
宮
主
殿
集
』
六
四
の
「
せ
り
つ
み
し
む
か
し
の
人
も
わ

が
ご
と
や
こ
こ
ろ
の
も
の
の
か
な
は
ざ
り
け
ん
」
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
に
し
て
著
名
な

一
首
と
な
る
。
こ
の
歌
は
院
政
期
以
降
の
歌
学
・
歌
論
書
の
多
く
に
収
録
さ
れ
て
お

り
（
11
）、
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
『
四
条
宮
主
殿
集
』
六
四
を
本
歌
と
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
歌
が
院
政
期
以
降
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
（
12
）。
そ
う
い
っ
た

歌
々
の
な
か
に
あ
っ
て
、
俊
頼
と
俊
恵
の
歌
は
説
話
の
「
芹
摘
み
し
」
に
拠
り
つ
つ

も
『
四
条
宮
主
殿
集
』
六
四
と
は
語
彙
の
面
で
重
な
り
が
少
な
い
。
そ
の
一
方
で
、

こ
れ
ら
二
首
は
「
よ
を
し
す
ぐ
せ
ば
」・「
よ
に
は
あ
り
と
」
と
芹
を
摘
む
も
の
が
「
世
」

に
存
在
し
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
俊
恵
詠

は
俊
頼
詠
を
本
と
し
て
詠
ま
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
行
歌
を
参
考
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
語
彙
の
摂
取

に
つ
い
て
も
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

あ
る
女
房
の
く
ら
ま
へ
ま
ゐ
ら
む
と
て
、
か
た
へ
の
女
房
に
し
た
う
づ
を

か
り
け
れ
ば
、
一
日
う
づ
ま
さ
に
ま
ゐ
り
し
に
は
き
た
り
し
か
ば
、
み
な
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や
ぶ
れ
に
け
り
と
い
ふ
を
聞
き
て

け
ふ
み
れ
ば
し
た
う
づ
ま
さ
に
や
れ
に
け
り

と
申
し
た
り
し
か
ど
つ
く
る
人
に
な
か
り
し
か
ば
、
か
の
女
房
に
か
は
り

く
ら
ま
ぎ
れ
に
ぞ
い
ま
は
は
く
べ
き 

（
散
木
奇
歌
集　

一
五
八
七
）

ゆ
ふ
暮
に
市
原
野
に
て
お
ふ
き
ず
は
く
ら
ま
ぎ
れ
と
や
い
ふ
べ
か
る
ら
ん

（
古
今
著
聞
集　

第
十
九　

鞍
馬
詣
の
者
市
原
野
を
過
ぎ
盗
人
に
遇
ひ

た
る
を
聞
き
て
慶
算
詠
歌
の
事　

二
四
四　

慶
算
）

い
ち
に
い
ち
め
が
さ
お
ほ
か
る
を
見
て　
　
　

時
房

い
ち
み
れ
ば
い
ち
め
が
さ
こ
そ
つ
き
も
せ
ね

き
な
る
う
り
を
お
き
な
ら
べ
た
る
を
み
て
つ
く

う
り
か
ふ
た
め
の
み
の
み
つ
と
へ
ば 
（
散
木
奇
歌
集　

一
五
九
六
）

と
こ
と
は
に
お
も
ふ
事
こ
そ
つ
き
も
せ
ね
欣
求
浄
土
と
厭
離
穢
土
と
を

（
拾
玉
集　

賦
百
字
百
首
一
時
半
詠
之　

お
も
ふ
こ
と　

一
三
○
三
）

中
宮
亮
仲
実
備
中
の
任
に
く
だ
り
け
る
時
に
、
備
前
国
の
あ
ふ
す
き
の
く

ひ
と
い
ふ
も
の
の
た
ち
な
み
た
る
さ
き
に
、
う
と
い
ふ
と
り
と
さ
ぎ
と
い

ふ
と
り
と
ゐ
た
り
け
る
を
、
ぐ
し
た
り
け
る
六
波
羅
別
当
と
い
ふ
僧
の
申

し
た
り
け
る

と
り
と
見
つ
る
は
う
さ
ぎ
な
り
け
り

こ
れ
を
か
み
仲
実
み
つ
け
て
京
に
ま
う
で
き
て
か
た
り
け
れ
ば
つ
け
け
る

こ
の
み
か
と
か
き
は
ま
く
り
も
き
こ
ゆ
れ
ど 

（
散
木
奇
歌
集　

一
五
七
六
）

同
佐
の
も
と
に
、
か
ひ
つ
も
の
を
ま
ぜ
く
だ
物
に
し
て
、
き
こ
え
さ

す
と
て

わ
た
つ
み
の
な
み
の
は
な
さ
く
う
き
き
に
は
か
き
は
ま
ぐ
り
の
な
る
に
や

あ
る
ら
ん 

（
国
基
集　

一
四
八
）

「
く
ら
ま
ぎ
れ
」・「
こ
そ
つ
き
も
せ
ね
」
と
い
う
『
散
木
奇
歌
集
』
の
連
歌
に
見

ら
れ
る
新
奇
な
語
彙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
慶
算
と
慈
円
の
歌
以
外
に
作
例
が
見
ら
れ
な
い

上
、慶
算
と
慈
円
の
活
躍
期
は
俊
頼
の
没
後
で
あ
る
の
で
、こ
の
二
人
の
和
歌
は
『
散

木
奇
歌
集
』
の
連
歌
を
参
考
に
し
て
詠
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
。「
か
き
は
ま
ぐ
り
」

に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
も
貝
を
木
の
実
に
見
立
て
て
い
る
の
で
影
響
関
係
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
も
の
の
、
仲
実
と
国
基
の
生
存
時
期
が
重
な
り
あ
う
た
め
連
歌
と
和
歌
の
い

ず
れ
が
先
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
定
め
が
た
い
。
し
か
し
、
基
国
に
良
暹
・

賀
茂
成
助
や
源
経
信
ら
と
親
交
の
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
連
歌
的
な
思
考

か
ら
『
国
基
集
』
一
四
八
が
詠
み
出
さ
れ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、『
散
木
奇
歌
集
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
連
歌
が
俊
頼
以
降
の
時
代
の
連
歌
・

和
歌
に
影
響
を
与
え
た
例
を
見
て
き
た
。
作
例
は
少
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
こ
で
と

り
あ
げ
た
連
歌
の
句
の
「
型
」
は
後
代
の
連
歌
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
た
上
、
さ
ら

に
和
歌
に
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
特
定
の
連
歌
に
拠
っ
て
詠
む
と
い

う
よ
う
に
本
歌
取
り
の
手
法
が
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
和
歌
に
し
か
用
例
が
見
ら

れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
先
行
連
歌
に
特
有
の
語
彙
を
と
っ
て
作
品
が
作
ら
れ
る
場
合

に
も
和
歌
に
の
み
用
例
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
連
歌
に
含
ま
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が

和
歌
へ
と
流
れ
こ
ん
で
い
る
状
況
が
看
取
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
連
歌
の

即
応
性
を
満
た
す
た
め
の
手
法
で
あ
っ
た
句
の
「
型
」
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
方
法

も
、
和
歌
の
詠
作
技
法
と
し
て
再
び
和
歌
に
取
り
込
ま
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
み
て

よ
か
ろ
う
。

た
だ
し
、『
散
木
奇
歌
集
』
か
ら
得
ら
れ
た
用
例
は
俊
頼
の
家
集
と
い
う
非
常
に

限
定
さ
れ
た
範
囲
内
で
の
こ
と
で
あ
り
、
用
例
数
も
決
し
て
多
い
も
の
で
は
な
い
の

で
、
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
分
析
の
範
囲
を
広
げ
た
と
き
に
も
同
様
で
あ
る
の
か
、
現

時
点
で
は
判
断
が
つ
か
な
い
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
多
く
の
短
連
歌
が
収
集
さ
れ
た
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『
俊
頼
髄
脳
』
を
例
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
考
察
を
す
す
め
て
い
く
。

三
．『
俊
頼
髄
脳
』
の
連
歌
が
後
代
の
連
歌
・
和
歌
に
影
響
を
与
え
た
例

『
俊
頼
髄
脳
』
が
そ
も
そ
も
貴
人
に
向
け
て
書
か
れ
た
作
歌
手
引
き
書
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
か
ら
推
し
て
、
同
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
連
歌
は
、
手
本
と
す
る
こ
と

が
可
能
な
、
つ
ま
り
は
俊
頼
が
一
定
の
評
価
を
与
え
た
作
品
が
集
め
ら
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

永
胤
法
師

を
ぎ
の
葉
に
秋
の
け
し
き
の
見
ゆ
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　

永
源
法
師

風
に
な
び
か
ぬ
草
は
な
け
れ
ど 

（
俊
頼
髄
脳　

三
七
九
）

　
　
　
　
　
　
　

観
暹

日
の
い
る
は
く
れ
な
ゐ
に
こ
そ
に
た
り
け
れ

　
　
　
　
　
　
　

平
為
成

あ
か
ね
さ
す
と
も
思
ひ
け
る
か
な 

（
俊
頼
髄
脳　

三
八
二
）

「
見
ゆ
る
か
な
」・「
似
た
り
け
れ
」
と
い
う
句
の
「
型
」
が
俊
頼
以
降
の
時
代
の

連
歌
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
第
二
節
で
す
で
に
述
べ
た
。
こ
れ
ら
の

よ
う
に
『
散
木
奇
歌
集
』
収
録
の
連
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
と
同
じ
句
の
「
型
」

が
『
俊
頼
髄
脳
』
収
録
の
連
歌
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
俊
頼
自
身
の
連

歌
論
に
合
致
す
る
作
品
が
『
俊
頼
髄
脳
』
に
も
意
図
的
に
選
び
入
れ
ら
れ
て
い
た
蓋

然
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
更
に
言
え
ば
、
家
集
に
選
び
入
れ
ら
れ
た
連
歌

の
選
定
基
準
と
も
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
家
集
の
倍
以
上
の
数
に
な
る
連
歌
が
選
び
入
れ
ら
れ
て
い
る

『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
い
て
、
収
録
さ
れ
た
連
歌
が
の
ち
の
連
歌
・
和
歌
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
い
く
。

①
後
代
の
連
歌
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
例

　
　
　
　
　
　
　

道
な
か
の
君

あ
や
し
く
も
ひ
ざ
よ
り
し
も
の
さ
ゆ
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　

実
方
中
将

こ
し
の
わ
た
り
に
雪
や
ふ
る
ら
む 

（
俊
頼
髄
脳　

三
七
一
）

　
　
　
　
　
　
　

天
文
博
士

あ
や
し
く
も
西
に
朝
日
の
い
づ
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　

朝
日
の
阿
闍
梨

天
文
博
士
い
か
に
見
る
ら
む

（
沙
石
集　

巻
七　

嫉
妬
の
心
無
き
人
の
事　

一
○
七
）

か
は
ら
や
の
板
葺
に
て
も
た
て
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　

木
工
助
助
俊

つ
ち
く
れ
し
て
や
つ
く
り
そ
め
け
む  

（
俊
頼
髄
脳　

三
九
一
／
金
葉
和
歌
集
（
二
度
本
）
雑
部
下　

連
歌　

六
五
四
）

　
　
　
　
　

其
座
に
あ
り
け
る
人

く
く
た
ち
の
や
い
ば
は
た
り
て
見
ゆ
る
か
な

　
　
　
　
　
　

房
主
（
聖
信
房
）

な
ま
い
で
た
れ
か
つ
く
り
そ
め
け
む 

（
古
今
著
聞
集　

聖
信
房
の
弟
子
等
茎
立
を
煮
る
を
見
て
其
座
の
人
連

歌
の
事　

三
二
九
）

　
　
　
　
　
　
　

慶
暹

こ
の
と
の
は
火
桶
に
火
こ
そ
な
か
り
け
れ
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永
源

わ
が
み
づ
が
め
に
水
は
あ
れ
ど
も 

（
俊
頼
髄
脳　

三
八
三
／
続
詞
花
和
歌
集　

物
名　

九
四
三　

永
源
法
師
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
じ
（
左
京
大
夫
顕
輔
卿
）

た
た
み
め
に
し
く
さ
か
な
こ
そ
な
か
り
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
侍

こ
も
の
こ
の
み
や
さ
し
ま
さ
る
ら
む

（
古
今
著
聞
集　

左
京
大
夫
顕
輔
青
侍
と
連
歌
の
事　

三
一
三
）

「
あ
や
し
く
も
〜
か
な
〜
ら
む
」・「
つ
く
り
そ
め
け
む
」・「
〜
こ
そ
な
か
り
け
れ
」

と
い
う
連
歌
の
句
の
「
型
」
は
、
い
ず
れ
も
『
俊
頼
髄
脳
』
以
降
の
連
歌
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
現
存
す
る
短
連
歌
は
数
が
少
な
く
、
ひ
と
つ
の
「
型
」
に
対

し
て
複
数
の
用
例
を
見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
い
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
型
」
に
対
し

て
一
例
ず
つ
し
か
作
例
を
見
い
だ
せ
な
い
と
こ
ろ
に
論
拠
と
し
て
の
弱
さ
は
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
三
つ
は
短
連
歌
の
用
例
は
少
な
い
な
が
ら
、
句
の
「
型
」
と
し
て

機
能
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
ず
、「
あ
や
し
く
も
〜
か
な
〜
ら
む
」
と
い
う
句
の
「
型
」
で
あ
る
が
、「
あ
や

し
く
も
し
か
の
た
ち
ど
の
見
え
ぬ
か
な
を
ぐ
ら
の
山
に
我
や
き
ぬ
ら
ん
」（
拾
遺
抄    

夏　

九
条
右
大
臣
賀
の
屏
風　

七
七　

兼
盛
）
と
い
う
『
拾
遺
抄
』
に
入
集
し
て
以

降
も
数
々
の
集
に
選
び
入
れ
ら
れ
た
著
名
歌
（
13
）
に
現
れ
る
「
型
」
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
和
歌
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
に
は
な
り
得

な
か
っ
た
（
14
）。

あ
や
し
く
も
と
き
は
の
も
り
の
ゆ
ふ
風
に
秋
き
に
け
り
と
お
ど
ろ
か
る
ら
ん

（
為
忠
家
初
度
百
首　

夏　

樹
陰
納
涼　

二
五
二　

忠
成
）

あ
や
し
く
も
雨
に
く
も
ら
ぬ
月
か
げ
や
卯
花
山
の
さ
か
り
な
る
ら
む

（
百
首
歌
合
建
長
八
年　

四
百
十
三
番　

左
持　

八
二
五　

権
中
納
言
）

し
か
し
、「
あ
や
し
く
も
〜
か
な
」あ
る
い
は「
あ
や
し
く
も
〜
ら
む
」と
い
う「
型
」

に
範
囲
を
拡
大
し
て
調
査
す
る
と
用
例
が
急
激
に
増
え
る
。
特
に
「
あ
や
し
く
も
〜

ら
ん
」
と
歌
い
出
し
と
下
句
の
結
び
を
規
制
す
る
「
型
」
の
場
合
に
は
そ
の
ほ
と
ん

ど
用
例
が
院
政
期
以
降
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
あ
や
し
く
も
〜
か
な

〜
ら
ん
」と
い
う
句
の「
型
」を
用
い
た
連
歌
の
存
在
が『
俊
頼
髄
脳
』の
記
述
に
よ
っ

て
再
認
識
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
用
例
を
増
や
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。次

に
、「
つ
く
り
そ
む
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
ち
ら
は
連
歌
で
そ
の
句
の
「
型
」

が
用
い
ら
れ
る
以
前
に
は
連
歌
・
和
歌
と
も
に
作
例
が
な
く
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
成

立
期
あ
た
り
か
ら
後
に
和
歌
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

か
ろ
し
ま
の
あ
が
り
の
み
や
の
む
か
し
よ
り
つ
く
り
そ
め
て
し
か
ら
人
の

い
け 

（
新
撰
和
歌
六
帖　

い
け　

一
○
四
一　

家
良
）

建
長
七
年
顕
朝
家
千
首
歌
、
兼
作
抄　

光
俊
朝
臣

を
ぐ
ら
山
花
も
も
み
ぢ
も
う
ゑ
お
き
て
い
か
な
る
神
の
つ
く
り
そ
め
け
む

（
夫
木
和
歌
抄　

雑
部
二　

八
二
四
七
）

あ
や
す
ぎ
の
と
ざ
し
は
な
ど
や
あ
や
に
く
に
心
づ
よ
く
も
つ
く
り
そ
め
け
ん

（
住
吉
物
語
（
真
鍋
本
）
一
〇
五　

中
将
（
大
将
））

と
こ
ろ
で
「
つ
く
り
そ
む
」
と
い
う
語
は
俊
頼
詠
「
君
は
し
も
き
き
わ
た
り
け
ん

つ
の
く
に
の
な
が
ら
の
は
し
を
つ
く
り
そ
め
し
も
」（
散
木
奇
歌
集　

一
三
六
六
）

に
も
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
ち
ら
を
参
考
と
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
俊
頼
は
連
歌
に
親
し
ん
だ
歌
人
で
あ
り
、
こ
の
歌
自
体
が
連
歌
の
語
彙
か

ら
発
想
を
得
た
こ
と
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
つ
く
り
そ
む
」

と
い
う
語
は
連
歌
に
連
な
る
土
壌
に
息
づ
い
て
い
た
言
葉
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か

ろ
う
。

続
い
て
、「
〜
こ
そ
な
か
り
け
れ
」
で
あ
る
が
、
こ
の
句
は
和
泉
式
部
の
「
た
と
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ふ
べ
き
か
た
は
け
ふ
こ
そ
な
か
り
け
れ
昨
日
を
だ
に
も
く
ら
し
て
し
か
ば
」（
和
泉

式
部
集　

五
八
九
）
以
降
、和
歌
に
は
ま
ま
見
ら
れ
、そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
句
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
が
連
歌
と
同
じ
「
〜
な
か
り
け
り
（
る
）
〜
あ
れ
ど
も
」・「
〜
な
か

り
け
り
（
る
）
〜
ら
ん
」
と
い
う
形
に
な
る
と
、
院
政
期
以
降
に
次
の
よ
う
な
作
例

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　

た
れ
か
よ
み
た
り
け
ん

か
き
つ
く
る
跡
は
千
と
せ
も
な
か
り
け
り
忘
れ
ず
し
の
ぶ
人
は
あ
れ
ど
も

（
古
今
著
聞
集　

住
吉
社
の
修
理
に
当
り
古
来
の
詩
歌
失
せ
果
て
た
る

を
見
て
或
人
詠
歌
の
事　

二
一
九
）

わ
ら
は
に
つ
か
は
し
け
る　

心
円
法
師

し
ら
な
み
の
た
ち
く
る
と
き
ぞ
な
か
り
け
る
ま
く
ら
の
し
た
に
う
み
は
あ

れ
ど
も 
（
楢
葉
和
歌
集　

雑
一　

七
二
三
）

か
み
な
づ
き
し
ぐ
れ
ぬ
ひ
こ
そ
な
か
り
け
れ
な
が
め
が
し
は
の
な
に
や
ふ

る
ら
ん 

（
現
存
和
歌
六
帖　

な
が
め
が
し
は　

七
一
七　

藤
原
隆
祐
）

こ
れ
ら
三
首
は
い
ず
れ
も
上
句
で
提
示
さ
れ
た
状
況
が
、
ど
の
よ
う
な
矛
盾
や
理

由
の
も
と
で
起
き
て
い
た
こ
と
な
の
か
下
句
で
説
明
を
加
え
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
連

歌
的
な
構
造
を
持
つ
歌
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、『
俊
頼
髄
脳
』
収
録
の
連

歌
の
句
の
「
型
」
が
後
代
の
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
き
に
は
、
連
歌
だ
け
で
な

く
和
歌
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
詠
歌
内
容
は
意
識
せ
ず
句
の
「
型
」
の
み
を
取
る
と
い
う
方
法

は
、
後
代
に
お
い
て
も
、
即
興
性
が
求
め
ら
れ
る
場
合
に
は
有
効
で
あ
る
と
し
て
連

歌
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
さ
ら
に
、
連
歌
に
転
用
さ
れ
繰
り
返
し
用
い

ら
れ
た
こ
れ
ら
の
句
の
「
型
」
は
、
院
政
期
以
降
の
和
歌
に
お
い
て
、
右
に
あ
げ
た

例
の
他
に
も
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
点
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

②
後
代
の
和
歌
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
例

結
論
か
ら
言
え
ば
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
連
歌
を
本
歌
取
り
し
て
和

歌
が
詠
ま
れ
た
例
は
、
か
な
り
の
数
に
上
る
。
す
べ
て
を
指
摘
す
る
の
は
煩
雑
と
な

る
の
で
、
そ
れ
ら
の
幾
つ
か
を
選
ん
で
解
説
を
加
え
て
い
く
。

【
例
一
】し

ら
つ
ゆ
の
お
く
に
あ
ま
た
の
こ
ゑ
す
な
り

は
な
の
い
ろ
い
ろ
あ
り
と
し
ら
な
む

こ
れ
は
、
後
撰
の
連
歌
な
り
。

（
俊
頼
髄
脳　

二
二
／
後
撰
和
歌
集　

秋
中　

二
九
三　

よ
み
人
し
ら
ず
／

袋
草
紙　

撰
集
故
実　

※
三
句
「
声
す
れ
ば
」）

し
ら
つ
ゆ
は
お
き
て
み
ん
と
も
お
も
ふ
ら
ん
さ
の
み
う
つ
さ
じ
は
な
の
い

ろ
い
ろ 

（
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌　

野
花　

一
五
七　

 

従
三
位
季
経
卿
前
宮
内
卿
）

た
ま
だ
れ
の
こ
す
の
を
ゆ
け
ば
し
ら
露
の
お
く
に
あ
ま
た
の
む
し
ぞ
な
く

な
る 

（
夫
木
和
歌
抄　

秋
部
五　

五
五
七
七　

光
俊
朝
臣
）

連
歌
で
は
御
簾
の
内
側
に
い
る
女
房
た
ち
を
花
に
見
立
て
た
と
こ
ろ
を
、
季
経
は

「
野
花
」
と
い
う
題
に
合
わ
せ
て
花
そ
の
も
の
と
解
釈
し
て
詠
ん
で
い
る
。
一
方
、

光
俊
は
白
露
の
奥
に
数
多
い
る
も
の
を
「
虫
」
で
あ
る
と
し
て
秋
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

い
ず
れ
も
『
俊
頼
髄
脳
』
二
二
の
影
響
下
で
和
歌
を
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

も
と
も
と
こ
の
連
歌
は
後
撰
集
入
集
歌
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
光
俊
の
和
歌
は
『
後

撰
集
』
の
詞
書
に
「
あ
き
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
あ
る
所
に
女
ど
も
の
あ
ま
た
す
の
内
に
侍

り
け
る
に
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
初
句
に
取
り
入
れ
て
お
り
、『
俊
頼
髄
脳
』
か
ら
で

は
な
く
勅
撰
集
歌
を
直
接
に
本
歌
取
り
し
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
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【
例
二
】ひ

と
ご
こ
ろ
う
し
み
つ
い
ま
は
た
の
ま
じ
よ

ゆ
め
に
み
ゆ
や
と
ね
ぞ
す
ぎ
に
け
る

こ
れ
は
、
拾
遺
抄
の
連
歌
な
り
。

（
俊
頼
髄
脳　

二
三
／
拾
遺
抄　

雑
上　

四
五
〇
／
拾
遺
和
歌
集　

雑
賀　

一
一
八
四
／
大
和
物
語　

二
七
九
）

人
ご
こ
ろ
う
し
み
つ
と
思
ふ
時
し
ま
れ
そ
よ
と
て
わ
た
る
荻
の
う
は
風

（
太
皇
太
后
宮
小
侍
従
集　

深
夜
聞　

四
九
）

う
し
み
つ
と
い
ふ
に
昔
ぞ
し
ら
れ
け
る
ね
ぞ
す
ぎ
に
け
る
人
の
心
は

（
正
治
後
度
百
首　

禁
中　

八
八
一　

宮
内
卿
）

を
し
め
ど
も
う
し
み
つ
い
ま
は
更
く
る
夜
の
た
だ
夢
ば
か
り
の
こ
る
春
か
な

（
夫
木
和
歌
抄　

春
部　

洞
院
摂
政
家
百
首
、
暮
春　

二
二
九
八　

家

長
朝
臣
）

う
し
み
つ
と
き
こ
ゆ
る
こ
ゑ
の
つ
ら
き
か
な
た
の
め
し
よ
は
も
ま
た
ふ
け

に
け
り 

（
顕
氏
集　

寄
声
恋　

八
四
）

「
う
し
み
つ
」
と
い
う
言
葉
は
、
新
古
今
歌
人
ら
を
中
心
に
俄
に
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
詠
み
出
さ
れ
た
歌
の
多
く
は
右
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
『
俊
頼
髄
脳
』
二
三
の
本
歌
取
り
と
な
っ
て
い
る
（
15
）。
こ
の
連
歌
も
『
俊

頼
髄
脳
』
二
二
と
同
じ
く
勅
撰
集
に
見
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
の
で
『
俊
頼
髄
脳
』
で

は
な
く
勅
撰
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、『
俊
頼
髄
脳
』

二
二
と
同
じ
く
後
代
の
歌
に
影
響
を
与
え
は
じ
め
る
の
が
『
俊
頼
髄
脳
』
成
立
以
降

の
時
代
で
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
ら
の
連
歌
が
本
歌
取
り
さ
れ
る
要
因
の

一
つ
と
し
て
、
俊
頼
自
身
や
作
歌
手
引
き
書
と
し
て
の
『
俊
頼
髄
脳
』
の
地
位
の
高

ま
り
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
可
能
性
を
合
わ
せ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

【
例
三
】

　
　
　
　
　
　
　

重
之

物
あ
は
れ
な
る
春
の
あ
け
ぼ
の

　
　
　
　
　
　
　

修
行
者

虫
の
ね
の
よ
わ
り
し
秋
の
く
れ
よ
り
も 

（
俊
頼
髄
脳　

三
八
八
）

百
首
の
歌
に
虫
を
よ
め
る

よ
わ
り
ゆ
く
虫
の
こ
ゑ
に
や
山
里
は
く
れ
ぬ
る
秋
の
ほ
ど
を
し
る
ら
ん

（
散
木
奇
歌
集　

四
二
七
／
堀
河
百
首　

虫　

八
二
四
）

保
延
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
身
を
う
ら
む
る
百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
、
む

し
の
う
た
と
て
よ
み
侍
り
け
る　
　

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

さ
り
と
も
と
お
も
ふ
こ
こ
ろ
も
む
し
の
ね
も
よ
わ
り
は
て
ぬ
る
秋
の
く
れ

か
な 

（
千
載
和
歌
集　

秋
下　

三
三
三
／
長
秋
詠
草　

一
五
三
）

百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
よ
み
侍
り
け
る　

大
炊
御
門
右
大
臣

夜
を
か
さ
ね
こ
ゑ
よ
わ
り
ゆ
く
む
し
の
ね
に
秋
の
く
れ
ぬ
る
ほ
ど
を
し
る

か
な（

千
載
和
歌
集　

秋
下　

三
三
一
／
久
安
百
首　

秋
二
十
首　

一
四
九
）

秋
暮
れ
て
い
ま
は
の
比
の
虫
の
ね
も
よ
わ
り
は
て
な
ば
何
心
ち
せ
む

（
正
治
初
度
百
首　

秋　

一
五
五
七　

範
光
）

虫
の
音
弱
ま
る
秋
の
暮
れ
の
景
が
和
歌
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
お
お
よ

そ
十
二
世
紀
頃
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
最
も
早
い
作
例
は
『
散
木
奇
歌
集
』
四
二
七
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
俊
成
・
公
能
・
範
光
の
歌
は
こ
の
俊
頼
詠
か
ら
学
ん
だ
可
能
性
が

な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
語
彙
の
重
な
り
か
ら
す
れ
ば
俊
頼
詠
よ
り
も
『
俊
頼
髄
脳
』

三
八
八
の
ほ
う
が
近
い
。
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【
例
四
】

　
　
　
　
　
　
　

頼
光

た
で
か
る
舟
の
す
ぐ
る
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　

相
模
が
母

あ
さ
ま
だ
き
か
ら
ろ
の
音
の
き
こ
ゆ
る
は

（
俊
頼
髄
脳　

四
〇
〇
／
金
葉
和
歌
集
（
二
度
本
）
雑
部
下　

連
歌　

六
五
九
）

さ
よ
ふ
け
て
そ
ら
に
か
ら
ろ
の
お
と
す
な
り
あ
ま
の
と
わ
た
る
ふ
ね
に
や

あ
る
ら
ん 

（
江
帥
集　

か
り　

八
八
）

あ
は
ぢ
し
ま
か
ざ
ま
に
わ
た
る
塩
舟
の
か
ら
ろ
の
お
と
ぞ
お
き
に
き
こ
ゆ
る

（
新
撰
和
歌
六
帖　

ふ
ね　

一
一
一
一　

家
良
）

和
歌
に
お
い
て
「
唐
艪
の
音
」
と
い
う
語
が
詠
ま
れ
る
こ
と
自
体
珍
し
い
。
匡
房

詠
は
雁
の
鳴
き
声
を
唐
艪
の
音
に
喩
え
て
い
て
主
題
は
題
の
と
お
り
「
雁
」
で
あ
る

の
だ
が
、
こ
こ
で
あ
げ
た
連
歌
も
和
歌
も
自
ら
の
目
で
は
確
認
で
き
な
い
景
色
を
聴

覚
的
に
捉
え
て
い
る
点
で
共
通
し
て
お
り
、
匡
房
と
家
良
の
歌
は
『
俊
頼
髄
脳
』

四
〇
〇
か
ら
学
ん
だ
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

【
例
五
】

道
信
の
中
将
の
、
山
吹
の
花
を
も
ち
て
、
上
の
御
局
と
い
へ
る
所
を
、
す
ぎ
け

る
に
、
女
房
達
、
あ
ま
た
ゐ
こ
ぼ
れ
て
、「
さ
る
め
で
た
き
物
を
持
ち
て
、
た

だ
に
す
ぐ
る
や
う
や
あ
る
」
と
、
い
ひ
か
け
た
り
け
れ
ば
、
も
と
よ
り
や
、
ま

う
け
た
り
け
む
、

口
な
し
に
ち
し
ほ
や
ち
し
ほ
そ
め
て
け
り

と
い
ひ
て
、さ
し
入
れ
り
け
れ
ば
、若
き
人
々
、え
取
ら
ざ
り
け
れ
ば
、お
く
に
、

伊
勢
大
輔
が
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、「
あ
れ
と
れ
」
と
宮
の
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、

う
け
給
ひ
て
、
一
間
が
程
を
、
ゐ
ざ
り
出
で
け
る
に
、
思
ひ
よ
り
て
、

こ
は
え
も
い
は
ぬ
花
の
い
ろ
か
な

と
こ
そ
、
付
け
た
り
け
れ
。

（
俊
頼
髄
脳　

四
四
○
／
続
詞
花
和
歌
集　

物
名　

九
三
五
／
八
雲
御
抄　

四
七
／
袋
草
紙　

一
六
二　

＊
付
句
の
み
）

い
ひ
わ
た
り
け
る
を
と
こ
の
か
へ
り
ご
と
に
、
ま
こ
と
の
ま
つ
の
と

い
ひ
た
り
け
れ
ば
、
い
は
に
ま
つ
を
お
ほ
し
て
お
こ
せ
た
る
に
、
女

に
か
は
り
て

か
り
そ
め
に
つ
け
た
る
ま
つ
は
か
ひ
も
あ
ら
じ
こ
は
え
も
い
は
ぬ
あ
だ
ご

こ
ろ
か
な 

（
江
帥
集　

四
二
九
）

花
を
よ
み
侍
り
け
る　
　
　
　

源
道
時
朝
臣

く
も
ゐ
な
る
み
ね
の
こ
ず
ゑ
を
見
わ
た
せ
ば
こ
は
世
に
し
ら
ぬ
は
な
の
い

ろ
か
な 

（
万
代
和
歌
集　

春
歌
下　

二
三
三
）

く
ち
な
し
の
色
の
や
ち
し
ほ
恋
ひ
そ
め
し
下
の
思
ひ
や
い
は
で
は
て
な
ん

（
洞
院
摂
政
家
百
首　

忍
恋　

一
〇
一
四　

定
家
／
拾
遺
愚
草　

関
白

左
大
臣
家
百
首
貞
永
元
年
四
月　

忍
恋　

一
四
五
一
）

前
斎
院
に
山
吹
の
え
な
ら
ぬ
枝
に
つ
け
て
き
こ
え
は
べ
り
け
る　
　

ふ
く
ら
す
ず
め
の
左
大
臣

く
ち
な
し
の
こ
は
え
も
い
は
ぬ
色
な
れ
ど
さ
し
て
も
い
か
が
や
ま
吹
の
花

（
風
葉
和
歌
集　

一
二
〇
）

く
ち
な
し
の
千
し
ほ
の
い
ろ
〔　

〕
い
は
ね
ど
も
こ
こ
ろ
に
あ
か
ぬ
や
ま

ぶ
き
の
は
な 

（
如
願
法
師
集　

款
冬
を　

四
三
一
）

宇
都
宮
神
宮
寺
二
十
首
歌
に　
　
　
　

素
暹
法
師

君
を
わ
が
お
も
ふ
こ
こ
ろ
の
い
ろ
な
ら
ば
ち
し
ほ
や
ち
し
ほ
そ
め
て
み
せ

ま
し 

（
新
和
歌
集　

恋
下　

五
九
五
）
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『
俊
頼
髄
脳
』
二
二
・
二
三
の
よ
う
に
勅
撰
集
に
入
集
し
て
い
る
わ
け
で
も
も
な
い

連
歌
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
歌
の
本
歌
と
な
っ
て
い
る
。
当
該
連
歌
は
、
前
句
・
付
句
と

も
に
言
い
切
り
の
形
を
と
っ
て
い
て
、「
そ
の
な
か
ら
が
う
ち
に
、
言
ふ
べ
き
事
の

心
を
、
い
ひ
果
つ
る
な
り
」（
俊
頼
髄
脳
）
と
主
張
し
た
俊
頼
が
求
め
る
連
歌
の
形

式
に
は
則
っ
て
い
る
も
の
の
、
用
い
ら
れ
て
い
る
語
彙
に
珍
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
。

例
え
ば
「
こ
は
え
も
い
は
ぬ
」
と
い
う
句
に
な
る
と
右
に
あ
げ
た
例
が
す
べ
て
と
な

る
が
、「
え
も
い
は
ぬ
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、

な
ぞ
な
ぞ
も
の
が
た
り
し
侍
り
け
る
所
に　
　

曾
禰
善
忠

わ
が
こ
と
は
え
も
い
は
し
ろ
の
む
す
び
松
ち
と
せ
を
ふ
と
も
た
れ
か
と
く

べ
き 

（
拾
遺
抄　

雑
下　

五
一
三
）

え
も
い
は
ぬ
よ
は
の
こ
ほ
り
に
あ
い
□
け
れ
ば
ま
だ
う
ち
と
け
ぬ
こ
こ
ち

か
も
す
る 
（
四
条
宮
主
殿
集　

返
し　

一
五
）

と
い
う
よ
う
に
古
く
か
ら
用
例
が
あ
り
、
和
歌
に
取
り
入
れ
や
す
い
語
彙
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
本
節
で
取
り
あ
げ
た
連
歌
全
体
に
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
和
歌

と
の
馴
染
み
や
す
さ
ゆ
え
に
数
々
の
歌
の
本
歌
に
な
り
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
定
家
に
も
連
歌
を
本
歌
と
し
た
作
例
が
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
さ

ら
に
定
家
は
次
に
示
す
と
お
り
、『
千
五
百
番
歌
合
』
八
百
十
番
の
判
詞
に
お
い
て

連
歌
を
指
摘
し
つ
つ
一
定
の
評
価
を
与
え
て
も
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　

良
暹

も
み
ぢ
葉
の
こ
が
れ
て
み
ゆ
る
み
ふ
ね
か
な

（
俊
頼
髄
脳　

四
四
二
／
八
雲
御
抄　

四
八
）

八
百
十
番　

左　
　
　

顕
昭

も
み
ぢ
葉
に
こ
が
れ
あ
ひ
て
も
み
ゆ
る
か
な
ゑ
じ
ま
が
い
そ
の
あ
け
の
そ

ほ
舟　

　
　
　
　

右　
　
　

丹
後

な
き
と
め
ぬ
秋
こ
そ
あ
ら
め
き
り
ぎ
り
す
お
の
が
ね
さ
へ
ぞ
よ
わ
り
は
て

ぬ
る

良
暹
が
つ
か
う
ま
つ
れ
る
連
歌
と
か
や
物
語
に
申
し
つ
た
へ
た
る
、

す
ぐ
れ
て
を
か
し
き
に
は
あ
ら
ね
ど
、
あ
ま
ね
く
人
の
口
に
侍
る
ゑ

じ
ま
が
い
そ
の
ま
じ
り
て
歌
に
な
り
に
け
る
と
や
き
こ
え
侍
ら
む

（
千
五
百
番
歌
合　

秋
四　

一
六
一
八
・
一
六
一
九
）

新
古
今
時
代
の
歌
壇
に
お
い
て
指
導
的
な
立
場
に
い
た
定
家
が
自
詠
に
連
歌
の
句

を
取
り
入
れ
、
さ
ら
に
後
鳥
羽
院
歌
壇
の
盛
儀
で
あ
っ
た
『
千
五
百
番
歌
合
』
の
判

詞
で
連
歌
を
引
用
し
た
こ
と
の
意
味
は
軽
く
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
定
家
は
和

歌
を
詠
む
と
き
に
、
連
歌
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
間
接
的
に
認
め

て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
も
よ
い
よ
う
に
思
う
。
あ
る
い
は
、
定
家
自
身
は
連
歌

的
な
も
の
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
必
ず
し
も
肯
定
的
で
な
く
と
も
、
歌
壇
自
体
の
流

れ
が
個
人
の
力
で
は
止
め
よ
う
も
な
い
ほ
ど
連
歌
を
取
り
入
れ
る
方
向
に
動
い
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

承
久
元
年
に
催
さ
れ
た
『
内
裏
百
番
歌
合
』
七
十
四
の
衆
議
判
に
お
い
て
も
、

『
千
五
百
番
歌
合
』
と
同
じ
く
良
暹
の
連
歌
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

七
十
四
番　

左　
　
　

家
衡
卿

紅
葉
ば
の
こ
が
れ
て
見
ゆ
る
木
末
か
な
衛
士
の
た
く
ひ
の
よ
る
は
も
え
つ
つ

　
　
　
　
　

右
勝　
　
　

行
能

し
ぐ
れ
つ
つ
木
の
は
の
お
つ
る
庭
の
お
も
に
つ
も
る
あ
は
れ
も
色
ま
さ
り

つ
つ

左
歌
、上
句
、良
暹
法
師
連
歌
な
り
、下
句
ば
か
り
わ
づ
か
に
新
之
由
、

そ
の
沙
汰
あ
り
、
右
、
さ
ほ
ど
な
る
事
侍
ら
ね
ど
も
、
勝
と
す
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（
内
裏
百
番
歌
合　

庭
紅
葉　

一
四
一
・
一
四
二
）

こ
こ
で
は
連
歌
を
用
い
た
歌
が
負
け
に
な
っ
て
お
り
、
判
詞
に
「
上
句
、
良
暹
法

師
連
歌
な
り
」
と
あ
る
が
、お
そ
ら
く
連
歌
発
祥
の
歌
句
を
用
い
た
こ
と
が
咎
と
な
っ

た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
こ
こ
で
下
句
に
対
し
て
「
下
句
ば
か
り
わ
づ
か
に
新
」

と
い
う
評
価
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
下
句
は
あ
き
ら
か
に

君
が
も
る
ゑ
じ
の
た
く
ひ
の
ひ
る
は
た
え
よ
る
は
も
え
つ
つ
物
を
こ
そ
思
へ

（
古
今
和
歌
六
帖　

火　

七
八
一
）

を
本
歌
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
家
衡
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
七
八
一
の
句
を
大
き

く
取
り
な
が
ら
恋
情
を
叙
景
に
詠
み
換
え
て
お
り
、判
で
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
「
わ

づ
か
に
新
」
と
評
価
が
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
上
句
、
良
暹
法
師
連
歌

な
り
、
下
句
ば
か
り
わ
づ
か
に
新
之
由
」
と
い
う
判
詞
を
見
直
す
と
上
句
と
下
句
は

並
立
す
る
書
き
方
で
評
価
が
記
さ
れ
て
お
り
、
下
句
が
詞
は
本
歌
に
大
き
く
依
拠
し

つ
つ
も
詠
歌
内
容
を
転
じ
て
い
て
工
夫
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
上
句
は
詞
も
詠
歌
内
容
も
良
暹
の
詠
ん
だ
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
工
夫
の
な
さ
が

非
難
の
対
象
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
良
暹
法
師
連
歌
な
り
」

と
い
う
判
詞
は
、
先
行
作
品
を
捻
り
も
な
く
あ
か
ら
さ
ま
に
用
い
た
浅
は
か
な
表
現

を
咎
め
た
も
の
で
、
そ
の
歌
句
が
も
と
も
と
短
連
歌
の
も
の
で
あ
る
事
は
問
題
で
は

な
か
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
連
歌
を
取
り
入
れ
て
歌
を
詠

む
こ
と
そ
れ
自
体
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
歌
合

の
場
合
、
主
導
す
る
人
間
は
い
た
に
し
て
も
衆
議
判
で
あ
る
の
で
、
や
は
り
歌
壇
的

な
流
れ
と
し
て
和
歌
に
連
歌
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
て
い
た
と

言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
俊
頼
髄
脳
』
収
録
の
連
歌
は
『
散
木
奇
歌
集
』
収
録
の
連
歌
と
異
な
り
、
収
録

歌
数
の
違
い
と
い
う
だ
け
で
は
説
明
が
付
か
な
い
ほ
ど
多
く
の
連
歌
が
和
歌
の
本
歌

と
な
っ
て
い
た
。『
散
木
奇
歌
集
』
収
録
の
連
歌
が
本
歌
と
な
る
の
は
極
め
て
限
定

的
な
状
況
に
お
い
て
だ
け
で
あ
っ
た
の
と
は
、
傾
向
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
お
そ
ら
く
『
散
木
奇
歌
集
』
が
著
名
な
歌
人
で
は
あ
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
一

歌
人
の
作
品
集
で
し
か
な
い
の
に
対
し
、『
俊
頼
髄
脳
』
は
歌
を
学
ぶ
も
の
に
対
し

て
書
か
れ
た
作
歌
手
引
き
書
で
あ
る
、
と
い
う
性
格
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
和
歌
に
堪
能
と
認
め
ら
れ
た
歌
人
が
執
筆
し
た
作
歌
手
引
き
書
で
あ
る『
俊

頼
髄
脳
』
に
収
め
ら
れ
た
歌
々
は
、
そ
れ
が
和
歌
で
あ
れ
連
歌
で
あ
れ
、
の
ち
の
歌

人
に
は
ほ
ぼ
等
し
く
手
本
に
で
き
る
作
品
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、『
俊
頼
髄
脳
』
収
録
の
連
歌
が
後
代
の

連
歌
・
和
歌
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
例
歌
の
総
数
に
差
異
は
あ
る
も
の
の

手
法
そ
の
も
の
は
『
散
木
奇
歌
集
』
収
録
の
連
歌
と
お
お
よ
そ
同
様
の
傾
向
を
示
し

て
い
た
。
連
歌
の
句
の
「
型
」
が
後
代
の
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
き
に
は
連
歌

と
和
歌
の
両
方
に
作
例
が
見
ら
れ
た
が
、
特
定
の
連
歌
に
拠
っ
て
作
品
が
作
ら
れ
る

場
合
に
は
和
歌
に
し
か
作
例
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
連

歌
の
即
応
性
を
満
た
す
た
め
に
生
み
だ
さ
れ
た
方
法
が
、
院
政
期
以
降
の
和
歌
を
作

る
際
に
も
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
し
て
、
和
歌
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。

四
．
お
わ
り
に

『
散
木
奇
歌
集
』
と
『
俊
頼
髄
脳
』
の
連
歌
を
見
て
い
く
と
、
比
率
の
差
は
見
ら

れ
た
も
の
の
、
後
代
の
和
歌
・
連
歌
へ
の
取
り
入
れ
方
は
お
お
よ
そ
同
じ
傾
向
を
示

し
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
本
歌
取
り
的
な
方
法
で
連
歌
が
新
詠
和
歌
へ
と
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
以
外
に
、
連
歌
の
製
作
に
有
効
な
手
法
と
し
て
成
立
し
た
句
の
「
型
」
を

取
り
入
れ
る
と
い
う
先
行
歌
摂
取
の
方
法
も
和
歌
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

別
稿
に
お
い
て
詳
述
し
た
よ
う
に
（
16
）、
即
応
を
重
視
す
る
ゆ
え
に
句
の
「
型
」

を
取
り
入
れ
て
連
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
は
、
既
存
の
定
型
的
な
語
に
よ
っ
て
句
の

多
く
の
文
字
数
を
埋
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
作
者
の
独
創
性
を
発
揮
す
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る
場
を
大
幅
に
減
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
即
応
の
必
要

に
迫
ら
れ
た
場
合
に
は
、
連
歌
の
み
な
ら
ず
、
お
そ
ら
く
和
歌
に
お
い
て
も
大
き
な

メ
リ
ッ
ト
の
得
ら
れ
る
方
法
と
認
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

句
の
「
型
」
を
と
る
こ
と
自
体
は
、
先
述
の
用
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
古
く
か

ら
例
の
あ
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
主
題
に
か
か
わ
ら
な
い
部
分
の
句
を
だ
け
を
取
っ
て

句
の
「
型
」
と
し
て
用
い
る
と
い
う
方
法
は
、
俊
頼
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
短
連
歌

の
傾
向
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
も
っ
と
も
活
発
に
短
連
歌
が
詠
ま
れ
た
と
思
わ

れ
る
院
政
期
頃
に
作
例
を
増
加
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
示
す

の
は
、
常
に
即
興
的
・
即
応
的
に
連
歌
を
詠
み
出
す
必
要
の
あ
っ
た
歌
人
ら
に
有
効

な
手
段
と
見
な
さ
れ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
本
稿
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
句
の
「
型
」
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
方

法
が
連
歌
で
多
用
さ
れ
る
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
和
歌
に
お
い
て
も
句
の
「
型
」
を

と
っ
て
詠
む
と
い
う
作
例
が
増
え
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
連
歌
の
方
法
と
し

て
確
立
し
た
手
法
が
和
歌
で
も
再
評
価
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
句
の
「
型
」
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
手
法
が
和
歌
で
も
多
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、『
堀
河
百
首
』
以
降
に
百
首
歌
が
流
行
し
は
じ
め
て
一

度
に
大
量
の
新
詠
歌
を
確
保
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
時
代
的
状
況
に
あ
っ
て
、
素
早
く
和
歌
を
作
り
出
せ
る
手
法
は
極
め
て
有
用
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
と
も
と
俊
頼
に
は
、
連
歌
は
出
来
が
ど
う
で
あ
れ
黙
っ
て
い
る
よ
り
応
じ
た
方

が
よ
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
た
め
（
17
）、
和
歌
に
比
べ
て
先
行
作
品
の
摂
取
が

し
や
す
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
古
歌
を
取
っ
て
和
歌
を
詠
む

こ
と
に
つ
い
て
、

歌
を
詠
む
に
、
古
き
歌
に
詠
み
似
せ
つ
れ
ば
わ
ろ
き
を
、
い
ま
の
歌
詠
み
ま
し

つ
れ
ば
、
あ
し
か
ら
ず
と
ぞ
う
け
た
ま
は
る
。 

（
俊
頼
髄
脳
）

と
述
べ
て
お
り
、
古
歌
を
取
る
な
ら
ば
本
の
歌
以
上
に
良
い
も
の
を
作
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
作
品
の
出
来
を
云
々
せ
ず
と
に
か
く
付

け
よ
と
す
る
連
歌
の
場
合
に
は
、
和
歌
に
お
け
る
「
詠
み
増
す
」
と
い
う
意
識
か
ら

は
お
そ
ら
く
解
放
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
連
歌
で
は

句
の
「
型
」
を
取
る
と
い
う
よ
う
な
実
験
的
な
先
行
作
品
摂
取
の
方
法
を
取
り
入
れ

や
す
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
王
朝
和
歌
か
ら
の
脱
却
を
は
か
っ
て
い
た
こ
の
時
期
の
和
歌
は
、
新

要
素
を
取
り
入
れ
る
柔
軟
な
意
識
が
あ
り
、
今
様
な
ど
と
い
っ
た
和
歌
周
縁
の
領
域

と
も
接
近
し
て
新
た
な
歌
を
生
み
出
し
て
い
た
（
18
）。
よ
り
和
歌
に
近
い
形
式
を
持

つ
連
歌
の
中
で
形
成
さ
れ
た
「
先
行
作
品
を
取
り
入
れ
る
」
と
い
う
新
手
法
が
、
い

つ
ま
で
も
連
歌
の
な
か
に
だ
け
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
本
稿
で
見
て
き
た

よ
う
に
和
歌
の
側
へ
も
扉
を
開
い
て
い
っ
た
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
流
れ
は
、
や
が
て
新
古
今
時
代
に
お
け
る
本
歌
取
り
の
隆
盛
へ
と
連
な
る

潮
流
の
一
つ
と
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

注（
1
） 『
新
撰
髄
脳
』
に
「
古
歌
を
本
文
に
し
て
詠
め
る
事
あ
り
。
そ
れ
は
い
ふ
べ
か

ら
ず
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
先
行
す
る
歌
学
書
に
お
い
て
、
古
歌
を
取
っ
て
歌

を
詠
む
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
本
歌
取
り
は
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

（
2
） 「
源
俊
頼
に
お
け
る
和
歌
と
連
歌
」
を
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要　

文
学
研

究
篇
』
第
三
十
七
号
（
平
成
二
十
三
年
二
月
）
に
掲
載
予
定
。

（
3
） 

拙
論
に
つ
い
て
は
注
二
論
文
を
参
照
。
ま
た
、
稲
田
利
徳
氏
が
「
連
歌
と
和
歌
」

（『
論
集　

和
歌
と
は
何
か
』（
和
歌
文
学
の
世
界　

第
九
集
）
笠
間
書
院　

昭

和
五
十
九
年
十
一
月
）
の
な
か
で
、「
に
て
」（
指
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連

用
形
「
に
」＋
接
続
助
詞
「
て
」）
に
つ
い
て
和
歌
（
八
代
集
）
と
連
歌
（
菟
玖

波
集
）
の
用
例
を
調
査
し
、
和
歌
よ
り
も
連
歌
の
用
例
の
方
が
高
い
パ
ー
セ
ン

テ
ー
ジ
を
示
す
上
に
、
連
歌
に
は
「
三
句
末
が
「
に
て
」、
五
句
が
体
言
で
終

わ
る
」
も
の
が
全
体
の
約
三
分
の
一
を
示
す
こ
と
を
述
べ
て
、「
か
な
り
類
型

的
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
稲
田
氏
の
論
は
和
歌
と
連
歌
は
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類
似
す
る
表
現
を
と
り
つ
つ
も
用
法
に
違
い
が
出
る
こ
と
な
ど
、
形
態
的
・
表

現
的
に
は
接
近
す
る
時
代
状
況
に
あ
っ
た
両
ジ
ャ
ン
ル
の
「
異
質
性
」
を
論
ず

る
も
の
で
あ
り
、
両
ジ
ャ
ン
ル
の
接
近
の
過
程
に
着
目
し
て
論
じ
て
い
る
稿
者

と
は
方
向
が
異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
連
歌
の
表
現
の
類
型
性
に
言
及
し
た
論

は
他
に
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
稲
田
氏
が
扱
う
の
が
本
稿
よ
り
も
後
の
『
菟
玖

波
集
』
で
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
類
型
的
な
詠
法
が
取
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
後
代
に
も
句
の
「
型
」
と
い
う
方
法
が
生
き
続
け
た

可
能
性
を
示
す
貴
重
な
例
と
な
ろ
う
。

（
4
） 

注
二
拙
論
。

（
5
） 

前
の
中
宮
に
、
連
歌
と
い
ふ
女
房
に
し
の
び
て
右
中
弁
伊
家
も
の
申
す
と

聞
え
け
る
が
、
ほ
ど
な
く
お
と
も
せ
ず
と
き
き
て
、
ふ
ぢ
な
み
と
い
ふ
人

の
し
け
る

 

ま
こ
と
に
や
連
歌
を
し
て
は
お
と
も
せ
ぬ

 

　
　

右
中
弁
の
ゆ
づ
り
て
つ
け
よ
と
申
し
し
か
ば

 

一
は
し
も
や
ど
に
す
ゑ
つ
け
よ
か
し 

（
散
木
奇
歌
集　

一
五
九
八
）

 

　
　

皇
后
宮
亮
顕
国
人
の
が
り
お
は
し
た
り
け
る
に
、
あ
は
ざ
り
け
れ
ば

 

や
り
み
づ
の
こ
こ
ろ
も
ゆ
か
で
か
へ
る
か
な

 

　
　

後
に
、
こ
れ
を
え
つ
け
ざ
り
し
こ
と
の
は
ぢ
が
ま
し
か
り
し
と
人
に
か
た

り
け
る
を
き
き
て
、
か
う
い
へ
な
ど
て
つ
け
け
る

 

た
て
な
ら
べ
た
る
い
は
ま
ほ
し
さ
に 

（
散
木
奇
歌
集　

一
六
一
一
）

 

　
　

堀
河
院
御
時
、
出
納
が
腹
立
ち
て
へ
や
の
し
う
と
い
ふ
も
の
を
、
み
く
ら

の
し
た
に
こ
む
な
る
を
聞
き
て　

源
中
納
言
国
信

 

へ
や
の
し
う
み
く
ら
の
し
た
に
こ
も
る
な
り

 

　
　

つ
け
よ
と
せ
め
あ
り
け
れ
ば

 

を
さ
め
ど
の
に
は
と
こ
ろ
な
し
と
て 

（
散
木
奇
歌
集　

一
六
一
五
）

 

　
　

西
山
に
五
節
の
命
婦
と
い
ふ
こ
と
ひ
き
の
も
と
に
、
人
人
あ
ま
た
ぐ
し
て

お
は
し
ま
し
て
、
み
ち
に
て
と
き
は
を
す
ぎ
さ
せ
給
ふ
と
て

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

帥
大
納
言
殿

 

と
き
は
は
す
ぎ
ぬ
い
づ
ら
か
き
は
は

 

　
　

刑
部
卿
政
長
の
つ
け
ず
と
て
ゆ
づ
ら
れ
し
か
ば

 

み
ち
す
が
ら
ま
も
り
さ
い
は
ひ
た
ま
ふ
れ
ば 

（
散
木
奇
歌
集　

一
六
二
〇
）

（
6
） 

注
二
拙
論
。

（
7
） 

わ
れ
と
い
へ
ば
か
ぎ
り
あ
る
に
ぞ
に
た
り
け
る
そ
こ
と
も
さ
さ
ぬ
ひ
か
り
な
れ
ど
も

 

（
散
木
奇
歌
集　

十
二
光
仏
の
名
を
人
人
よ
ま
せ
し
に
よ
め
る　

 

八
八
四　

無
辺
光
仏
）

 

ゑ
に
か
け
ば
む
め
も
さ
く
ら
も
に
た
り
け
り
は
る
の
か
た
み
は
お
も
は
ざ
ら
な
ん

 

（
忠
盛
集　

百
首　

物
名　

か
け
ば
ん　

九
九
）

 

わ
が
心
池
水
に
こ
そ
に
た
り
け
れ
濁
り
す
む
事
さ
だ
め
な
く
し
て

 

（
続
後
拾
遺
和
歌
集　

釈
教
歌　

一
三
一
五　

源
空
上
人
）

 

平
茸
は
よ
き
武
者
に
こ
そ
に
た
り
け
れ
お
そ
ろ
し
な
が
ら
さ
す
が
見
ま
ほ
し

 

（
古
今
著
聞
集　

観
知
僧
都
平
茸
を
九
条
相
国
に
贈
る
と
て
詠
歌

 

の
事　

三
一
七　

相
国
（
九
条
太
政
大
臣
））

 

「
〜
に
た
り
け
（
る
）」
と
い
う
句
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
何
か
と
何
か
が
似
て

い
る
と
す
る
上
句
の
内
容
を
下
句
で
読
み
解
く
と
い
う
問
答
的
な
形
式
を
と
っ

て
お
り
、
こ
の
点
で
も
連
歌
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。

（
8
） 

俊
頼
以
前
の
連
歌
の
例
は
次
に
あ
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
つ
い

て
の
詳
細
は
注
二
拙
論
を
参
照
。

 

　
　

は
し
に
人
の
あ
か
ら
さ
ま
に
ふ
し
た
り
け
る
を
見
て
、
権
少
将

 

う
た
た
ね
の
は
し
と
も
こ
よ
ひ
見
ゆ
る
か
な

 

　
　
　

と
い
へ
ば

 

ゆ
め
ぢ
に
わ
た
す
な
に
こ
そ
あ
り
け
れ 

（
実
方
集　

三
二
一
）

 

　
　
　

む
ま
の
か
み
〔　

〕
あ
つ
い
へ
、殿
上
人
の
ま
ゐ
る
ひ
ん
が
し
お
も
て
の
、

み
さ
う
じ
の
ゑ
に
む
ま
の
か
か
れ
た
る
を
、
月
の
あ
か
き
夜

 

ゑ
な
る
む
ま
の
月
の
か
げ
に
も
み
ゆ
る
か
な

 

　
　
　

と
あ
れ
ば

 

く
ら
か
ら
ず
こ
そ
か
き
お
き
て
け
れ 

（
四
条
宮
下
野
集　

一
五
三
）

 

　
　
　

善
恵
房
と
い
ふ
も
の
の
、
む
ま
よ
り
お
ち
て
、
て
を
つ
き
そ
こ
な
ひ
て

あ
り
し
を
、
か
ひ
の
か
み
あ
り
す
け

 

け
ふ
よ
り
は
お
つ
る
ひ
じ
り
と
み
ゆ
る
か
な

 

　
　
　

ま
た
つ
け
（
マ
マ
）る

 
い
ま
は
て
つ
き
ぬ
す
み
か
け
ん
さ
は 

（
行
尊
大
僧
正
集　

二
七
）

（
9
） 
浪
の
う
へ
に
う
か
ぶ
契
の
は
て
よ
り
も
恋
に
し
づ
ま
む
な
こ
そ
う
か
ら
め

 
（
隆
信
集　

あ
そ
び
に
よ
す
る
こ
ひ　

五
七
六
／
六
百
番
歌
合　

寄
遊
女
恋

 

　

二
番
右　

一
一
四
四　

隆
信
）

 

秋
の
夜
の
月
に
ぞ
う
た
ふ
舟
の
う
ち
浪
の
う
へ
な
る
う
か
ら
め
の
こ
ゑ

 

（
正
治
後
度
百
首　

遊
宴　

八
八　

後
鳥
羽
院
／
後
鳥
羽
院
御
集　

正
治
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二
年
第
二
度
御
百
首　
　
　
　

月
日
未
勘　

遊
宴　

一
八
八
）

 

十
三
世
紀
以
前
に
「
う
か
ら
め
」
を
詠
み
こ
ん
だ
和
歌
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
右

の
二
首
の
み
で
あ
る
。
十
四
世
紀
以
降
に
お
い
て
も『
朗
詠
題
詩
歌
』（
四
一
四
）・

『
芳
雲
集
』（
四
八
六
四
）・『
琴
後
集
』（
九
七
一
）・『
大
江
戸
倭
歌
集
』（
二
九
六
）

し
か
な
く
、
和
歌
に
用
い
ら
れ
る
語
と
し
て
は
や
は
り
珍
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
10
） 『
枕
草
子
』
二
百
三
十
段
に
「
御
簾
の
も
と
に
集
り
出
て
、
見
た
て
ま
つ
る
を

り
は
、「
芹
摘
み
し
」
な
ど
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
こ
そ
な
け
れ
」
と
記
さ
れ
て
い
る

ほ
か
、『
更
級
日
記
』
や
『
讃
岐
典
侍
日
記
』、『
狭
衣
物
語
』
な
ど
に
も
用
例

が
見
ら
れ
る
。

（
11
） 『
綺
語
抄
』
三
五
七
、『
和
歌
童
蒙
抄
』
六
三
六
、『
奥
義
抄
』
六
二
九
、『
和
歌

初
学
抄
』
一
四
○
、『
袖
中
抄
』
二
六
八
、『
和
歌
色
葉
』
一
八
六
、『
色
葉
和

難
集
』
九
七
二
、『
源
氏
釈
』
二
四
五
な
ど
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
12
） 

さ
し
も
な
ぞ
い
と
ふ
な
る
ら
ん
せ
り
摘
み
し
人
だ
に
よ
に
は
有
り
と
こ
そ
き
け

（
林
葉
和
歌
集　

不
知
身
程
恋　

八
九
二
）

 

古
は
み
か
き
が
原
に
せ
り
つ
み
し
人
も
か
く
こ
そ
袖
は
ぬ
れ
け
め

（
頼
政
集　

恋
、
経
正
朝
臣
家
歌
合　

五
五
二
）

 

お
も
ひ
か
ね
あ
さ
ざ
は
を
の
に
せ
り
つ
み
し
袖
の
く
ち
行
く
ほ
ど
を
み
せ
ば
や

（
式
子
内
親
王
集　

恋　

一
七
五
）

 

せ
り
つ
み
し
む
か
し
の
人
や
わ
れ
な
ら
む
か
た
き
お
も
ひ
に
身
を
く
だ
く
ら
ん

（
雅
有
集　

六
一
）

（
13
） 『
拾
遺
抄
』
七
七
は
、
こ
の
集
以
外
に
『
拾
遺
和
歌
集
』
一
二
八
・『
宝
物
集
』

三
八
四
・『
古
来
風
体
抄
』
三
五
三
・『
五
代
集
歌
枕
』
五
な
ど
に
入
集
し
て
い
る
。

（
14
） 

あ
や
し
く
も
け
さ
の
袂
の
ぬ
る
る
か
な
今
夜
い
か
な
る
夢
を
み
つ
ら
む

（
風
葉
和
歌
集　

恋
二　

九
一
七　

や
せ
か
は
の
右
衛
門
督
）

 

「
あ
や
し
く
も
〜
か
な
」
と
い
う
形
で
あ
れ
ば
和
歌
に
用
例
は
多
い
が
、「
あ
や

し
く
も
〜
か
な
〜
ら
む
」
と
い
う
形
に
な
る
と
用
例
は
右
の
一
例
の
み
と
な
る
。

だ
が
「
や
せ
か
は
の
右
衛
門
督
」
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
物
語
の
登
場
人
物
で

あ
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
連
歌
以
前
に
こ
の
物
語
歌
が
出
来
た
の
か

ど
う
か
判
断
し
が
た
い
。

 

ま
た
、『
拾
遺
抄
』
七
七
を
本
と
し
て
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
歌
は
次
の
二
首
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
顕
昭
歌
は
卯
の
花
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
一

般
的
な
本
歌
取
り
と
い
う
よ
り
は
句
の｢

型｣

を
と
っ
た
と
い
う
ほ
う
が
よ
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
文
に
あ
げ
た
連
歌
二
首
と
は
句
の
取
り
方
が

違
っ
て
い
る
の
で
、『
拾
遺
抄
』
歌
を
通
過
し
さ
ら
に
『
俊
頼
髄
脳
』
の
連
歌

か
ら
学
ん
だ
と
は
言
い
難
い
。

 

を
ぐ
ら
山
し
か
の
た
ち
ど
の
み
ゆ
る
か
な
峰
の
も
み
ぢ
や
ち
り
ま
さ
る
ら
ん

（
高
遠
集　

十
月　

三
六
三
）

 

卯
花
を
を
り
た
が
へ
て
も
お
も
ふ
か
な
ゆ
き
ふ
る
さ
と
に
わ
れ
や
き
ぬ
ら
む

 

（
千
五
百
番
歌
合　

夏
一　

三
百
十
五
番
左　

六
二
八　

顕
昭
）

（
15
） 

本
文
に
あ
げ
た
以
外
に
も
、『
俊
頼
髄
脳
』
二
三
を
本
歌
取
り
し
た
と
思
わ
れ

る
和
歌
が
あ
る
。

 

お
も
ひ
か
ね
夢
に
み
ゆ
や
と
か
へ
さ
ず
は
う
ら
さ
へ
袖
は
ぬ
ら
さ
ざ
ら
ま
し

 

（
千
載
和
歌
集　

恋
三　

題
不
知　

八
二
八　

前
右
京
権
大
夫
頼
政
）

 

ま
ち
か
ね
て
夢
に
み
ゆ
や
と
ま
ど
ろ
め
ば
ね
ざ
め
す
す
む
る
荻
の
う
は
か
ぜ

（
山
家
集　

雑　

恋
百
十
首　

一
二
六
七
）

 

床
の
う
へ
に
手
枕
ば
か
り
か
た
か
け
て
し
ば
し
と
思
へ
ば
ね
ぞ
過
ぎ
に
け
る

（
信
実
集　

雑
歌　

う
た
た
ね　

一
六
八
／
新
撰
和
歌
六
帖　

お
も
か
げ　

一
二
四
四
）

（
16
） 

注
二
拙
論
。

（
17
） 

良
暹
の
前
句
に
誰
一
人
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
た

後
で
、「
こ
の
事
を
好
む
も
の
は
、
あ
や
し
け
れ
ど
も
、
お
も
な
く
い
ひ
い
で
て
、

打
ち
わ
ら
ひ
て
や
み
ぬ
る
も
の
な
り
。
そ
の
日
も
、
付
け
た
る
人
は
あ
り
け
め

ど
、
好
ま
ぬ
人
は
、
つ
つ
ま
し
さ
に
、
さ
や
う
の
晴
な
ど
は
、
え
い
ひ
出
だ
さ

で
程
へ
ぬ
れ
ば
、
や
が
て
、
こ
も
り
ぬ
る
な
り
。
さ
れ
ば
な
ほ
、
よ
し
な
し
事

な
れ
ど
、
か
や
う
の
折
り
の
料
に
、
お
も
な
く
好
む
べ
き
な
め
り
。」
と
、
付

句
は
出
来
の
如
何
に
よ
ら
ず
、
間
を
置
か
ず
に
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
18
） 

拙
稿
「
寂
然
『
法
門
百
首
』
と
今
様
」（『
総
研
大
文
化
科
学
研
究
』
三
号
、
平

成
十
九
年
三
月
）・「
藤
原
顕
季
の
和
歌
と
今
様
」（『
総
研
大
文
化
科
学
研
究
』

六
号
、
平
成
二
十
二
年
年
三
月
）・「
藤
原
俊
成
の
和
歌
と
今
様
」（『
中
世
文
学
』

五
十
五
号
、
平
成
二
十
二
年
六
月
）。
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Minamoto no Toshiyori’s Waka Poems and Tan-Rengas 

and their Infl uence on Subsequent Waka Poetry

ONO, Junko

The Graduate University for Advanced Studies, 

School of  Cultural and Social Studies, 

Department of  Japanese Literature

It has been discussed how tan-renga had developed as a form of  expression distinct from waka poetry using 

common rhetorical techniques such as kake-kotoba and engo, as exemplifi ed by the tan-rengas of  Minamoto no 

Toshiyori. In my own examination of  waka and tan-renga, I have noticed that there are some characteristic 

aspects different from those pointed out in previous research.

The tan-rengas that Toshiyori contributed to were not made by using words from a specifi c waka poem, but 

by the formal structure popular among many waka poems. Creating tan-rengas by using this form often found 

in waka poems means that there is less of  a range in which the poet can create, as the poet can only use half  the 

number of  characters available in waka poems. On the other hand, the smaller number of  characters means that 

the poet could create his piece more quickly. It can be said that he could utilize the improvisation which is 

characteristic of  renga in composing the tan-rengas, and this method came to be used not only in tan-renga, but 

in waka poems.

The methodology of  honkadori, a type of  allusion to previous works, had not been established at the time of  

Minamoto no Toshiyori. In what way could Toshiyori’s above-mentioned compositional technique be considered 

honkadori by his contemporaries and later poets?

Key words: Minamoto no Toshiyori, waka poems, renga, honkadori, Toshiyori-zuino, Sanbokuki-kashu




