
元
永
元
年
内
大
臣
家
歌
合
に
つ
い
て

蒜
旧

稲

田

繁

夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
こ
の
歌
合
は
袋
草
紙
下
巻
に
よ
る
と
、
元
永
元
年
十
月
二
日
内
大
臣
忠
通
家
で
催

さ
れ
た
。
時
雨
、
残
菊
、
恋
の
三
題
三
十
六
番
の
歌
合
で
、
参
加
歌
人
は
俊
頼
、
基

俊
を
含
め
て
二
十
四
人
、
そ
の
俊
頼
、
基
俊
か
共
に
判
者
と
な
っ
て
、
乙
子
の
歌
を

二
人
が
別
々
に
判
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
二
人
判
者
の
方
式
は
、
歌
合
史
上
、

以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
両
判
歌
合
を
き
っ
か
け
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
、
次
々
と
二
人
判
の
歌
合
が
出
現
し
た
こ
と
は
八
雲
御
母
に
、
　
「
判
者
二
人
常
事

歎
。
法
性
寺
歌
合
、
俊
頼
基
俊
、
又
家
成
家
歌
合
、
顕
仲
基
俊
な
ど
也
。
」
に
よ
っ
て

も
う
か
ゾ
わ
れ
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
二
人
判
は
当
時
の
一
つ
の
流
行
で
も
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

よ
う
だ
し
、
時
に
は
ま
れ
に
、
三
人
判
も
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
同
じ
く
八
雲
御
三
の

「
近
、
法
性
寺
関
白
歌
合
、
顕
季
、
俊
頼
、
基
俊
判
之
。
」
の
記
事
で
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
二
人
判
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
永
承
五
年
四
月
二
十
六

日
の
麗
序
章
女
御
絵
合
以
来
、
承
暦
二
年
四
月
二
十
八
日
の
内
裏
歌
合
、
寛
治
八
年

八
月
十
九
個
月
呼
率
七
首
歌
合
と
発
展
し
て
来
た
文
学
的
歌
合
が
、
謹
告
を
中
心
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

す
る
衆
議
判
の
国
信
卿
家
歌
合
で
一
つ
の
頂
点
に
立
ち
、
こ
れ
ら
が
煮
つ
ま
っ
て
俊

頼
、
基
俊
な
ど
の
二
人
判
や
、
こ
れ
に
顕
要
を
加
え
て
の
三
人
判
の
元
永
期
の
歌
合

時
代
を
迎
え
た
か
ら
で
あ
る
。
細
事
、
基
俊
の
対
立
も
、
国
信
卿
家
歌
合
ま
で
は
主

元
永
元
年
内
大
臣
家
歌
合
に
つ
い
て

と
し
て
俊
頼
の
判
に
対
す
る
基
俊
な
ど
の
論
難
と
い
う
姿
で
、
こ
う
い
う
歌
論
的
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

立
は
、
そ
の
後
も
天
仁
二
年
冬
師
男
芸
歌
合
に
続
き
、

　
　
　
左
勝
　
霜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
頼
卿

　
は
つ
雪
の
ふ
る
や
と
そ
み
る
な
に
は
が
た
あ
し
の
は
ご
と
に
お
け
る
あ
さ
じ
も

　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敦
　
隆

　
や
へ
む
ぐ
ら
し
げ
り
し
に
は
も
あ
れ
は
て
㌧
い
く
た
び
し
も
か
お
き
か
さ
祖
つ
る

　
左
歌
い
ひ
な
れ
た
り
。
右
心
は
を
か
し
げ
れ
ど
末
の
つ
る
、
い
か
ゴ
と
み
ゆ
れ

　
ば
、

と
い
う
俊
頼
の
判
と
判
詞
に
対
し
、
　
「
基
俊
難
判
云
、
左
歌
が
ら
を
か
し
げ
れ
ど
、

霜
の
あ
し
た
に
雪
ふ
る
か
と
そ
み
ゆ
る
と
う
た
が
は
れ
む
は
、
義
な
ら
ぬ
心
地
な
む

す
る
。
」
と
反
駁
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
歌
合
に
お
い
て
は
、
相
対
立
す
る
俊
頼
、
基

俊
の
二
人
が
土
ハ
に
判
者
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
論
的
見
地
か
ら
自
由
な
判
を
下

し
て
い
る
。
こ
れ
は
平
安
時
代
末
期
め
歌
合
史
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
大
き
く
、
こ
の

二
人
の
対
立
を
頂
点
と
し
て
歌
合
に
お
け
る
文
学
的
評
論
は
成
熟
し
、
こ
の
保
守
革

新
の
対
立
が
混
融
し
総
合
統
一
さ
れ
て
、
俊
成
の
幽
玄
論
の
樹
立
が
完
成
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
な
歌
合
に
お
け
る
衆
議
判
的
傾
向
は
、
俊
頼
、
基
俊
を
そ
れ
ぞ
れ

の
中
核
と
し
て
煮
つ
ま
っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
対
立
す
る
両
者
を
二
人
判
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
し
て
、
本
歌
合
を
初
め
と
し
て
数
回
に
わ
た
っ
て
催
し
、
中
世
歌
論
の
深
化
発
展

に
貢
献
し
た
忠
通
の
歌
道
に
対
す
る
理
解
と
そ
の
政
治
力
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
。
忠
通
は
類
聚
歌
合
巻
編
集
事
業
の
主
宰
者
と
し
て
想
定
さ
れ
、
　
「
ま
だ
幼
く
お

は
し
ま
し
し
時
よ
り
、
歌
合
な
ど
朝
夕
の
御
遊
び
に
て
、
基
俊
飢
民
な
ど
い
ふ
時
の

歌
よ
み
ど
も
に
、
人
の
名
か
く
し
て
、
判
ぜ
さ
せ
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ふ
こ
と
絶
え
ざ

　
　
　
⑧

り
け
り
」
と
い
う
よ
う
に
生
ま
れ
つ
き
歌
道
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
八
雲

　
⑨

御
抄
で
平
等
院
は
「
世
間
に
も
歌
の
道
む
げ
に
す
た
れ
て
、
此
道
な
き
が
ご
と
し
。

法
性
寺
入
道
こ
の
道
を
こ
の
み
云
々
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
藤
原
氏
の
長
者
で
あ
る

七



元
永
元
年
内
大
臣
家
歌
合
に
つ
い
て

忠
通
の
歌
道
奨
励
が
、
如
何
に
歌
道
の
進
運
に
大
き
な
力
と
な
っ
た
か
推
量
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
行
な
わ
れ
た
本
歌
合
に
お
け
る
両
者
の
判
は
左
表
の
通
り

で
あ
っ
た
。

　
　
（
左
）

時雨残菊恋

　
龍
完
勝
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］
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簿
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司
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俊
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翠
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一
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一
　
致

真
反
対

127

残
菊
三
番
に
は
両

者
と
も
判
が
記
さ

れ
て
い
な
い
。

（
俊
）
（
基
）
は
そ
れ

ぞ
れ
俊
頼
、
基
俊

の
歌
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
こ
の
歌
合
の
年
、
生
恥
は
六
十
四
才
、
基
俊
は
六
十
五
才
頃
、
慧
剣
は
そ
れ
ま
で

に
康
和
二
年
四
月
二
十
八
日
国
信
墨
家
歌
合
の
衆
議
判
で
指
導
性
を
と
り
、
長
治
元

八

年
五
月
二
十
六
日
俊
忠
朝
臣
家
歌
合
の
判
者
を
つ
と
め
、
天
仁
二
年
冬
、
師
頼
卿
家

歌
合
の
判
者
に
な
っ
て
い
る
う
え
、
永
久
二
、
三
年
の
頃
は
俊
頼
髄
脳
も
成
立
し
て

い
た
。
ま
た
基
俊
は
こ
の
歌
合
ま
で
は
現
存
す
る
歌
合
の
判
者
と
し
て
の
名
は
見
え

な
い
が
、
歌
学
者
と
し
て
万
葉
次
点
の
一
人
で
あ
り
、
証
歌
の
豊
か
さ
は
本
歌
合
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

降
の
判
詞
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
、
常
に
俊
頼
の
無
学
を
そ
し
っ
て
い
た
ほ
ど
の
一

方
の
雄
で
あ
っ
た
の
で
、
両
人
の
判
と
判
詞
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
は
興
味
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
時
雨
一
番
　
左
両
人
共
に
勝
と
為
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
后
宮
摂
津
公

　
夜
も
す
が
ら
嵐
の
音
に
た
ぐ
ひ
つ
つ
木
の
葉
と
共
に
降
る
時
雨
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
下
朝
臣

　
お
ぼ
っ
か
な
如
何
に
し
ぐ
る
る
空
な
れ
ば
う
ら
こ
の
山
の
か
た
み
な
せ
な
り

俊
頼
は
す
で
に
国
信
卿
家
歌
合
以
来
「
珍
ら
し
き
ふ
し
」
と
い
う
知
的
な
構
案
意
匠

が
歌
を
批
評
す
る
重
要
な
基
準
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
。
左
歌
は
珍
ら
し
さ
は
無

い
が
「
さ
せ
る
難
見
え
ず
」
と
い
う
見
地
か
ら
、
自
作
の
「
か
た
み
な
せ
な
り
」
と

い
う
「
お
ぼ
っ
か
な
さ
」
と
、
　
「
う
ら
こ
の
山
」
と
い
う
「
歌
詞
と
も
覚
え
ぬ
」
表

現
に
比
較
し
て
左
勝
に
し
た
。
俊
頼
作
の
こ
の
点
に
つ
い
て
の
難
は
基
俊
も
同
様
で

あ
っ
た
ら
し
く
、
た
ゴ
基
俊
は
左
歌
の
「
木
の
葉
と
と
も
に
降
る
時
雨
か
な
」
の
表

現
は
「
心
に
し
み
て
を
か
し
」
と
、
も
の
の
あ
は
れ
の
伝
統
に
立
っ
た
そ
の
深
化
と

し
て
の
静
寂
美
を
と
ら
え
て
い
る
の
は
俊
成
的
美
意
識
の
系
譜
を
見
て
い
く
上
に
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

要
で
あ
る
。
「
か
た
み
な
せ
な
り
」
は
散
木
奇
歌
集
で
は
「
か
た
み
な
せ
な
る
」
と

な
っ
て
余
韻
を
加
え
て
お
り
、
残
菊
三
番
の
左
、
顕
仲
朝
臣
も
「
秋
の
か
た
み
に
な

す
も
の
は
」
が
あ
る
の
で
奇
異
な
表
現
で
は
な
い
が
、
や
は
り
左
歌
が
勝
つ
の
は
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

然
で
あ
ろ
う
。
袋
草
紙
下
巻
に
よ
る
と
、
　
「
判
者
或
不
書
自
勝
負
衆
議
判
」
と
あ
る

よ
う
に
、
判
者
は
自
作
の
勝
負
を
決
定
せ
ず
、
衆
議
判
に
ま
か
せ
た
よ
う
で
．
長
治

元
年
五
月
二
十
六
日
左
近
権
中
将
俊
忠
朝
臣
家
歌
合
に
お
い
て
、
自
作
を
含
ん
だ
十



心
祝
の
判
定
を
判
者
化
身
は
衆
議
判
に
任
せ
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
講
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
作
者
の
名
を
伏
せ
て
朗
詠
披
露
し
た
か
ら
判
者
は
必
ず
し
も
遠
慮
す
る
に
は
及
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

な
い
が
、
　
「
俊
頼
顕
仲
已
下
皆
我
負
」
と
、
俊
頼
は
普
通
自
作
を
負
に
し
て
お
り
、

本
歌
合
で
も
自
作
三
首
を
負
二
王
一
に
と
ど
め
て
い
る
が
、
基
俊
は
自
作
三
首
の
う

ち
二
首
を
勝
に
し
、
前
表
判
を
欠
い
て
い
る
残
菊
三
番
も
判
詞
に
よ
っ
て
見
る
と
明

ら
か
に
自
作
を
勝
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
場
の
勝
負

に
執
着
し
た
基
俊
の
強
引
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
基
俊
も
袋
草
子
下
巻
で
は
「

基
俊
云
、
事
忌
之
為
判
者
之
人
、
不
詠
歌
者
例
也
。
縦
錐
詠
歌
於
自
作
張
番
不
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

判
、
是
故
実
也
。
価
不
加
判
云
々
」
、
と
い
っ
て
い
る
が
、
本
歌
合
で
は
公
然
と
自

作
を
勝
に
し
、
詞
を
極
め
て
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
、
純
粋
に
文
学

論
的
立
場
に
立
っ
て
自
由
に
歌
を
論
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
想
の
方
向
で
あ
り
、

こ
う
い
う
過
程
を
経
て
こ
そ
俊
成
へ
の
発
展
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
初
老
時
雨
の
う
ち
俊
頼
、
基
俊
が
正
反
対
の
勝
を
与
え
た
の
は
三
、
四
、
五
の
各

番
で
あ
る
。
三
番

　
　
　
左
俊
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
将
公

　
時
雨
に
は
色
な
ら
ぬ
身
の
袖
笠
も
濡
る
れ
ば
薫
る
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

　
　
　
右
雄
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雅
兼
朝
臣

　
冬
来
れ
ば
散
り
敷
く
庭
の
楢
の
葉
に
時
雨
お
と
な
ふ
み
山
辺
の
里

久
松
潜
一
博
士
は
、
　
『
左
歌
の
「
袖
下
」
が
新
奇
な
詞
で
あ
り
、
ま
た
、
　
「
色
な
ら

ぬ
身
」
と
い
う
表
現
に
趣
向
性
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
を
俊
頼
が
賞
揚
し
た
。
清
新
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
こ
ろ
が
あ
る
が
や
＼
趣
向
に
囚
わ
れ
た
感
が
す
る
』
と
い
う
意
味
を
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
な
る
ほ
ど
俊
頼
は
「
珍
ら
し
き
ふ
し
あ
る
」
歌
を
志
向
し
、
そ
こ
に
一
つ
の

趣
向
な
り
構
案
な
り
を
重
視
し
た
。
し
か
し
こ
の
番
の
判
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な

類
型
的
な
観
点
だ
け
で
勝
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
元
来
歌
合
の
判
は
左
右
一
番
の

相
対
的
な
勝
負
の
決
定
で
、
ま
た
一
首
の
歌
の
評
価
は
各
要
素
の
長
短
の
相
殺
さ
れ

た
総
合
評
価
で
あ
る
。
俊
頼
も
左
歌
の
短
所
と
し
て
、
　
「
色
な
ら
ぬ
身
と
い
へ
る
、

元
永
元
年
内
大
臣
家
歌
合
に
つ
い
て

着
た
り
け
る
衣
の
白
か
り
け
る
に
や
。
わ
が
身
を
色
好
み
に
あ
ら
ず
と
い
へ
る
に

ゃ
。
衣
の
色
白
き
な
ら
ば
、
色
か
は
る
と
い
は
む
こ
と
か
た
し
。
わ
が
身
を
色
好
み

な
ら
ず
と
い
は
ば
、
袖
笠
薫
る
ら
ん
こ
と
、
ま
た
か
た
し
。
し
と
述
べ
、
こ
れ
ら
の
語

の
新
奇
性
に
ひ
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
　
「
色
な
ら
ぬ
」
の
色
が
色
好
み
の
色

か
、
袖
の
色
か
、
明
確
な
表
現
で
は
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
一
首
が
道

理
に
合
わ
ず
、
特
に
二
句
と
四
旬
と
の
関
係
が
曖
昧
で
あ
る
と
そ
の
欠
点
を
つ
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
歌
が
俊
頼
に
よ
っ
て
負
に
さ
れ
た
理
由
は
、
右
歌
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

よ
う
な
古
歌
は
多
く
、
本
歌
取
り
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
が
、
　
「
詠
み
似
せ
」
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
全
）

だ
け
で
は
な
く
、
　
「
詠
み
増
さ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
に
立
つ
か
ら
で

あ
っ
た
。
古
歌
を
取
る
と
、
ど
う
し
て
も
古
歌
の
過
ち
が
避
け
難
い
。
こ
う
い
う
考

慮
か
ら
、
左
歌
の
「
な
だ
ら
か
」
の
一
点
に
優
位
を
認
め
て
、
右
転
を
敢
え
て
負
け

に
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
基
俊
の
判
詞
は
簡
単
で
、
そ
の
評
価
の
内
容
要
素
を
う
か
ゴ
う
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
は
ら
は
ら
と
降
り
、
ま
た
一
し
き
り
降
り
来
る
時
雨
の
音
感
や
情

調
が
感
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
時
雨
と
い
う
題
意
を
尽
く
し
た
歌
と
は
い
え
な
い
。
左

歌
は
梅
な
ど
の
詠
み
方
で
、
右
翼
に
時
雨
の
題
意
が
十
分
追
求
さ
れ
て
い
る
と
見
た

の
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
「
右
歌
こ
そ
、
静
か
な
山
里
の
落
翼
た
る
情
景
が
詠
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
、
保
守
的
伝
統
的
な
美
で
、
こ
の
方
が
む
し
ろ
落
着
い
た
よ
い
歌
で
あ
る
。
」
と
思

わ
れ
る
。
や
は
り
幽
玄
美
に
お
け
る
沈
潜
し
た
静
寂
さ
、
ひ
そ
や
か
さ
の
美
意
識
は

基
俊
の
系
列
に
お
い
て
成
熟
さ
れ
た
こ
と
が
う
な
ず
か
れ
る
の
で
あ
る
。
四
番

　
　
　
左
基
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
顕
仲
朝
臣

　
水
鳥
の
青
葉
の
山
や
い
か
な
ら
ん
梢
を
染
む
る
今
朝
の
時
雨
に

　
　
　
右
俊
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
経
朝
臣

　
か
き
曇
り
蟹
の
小
船
に
葺
く
苫
の
下
と
ほ
る
ま
で
時
雨
し
に
け
り

俊
頼
は
左
歌
が
、
　
「
水
鳥
の
青
葉
の
山
と
続
け
て
、
梢
を
染
む
と
い
ふ
ほ
ど
、
無
下

に
あ
ら
は
な
り
。
」
と
表
現
が
あ
ま
り
仰
山
で
む
き
出
し
で
あ
る
と
不
満
に
し
、
ま

九



元
永
元
年
内
大
臣
家
歌
合
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
万
葉
集
の
「
秋
の
露
は
う
つ
し
な
り
け
り
水
鳥
の
青
葉
の
山
の
色
づ
く
見
れ
ば
」
な

ど
の
醗
案
で
あ
る
点
に
同
感
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
基
俊
は
右
歌
の

時
雨
は
春
雨
五
月
雨
の
よ
う
に
、
つ
く
づ
く
と
降
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
と
、
　
「
下

と
ほ
る
」
ま
で
降
る
と
い
う
非
論
理
性
を
つ
き
、
一
壷
が
「
少
し
勝
る
」
と
定
め
た
。

俊
頼
は
「
蟹
の
小
船
に
か
か
ら
む
ほ
ど
、
思
ひ
か
け
ぬ
目
な
れ
ど
」
と
、
こ
の
点
に

気
付
い
て
い
た
が
、
前
述
の
観
点
か
ら
左
回
を
勝
に
し
た
。
歌
の
意
味
内
容
の
論
理

的
な
妥
当
性
と
い
う
こ
と
は
、
何
も
俊
頼
に
お
い
て
無
視
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、

時
雨
二
番
を
持
に
し
た
時
の

　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
国
朝
臣

　
預
る
れ
ど
も
嬉
し
く
も
あ
る
か
紅
葉
の
色
増
す
雨
の
雫
と
思
へ
ば

に
対
し
、
　
「
大
方
の
時
雨
に
濡
れ
て
、
こ
れ
は
衣
を
染
む
る
時
雨
な
れ
ば
、
嬉
し
と

て
立
ち
も
退
か
ざ
ら
ん
あ
ぢ
き
な
く
そ
聞
ゆ
る
」
と
、
こ
理
く
つ
と
思
わ
れ
る
ほ
ど

非
難
し
て
い
る
程
で
あ
る
。
し
か
し
左
歌
の
楽
句
と
下
旬
と
の
関
連
に
よ
る
意
味
の

誇
張
の
露
骨
さ
に
、
右
歌
の
「
こ
と
わ
り
」
の
難
点
に
眼
を
つ
ぶ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
十
二
番

　
　
　
左
俊
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
重
基
朝
臣

　
柞
原
く
れ
な
み
深
く
染
め
て
け
り
時
雨
の
雨
は
色
無
け
れ
ど
も

　
　
　
右
基
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
実
朝
臣

　
山
家
に
は
楢
の
か
ら
葉
の
散
り
敷
き
て
時
雨
の
音
も
は
げ
し
か
り
け
り

三
部
は
左
歌
は
「
珍
ら
し
げ
な
し
」
と
彼
の
歌
論
に
お
け
る
秀
歌
の
不
可
欠
の
条
件

で
あ
る
「
珍
ら
し
き
ふ
し
」
が
な
い
と
格
別
の
興
味
を
感
じ
な
か
っ
た
が
、
右
歌
の

「
楢
の
か
ら
葉
と
い
へ
る
、
い
と
憎
き
さ
ま
な
り
」
と
優
な
ら
ざ
る
の
あ
る
の
を
激

し
く
非
難
し
、
そ
の
相
対
的
な
比
較
か
ら
珍
ら
し
げ
の
無
い
左
歌
を
勝
と
し
た
。
こ

の
こ
と
は
逆
に
い
え
ば
、
俊
頼
が
「
珍
ら
し
き
ふ
し
」
を
い
か
に
重
視
し
た
か
が
知

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
色
の
無
い
時
雨
に
よ
っ
て
色
が
付
い
た
と
い
う
と
こ

ろ
に
左
歌
の
趣
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
基
俊
は
「
左
右
の
歌
柄
は
同
じ
ほ
ど
」

一
〇

で
は
あ
る
が
、
左
歌
は
、
「
時
雨
の
心
無
く
て
、
ひ
と
へ
に
紅
葉
の
歌
」
で
あ
る
か
ら

と
、
右
回
に
勝
を
認
め
た
。
題
意
を
追
求
す
る
こ
と
は
歌
合
に
お
け
る
重
要
な
用
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

で
あ
っ
て
、
す
で
に
国
信
卿
家
歌
合
で
十
分
論
議
さ
れ
、
長
明
無
名
抄
着
初
に
題
心

を
掲
げ
、
俊
頼
髄
脳
を
引
用
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
り
、
長
明
無
名
抄
は
更
に
続
け

て
、
　
「
い
か
に
も
歌
合
な
ど
に
同
じ
ほ
ど
な
る
に
と
り
て
は
、
今
す
こ
し
題
を
深
く

思
へ
る
を
ま
さ
る
と
定
む
る
な
り
」
と
い
う
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
俊
頼
も
も
ち
ろ
ん
こ

の
点
を
十
分
考
慮
の
上
で
あ
ろ
う
が
、
前
述
の
判
定
に
落
着
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
両
首
を
比
較
す
る
と
、
一
首
の
構
案
、
趣
向
に
は
俊
頼
の
勝
を
与
え
た

．
方
に
見
ら
れ
る
が
、
山
家
の
時
雨
と
い
う
、
ひ
そ
ま
っ
た
静
け
さ
、
さ
び
し
さ
の
美

は
基
俊
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ほ
か
、
基
俊
が

勝
を
与
え
た
五
番
、
十
一
番
の
歌

　
霜
さ
え
て
枯
れ
ゆ
く
小
野
の
岡
辺
な
る
楢
の
朽
葉
に
時
雨
降
る
な
り

　
初
時
雨
お
と
つ
れ
し
ょ
り
水
茎
の
岡
の
梢
の
色
を
し
そ
思
ふ

亀
の
前
歌
に
対
し
基
俊
は
、
色
々
と
難
点
も
あ
り
な
が
ら
や
は
り
「
聞
き
馴
れ
た
る
心

地
」
す
る
と
し
て
、
当
時
の
保
守
派
の
歌
人
の
伝
統
し
た
情
景
に
同
感
し
て
お
る
。

後
歌
に
お
い
て
は
、
　
「
時
雨
は
か
や
う
に
こ
そ
は
侍
ら
め
と
思
ひ
給
ふ
る
。
岡
の
梢

の
色
を
思
ふ
な
ど
い
へ
る
も
、
い
ひ
馴
れ
て
を
か
し
さ
勝
り
た
る
に
や
」
な
ど
に
つ

い
て
み
て
も
、
情
趣
と
し
て
は
古
い
も
の
で
あ
る
が
、
は
ら
は
ら
と
叩
き
な
が
ら
通

り
す
ぎ
、
ま
た
叩
く
時
雨
の
落
着
い
た
静
け
さ
や
さ
び
し
さ
は
、
基
俊
の
方
が
よ
く

見
つ
け
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
俊
頼
は
「
初
時
雨
の
歌
、
珍

ら
し
か
ら
ね
ど
す
べ
ら
か
に
聞
ゆ
。
色
を
し
そ
思
ふ
ぞ
古
き
こ
と
よ
と
、
耳
に
と
ど

ま
る
心
地
す
る
」
と
古
い
表
現
に
は
そ
の
ま
＼
従
え
な
か
っ
た
が
、
こ
う
い
う
表
現

を
基
俊
は
あ
く
ま
で
「
い
ひ
馴
れ
て
を
か
し
」
と
高
く
買
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

課
題
残
菊
に
お
け
る
両
者
の
勝
負
の
対
立
し
た
判
は
、
判
の
明
記
さ
れ
て
い
る
の



は
七
番
だ
け
で
あ
る
が
、
三
番
も
判
詞
に
よ
る
と
勝
負
が
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。
七
番

　
　
　
左
基
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
信
朝
臣

　
霜
枯
れ
の
菊
な
か
り
せ
ば
い
と
ど
し
く
冬
の
饒
や
寂
し
か
ら
ま
し

　
　
　
右
俊
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
雅
光
朝
臣

　
霜
枯
る
る
は
じ
め
を
見
ず
ば
白
菊
の
う
つ
ろ
ふ
色
を
惜
し
ま
ざ
ら
ま
し

右
方
人
た
ち
は
「
菊
な
り
と
も
霜
枯
れ
な
ん
の
ち
は
冬
の
籠
の
さ
び
し
か
ら
ざ
ら
ん

こ
と
は
、
い
か
ゴ
あ
る
べ
か
ら
ん
」
と
歌
の
意
味
の
論
理
に
欠
け
る
と
こ
ろ
を
突
い

た
。
本
歌
合
は
二
人
判
者
で
あ
り
、
判
詞
に
は
左
右
の
方
人
た
ち
の
難
陳
が
ほ
と
ん

ど
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
番
に
は
そ
れ
の
一
片
が
記
さ
れ
て
い
る
め
ず
ら
し
い

例
で
あ
る
。
俊
頼
は
右
方
人
の
意
見
に
耳
を
傾
け
「
さ
も
や
あ
る
べ
か
ら
ん
」
と
一

応
同
意
し
な
が
ら
、
や
は
り
左
歌
の
よ
さ
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
結

局
に
お
い
て
左
右
同
じ
ほ
ど
の
歌
で
は
あ
る
が
右
歌
を
「
い
ま
少
し
た
ま
し
ひ
あ
る

心
地
す
」
と
右
歌
を
勝
と
し
た
。
基
俊
の
判
詞
は
短
く
、
　
「
左
右
同
じ
け
れ
ど
」
　
「

冬
の
簾
や
寂
し
か
ら
ま
し
」
と
い
う
表
現
に
同
感
し
た
。
時
雨
と
同
じ
く
、
残
菊
の

場
合
に
も
、
基
俊
は
ひ
そ
ま
っ
た
静
け
さ
寂
し
さ
の
情
趣
、
枯
れ
ゆ
く
菊
の
哀
愁
に

つ
い
て
よ
く
享
受
し
て
い
る
が
、
俊
頼
の
見
つ
け
た
よ
さ
は
、
　
「
た
ま
し
ひ
あ
る
」

つ
ま
り
、
「
き
り
つ
と
し
た
、
思
い
つ
め
た
よ
う
な
心
持
、
単
に
こ
こ
ろ
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
り
も
、
何
か
き
び
し
い
も
の
の
感
じ
ら
れ
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
基
俊
に

伝
統
的
に
継
承
さ
れ
て
来
た
情
趣
的
な
も
の
よ
り
も
、
薄
青
に
お
い
て
志
向
さ
れ
庶

幾
さ
れ
る
「
珍
ら
し
き
ふ
し
」
と
い
う
趣
向
、
構
案
と
い
う
知
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
三
番
の

　
　
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
顕
仲
朝
臣

　
万
代
の
秋
の
か
た
み
に
な
す
も
の
は
君
が
齢
を
延
ぶ
る
白
菊

　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
基
俊
朝
臣

　
今
朝
見
れ
ば
さ
な
が
ら
霜
を
戴
き
て
翁
さ
び
ゆ
く
白
菊
の
花

元
永
元
年
内
大
距
家
歌
合
に
つ
い
て

こ
の
番
は
判
は
記
録
さ
れ
て
は
い
な
い
。
謝
儀
は
「
た
し
か
な
る
こ
と
を
た
つ
ね
て

一
定
を
申
す
べ
し
」
と
判
定
を
留
保
し
て
い
る
が
、
判
詞
の
文
面
か
ら
察
す
る
と
、

基
俊
の
歌
に
は
同
感
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
と
し
て
は
基
俊
の
歌

に
は
勝
を
与
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
基
俊
は
か
な

り
積
極
的
に
自
詠
を
「
残
れ
る
菊
は
か
や
う
に
も
詠
み
て
ん
と
見
え
侍
り
。
ひ
が
こ

と
に
や
」
と
押
し
出
し
て
い
る
の
で
、
両
者
の
勝
負
の
決
定
は
正
反
対
で
あ
っ
た
と

見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
左
歌
三
句
は
図
書
寮
本
に
は
「
な
る
も
の
は
」
と
あ
る
そ
う

　
　
⑳

で
あ
る
」
が
、
基
俊
暗
愚
は
「
な
す
も
の
は
」
は
「
つ
め
げ
に
見
え
た
り
」
と
切
迫

し
た
表
現
の
ぎ
こ
ち
な
さ
を
非
難
し
て
い
る
か
ら
、
類
従
本
の
通
り
に
「
な
す
も
の

は
」
が
本
歌
合
に
お
け
る
実
際
で
あ
ろ
う
。

　
俊
頼
は
左
歌
は
祝
に
寄
せ
た
歌
だ
か
ら
「
と
も
か
く
も
申
し
難
し
」
と
、
あ
ま
り

触
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
右
歌
の
「
翁
さ
び
ゆ
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
翁
さ
れ

と
い
ふ
詞
と
こ
そ
承
り
お
き
た
る
に
、
こ
れ
は
こ
の
心
に
は
た
が
へ
り
。
」
と
、
こ
の

言
葉
が
十
分
に
理
解
出
来
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
国
歌
の
評
の
中
で
基
俊
は
証
歌

の
引
用
に
あ
た
り
、
藤
原
忠
行
へ
対
す
る
紀
友
則
の
返
歌
で
あ
る
の
を
、
貫
之
に
対

す
る
忠
山
今
の
返
歌
と
し
て
い
る
よ
う
な
歌
の
故
実
、
証
歌
に
精
し
い
彼
と
し
て
は
、

記
憶
の
誤
り
に
陥
っ
た
所
の
あ
る
の
は
さ
て
お
い
て
、
右
歌
は
基
俊
得
意
の
歌
で
あ

っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
　
「
残
れ
る
菊
は
か
や
う
に
も
詠
み
て
ん
と
見
え
侍
り
。
ひ

が
ご
と
に
や
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
こ
の
歌
に
自
信
を
持
ち
、
む
し
ろ
参
会
者
に
秀

歌
の
手
本
と
す
べ
き
だ
と
誇
る
口
吻
が
見
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
基
俊
は
白
菊
の
置
く

霜
に
色
移
ろ
う
姿
を
「
翁
さ
び
ゆ
く
」
象
徴
と
見
た
の
で
あ
っ
て
、
先
学
も
指
摘
さ

　
　
　
⑳

れ
た
よ
う
に
、
芭
蕉
の
「
花
守
や
白
き
頭
を
つ
き
あ
は
せ
」
を
連
想
さ
せ
、
華
－
や
か

な
情
景
の
中
に
寂
び
の
あ
る
情
景
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
晩
秋
の
残
菊
の
情
景
を
よ
く

観
照
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俊
頼
は
「
翁
さ
び
ゆ
く
と
い
へ
る
こ

と
、
た
し
か
に
知
ら
ぬ
こ
と
な
り
」
と
謙
遜
し
た
言
い
方
に
せ
よ
、
こ
う
い
う
ひ
そ

ま
っ
た
沈
潜
美
と
い
う
境
地
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

二



元
永
元
年
内
大
臣
家
歌
合
に
つ
い
て

両
判
者
の
勝
負
の
評
価
が
全
く
対
立
し
た
の
は
、
残
菊
に
お
い
て
は
以
上
の
二
番

で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
各
番
に
お
い
て
俊
頼
が
非
難
し
た
も
の
は
、
六
番

　
　
　
左
俊
持
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
将
公

　
枯
れ
ゆ
く
を
歎
き
や
す
ら
ん
初
霜
の
菊
の
ゆ
か
り
に
置
く
と
思
へ
ば

　
　
　
十
一
番
左
持
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
濃
公

　
苔
の
む
す
岩
根
に
残
る
八
重
菊
は
八
千
代
咲
く
と
も
君
ぞ
見
る
べ
き

な
ど
に
お
い
て
、
前
歌
を
「
ふ
る
こ
と
に
て
、
面
白
し
と
覚
ゆ
る
こ
と
も
見
え
ず
」

後
歌
は
「
末
は
こ
と
の
ほ
か
古
り
た
り
」
と
、
詠
み
古
る
し
た
歌
に
は
興
味
を
起
す

わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
、
六
番
右
脚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
忠
朝
臣

　
わ
が
宿
の
簾
に
や
ど
る
菊
無
く
ば
な
に
に
つ
け
て
か
人
も
問
は
ま
し

を
基
俊
は
勝
に
し
て
い
る
が
、
彼
は
「
古
り
て
珍
ら
し
げ
な
し
」
と
突
き
離
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
　
「
心
を
先
と
し
珍
ら
し
き
ふ
し
」
を
求
め
た
俊
頼
に
と
っ
て
は
、
陳
腐
な
観
念

的
に
習
慣
化
さ
れ
た
古
歌
の
情
調
に
拘
わ
っ
て
い
く
詠
み
振
り
を
革
新
し
よ
う
と
す

る
意
欲
の
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
歌
合
の
相
対
的
な
優
劣
の
判
定
と
い
う
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
（
全
）

係
上
、
た
と
え
「
珍
ら
し
げ
無
け
れ
ど
も
」
　
「
な
だ
ら
か
」
で
あ
る
一
点
か
ら
勝
た

せ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
乙
の
残
菊
一
番
は
一
方
の
右
方
は
俊
頼
作
で
、

例
の
通
り
歌
合
の
自
作
は
ほ
と
ん
ど
勝
に
し
な
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。
俊
頼
、
基

俊
と
も
残
菊
の
三
番
で
、
前
述
三
番
の
基
俊
が
自
作
を
高
く
評
価
し
た
よ
う
に
、
積

極
的
に
賞
讃
し
た
歌
は
無
い
。
相
対
的
比
較
的
に
勝
を
与
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
う
い
う
中
で
、
基
俊
が
好
感
し
た
も
の
は
「
い
ひ
馴
れ
」
た
歌
で
あ
る
。

　
　
「
言
ひ
馴
る
」
と
は
洗
練
さ
れ
た
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
評
語
の
意
味
す
る
実
質
は

三
代
集
以
来
の
古
風
な
情
趣
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
俊
頼
に
と
っ
て
は
無
条
件
に
は
う

な
ず
け
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

四

一
二

　
課
題
恋
で
判
の
勝
負
が
対
立
し
た
の
は
、
一
番
、
九
番
、
十
二
番
で
あ
る
。
一
番

　
　
　
左
俊
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
津
公

　
絶
え
ず
焚
く
室
の
八
島
の
煙
に
も
な
ほ
立
ち
ま
さ
る
恋
も
す
る
か
な

　
　
　
右
基
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頼
国
朝
臣

　
盃
の
し
び
て
あ
ひ
見
ん
と
思
へ
ど
も
恋
し
き
こ
と
の
さ
む
る
よ
も
無
き

両
判
者
と
も
可
な
り
長
い
判
詞
と
な
っ
て
い
る
番
で
あ
る
。
　
「
絶
え
ず
焚
く
室
の
八

島
」
は
「
煙
」
の
序
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、
　
「
室
の
八
島
の
煙
」
と
続
く
の
は

一
般
に
そ
う
詠
ん
で
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
野
中
の
清
水
の
も
や
か
、
あ
る
い
は

真
の
火
焚
く
煙
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
絶
え
ず
焚
く
」
と
い
う
表
現
は
、
俊
頼
に

お
い
て
は
「
ひ
が
ご
と
と
や
申
す
べ
か
ら
ん
」
こ
と
で
あ
り
、
基
俊
に
と
っ
て
も
「

い
つ
れ
に
て
も
絶
え
ず
焚
く
と
い
ふ
こ
と
、
未
だ
見
給
へ
ざ
る
」
こ
と
と
し
て
非
難

さ
れ
て
い
る
・
殊
に
基
俊
は
証
歌
の
本
文
が
あ
る
か
否
か
が
、
し
っ
こ
く
追
求
さ

れ
、
そ
れ
が
評
価
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
俊
頼
は
謡
歌
の
「
盃
の
し
ひ

て
あ
ひ
見
ん
」
と
い
う
唐
突
な
詠
み
出
し
は
、
珍
ら
し
き
節
を
求
め
、
詞
を
飾
る
彼

の
主
張
以
上
に
奇
矯
で
あ
る
と
退
け
、
前
歌
の
「
事
足
ら
ず
」
言
葉
足
ら
ず
の
あ
る

に
も
拘
ら
ず
、
巧
み
な
面
白
さ
の
上
か
ら
勝
に
し
た
。
九
番

　
　
　
皇
基
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓦
経
朝
臣

　
逢
ふ
こ
と
の
い
ま
は
か
た
の
と
な
り
ぬ
れ
ば
か
り
に
間
ひ
来
し
人
も
問
ひ
来
ず

　
　
　
右
俊
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
隆
朝
臣

　
お
さ
ふ
れ
ば
あ
ま
る
涙
は
も
る
山
の
な
げ
き
に
あ
た
る
雫
な
り
け
り

い
ず
れ
も
懸
け
詞
と
縁
語
を
使
っ
て
い
る
歌
で
、
基
俊
に
い
わ
せ
る
と
「
い
つ
れ
も

殊
な
る
難
無
き
」
歌
で
あ
る
が
、
俊
頼
は
弾
歌
を
「
思
ふ
心
無
き
に
は
あ
ら
ず
」
と

言
い
・
基
俊
は
左
歌
を
「
今
少
し
心
細
く
そ
見
え
侍
る
」
と
対
立
し
た
。
し
か
し
心

細
い
恋
情
は
む
し
ろ
右
歌
に
あ
り
、
音
声
的
な
な
め
ら
か
さ
、
恋
心
の
象
徴
化
と
い

う
観
点
か
ら
し
て
も
俊
頼
に
同
感
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
評
価
の
方
向
は
十
二
番
の



　
　
　
左
俊
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
実
朝
臣

　
わ
が
恋
は
高
師
の
浜
に
み
る
田
鶴
の
尋
ね
て
ゆ
か
ん
方
も
お
ぼ
え
ず

　
　
　
右
基
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
昌
朝
臣

　
逢
う
こ
と
の
た
の
む
る
人
の
無
き
時
は
世
を
憂
き
も
の
と
思
ひ
ぬ
る
か
な

に
も
見
ら
れ
る
。
基
俊
は
豊
富
な
証
歌
に
よ
っ
て
、
高
師
の
浜
と
い
う
歌
枕
に
は
、

波
と
い
う
こ
と
を
上
に
匂
わ
せ
て
、
そ
の
後
至
。
王
師
の
浜
と
い
い
た
い
と
典
拠
に
こ

だ
わ
っ
た
が
、
俊
頼
は
こ
の
点
を
「
い
さ
さ
か
異
な
る
さ
ま
な
れ
ど
、
さ
し
て
事
な

し
。
み
る
田
鶴
の
尋
ね
て
ゆ
か
ん
、
勝
つ
と
申
す
べ
か
ら
ん
」
と
推
し
、
基
俊
は
高

師
の
浜
の
一
点
が
、
詠
み
方
を
取
り
違
え
た
と
し
て
、
設
置
の
「
今
す
こ
し
な
だ
ら

か
」
な
の
を
取
り
上
げ
た
。
基
俊
も
俊
頼
と
同
じ
く
「
な
だ
ら
か
」
さ
が
評
価
の
一

つ
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
番
の
歌
で
み
る
と
、
俊
頼
は
「
珍
ら
し
き
節
」

の
不
十
分
な
な
だ
ら
か
さ
よ
り
も
、
多
少
の
典
拠
上
の
難
点
は
あ
っ
て
も
「
珍
ら
し

き
」
趣
向
の
あ
る
歌
を
好
感
し
た
よ
う
で
あ
る
。
二
番
は
勝
負
が
正
反
対
で
は
な
い

が
、
両
判
者
の
番
で
あ
る
。

　
　
　
左
俊
持
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
頼
朝
臣

　
口
階
し
や
雲
居
が
く
れ
に
棲
む
た
つ
も
思
ふ
入
に
は
見
え
け
る
も
の
を

　
　
　
右
基
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
基
俊
朝
臣

　
か
つ
見
れ
ど
猶
ぞ
恋
し
き
吾
妹
子
が
ゆ
つ
の
つ
ま
櫛
い
か
で
さ
さ
ま
し

俊
頼
は
歌
合
で
は
作
者
の
名
が
伏
せ
て
あ
る
の
を
幸
に
、
　
「
前
の
歌
は
、
心
も
得

ず
、
異
様
極
り
無
き
に
こ
そ
侍
る
め
れ
」
と
、
極
端
な
非
難
を
敢
え
て
し
た
。

　
自
詠
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
激
し
い
非
難
は
、
一
般
の
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い

し
、
基
俊
な
ど
、
自
作
を
押
し
出
す
の
と
全
く
逆
な
行
き
方
で
あ
る
。
基
俊
は
ま
た
こ

れ
に
追
い
討
ち
を
か
け
て
、
　
「
口
惜
し
や
な
ど
詠
み
た
ら
ん
は
、
か
や
う
の
歌
合
な

ど
未
だ
見
侍
ら
ず
。
無
下
に
こ
そ
覚
え
侍
れ
」
と
非
難
し
た
。
　
「
ロ
惜
し
や
」
と
い

う
散
文
的
な
表
現
は
、
歌
合
で
は
最
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
前
例
が

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
基
俊
は
、
た
つ
（
龍
）
を
田
鶴
と
早
合
点
し
、

「
和
歌
に
未
だ
見
出
し
侍
ら
ず
」
と
、
長
広
舌
を
ふ
る
っ
て
、
西
霞
を
「
右
歌
、
詞

元
永
元
年
内
大
臣
家
歌
合
に
つ
い
て

に
あ
や
ま
つ
と
こ
ろ
も
無
く
、
歌
柄
も
悪
し
か
ら
ね
ば
、
よ
ろ
し
と
は
ひ
が
ご
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

や
」
と
勝
に
し
た
。
長
明
無
名
抄
に
よ
る
と
俊
頼
の
子
俊
恵
か
ら
聞
い
た
後
日
談
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
基
俊
の
見
当
違
い
の
「
た
つ
」
に
つ
い
て
の
非
難
に
対
し
、
俊

頼
は
「
そ
の
座
に
て
は
言
葉
も
加
え
ず
」
黙
し
て
い
た
が
、
忠
通
が
「
こ
よ
ひ
の
判

の
詞
、
お
の
お
の
書
き
て
参
せ
よ
」
と
言
っ
た
時
、
　
「
こ
れ
は
田
鶴
に
は
あ
ら
ず
、

龍
な
り
」
と
書
い
て
答
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
俊
恵
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

「
基
俊
三
才
な
れ
ど
、
思
ひ
は
か
り
も
な
く
、
人
の
事
を
難
ず
る
く
せ
の
侍
り
け
れ

ば
、
こ
と
に
ふ
れ
て
失
多
く
そ
あ
り
け
る
。
」
と
い
う
通
り
、
基
俊
は
二
心
に
挑
む
こ

と
多
く
、
敢
え
て
自
作
を
推
し
上
げ
た
が
、
右
歌
が
基
俊
の
い
う
通
り
無
難
な
歌
で

あ
っ
て
も
、
こ
の
誤
解
が
事
前
に
分
か
っ
て
い
た
ら
、
可
な
り
異
な
っ
た
判
に
な
っ

て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
対
立
し
だ
本
歌
合
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
三
年
後
の
同
じ
忠
通
家

の
保
安
二
年
九
月
十
二
日
の
関
白
内
大
臣
家
歌
合
に
よ
る
と
、
俊
頼
、
基
俊
は
二
人

判
で
な
く
、
判
詞
は
別
々
で
も
判
は
一
つ
に
統
一
さ
れ
て
い
る
せ
い
も
あ
る
が
、
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

者
の
判
定
は
よ
く
も
揃
っ
た
も
の
だ
と
思
う
ほ
ど
で
あ
る
。
実
方
清
氏
は
、
群
書
類

従
本
の
山
月
三
番
左
の
判
詞
の
終
り
の
部
分
「
左
回
た
け
た
か
し
か
ち
と
や
申
す
べ

　
　
　
⑳

か
ら
ん
」
を
根
拠
と
し
て
、
基
俊
の
歌
論
に
お
け
る
美
意
識
と
し
て
、
　
「
た
け
高
き

心
」
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
袋
草
紙
下
巻
に
抄
録
さ
れ
た
同
歌
合
の
俊
頼
判
詞

が
、
す
べ
て
類
従
本
の
終
り
の
部
分
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
　
「
た
け
高

き
心
」
は
俊
頼
の
志
向
し
た
美
意
識
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
類
従
本

の
判
者
名
に
基
俊
だ
け
を
挙
げ
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
類
従
本
の
判

詞
に
「
左
歌
は
」
　
「
右
歌
は
」
と
出
番
二
回
繰
返
さ
れ
て
い
る
初
あ
の
一
組
が
基
俊

判
詞
、
後
の
一
組
が
俊
頼
判
詞
と
見
る
の
が
正
し
い
は
ず
で
あ
る
。
す
る
と
、
元
永

元
年
内
大
臣
家
歌
合
で
、
俊
頼
が
基
俊
よ
り
先
に
批
評
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

影
響
を
年
長
者
と
推
定
さ
れ
る
の
は
、
必
ず
し
も
適
切
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

＝
二



元
永
元
年
内
大
臣
家
歌
合
に
つ
い
て

関
白
内
大
臣
家
歌
合
の
判
定
で
対
立
の
見
え
な
か
っ
た
俊
頼
、
基
俊
も
、
類
従
本

に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
袋
草
紙
遺
編
に
よ
る
と
、
こ
れ
に
続
い
て
の
保
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
年
二
月
二
日
の
無
動
寺
歌
合
で
は
、
桜
左
負
僧
行
李
の
歌
を
、
　
「
あ
ま
り
な
り
と

て
右
勝
」
と
の
俊
頼
判
を
、
　
「
基
俊
同
難
之
、
但
為
持
」
と
基
俊
は
論
難
し
て
「
持

」
に
持
ち
込
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
時
の
判
定
は
関
白
内
大
臣
家
歌
合
と
同
様
一
つ

に
統
一
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
判
定
経
過
は
本
歌
合
と
は
異
な
っ
た
興
味
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
八
・
七
・
二
七
）

註
①
日
本
歌
学
大
系
第
二
巻
一
八
五
頁

②
全
第
三
巻
五
六
頁
、
全
第
二
巻
一
九
三
頁
（
袋
草
紙
）

③
全
第
三
巻
五
六
頁

④
　
「
国
信
卿
家
歌
合
に
つ
い
て
」
長
崎
大
学
学
芸
学
部
研
究
報
告
第
十
二
号
拙
稿
参
照

⑤
①
の
全
頁

⑥
①
の
一
八
七
頁
に
よ
る
と
保
安
二
年
九
月
十
二
日
関
白
殿
歌
合
判
者
三
徳
基
俊
。
ム
土
八

　
八
頁
に
は
忠
通
主
催
で
は
な
い
が
、
無
動
寺
歌
合
保
安
三
年
二
月
二
十
日
判
者
俊
頼
基
俊

⑦
堀
部
正
二
氏
著
、
纂
輯
類
聚
歌
合
と
そ
の
研
究

⑧
今
鏡
第
五
。
国
史
大
系
第
十
七
巻
八
二
五
頁

⑨
日
本
歌
学
大
系
第
三
巻
九
一
頁

⑩
日
本
古
典
全
書
、
峯
岸
義
秋
氏
校
註
本
に
よ
る
。
こ
の
本
は
類
従
本
を
底
本
と
し
、
図
書

　
寮
本
、
内
閣
文
庫
本
で
校
合
さ
れ
て
い
る

⑪
長
崎
大
学
人
文
科
学
研
究
報
告
第
六
号
拙
稿

⑫
有
朋
堂
文
庫
百
人
一
首
一
夕
話
四
八
五
頁

⑬
類
従
本
九
輯
七
六
四
頁

⑭
①
の
五
六
頁

⑮
長
明
無
名
抄
、
⑨
の
二
九
二
頁

⑯
全
右
。
②
の
一
四
三
頁
、
俊
頼
朝
臣
為
判
者
之
時
、
以
吾
歌
定
負
。
殿
下
歌
合

一
四

⑰
①
の
一
四
二
頁

⑱
日
本
文
学
評
論
史
総
論
歌
論
篇
四
二
六
頁
、
基
俊
と
俊
頼

⑲
俊
頼
髄
脳
、
日
本
歌
学
大
系
第
一
巻

⑳
⑱
参
照

⑳
万
葉
集
一
五
四
三
番

⑳
③
の
二
七
七
頁

⑳
⑩
の
二
三
一
頁
頭
註

⑳
同
二
二
六
頁
頭
註

⑳
⑱
参
照

⑳
⑲
の
一
八
九
頁

⑳
残
菊
一
番
左
歌
の
俊
頼
判
詞

⑳
残
菊
四
番
、
十
二
番
基
俊
判
詞

⑳
⑮
の
二
九
二
頁

⑳
日
本
歌
論
「
藤
原
基
俊
の
歌
論
」
三
七
一
頁

⑳
類
従
本
八
輯
九
二
頁

⑫
⑩
の
二
＝
一
頁
頭
註

⑳
③
の
一
八
八
頁


