
﹁
一
人
見
て
﹂
と
い
う
表
現

岩

下

紀

之

１

﹃
兼
載
雑
談

(
注
一
)

﹄
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

な
れ
に
し
人
も
夢
の
世
中

山
桜
け
ふ
の
青
葉
を
ひ
と
り
見
て

能
阿

新
撰
莵
玖
波
集
の
時
。
此
句
の
前
句
な
か
り
し
と
な
り
。
如
此
お
も
し
ろ
き
一
句
。
ま
れ
な
る
べ
し
と
て
。
前
句
を
ば
作
て
入
ら
れ
し
と
な

り
。

こ
れ
が
そ
の
ま
ま
事
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
の
句
が
す
で
に
﹃
竹
林
抄
﹄
に
入
っ
て
い
る
か
ら
で
、﹃
新
撰
莵
玖
波
集
﹄
の
編
集

の
際
に
は
、
こ
の
句
は
既
に
前
句
付
句
の
完
備
し
た
形
が
成
立
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、﹃
竹
林
抄
﹄
古
注
の
﹃
竹
聞

(
注
二
)

﹄
な
る
書
に
は
こ
う
あ
る
。
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山
桜
け
ふ
ノ

け
ふ
ノ
あ
を
は
と
ハ
、
昨
日
の
落
花
也
。
こ
れ
ハ
、
一
句
ハ
か
り
人
皇
お
ほ
え
て
あ
れ
は
、
前
句
ハ
此
間
作
り
シ
也
、
一
句
お
も
し
ろ
き
句

也
﹃
兼
載
雑
談
﹄
は
兼
純
に
よ
る
、
ま
た
﹃
竹
聞
﹄
は
顕
天
な
る
人
物
に
よ
る
聞
書
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
文
亀
頃
、
関
東
に
帰
郷
し
た
兼
載
の

談
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
晩
年
の
兼
載
は
、
能
阿
の
句
が
付
句
一
句
の
か
た
ち
で
伝
わ
り
、
入
集
に
際
し
て
前
句
が
添
え
ら
れ
た
の
だ
と
記

憶
し
、
そ
う
周
囲
に
語
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
文
明
七
年
頃
入
京
し
て
宗
�
と
も
関
わ
り
が
あ
っ
た
兼
載
が
、﹃
竹
林
抄
﹄
が
同
八
年
に
完
成

す
る
の
を
近
く
で
観
察
し
て
い
た
と
し
て
お
か
し
く
な
い
。
後
に
講
釈
す
る
時
、
そ
の
事
情
を
回
想
し
た
の
で
は
な
い
か
。
一
方
そ
れ
を
書
き

留
め
た
者
は
過
去
の
話
と
し
て
聞
い
た
の
で
、﹃
新
撰
莵
玖
波
集
﹄
編
纂
の
時
の
出
来
事
と
解
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
般
的
な
談
話
の
際
で

は
、
聞
き
手
が
よ
り
著
名
な
准
勅
撰
集
の
こ
と
と
と
り
違
え
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

宗
�
は
﹃
老
の
す
さ
み

(
注
三
)

﹄
に
お
い
て

き
の
ふ
ま
で
は
さ
し
も
盛
り
な
り
し
花
の
、
行
方
な
く
散
り
は
て
ゝ
、
山
深
き
木
末
の
青
葉
斗
を
う
ち
詠
め
ゐ
た
る
時
、
は
な
に
な
れ
き

た
り
し
人
も
、
夢
の
世
中
ぞ
、
と
観
じ
た
る
心
也
。
心
あ
く
ま
で
有
心
に
、
し
か
も
詞
づ
か
ひ
常
の
こ
と
に
あ
ら
ず
、
か
や
う
の
句
、
こ

と
に
吟
味
す
べ
し
。

と
述
べ
、
ゆ
き
と
ど
い
た
鑑
賞
を
し
て
い
る
が
、
前
句
を
後
か
ら
補
っ
た
な
ど
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
兼
載
の
記
憶
を
裏
付
け
る
証
言
に
は
な
っ

て
い
な
い
。
句
の
解
釈
自
体
は
両
者
共
通
し
て
い
て
、
昨
日
の
花
盛
、
落
花
と
、
今
日
の
青
葉
の
対
照
を
賞
讃
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
句
に
用
い
ら
れ
て
い
る
山
桜
、
青
葉
、
一
人
、
見
る
な
ど
の
語
に
特
異
な
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
花
と
青
葉
を
対
比
し
て
と
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り
あ
わ
せ
た
句
は
、
す
で
に
﹃
莵
玖
波
集
﹄
に
あ
る
。

二
〇
七
六

見
し
花
の
お
も
か
け
埋
む
青
葉
か
な

し
て
み
る
と
、
能
阿
の
句
は
こ
の
善
阿
の
名
句
の
先
蹤
に
人
事
を
か
ら
め
て
成
功
し
た
の
で
あ
り
、﹁
一
人
見
て
﹂
と
い
う
お
さ
め
方
が
印
象
的

に
思
わ
れ
る
。２

﹁
一
人
見
て
﹂
と
い
う
語
句
は
と
り
た
て
て
特
長
が
あ
る
と
も
思
わ
な
い
の
だ
が
、
勅
撰
和
歌
集
に
あ
た
る
と
、
こ
の
語
句
を
使
用
し
た
歌
は

二
十
一
代
集
を
通
じ
て
た
だ
一
首
し
か
見
あ
た
ら
な
い
。
﹃
新
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
西
行
の
歌
で
あ
る
。

四
〇
五

ま
こ
と
と
も
た
れ
か
思
は
ん
独
み
て
後
に
こ
よ
ひ
の
月
を
か
た
ら
ば

そ
れ
に
対
し
、
﹃
莵
玖
波
集
﹄
に
は

西
に
行
今
宵
の
月
を
独
見
て

四
五
八

我
と
し
た
け
ぬ
秋
そ
す
く
な
き

蓮
智
法
師

身
を
捨
し
よ
り
友
は
ま
た
れ
す

一
二
一
一

か
く
れ
家
の
深
山
の
雪
を
独
見
て

十
仏
法
師

─ 17 ─



と
二
句
あ
り
、
﹃
新
撰
莵
玖
波
集
﹄
で
は
、
問
題
に
し
て
い
る
能
阿
の
句
を
含
む
三
句
が
あ
る
。

な
れ
に
し
人
も
夢
の
世
中

三
六
四

山
さ
く
ら
け
ふ
の
青
葉
を
ひ
と
り
見
て

能
阿
法
師

秋
の
あ
は
れ
も
た
つ
こ
ゝ
ろ
か
ら

七
五
四

た
れ
も
み
な
ぬ
る
夜
の
月
を
ひ
と
り
見
て

多
々
良
持
世
朝
臣

さ
と
の
と
を
き
に
心
こ
そ
す
め

二
六
二
一

松
風
に
野
寺
の
月
を
ひ
と
り
見
て

玄
宣
法
師

次
に
俳
諧
の
用
例
を
﹃
古
典
俳
文
学
大
系
﹄
の
索
引
に
よ
っ
て
探
っ
て
み
る
と
、
一
例
も
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
見
て
来
る
と
、
二
十

一
代
集
全
体
で
用
例
一
、
連
歌
の
二
准
勅
撰
集
で
計
五
例
、
俳
諧
で
は
対
象
と
し
た
作
品
群
が
勅
撰
集
と
異
質
で
あ
る
が
用
例
な
し
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
語
句
は
連
歌
に
の
み
愛
用
さ
れ
た
と
も
見
え
、
こ
こ
か
ら
何
ら
か
の
連
歌
の
特
質
を
探
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ

う
か
。
右
に
引
い
た
和
歌
と
連
歌
の
例
で
は
、
能
阿
の
句
を
除
い
て
は
い
ず
れ
も
作
者
の
孤
独
感
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
共
通
し
、
見
て

い
る
対
象
も
月
、
雪
、
花
と
い
う
、
い
わ
ば
最
も
見
る
価
値
の
あ
る
景
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
た
め
に
、
も
う
少
し
用
例
を
求
め

て
み
よ
う
。

３

勅
撰
集
以
外
の
和
歌
の
用
例
を
求
め
、
次
の
結
果
を
得
た
。
平
安
時
代
の
例
は
先
に
引
い
た
西
行
を
含
め
三
首
あ
る
。
﹃
能
因
集
﹄
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二
二
六

千
鳥
な
く
う
み
辺
に
月
を
ひ
と
り
見
て
都
の
ほ
か
に
年
の
暮
れ
ぬ
る

﹃
風
葉
和
歌
集
﹄
に
、
ね
ざ
め
の
広
沢
の
准
后
の
作
と
し
て

一
二
七
〇

し
ら
ざ
り
し
山
べ
の
月
を
ひ
と
り
み
て
世
に
な
き
身
と
や
お
も
ひ
い
づ
ら
む

こ
れ
は
﹃
物
語
二
百
番
歌
合
﹄
に
も
採
ら
れ
、
評
価
の
高
い
作
で
あ
ろ
う
が
、
現
行
本
﹃
夜
の
寝
覚
﹄
に
は
見
当
ら
ず
、
散
逸
し
た
部
分
に
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
て
よ
け
れ
ば
、
こ
れ
も
平
安
時
代
の
歌
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
能
因
、
西
行
と
と
も
に
、
三
首
と
も
孤
独
な
人

物
が
月
を
見
て
い
る
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。

中
世
の
例
で
は
注
目
す
べ
き
変
化
が
見
ら
れ
る
。
鎌
倉
初
期
﹃
道
助
法
親
王
家
五
十
首
﹄
に

一
〇
二

ひ
と
り
み
て
思
ひ
つ
づ
く
る
春
の
よ
の
月
も
は
か
な
き
身
の
ゆ
く
へ
か
な

と
冒
頭
に
こ
の
語
句
が
来
る
。
月
を
見
て
い
る
と
い
う
の
は
同
様
で
あ
る
が
、
冒
頭
に
こ
れ
を
持
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
り
、
一
首
の
基
調
は
何

よ
り
も
作
者
の
孤
独
感
を
強
調
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

こ
れ
以
後
の
該
当
句
を
含
む
歌
を
列
挙
し
て
お
く
と

二
三
六

秋
の
夜
の
深
け
た
る
月
を
ひ
と
り
み
て
ね
に
鳴
く
ば
か
り
物
の
悲
し
き

︵
﹃
瓊
玉
和
歌
集
﹄
︶

三
九
三

ひ
と
り
み
て
物
お
も
ひ
を
れ
ば
な
が
月
の
あ
り
あ
け
の
月
の
ま
た
し
ぐ
る
め
る

︵
﹃
柳
葉
和
歌
集
﹄
︶
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七
三
八

ひ
と
り
み
て
あ
は
れ
な
み
だ
ぞ
こ
ぼ
れ
ぬ
る
更
け
ゆ
く
空
の
秋
の
夜
の
月

︵
同
右
︶

一
一
六

ひ
と
り
み
て
世
は
つ
ね
な
り
と
思
ふ
か
な
ふ
り
ぬ
る
や
ど
の
苔
の
あ
る
じ
を

︵
﹃
中
院
集
﹄
︶

二
五
二

ひ
と
り
み
て
お
も
ひ
し
ら
な
ん
と
は
る
や
と
我
も
ま
ち
つ
る
雪
の
さ
び
し
さ

︵
﹃
拾
藻
集
﹄
︶

四
〇
〇
一

ひ
と
り
み
て
い
く
秋
過
ぎ
ぬ
世
の
人
の
い
む
て
ふ
も
の
か
深
き
夜
の
月

︵
﹃
草
根
集
﹄
︶

八
三
五
二

独
み
て
い
む
て
ふ
月
に
む
か
へ
ど
も
憂
身
を
捨
つ
る
し
る
し
だ
に
な
し

︵
同
右
︶

八
三
七
一

独
み
て
い
む
て
ふ
こ
と
の
偽
を
月
に
う
れ
ふ
る
秋
の
ふ
る
さ
と

︵
同
右
︶

五
四
七
四

独
み
て
し
づ
か
な
る
よ
の
月
に
こ
そ
思
ひ
の
こ
さ
ぬ
哀
そ
ひ
け
れ

︵
﹃
雪
玉
集
﹄
︶

以
上
の
十
首
を
検
出
し
た
の
だ
が
、
鎌
倉
以
後
は
冒
頭
に
﹁
独
み
て
﹂
と
お
く
歌
が
う
ち
九
首
を
占
め
、
ま
た
八
首
で
月
を
見
て
い
る
。
こ
の

語
句
の
用
例
は
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
類
型
化
が
進
み
、
と
り
わ
け
﹃
瓊
玉
集
﹄﹃
柳
葉
集
﹄
の
作
者
宗
尊
親
王
と
、
正
徹
の
二
人
は
関
心
を

持
っ
て
試
作
し
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

４

再
び
連
歌
の
検
討
に
も
ど
る
。
能
阿
の
句
は
、
時
間
的
に
二
つ
の
場
面
、
す
な
わ
ち
山
桜
と
青
葉
の
時
期
が
詠
み
こ
ま
れ
、
そ
れ
に
連
動
し

て
一
人
見
て
い
る
作
者
の
背
景
に
、
今
は
こ
こ
に
い
な
い
何
人
か
の
親
し
い
も
の
た
ち
が
思
い
出
さ
れ
る
と
い
う
組
み
立
て
に
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
を
宗
�
は
﹁
有
心
﹂
と
い
う
評
で
絶
讃
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
﹃
景
感
道

(
注
四
)

﹄
に

此
連
歌
は
賢
盛
・
宗
�
も
う
ら
や
み
て
、
一
期
の
う
ち
一
句
所
望
の
よ
し
、
た
び
〳
〵
申
出
さ
れ
し
と
也
。
な
れ
に
し
人
も
山
桜
も
夢
の
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世
中
と
い
ふ
也
。
し
か
も
諸
人
は
花
散
れ
ば
帰
宅
す
る
な
ら
ひ
な
る
を
、
此
作
者
は
跡
ま
で
只
壱
人
花
に
執
心
な
り
。

こ
の
書
も
兼
載
か
ら
の
聞
書
と
考
え
る
と
、
宗
�
・
宗
伊
と
と
も
に
能
阿
の
句
へ
の
高
い
評
価
は
一
致
し
て
い
る
。
次
に
さ
ら
に
連
歌
作
品
に

お
け
る
こ
の
語
句
の
使
用
例
を
検
索
し
て
み
る
と
﹃
莵
玖
波
集
﹄
以
後
、
七
賢
時
代
に
至
る
ま
で
で
は
次
の
三
例
を
見
出
し
た
の
み
で
あ
る
。

竹
あ
る
ま
と
に
ち
か
き
秋
か
せ

お
き
明
す
臥
待
月
を
ひ
と
り
み
て

︵
﹃
梵
灯
庵
自
連
歌
合

(
注
五
)

﹄
二
番
右
︶

又
と
も
す
れ
ば
物
ぞ
か
な
し
き

一
四
七

跡
も
な
き
苔
路
の
花
を
ひ
と
り
見
て

智
蘊
︵
﹃
竹
林
抄
﹄
︶

二
六

ひ
と
り
み
て
月
に
み
し
か
き
夜
半
も
な
し

専
順
︵
﹃
宗
砌
発
句

(
注
六
)

﹄
︶

こ
の
時
代
こ
の
語
句
が
頻
用
さ
れ
た
と
は
言
え
ず
、
宗
砌
や
心
敬
の
よ
う
に
最
も
多
く
作
品
が
伝
わ
る
作
者
に
用
例
が
な
い
。
ま
た
右
の
専
順

の
句
も
、
出
典
は
宗
砌
の
日
発
句
で
あ
り
、
取
り
扱
い
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

つ
い
で
、
宗
�
以
降
の
連
歌
師
の
句
集
に
あ
た
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
宗
�
は
こ
の
語
句
に
つ
い
て
は
意
欲
的
に
試
作
し
て
お
り
、
何
句
か
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹃
専
順
独
吟

(
注
七
)

﹄
は
専
順
の
句
作
の
後
に
宗
�
の
句
が
附
載
さ
れ
て
い
る
。
﹁
人
の
こ
ゝ
ろ
の
か
は
る
世
の
中
﹂
を
前
句
と
し
て
、
百
句
の
付
句

を
試
み
た
作
品
で
あ
る
が
、
宗
�
は
同
じ
前
句
に
対
し
、
自
分
も
百
句
付
句
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
専
順
の
作
を
手
本
と
し
て
、
腕
を
み
が
こ

う
と
し
た
習
作
と
言
え
よ
う
。
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ね
ら
れ
ね
ば
い
む
て
ふ
月
を
ひ
と
り
み
て

月
を
見
る
こ
と
を
忌
む
と
い
う
題
材
は
先
に
見
た
正
徹
の
先
例
が
あ
る
も
の
の
、
冒
頭
の
﹁
ね
ら
れ
ね
ば
﹂
と
こ
と
わ
っ
た
あ
た
り
、
や
や
稚

拙
に
み
え
る
。

﹃
心
敬
専
順
両
師
点
宗
�
付
句

(
注
八
)

﹄
も
、
文
字
通
り
両
師
に
加
点
を
求
め
た
習
作
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
二
句
こ
の
語
句
を
詠
じ
て
い
る
。

我
な
つ
か
し
き
名
ぞ
都
鳥

七
二

難
波
か
た
ほ
り
江
の
月
を
独
見
て

わ
か
れ
の
あ
と
も
春
そ
さ
ひ
し
き

二
三
〇

夕
ま
く
れ
霞
の
空
を
ひ
と
り
見
て

七
二

は
﹁
都
鳥
﹂
に
対
し
て
﹁
堀
江
﹂
を
寄
合
に
取
っ
て
﹃
伊
勢
物
語
﹄
を
避
け
た
と
見
え
る
が
、
は
た
し
て
成
功
と
言
え
る
か
ど
う
か
。
二

三
〇
は
見
る
対
象
を
空
に
す
る
工
夫
を
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
心
敬
は
二
三
〇
に
点
を
与
え
た
の
み
で
、
宗
�
自
身
も
自
分
の
句
集
﹃
老
葉
﹄

に
採
ら
な
か
っ
た
。
習
作
期
の
努
力
に
と
ど
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
工
夫
を
重
ね
て
後
年
自
ら
の
句
集
に
入
れ
た
句
を
見
て
み
よ
う
。
﹃
愚
句
老
葉

(
注
九
)

﹄
に
二
句
あ
る
。

む
か
し
の
こ
と
を
心
に
そ
と
ふ

六
七

う
へ
し
世
を
花
は
し
る
や
と
独
ミ
て

山
下
水
の
音
は
す
さ
ま
し
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一
三
五
七

滝
と
の
に
は
や
く
の
跡
を
ひ
と
り
ミ
て

二
句
と
も
時
間
を
溯
っ
て
﹁
う
へ
し
世
﹂﹁
滝
と
の
﹂
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
た
だ
こ
の
過
去
は
句
を
詠
じ
て
い
る
時
か
ら
は
遠
く
、
能
阿
の
句

の
切
迫
し
た
緊
張
感
は
持
っ
て
い
な
い
。
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
の
流
れ
が
典
雅
な
歌
語
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
。

兼
載
も
自
ら
の
句
集
に
こ
の
語
句
を
用
い
た
句
を
お
さ
め
て
い
る
。

か
へ
り
し
雲
に
身
も
な
ら
は
は
や

鳥
も
居
ぬ
青
葉
の
桜
独
見
て

わ
き
て
こ
よ
ひ
は
つ
ら
き
仮
ふ
し

秋
の
月
都
な
ら
は
と
独
見
て

二
句
と
も
に
﹃
園
塵
﹄
第
四

(
注
一
〇
)

に
見
え
、
恐
ら
く
兼
載
晩
年
、
東
国
帰
還
後
の
作
か
と
思
わ
れ
る
。
前
者
に
﹁
青
葉
の
桜
﹂
を
詠
み
、
こ
れ
は
能

阿
の
句
を
意
識
し
て
い
る
と
想
像
さ
れ
る
。
後
者
に
は
都
の
月
を
恋
う
る
旅
人
に
心
敬
が
連
想
さ
れ
る
。
﹃
新
撰
莵
玖
波
集
﹄
に
﹁
月
に
恋
ひ
月

に
忘
る
ゝ
都
か
な
﹂
の
名
句
が
あ
り
、
心
敬
と
兼
載
の
師
弟
関
係
や
、
心
敬
の
東
国
で
の
流
浪
と
死
は
当
時
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
す
れ
ば
二
句
な
が
ら
心
を
込
め
た
作
と
見
え
る
。
も
と
よ
り
連
歌
の
付
句
に
個
人
的
な
感
慨
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
当
時
の
連

歌
作
者
た
ち
に
と
っ
て
兼
載
の
心
中
を
思
い
や
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

も
う
一
人
、
宗
長
も
こ
の
語
句
を
用
い
て
い
る
。
書
陵
部
本

(
注
一
一
)﹃

壁
草
﹄
に
は
次
の
四
句
が
見
え
る
。

秋
の
よ
ふ
く
る
浅
茅
生
の
宿
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六
五
二

露
こ
と
に
か
け
す
る
月
を
ひ
と
り
見
て

秋
の
お
も
ひ
そ
な
く
は
か
り
な
る

六
五
四

こ
と
ゝ
へ
は
こ
た
へ
ぬ
月
を
ひ
と
り
ミ
て

恋
そ
こ
ゝ
ろ
の
や
ミ
ハ
ふ
か
か
る

一
四
五
〇

さ
や
か
な
る
折
し
も
月
を
ひ
と
り
ミ
て

ま
く
ら
さ
た
め
ハ
夢
や
と
ひ
来
む

一
四
五
二

お
も
ひ
た
え
う
か
れ
し
月
を
独
見
て

能
阿
・
宗
�
ら
の
句
を
熟
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
宗
長
は
、
自
ら
は
見
る
対
象
と
し
て
月
の
み
を
採
り
、
そ
の
諸
相
を
詠
み
尽
そ
う
と
す
る
よ

う
に
見
え
る
。
後
の
﹃
那
智
籠
﹄
に
も
一
句
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
月
を
見
る
と
い
う
形
で
あ
り
、
宗
長
は
月
以
外
は
﹁
一
人
見
﹂
る
こ
と
が
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
和
歌
と
連
歌
に
お
け
る
用
例
を
あ
ら
あ
ら
概
観
し
た
こ
と
に
な
る
。
勅
撰
和
歌
集
で
は
和
歌
の
用
例
が
一
首
の
み
と
、
極
め
て
稀
な
よ

う
に
見
え
た
が
、
検
索
範
囲
を
拡
大
し
て
み
る
と
、
十
首
以
上
の
用
例
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
語
句
を
三
回
用
い
た
歌
人
が
宗
尊
親
王
と

正
徹
で
あ
っ
た
こ
と
。
連
歌
で
は
﹃
莵
玖
波
集
﹄
以
後
そ
れ
な
り
に
詠
ま
れ
て
い
た
が
、
能
阿
の
句
が
高
く
評
価
さ
れ
た
結
果
、
宗
�
・
兼
載
・

宗
長
に
何
句
も
あ
ら
わ
れ
た
。

中
世
和
歌
に
あ
る
程
度
の
数
こ
の
語
句
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
、
勅
撰
集
入
集
歌
が
一
首
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
﹁
一

人
見
て
﹂
を
詠
む
位
置
が
関
係
し
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
鎌
倉
以
後
こ
の
語
句
は
冒
頭
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
わ
け
は
﹃
無
名

抄(
注
一
二
)﹄

の
伝
え
る
藤
原
基
俊
の
逸
話
で
解
か
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
﹁
腰
句
て
文
字
事
﹂
の
条
に
、
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い
か
に
も
歌
は
こ
し
の
句
の
す
ゑ
に
、
て
文
字
す
へ
つ
る
に
、
は
か
〴
〵
し
き
事
な
し

と
言
っ
て
、
源
俊
頼
の
歌
を
難
じ
て
い
る
時
、
そ
の
座
に
い
た
琳
賢
が
、﹁
さ
く
ら
ち
る
木
の
下
風
は
さ
む
か
ら
で
﹂
と
、
は
て
の
て
文
字
を
な

が
な
が
と
朗
誦
し
、
基
俊
が
恥
を
か
い
た
話
が
あ
る
。
平
安
時
代
に
は
﹁
夕
さ
れ
ば
門
田
の
稲
葉
音
伝
て
﹂﹁
夕
さ
れ
ば
野
べ
の
秋
風
身
に
し
み

て
﹂
、
何
よ
り
基
俊
自
身
の
﹁
ち
ぎ
り
お
き
し
さ
せ
も
が
露
を
命
に
て
﹂
と
、
て
留
め
の
名
歌
が
何
首
も
あ
る
。
し
か
し
中
世
に
腰
句
の
﹁
一
人

見
て
﹂
が
影
を
ひ
そ
め
て
い
る
の
を
見
る
と
、
基
俊
の
議
論
は
後
世
の
感
覚
を
先
取
り
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
句
切
れ
で
は
な
い
が
、

上
句
下
句
が
半
端
に
連
な
る
と
い
う
の
が
和
歌
に
は
不
適
当
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
勃
興
す
る
連
歌
で
は
、
長
句
の
て
留
め
は
最
も
安
定
し
た

形
で
、
こ
れ
も
和
歌
の
側
が
こ
の
形
を
嫌
う
一
因
で
も
あ
っ
た
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
腰
句
に
﹁
一
人
見
て
﹂
を
置
け
ば
、
何
を
ど
の
よ
う

に
見
る
の
か
を
工
夫
す
る
と
こ
ろ
、
作
者
の
努
力
の
し
が
い
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
冒
頭
に
置
い
て
は
孤
独
の
強
調
以
外
の
効
果
は
期
待
で

き
ず
、
勅
撰
入
集
の
水
準
に
達
す
る
の
は
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

５

と
こ
ろ
で
、﹁
を
見
て
﹂
と
い
う
言
い
方
は
、
大
和
詞
と
し
て
何
ら
無
理
の
な
い
自
然
な
表
現
で
あ
る
。
﹁
月
を
見
て
﹂﹁
花
を
見
て
﹂
な
ど
は

和
歌
・
連
俳
を
通
じ
て
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
語
句
で
あ
る
。
﹁
一
人
﹂
と
﹁
見
る
﹂
が
連
な
る
の
も
、
こ
れ
ま
た
何
ら
不
自
然
で
な
く
、
﹁
一
人

見
む
﹂﹁
一
人
見
ば
﹂
な
ど
、
し
ば
し
ば
現
れ
る
。
と
こ
ろ
が
﹁
一
人
見
て
﹂
の
形
と
な
る
と
や
や
事
情
が
異
な
る
。
連
衆
の
居
並
ぶ
場
に
あ
っ

て
、
こ
う
詠
む
の
は
普
通
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
見
た
例
は
い
ず
れ
も
句
集
に
お
さ
め
ら
れ
た
句
で
、
会
席
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た

ろ
う
か
。
百
韻
・
千
句
の
整
理
が
進
ん
で
き
た
の
を
利
用
し
て
宗
長
の
時
代
ま
で
の
作
品
か
ら
次
の
六
例
を
見
出
し
た
。
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一

文
明
十
四
年
二
月
廿
三
日

聖
廟
法
楽
千
句

(
注
一
三
)

作
者

親
王
御
方
。

二

雲
と
な
り
し
な
こ
り
ハ
袖
の
時
雨
哉

を
発
句
と
す
る
宗
�
独
吟
百
韻

(
注
一
四
)

。

三

文
明
十
四
年
二
月
五
日

宗
伊
宗
�
両
吟
百
韻

(
注
一
五
)

作
者

宗
�

四

永
原
千
句
第
八

(
注
一
六
)

作
者

兼
載
。

五

月
村
斎
千
句
第
二

(
注
一
七
)

作
者

宗
碩
。

六

永
正
十
年
二
月
十
六
日

牡
丹
花
宗
碩
両
吟
百
韻

(
注
一
八
)

作
者

宗
碩
。

以
上
の
例
を
見
る
と
日
常
的
に
興
行
さ
れ
て
い
た
普
通
の
百
韻
が
見
え
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
一
の
千
句
は
後
土
御
門
天
皇
と
勝
仁
親
王
︵
後

柏
原
天
皇
︶
、
伏
見
宮
に
中
院
通
秀
以
下
の
近
臣
達
が
連
衆
で
、
問
題
の
句
の
作
者
は
親
王
御
方
で
あ
る
。
大
原
千
句
と
月
村
斎
千
句
は
当
代
の

有
数
の
連
歌
師
達
が
出
座
し
た
中
で
兼
載
と
宗
碩
が
詠
ん
で
い
る
。
両
吟
百
韻
は
名
手
二
人
が
伎
倆
を
競
い
合
う
場
で
あ
り
、
世
間
の
関
心
も

高
く
、
興
行
後
た
だ
ち
に
広
く
書
写
さ
れ
世
に
広
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
両
吟
に
は
、
さ
ら
に
古
注
が
付
さ
れ
て
流
布
し
て
い
る
。
宗

�
独
吟
も
、
第
一
人
者
の
作
と
し
て
、
こ
れ
ま
た
注
目
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
ど
う
や
ら
日
常
的
な
百
韻
の
一
座
で
普
通
の
連
衆
が
﹁
一
人
見

て
﹂
と
詠
む
こ
と
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
末
座
・
初
心
の
と
も
が
ら
は
斟
酌
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
﹁
花
﹂
を
出
す
以
上
の
厳
格
さ
で
あ
っ
た
よ

う
だ
。
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元
来
﹁
見
る
﹂
と
い
う
行
為
は
ま
こ
と
に
重
大
な
意
味
を
帯
び
て
お
り
、
﹁
田
児
の
浦
ゆ
打
出
て
見
れ
ば
﹂
﹁
た
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
か
へ
り

見
む
﹂
な
ど
と
い
う
古
歌
が
思
い
浮
ぶ
が
、
さ
ら
に
溯
っ
て
﹁
と
り
よ
ろ
ふ
天
の
香
具
山
上
り
立
ち
国
見
を
す
れ
ば
﹂
な
ど
に
な
る
と
、
王
者

の
統
治
行
為
に
な
っ
て
く
る
。
室
町
に
下
っ
て
も
、
会
衆
の
中
で
﹁
一
人
見
る
﹂
の
は
、
そ
れ
な
り
の
人
で
な
い
と
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ

た
。こ

こ
で
一
座
で
こ
の
語
句
が
ど
の
よ
う
に
捌
か
れ
て
い
る
か
を
見
よ
う
と
思
う
が
、
和
歌
と
連
歌
、
双
方
の
用
語
・
語
法
が
共
通
し
て
い
た

こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
こ
う
。
和
歌
は
本
来
的
に
抒
情
詩
で
あ
り
、
一
人
称
で
自
ら
の
感
慨
を
歌
う
の
で
、﹁
一
人
見
て
﹂
と
は
﹁
私
が
一
人

で
見
て
い
る
﹂
こ
と
に
な
る
。
こ
の
語
法
が
そ
の
ま
ま
連
歌
の
一
座
に
用
い
ら
れ
る
と
、
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

文
明
十
四
年
二
月
廿
三
日
の
千
句
第
一
百
韻
の
問
題
の
箇
所
は
こ
う
で
あ
る
。
︵
二
裏
八
句
目
か
ら
︶

か
す
み
て
め
く
る
日
こ
そ
長
け
れ

実
隆

と
は
れ
ね
は
軒
端
の
花
を
独
見
て

親
王
御
方

い
か
ゝ
す
く
さ
む
春
の
つ
れ
〳
〵

按
察
使

句
に
﹁
見
て
﹂
と
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
行
為
を
し
て
い
る
も
の
も
ま
た
句
の
世
界
の
中
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち

﹁
一
人
見
て
﹂
い
る
作
者
そ
の
も
の
も
付
句
作
者
に
よ
っ
て
鑑
賞
さ
れ
る
。
付
句
作
者
は
こ
の
前
句
作
者
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
自
分
の
も
の
に

し
て
付
け
て
も
よ
く
、
ま
た
他
者
と
し
て
処
理
し
て
も
よ
い
。
選
択
権
は
付
句
作
者
に
あ
る
。
た
だ
い
ず
れ
に
し
て
も
作
者
た
ち
は
こ
の
作
ら

れ
た
句
の
世
界
の
中
に
い
る
こ
と
に
変
り
な
い
。
さ
て
こ
の
三
句
の
運
び
で
親
王
御
方
は
前
句
の
長
き
春
日
を
一
人
花
を
見
て
孤
独
に
過
ご
し

て
い
る
の
だ
が
、
按
察
使
は
そ
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
自
分
に
と
り
こ
み
、
こ
の
春
の
つ
れ
づ
れ
を
い
か
が
す
ご
そ
う
か
と
付
け
た
。
一
人
称
の

な
め
ら
か
な
受
け
わ
た
し
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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宗
�
独
吟
で
は
次
の
通
り
。
︵
二
裏
十
二
句
目
か
ら
︶

な
ら
は
し
に
よ
る
山
の
閑
け
さ

更
行
を
月
は
さ
か
り
と
独
み
て

秋
の
ま
く
ら
よ
只
に
あ
か
さ
し

こ
こ
で
は
一
人
月
を
見
て
い
る
人
物
が
か
た
わ
ら
の
枕
に
呼
び
か
け
て
い
る
よ
う
だ
。
場
面
を
素
直
に
受
け
つ
い
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

宗
伊
宗
�
の
両
吟
に
は
こ
う
あ
る
。
︵
名
裏
二
句
目
か
ら
︶

明
日
を
ま
た
ん
も
し
ら
ぬ
悲
し
さ

伊

い
た
つ
ら
に
た
の
め
し
月
を
独
み
て

�

秋
風
あ
ら
く
閨
そ
明
行

伊

宗
�
は
前
句
の
無
常
を
受
け
、
男
を
待
つ
女
に
扮
し
一
人
月
を
見
て
感
慨
に
ひ
た
っ
て
い
る
と
詠
み
、
宗
伊
は
、
男
を
待
つ
女
の
閨
の
夜
明

の
情
景
を
添
え
て
い
る
。
こ
こ
で
も
一
人
称
の
前
句
を
そ
の
ま
ま
と
り
こ
む
こ
と
は
前
の
例
と
同
じ
で
あ
る
。

永
原
千
句
第
八
を
見
る
と
、
︵
三
表
四
句
目
か
ら
︶

思
ひ
や
る
に
も
雨
の
つ
れ
〴
〵

氏
安

さ
や
か
な
る
雲
ゐ
の
月
を
独
み
て

兼
載

荻
の
あ
ら
し
も
更
る
夜
の
声

印
孝
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兼
載
は
雨
の
前
句
に
さ
や
か
な
る
雲
ゐ
の
月
と
応
じ
ま
こ
と
に
奇
抜
な
付
け
方
を
し
た
。
雨
と
月
と
の
ど
ち
ら
か
が
実
景
、
も
う
一
方
が
心
象

風
景
と
で
も
説
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
印
孝
は
、
無
難
に
秋
の
景
色
で
応
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
作
者
に
は
荻
の
あ
ら
し
が
聞
え
て
い
る
。

次
に
月
村
斎
千
句
第
二
を
見
よ
う
。
︵
二
裏
八
句
目
か
ら
︶

身
は
遠
し
ま
に
都
恋
し
も

真
宗

浦
波
の
よ
る
〳
〵
月
を
ひ
と
り
み
て

宗
碩

関
守
須
磨
の
秋
や
わ
ふ
ら
ん

宗
長

宗
碩
は
源
氏
の
須
磨
の
く
だ
り
を
踏
ま
え
、
自
ら
源
氏
に
な
り
す
ま
し
て
一
人
月
を
見
て
い
る
の
だ
が
、
宗
長
は
こ
れ
を
須
磨
の
関
守
が
月

を
一
人
で
見
て
い
る
と
と
り
な
し
、
さ
ぞ
か
し
秋
の
わ
び
し
さ
を
感
じ
て
い
よ
う
と
転
換
し
た
。
源
氏
や
歌
枕
と
し
て
の
須
磨
を
連
衆
は
熟
知

し
、
そ
の
共
通
の
基
盤
の
上
で
風
雅
に
遊
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
牡
丹
花
宗
碩
の
両
吟
で
あ
る
。
︵
一
裏
十
二
句
目
か
ら
︶

わ
ふ
る
霜
よ
の
秋
の
さ
む
し
ろ

花

長
月
の
有
明
ま
て
を
ひ
と
り
み
て

碩

誰
ま
つ
き
ぬ
た
千
度
う
つ
ら
ん

同

長
月
の
有
明
の
月
を
見
る
と
い
う
素
性
法
師
を
踏
ま
え
た
句
に
、
秋
の
思
婦
の
き
ぬ
た
を
配
す
る
。
こ
こ
で
も
、
作
品
の
世
界
に
入
り
こ
ん
で

い
る
作
者
に
は
そ
の
音
が
聞
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
連
歌
作
者
達
は
創
造
し
た
世
界
に
参
入
し
、
そ
こ
で
物
を
見
、
あ
る
い
は
聞
い
て
感
じ
て
い
る
。
付
句
作
者
は

前
句
作
者
と
同
じ
よ
う
に
春
の
愁
い
を
感
じ
、
無
常
を
感
じ
、
源
氏
を
感
じ
て
い
る
等
々
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
詠
ま
れ
る
こ
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と
ど
も
が
す
べ
て
類
型
的
で
先
例
に
従
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
付
句
作
者
は
前
句
の
一
人
称
の
感
慨
を
た
だ
ち
に
自
ら
の
も
の
と

し
て
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
あ
る
い
は
対
話
し
た
り
、
別
の
境
地
に
転
換
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

６

以
上
﹁
一
人
見
て
﹂
と
い
う
表
現
を
手
が
か
り
と
し
て
、
連
歌
賦
詠
の
特
長
を
探
っ
た
の
で
あ
る
が
、
作
者
は
作
中
世
界
に
参
入
し
、
そ
こ

で
一
人
称
的
に
活
動
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
連
歌
一
般
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
試
み
は
も
っ
と
も
典
型
的
な
作
品

に
対
し
て
行
う
の
が
よ
か
ろ
う
と
考
え
る
の
で
、
﹃
水
無
瀬
三
吟

(
注
一
九
)

﹄
に
あ
た
っ
て
み
よ
う
。

一

雪
な
か
ら
山
本
か
す
む
夕
か
な

宗
�

発
句
が
当
座
の
感
慨
を
詠
む
の
は
自
明
で
あ
り
、
宗
�
は
水
無
瀬
離
宮
の
遺
跡
地
に
あ
っ
て
、
後
鳥
羽
院
御
製
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
以
後
の
各
句
を
見
て
み
よ
う
。

三

川
風
に
一
む
ら
柳
春
見
え
て

宗
長

四

舟
さ
す
音
も
し
る
き
あ
け
か
た

�

連
衆
は
創
造
さ
れ
た
世
界
の
中
に
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
む
ら
柳
が
見
え
、
舟
さ
す
音
が
聞
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
個
所
古
注
は
﹁
惣
而
、

見
え
て
と
云
は
、
一
句
に
も
付
る
に
も
大
事
也
﹂
と
い
う
。

八

か
き
ね
を
と
へ
は
あ
ら
は
な
る
み
ち

柏
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か
き
ね
を
と
ふ
の
は
作
者
自
身
で
あ
り
、
一
人
称
と
言
え
る
。

一
〇

な
れ
ぬ
す
ま
ゐ
そ
さ
ひ
し
さ
も
う
き

�

一
一

今
更
に
ひ
と
り
有
身
を
お
も
ふ
な
よ

柏

一
二

う
つ
ろ
は
ん
と
は
か
ね
て
し
ら
す
や

長

一
〇
は
自
分
自
身
の
感
慨
で
一
一
、
一
二
は
﹁
お
も
ふ
な
﹂
と
の
下
知
、﹁
し
ら
す
や
﹂
と
の
問
い
か
け
で
、
作
品
世
界
の
内
部
に
い
る
か
ら
こ

そ
、
こ
う
い
う
や
り
と
り
が
可
能
に
な
る
。

一
八

わ
か
草
枕
月
や
や
つ
さ
ん

長

一
九

い
た
つ
ら
に
明
す
夜
お
ほ
く
秋
更
て

�

二
〇

夢
に
う
ら
む
る
荻
の
上
風

柏

二
一

み
し
は
み
な
古
郷
人
の
あ
と
も
な
し

長

﹁
わ
か
草
枕
﹂
と
明
示
し
、
次
の
句
の
﹁
明
す
﹂﹁
う
ら
む
る
﹂
も
い
ず
れ
も
一
人
称
と
と
れ
る
。
古
郷
人
は
作
者
達
か
ら
は
見
ら
れ
う
る
も
の

と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

以
下
同
様
の
こ
と
を
く
り
か
え
す
の
も
詮
も
な
い
の
で
、
最
後
の
二
句
を
挙
げ
よ
う
。

九
九

い
や
し
き
も
身
を
お
さ
む
る
は
有
つ
へ
し

�

〇
〇

人
に
を
し
な
へ
道
そ
た
ゝ
し
き

長
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﹁
い
や
し
き
﹂
が
宗
�
の
謙
辞
で
あ
る
こ
と
、
全
員
が
こ
の
政
道
た
だ
し
き
世
の
内
部
に
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
概
観
に
よ
っ
て
連
歌
一
般
を
見
尽
く
す
わ
け
で
は
な
く
、
例
外
も
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
当
初
の
仮
説
は
そ
れ
な

り
に
成
立
し
た
よ
う
に
思
う
。
ま
た
登
場
さ
せ
ら
れ
る
人
物
は
こ
の
世
界
に
参
入
す
る
作
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
り
問
い
か
け
ら
れ
る
可
能
性

を
持
つ
た
め
き
わ
め
て
類
型
的
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
古
郷
人
︵
二
一
︶
の
他
に
も
た
ら
ち
ね
︵
四
一
︶
舟
人
︵
五
二
︶
よ
す
て
人
︵
五
九
︶

山
か
つ
︵
七
五
︶
行
人
︵
七
八
︶
な
ど
。
そ
の
他
、
も
っ
と
も
抽
象
的
に
﹁
人
﹂
が
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
が
、
具
体
的
な
個
性
を
持
つ
人
物

は
決
し
て
あ
ら
わ
れ
な
い
。

こ
れ
を
芭
蕉
の
歌
仙
と
比
較
す
れ
ば
、
連
俳
の
二
つ
の
性
質
の
相
異
が
明
確
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
﹃
猿
蓑
﹄
所
収
の
﹁
市
中
は
﹂
の
歌
仙
、

能
登
の
七
尾
の
冬
は
住
う
き

兆

魚
の
骨
し
は
ぶ
る
迄
の
老
を
見
て

蕉

能
登
の
七
尾
は
歌
枕
で
な
い
か
ら
、
七
尾
の
住
人
は
い
ま
だ
か
つ
て
和
歌
・
連
歌
の
場
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
老
人
は
文
学
史
上

初
め
て
登
場
し
て
き
た
人
物
で
あ
り
、
彼
に
は
先
例
は
な
い
。
類
型
的
な
嘆
老
の
題
で
あ
れ
ば
連
歌
師
た
ち
は
彼
に
問
い
か
け
も
で
き
よ
う
が
、

こ
の
場
に
今
創
造
さ
れ
出
現
し
た
人
物
は
己
れ
の
生
を
持
ち
、
安
易
な
問
答
を
許
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

茴
香
の
実
を
吹
落
す
夕
嵐

来

僧
や
ゝ
さ
む
く
寺
に
か
へ
る
か

兆

さ
る
引
の
猿
と
世
を
経
る
秋
の
月

蕉
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こ
こ
で
も
僧
と
さ
る
引
は
情
景
に
ふ
さ
わ
し
く
創
造
さ
れ
て
お
り
、
従
来
か
ら
の
類
型
は
存
在
し
な
い
。
さ
る
引
は
自
ら
の
意
志
で
猿
と
世
を

経
る
人
生
を
選
択
し
て
生
き
て
い
る
。
彼
に
別
の
生
き
方
を
下
知
す
る
の
は
無
意
味
で
あ
り
、
作
者
た
ち
は
こ
の
世
界
の
外
に
お
り
、
作
中
の

人
物
と
は
別
の
次
元
の
存
在
で
あ
る
。
歌
仙
の
内
の
世
界
に
入
っ
て
述
懐
す
る
こ
と
も
、
風
や
時
鳥
に
下
知
す
る
こ
と
も
な
い
。

７

最
後
に
連
歌
史
の
も
う
一
面
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
﹃
水
無
瀬
三
吟
﹄
に
見
る
宗
�
の
作
風
、
す
な
わ
ち
賦
詠
さ
れ
た
世
界
に
作
者
は
参
入

し
、
一
人
称
的
な
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
作
風
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
の
作
風
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
﹃
莵
玖
波
集
﹄

ひ
た
り
も
右
も
袖
ぬ
ら
し
け
り

一
四
〇
一

憂
恋
の
心
を
よ
め
る
哥
合

順
覚
法
師

こ
の
場
合
、
作
者
は
歌
合
に
自
ら
出
席
し
た
と
想
定
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
前
句
の
﹁
ひ
た
り
も
右
も
﹂
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か

に
智
恵
を
し
ぼ
り
歌
合
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
難
題
に
応
ず
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
作
者
は
句
の
外
に
立
ち
、
難
題
に
際
し
腕
前
を

披
露
し
て
い
る
。

女
神
お
か
み
は
あ
り
や
な
し
や
と

七
四
一

い
さ
な
き
て
い
さ
な
み
た
に
も
事
と
は
む

良
阿
法
師
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こ
こ
で
も
﹁
女
神
お
か
み
﹂
に
対
し
て
﹁
い
さ
な
き
い
さ
な
み
﹂
で
秀
句
仕
立
て
で
応
じ
、
達
者
な
技
巧
を
誇
示
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
作
風
は
連
歌
本
来
の
も
の
で
あ
り
、
宗
�
も
こ
う
し
た
技
巧
的
な
句
を
﹃
竹
林
抄
﹄
に
採
っ
て
い
る
。

裏
か
表
か
衣
と
も
な
し

八

東
雲
の
朝
の
山
の
薄
霞

宗
砌

住
吉
は
た
ゝ
此
浦
の
名
の
み
に
て

二
七
五

長
井
の
浜
の
短
世
の
月

専
順

専
順
の
句
は
﹃
新
撰
莵
玖
波
集
﹄
に
も
入
れ
て
い
る
の
で
、
宗
�
が
こ
う
い
う
種
類
の
技
巧
を
否
定
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は

そ
れ
と
し
て
、
自
身
は
﹃
水
無
瀬
三
吟
﹄
の
よ
う
な
作
風
へ
と
純
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

芭
蕉
は
自
分
の
先
達
に
宗
�
の
名
を
挙
げ
て
い
る
が
、
作
風
を
検
討
し
て
み
る
と
か
な
り
の
距
離
を
感
ず
る
。
詠
ん
だ
句
の
世
界
は
独
立
し

て
お
り
、
句
の
作
者
は
そ
こ
に
参
入
し
た
り
は
し
な
い
。
宗
�
の
作
風
は
い
わ
ば
蒸
留
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
、
連
歌
の
元
来
の
す
が
た
は
さ

ま
ざ
ま
の
可
能
性
を
含
ん
だ
混
沌
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
俳
諧
の
連
歌
は
こ
の
状
態
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
ま
た
蕉
門
で
創
造
さ
れ
る

人
物
像
、﹁
七
尾
の
老
人
﹂﹁
さ
る
引
﹂
な
ど
の
存
在
感
か
ら
は
、﹃
犬
つ
く
ば
集
﹄
冒
頭
の
佐
保
姫
の
句
を
思
い
起
す
。
彼
女
も
自
ら
の
意
志
で

行
動
し
、
他
者
か
ら
の
下
知
を
受
け
そ
う
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
に
使
用
し
た
諸
書
を
ま
ず
注
記
し
て
お
く
。

莵
玖
波
集

金
子
金
治
郎
氏
﹃
莵
玖
波
集
の
研
究
﹄
所
収
本
。

竹
林
抄

島
津
忠
夫
氏
他
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

﹄
49

新
撰
莵
玖
波
集

横
山
重
・
金
子
金
治
郎
氏
﹃
貴
重
古
典
叢
刊
４
﹄
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猿
蓑

中
村
俊
定
氏

岩
波
文
庫
﹃
芭
蕉
七
部
集
﹄

各
句
に
あ
る
整
理
番
号
は
す
べ
て
編
者
に
従
う
。

連
歌
の
検
索
に
つ
い
て
は
勢
田
勝
郭
氏
の
﹃
連
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹄
に
お
う
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
を
明
記
す
る
。

注
一

群
書
類
従
第
十
六
輯
五
三
三
ペ
ー
ジ
。

注
二

貴
重
古
典
籍
叢
刊
２
金
子
金
治
郎
氏
﹃
竹
林
抄
古
注
﹄
一
五
七
ペ
ー
ジ
。

注
三

木
藤
才
蔵
氏
﹃
連
歌
論
集
二
﹄
一
五
〇
ペ
ー
ジ
。

注
四

木
藤
才
蔵
氏
﹃
連
歌
論
集
四
﹄
一
三
七
ペ
ー
ジ
。

注
五

古
典
保
存
会
叢
書
に
よ
る
。

注
六

大
東
急
記
念
文
庫
善
本
叢
刊
中
古
中
世
編
９
﹃
連
歌
Ⅱ
﹄
六
三
八
ペ
ー
ジ
。

注
七

﹃
室
町
ご
こ
ろ
﹄
所
収
石
川
常
彦
氏
﹃
専
順
独
吟
﹄
二
〇
三
ペ
ー
ジ
。

注
八

斎
藤
義
光
氏
﹃
﹁
心
敬
専
順
両
師
点
宗
�
付
句
﹂
翻
刻
と
解
説
﹄
︵
﹁
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
紀
要

号
﹂
︶

18

注
九

金
子
金
治
郎
氏
﹃
連
歌
古
注
釈
集
﹄
に
よ
る
。

注
一
〇

﹃
伊
地
知
鐵
男
著
作
集
Ⅱ
﹄
五
〇
四
・
五
一
七
ペ
ー
ジ
。

注
一
一

注
九
に
同
じ
。

注
一
二

簗
瀬
一
雄
氏
﹃
校
註
鴨
長
明
全
集
﹄
三
七
ペ
ー
ジ
。

注
一
三

国
会
図
書
館
蔵
連
歌
合
集
十
一
。

注
一
四

江
藤
保
定
氏
﹃
宗
�
の
研
究
﹄
三
九
四
ペ
ー
ジ
。

注
一
五

﹃
連
歌
百
韻
集
﹄
三
〇
三
ペ
ー
ジ
。

注
一
六

古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
﹄
七

一
九
一
ペ
ー
ジ
。

注
一
七

静
嘉
堂
文
庫
蔵
連
歌
集
に
よ
っ
た
。

注
一
八

桂
宮
本
叢
書
﹃
連
歌
﹄
一

二
五
四
ペ
ー
ジ
。

注
一
九

金
子
金
治
郎
氏
﹃
宗
�
連
歌
古
注
﹄
に
よ
る
。
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