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藤
原
俊
成
自
讃
歌
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
か
ら
考
え
る
本
説
取
り
の
一
方
法

加

藤

み
な
み

一
．

本
稿
の
目
的

夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
鶉
鳴
く
な
り
深
草
の
里

右
に
挙
げ
た
の
は
藤
原
俊
成
が
久
安
六
︵
一
一
五
〇
︶
年
、
﹃
久
安
百
首
﹄

に
詠
出
し
た
一
首
で
、
自
ら
﹃
千
載
和
歌
集
﹄
、
﹃
古
来
風
体
抄
﹄
に
選
び

入
れ
、
﹃
無
名
抄
﹄
に
て
俊
恵
に
﹁
身
に
と
り
て
の
お
も
て
哥
﹂
で
あ
る

と
語
っ
た
、
終
生
の
自
讃
歌
で
あ
る
。

こ
の
歌
は
建
久
九
︵
一
一
九
八
︶
年
、
八
十
五
歳
の
頃
の
﹃
慈
鎮
和
尚
自

歌
合
﹄
八
王
子
七
番
の
判
詞
か
ら
、
﹃
伊
勢
物
語
﹄
一
二
三
段
﹁
鶉
﹂
の

本
説
取
り
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
右
、
崇
徳
院
御
時
百
首
の
内
に
侍
り
。
こ
れ
又
こ
と
な
る
事
な

く
侍
り
。
た
ゞ
伊
勢
物
語
に
、
深
草
の
里
の
女
の
﹁
鶉
と
な
り
て
﹂

と
い
へ
る
事
を
、
初
め
て
詠
み
い
で
侍
し
を
、
か
の
院
に
も
よ
ろ
し

き
御
け
し
き
侍
し
ば
か
り
に
、
注
し
申
て
侍
し
を
、
左
歌
、
伏
見
の

里
の
有
明
の
月
に
鳴
く
ら
ん
田
面
の
雁
、
い
み
じ
く
お
か
し
く
こ
そ

侍
れ
。
左
尤
勝
に
侍
べ
し
。
︵
四
六
七
～
八
頁
︶

本
説
で
あ
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
一
二
三
段
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
深
草
に
す
み
け
る
女
を
、
や
う
や
う
飽

き
が
た
に
や
思
ひ
け
む
、
か
か
る

歌
を
よ
み
け
り
。

年
を
経
て
す
み
こ
し
里
を
い
で
て
い
な
ば

い
と
ど
深
草
野
と
や
な
り
な
む

女
、
返
し
、

野
と
な
ら
ば
鶉
と
な
り
て
鳴
き
を
ら
む

か
り
に
だ
に
や
は
君
は
来
ざ
ら
む

と
よ
め
り
け
る
に
め
で
て
、
ゆ
か
む
と
思
ふ
心
な
く
な
り
に
け
り
。

︵
二
一
五
頁
︶

当
該
段
を
元
に
歌
を
詠
ん
だ
の
は
俊
成
が
最
初
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
後
藤
祥
子
氏
や
浅
岡
雅
子
氏
に
よ
っ
て
、
﹁
君
な
く
て
荒
れ
た
る
宿

の
浅
茅
生
に
鶉
鳴
く
な
り
秋
の
夕
暮
﹂︵
﹃
後
拾
遺
集
﹄
巻
第
四
・
秋
上
・
三
〇
二
・

源
時
綱
︶
な
ど
の
四
首
が
俊
成
以
前
に
﹃
伊
勢
物
語
﹄
一
二
三
段
を
摂
取

し
た
歌
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

︵
１
︶

。

一
一



こ
こ
で
一
つ
疑
問
が
生
じ
る
。
何
故
こ
れ
ら
の
よ
う
な
先
行
和
歌
が
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
前
述
の
﹃
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
﹄
八
王
子
七
番
判
詞
に

お
い
て
俊
成
は
﹁
た
ゞ
伊
勢
物
語
に
、
深
草
の
里
の
女
の
﹁
鶉
と
な
り
て
﹂

と
い
へ
る
事
を
、
初﹅

め﹅

て﹅

詠
み
い
で
侍
し
を
﹂
と
い
う
発
言
を
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
森
澤
眞
直
氏
が
言
う
よ
う
に
、
俊
成
が
こ
れ
ら
の
先
行
和
歌
の

存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い

︵
２
︶

。

こ
の
俊
成
自
讃
歌
を
め
ぐ
っ
て
は
第
三
句
﹁
身
に
し
み
て
﹂
の
主
体
な

ど
に
議
論
の
多
く
が
集
中
し
て
い
る

︵
３
︶

。
﹃
伊
勢
物
語
﹄
本
文
に
は
な
い
新

た
な
要
素
で
も
あ
る
た
め
、
重
要
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
が
、
本
稿

で
は
﹁
初
め
て
﹂
詠
ん
だ
と
発
言
し
た
点
に
着
目
し
た
い
。

俊
成
は
﹁
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
事
な
り
﹂
︵
﹃
六
百
番
歌
合
﹄
︶
、

﹁
白
氏
文
集
、
古
万
葉
集
な
ど
は
聊
か
取
り
過
ぐ
せ
る
に
咎
な
き
に
や
あ

ら
む
﹂
︵
﹃
中
宮
亮
重
家
朝
臣
家
歌
合
﹄
︶
と
断
言
す
る
ほ
ど
、
本
説
取
り
を
重

要
視
し
、
明
確
な
美
意
識
を
持
っ
て
取
り
組
ん
だ
。
ゆ
え
に
﹁
初
め
て
﹂

詠
ん
だ
と
発
言
し
た
理
由
に
は
、
俊
成
の
本
説
取
り
に
対
し
て
の
重
要
な

考
え
方
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
何
故
先
行
和
歌
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
﹃
慈
鎮
和
尚
自
歌

合
﹄
八
王
子
七
番
判
詞
に
お
い
て
﹁
た
ゞ
伊
勢
物
語
に
、
深
草
の
里
の
女

の
﹁
鶉
と
な
り
て
﹂
と
い
へ
る
事
を
、
初﹅

め﹅

て﹅

詠
み
い
で
侍
し
を
﹂
と
い

う
発
言
を
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
探
る
。
理
由
を
探
る
上
で
俊
成
が
判

者
を
務
め
た
判
詞
や
前
述
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄
一
二
三
段
を
踏
ま
え
た
先
行

和
歌
、
俊
成
の
他
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄
本
説
取
り
を
検
討
し
、
そ
の
過
程
で

俊
成
の
本
説
取
り
の
一
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
．
﹁
深
草
﹂
と
﹁
鶉
﹂
︱
俊
成
の
判
詞
か
ら
考
え
る
︱

ま
ず
は
俊
成
の
判
詞
か
ら
、
俊
成
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄
取
り
に
対
す
る
思

想
を
窺
う
。
俊
成
は
数
々
の
歌
合
の
判
者
を
務
め
、
判
詞
を
書
き
記
す
際

に
は
古
歌
や
物
語
中
の
歌
や
叙
述
に
言
及
し
、
歌
の
評
価
を
す
る
こ
と
が

少
な
く
な
か
っ
た
。
特
に
、
建
久
四
︵
一
一
九
三
︶
年
か
ら
そ
の
翌
年
に
か

け
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
﹃
六
百
番
歌
合
﹄
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ

る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
関
わ
る
発
言
が
集
中
し
て
見
ら
れ
る
。

最
初
に
﹃
六
百
番
歌
合
﹄
秋
中
・
鴫
・
二
十
二
番
か
ら
、
隆
信
朝
臣
の

右
歌
、
難
陳
、
及
び
判
詞
を
検
討
す
る
。

明
ぬ
る
か
鴫
の
羽
が
き
閨
過
ぎ
て
袖
に
月
も
る
深
草
の
里

右
方
申
云
、
左
歌
、
﹁
菅
原
や
伏
見
﹂
に
も
﹁
田
居
﹂
と
詠
め
る
、

証
歌
や
侍
ら
ん
。
句
並
び
の
﹁
や
﹂
も
耳
に
立
つ
。

(ア
)

左
方
申
云
、

右
歌
、
﹁
深
草
﹂
は
今
少
し
鶉
に
や
言
ひ
慣
は
し
た
ら
む
。

判
云
、
左
歌
、
証
歌
は
ま
こ
と
に
あ
ら
ま
ほ
し
く
侍
れ
ど
、
﹁
菅

原
伏
見
﹂
に
も
田
面
な
ど
は
あ
り
も
す
ら
め
ど
、
﹁
田
居
﹂
こ
そ
、

い
か
に
も
凡
に
や
聞
え
侍
れ
。

(イ
)

右
歌
、
﹁
袖
に
月
も
る
﹂
は
優
に

侍
を
、
誠
に
﹁
深
草
﹂
は
﹁
鶉
﹂
に
て
ぞ
あ
ら
ま
ほ
し
き
。
﹁
鴫
﹂
は
、

た
ゞ
﹁
深
草
﹂
と
指
さ
ず
と
も
﹁
山
田
﹂
な
ど
に
て
侍
な
ん
か
し
。

共
に
、
歌
は
優
な
が
ら
、

(ウ
)

由
無
き
所
ど
も
の
侍
に
こ
そ
、
持
と

す
べ
く
や
。
︵
一
五
〇
頁
︶

ま
ず
傍
線
部
︵
ア
︶
の
難
陳
の
場
で
左
の
方
人
が
右
歌
に
対
し
、
﹁
﹁
深

一
二

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
二
九
号
・
二
〇
一
八
年
六
月



草
﹂
は
今
少
し
鶉
に
や
言
ひ
慣
は
し
た
ら
む
﹂
、
つ
ま
り
﹁
深
草
﹂
は
鶉

に
つ
い
て
言
う
習
慣
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
批
判
し
て
い
る
。

﹃
伊
勢
物
語
﹄
本
文
中
に
﹁
深
草
﹂
、
﹁
鶉
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
﹃
伊
勢
物

語
﹄
以
来
、
﹁
深
草
﹂
に
は
﹁
鶉
﹂
を
詠
む
習
慣
で
は
な
い
か
と
批
判
を

し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
左
の
方
人
に
は
俊
成
の
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
の

存
在
も
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
傍
線
部
︵
イ
︶
の
判
詞
で
俊
成
は
右
歌
に
つ
い
て
、
﹁
袖
に

月
も
る
﹂
は
﹁
優
﹂
と
評
価
す
る
も
、
誠
に
﹁
深
草
﹂
は
﹁
鶉
﹂
と
と
も

に
詠
む
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
る
。
何
よ
り
﹁
鶉
鳴
く
な
り
深
草
の

里
﹂
と
詠
ん
で
い
る
自
身
の
自
讃
歌
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
の
存
在
を
強
く
意
識

し
て
の
発
言
だ
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
﹁
鴫
﹂
に
つ
い
て
は
、
﹁
深
草
﹂
と
い
う
地
名
を
挙
げ
な
く
と
も
、

﹁
山
田
﹂︵
山
の
中
の
田
︶
な
ど
で
よ
い
、
と
断
言
し
て
お
り
、﹁
鴫
﹂
と
﹁
深

草
﹂
の
組
み
合
わ
せ
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
傍
線
部
︵
ウ
︶
で
言
及

し
て
い
る
よ
う
に
、
﹁
深
草
﹂
が
﹁
鴫
﹂
に
と
っ
て
﹁
由
無
き
所
﹂
だ
か

ら
で
あ
る
。
﹁
由
無
き
﹂
、
つ
ま
り
﹁
深
草
﹂
と
﹁
鴫
﹂
を
と
も
に
詠
む
こ

と
を
正
し
い
と
証
明
す
る
前
例
と
な
り
得
る
歌
、
﹁
証
歌
﹂
が
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

﹁
深
草
﹂
は
﹁
鶉
﹂
と
と
も
に
詠
む
こ
と
が
望
ま
し
い
と
主
張
し
た
後
、

﹁
鴫
﹂
は
﹁
深
草
﹂
で
な
く
と
も
﹁
山
田
﹂
な
ど
で
良
い
と
強
く
否
定
す

る
と
こ
ろ
に
、
俊
成
が
﹁
深
草
﹂
と
﹁
鶉
﹂
の
組
み
合
わ
せ
を
重
要
視
し

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
﹁
深
草
﹂
と
﹁
鶉
﹂
の
﹁
証
歌
﹂
と
し
て
自
讃

歌
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推

測
す
る
。

次
に
﹃
六
百
番
歌
合
﹄
秋
上
、
﹁
鶉
﹂
題
六
番
の
う
ち
の
一
番
、
寂
蓮

の
右
歌
、
難
陳
、
及
び
判
詞
を
挙
げ
る
。

繁
き
野
と
荒
れ
は
て
に
け
る
宿
な
れ
や
籬
の
暮
に
鶉
鳴
く
な
り

左
右
互
に
よ
ろ
し
き
由
を
申
す
。

判
云
、
両
首
、
ふ
る
さ
と
の
風
体
、
共
に
優
に
聞
え
侍
を
、
右
の

﹁
籬
の
暮
﹂
や
﹁
伏
見
の
暮
に
﹂
な
ど
い
へ
る
こ
そ
幽
玄
に
も
聞
え

侍
を
、﹁
籬
の
暮
﹂
、
事
せ
ば
く
や
侍
ら
ん
。
左
の
末
句
勝
る
べ
く
や
。

︵
一
二
八
～
九
頁
︶

こ
の
右
歌
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
一
二
三
段
の
贈
答
歌
の
﹁
面
影
を
も
言
外

に
暗
示
し
た
も
の
﹂
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

︵
４
︶

。
﹁
繁
き
野
﹂
に
﹁
鶉
﹂
が

鳴
い
て
い
る
情
景
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
一
二
三
段
の
情
景
を
想
像
さ
せ
よ
う
。

難
陳
の
場
で
は
﹁
左
右
互
に
よ
ろ
し
き
由
を
申
す
﹂
と
、
批
判
は
受
け

な
か
っ
た
右
歌
に
つ
い
て
、
判
詞
で
俊
成
は
﹁
籬
の
暮
﹂
を
問
題
と
し
、

﹁
伏
見
の
暮
に
﹂
は
﹁
幽
玄
﹂
に
聞
こ
え
る
が
、
﹁
籬
の
暮
﹂
は
﹁
事
せ
ば

く
や
侍
ら
ん
﹂
と
評
し
、
結
果
左
歌
を
﹁
勝
﹂
と
し
て
い
る
。
﹁
事
せ
ば
く
﹂

と
﹁
幽
玄
﹂
と
い
う
評
価
は
対
立
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
﹁
籬
の

暮
﹂
で
は
表
す
内
容
が
狭
い
、
つ
ま
り
限
定
的
だ
が
、
﹁
伏
見
の
暮
﹂
は

反
対
に
﹁
幽
玄
﹂
、
つ
ま
り
空
間
的
に
広
が
り
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
か
。

し
か
し
、
俊
成
は
﹁
籬
の
暮
﹂
、
﹁
籬
﹂
と
い
う
語
句
自
体
を
認
め
て
い

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
く
﹃
六
百
番
歌
合
﹄
﹁
鶉
﹂

題
の
廿
二
番
で
は
左
歌
の
﹁
霧
の
籬
﹂
、
右
歌
の
﹁
萩
が
籬
﹂
と
い
う
語

一
三

藤
原
俊
成
自
讃
歌
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
か
ら
考
え
る
本
説
取
り
の
一
方
法



句
に
対
し
て
、
難
陳
の
場
で
双
方
の
方
人
が
批
判
し
て
い
る
が
、
俊
成
は

こ
れ
ら
の
語
句
を
と
も
に
肯
定
し
、﹁
い
づ
れ
勝
る
と
難
申
﹂
と
述
べ
、﹁
持
﹂

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
二
七
五
番
左
歌
﹁
た
ち
か
へ

り
な
ほ
ふ
る
さ
と
に
す
み
れ
さ
く
籬
の
暮
に
春
風
ぞ
吹
く
﹂
に
対
し
、﹁
艶
﹂

で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。

で
は
な
ぜ
﹁
籬
の
暮
﹂
で
は
な
く
、
﹁
伏
見
の
暮
﹂
を
﹁
幽
玄
﹂
だ
と

評
価
し
た
の
か
。
俊
成
の
言
う
﹁
伏
見
の
暮
﹂
と
い
う
語
句
は
、﹃
新
大
系
﹄

の
注
釈
に
拠
る
と
、
﹁
菅
原
や
伏
見
の
暮
に
見
わ
た
せ
ば
霞
に
ま
が
ふ
小

初
瀬
の
山
﹂
︵
﹃
後
撰
集
﹄
巻
第
十
七
・
雑
三
・
一
二
四
二
︶
か
ら
の
引
用
で
あ
る

と
い
う

︵
５
︶

。
こ
の
歌
は
俊
成
が
深
く
心
に
愛
誦
し
て
い
た
こ
と
が
、
﹃
中
宮

亮
重
家
朝
臣
歌
合
﹄
五
番
の
判
詞
﹁
か
の
、
ふ
し
み
の
く
れ
に
と
い
へ
る

歌
を
こ
と
に
心
に
そ
め
な
ら
ひ
に
け
れ
ば
に
や
﹂
か
ら
窺
え
る
。
自
ら
の

愛
誦
歌
に
な
ら
っ
て
、
し
か
し
﹁
菅
原
や
伏
見
﹂
の
ま
ま
で
は
字
余
り
と

な
っ
て
し
ま
う
た
め
に
、
﹁
伏
見
の
暮
﹂
の
方
が
良
い
と
評
価
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

久
保
田
淳
氏
は
﹁
伏
見
の
暮
﹂
に
﹁
鶉
﹂
を
鳴
か
せ
た
例
と
し
て
、
こ

の
二
年
ほ
ど
前
に
藤
原
定
家
が
詠
ん
だ
﹁
深
草
の
里
の
夕
風
か
よ
ひ
き
て

伏
見
の
小
野
に
鶉
鳴
く
な
り
﹂
︵
﹃
拾
遺
愚
草
﹄
七
五
七
︶
を
挙
げ
、
俊
成
の

判
詞
は
こ
の
定
家
作
を
思
い
浮
か
べ
て
出
た
発
言
で
は
な
い
か
と
考
察
し

て
い
る

︵
６
︶

。

﹁
伏
見
の
暮
﹂
と
い
う
字
句
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
が
、
定
家
作
の
他
に

も
﹁
伏
見
﹂
に
﹁
鶉
﹂
を
鳴
か
せ
た
例
と
し
て
、
藤
原
家
隆
の
﹁
深
草
や

契
り
う
ら
み
て
住
み
か
は
る
伏
見
の
里
も
鶉
鳴
く
な
り
﹂︵
﹃
壬
生
集
﹄
恋
部
・

二
九
〇
〇
︶
が
あ
る
。
ま
た
、
俊
成
自
讃
歌
に
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
さ

れ
る
源
俊
頼
﹁
何
と
な
く
物
ぞ
か
な
し
き
菅
原
や
伏
見
の
里
の
秋
の
夕
暮

れ
﹂
︵
﹃
散
木
奇
歌
集
﹄
巻
第
三
・
秋
部
・
五
五
〇
︶
と
い
う
伏
見
の
秋
の
も
の
が

な
し
さ
を
詠
ん
だ
例
も
あ
る

︵
７
︶

。
こ
の
俊
頼
作
は
俊
成
自
身
に
よ
っ
て
﹃
千

載
集
﹄
や
﹃
古
来
風
体
抄
﹄
に
選
出
さ
れ
て
お
り
、
俊
成
が
判
詞
を
言
う

際
に
念
頭
に
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
定
家
作
に
は
﹁
伏
見
﹂
と
と
も
に
﹁
深
草
の
里
﹂
も
詠
ま
れ
て

い
る
。
﹃
伊
勢
物
語
﹄
一
二
三
段
の
情
景
を
詠
む
上
で
、
俊
成
は
﹁
深
草
﹂

に
﹁
鶉
﹂
が
鳴
い
て
い
る
こ
と
を
重
要
視
す
る
と
と
も
に
、﹁
伏
見
﹂
と
﹁
鶉
﹂

の
組
み
合
わ
せ
も
認
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
判
詞
に
お
い
て
、
﹁
籬
の
暮
﹂
と
い
う
語
句
自
体
を
認
め
て
い
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
俊
成
も
お
そ
ら
く
﹁
繁
き
野
﹂
、
荒
れ
た
宿
に
﹁
鶉
﹂

が
鳴
い
て
い
る
右
歌
か
ら
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
深
草
の
情
景
を
思
い
浮
か
べ
、

﹃
伊
勢
物
語
﹄
詠
の
表
現
の
一
部
と
し
て
は
﹁
籬
の
暮
﹂
は
狭
く
限
定
的

で
適
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

逆
に
﹁
伏
見
の
暮
﹂
、﹁
伏
見
﹂
に
は
古
歌
な
ど
か
ら
喚
起
さ
れ
る
イ
メ
ー

ジ
が
﹃
伊
勢
物
語
﹄
一
二
三
段
の
情
景
と
も
結
び
つ
き
、
そ
の
情
景
を
想

像
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
﹁
伏
見
の

暮
﹂
の
方
が
﹁
籬
の
暮
﹂
に
比
べ
空
間
的
に
広
が
り
が
で
き
る
た
め
、﹁
幽

玄
﹂
で
あ
る
と
評
価
し
た
と
考
え
る
。

﹁
深
草
﹂
や
﹁
伏
見
﹂
と
い
う
地
名
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
一
二
三
段
の
場

面
を
摂
取
す
る
上
で
、
最
も
端
的
に
物
語
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
語
で
あ
り
、
俊
成
も
そ
う
し
た
意
味
で
﹁
伏
見
﹂
、
﹁
深
草
﹂

一
四

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
二
九
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・
二
〇
一
八
年
六
月



と
い
う
地
名
を
重
要
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
物
語

の
場
面
を
表
現
す
る
上
で
、
そ
の
舞
台
と
な
る
地
名
を
詠
む
こ
と
を
重
要

視
す
る
姿
勢
が
こ
の
﹁
鶉
﹂
題
の
判
詞
か
ら
は
窺
え
る
。

三
．
﹃
伊
勢
物
語
﹄
本
説
取
り
︱

｢
地
名
﹂
と
﹁
景
物
｣
︱

俊
成
は
他
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄
本
説
取
り
に
お
い
て
も
、﹁
深
草
﹂
と
﹁
鶉
﹂

の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
や
、
物
語
の
舞
台
と
な
る
地
名
を
詠
む
こ
と
を
重

要
視
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
の
俊
成
に
よ
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
本
説
取

り
と
関
わ
る
判
詞
を
見
る
こ
と
で
考
え
を
深
め
た
い
。

一
例
目
は
建
久
元
︵
一
一
九
〇
︶
年
、
﹃
俊
成
五
社
百
首
﹄
﹁
伊
勢
太
神
宮

百
首
歌
﹂
の
一
首
に
、

夢
路
に
は
な
れ
し
宿
み
る
う
つ
ゝ
に
て
宇
津
の
山
辺
の
蔦
ふ
け
る
庵

︵
旅
恋
・
七
七
︶

が
あ
り
、
こ
れ
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
九
段
に
拠
る
。
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
該

当
本
文
を
次
に
挙
げ
る
。

ゆ
き
ゆ
き
て
駿
河
の
国
に
い
た
り
ぬ
。
宇
津
の
山
に
い
た
り
て
、

わ
が
入
ら
む
と
す
る
道
は
い
と
暗
う
細
き
に
、
蔦
か
へ
で
は
茂
り
、

も
の
心
細
く
、
す
ず
ろ
な
る
め
を
見
る
こ
と
と
思
ふ
に
、
修
行
者
あ

ひ
た
り
。
﹁
か
か
る
道
は
、
い
か
で
か
い
ま
す
る
﹂
と
い
ふ
を
見
れ
ば
、

見
し
人
な
り
け
り
。
京
に
、
そ
の
人
の
御
も
と
に
と
て
、
文
か
き
て

つ
く
。

駿
河
な
る
う
つ
の
山
辺
の
う
つ
つ
に
も

夢
に
も
人
に
あ
は
ぬ
な
り
け
り
︵
一
二
一
頁
︶

物
語
の
舞
台
で
あ
る
﹁
宇
津
の
山
﹂
は
、
出
会
っ
た
修
行
者
に
こ
と
づ

け
た
都
の
人
へ
の
歌
﹁
駿
河
な
る
﹂
に
よ
っ
て
、
﹁
夢
﹂
や
﹁
う
つ
つ
﹂

な
ど
を
詠
む
場
合
が
圧
倒
的
に
多
い
。
ま
た
、
本
文
に
﹁
わ
が
入
ら
む
と

す
る
道
は
い
と
暗
う
細
き
に
、
蔦
か
へ
で
は
茂
り
﹂
と
い
う
描
写
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
﹁
蔦
﹂
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
俊
成
歌
に

も
﹁
夢
路
﹂
、﹁
う
つ
ゝ
﹂
の
対
比
が
あ
り
、﹁
宇
津
の
山
﹂
を
挟
み
、﹁
蔦
﹂

が
詠
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
九
段
に
言
及
し
た
俊
成
の
判
詞
に
は
﹃
六
百
番

歌
合
﹄
冬
・
霙
・
廿
四
番
判
詞
が
あ
る
。
顕
昭
の
左
歌
﹁
宇
津
の
山
夕
越

え
来
れ
ば
霙
降
り
袖
ほ
し
か
ね
つ
哀
こ
の
旅
﹂
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

﹁
袖
ほ
し
か
ね
つ
哀
こ
の
旅
﹂
な
ど
い
へ
る
、
寂
び
て
は
聞
え
侍

を
、(ア

)

｢宇
津
の
山
﹂
こ
そ
、
拠
り
所
な
く
や
侍
ら
ん
。
伊
勢
物
語
な

ど
に
﹁
宇
津
の
山
辺
の
う
つ
ゝ
に
も
﹂
な
ど
い
へ
る
所
に
も
、
霙
降

れ
り
と
も
見
え
ず
。
そ
の
故
な
き
な
ら
ば
、
霙
降
り
ぬ
べ
か
ら
ん
山

も
、
﹁
哀
こ
の
旅
﹂
と
い
は
ん
所
も
多
く
侍
ら
ん
か
し
。(イ

)

｢
宇
津
の

山
﹂
、
故
無
く
て
は
、
さ
ま
で
拠
り
所
な
く
や
侍
ら
ん
。
右
は
、
﹁
交

野
の
御
野
﹂
も
、
か
の
﹁
濡
れ
ぬ
宿
貸
す
人
し
な
け
れ
ば
﹂
と
い
へ

る
歌
も
霰
に
て
、
は
た
鷹
狩
も
今
少
し
お
か
し
く
聞
ゆ
。(ウ

)

左
右
共

に
、
﹁
宇
津
の
山
﹂
﹁
交
野
の
御
野
﹂
も
、
い
づ
く
に
て
も
あ
り
ぬ
べ

く
聞
ゆ
。
同
程
の
こ
と
と
申
べ
し
。
︵
一
九
五
頁
︶

一
五

藤
原
俊
成
自
讃
歌
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
か
ら
考
え
る
本
説
取
り
の
一
方
法



﹁
霙
﹂
題
の
う
ち
の
一
番
で
、
左
歌
に
お
い
て
顕
昭
が
詠
ん
だ
﹁
宇
津

の
山
﹂
に
対
し
、
難
陳
の
場
で
右
の
方
人
は
﹁
無
指
難
﹂
と
す
る
が
、
俊

成
は
こ
の
顕
昭
作
に
不
満
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
ず
、
傍
線
部
︵
ア
︶
に

て
﹁
宇
津
の
山
﹂
を
言
う
必
然
性
の
あ
る
、
関
連
す
る
語
句
﹁
拠
り
所
﹂

が
こ
の
歌
の
中
に
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
次
に
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
九

段
中
の
歌
﹁
宇
津
の
山
辺
の
う
つ
ゝ
に
も
﹂
を
引
用
し
、
﹁
霙
降
れ
り
と

も
見
え
ず
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
本
文
の
叙
述
で
は
霙
の
降
る
季
節
で
は
あ

り
え
な
い
た
め
、
﹁
宇
津
の
山
﹂
に
﹁
霙
﹂
は
降
ら
な
い
と
言
お
う
と
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
傍
線
部
︵
イ
︶
に
お
い
て
は
﹁
宇

津
の
山
﹂
に
﹁
霙
降
り
﹂
を
言
う
理
由
が
な
く
て
は
﹁
拠
り
所
﹂
、
つ
ま

り
﹁
宇
津
の
山
﹂
に
関
連
す
る
必
然
性
の
あ
る
語
句
が
な
い
と
評
し
て
い

る
。
最
後
に
傍
線
部
︵
ウ
︶
に
お
い
て
、
﹁
宇
津
の
山
﹂
は
そ
の
場
所
と

す
る
必
然
性
が
な
く
、
ど
こ
で
あ
っ
て
も
よ
い
表
現
で
あ
る
と
結
論
を
述

べ
て
い
る
。
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
九
段
本
文
に
な
い
﹁
宇
津
の
山
﹂
と
﹁
霙
﹂

の
組
み
合
わ
せ
を
認
め
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

︵
８
︶

。

も
う
一
例
、
俊
成
に
よ
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
本
説
取
り
の
例
を
見
て
い
く
。

次
の
二
首
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
十
段
を
本
説
と
し
て
い
る
。

︵
Ａ
︶
ま
た
も
こ
ん
秋
を
た
の
む
の
雁
が
ね
も

帰
る
を
は
し
き
み
よ
し
の
ゝ
春

︵
﹃
守
覚
法
親
王
家
五
十
首
﹄
春
歌
・
六
番
︶

︵
Ｂ
︶
さ
り
と
も
と
た
の
む
の
雁
を
憑
き
て

入
間
の
里
に
今
日
ぞ
入
ぬ
る

︵
﹃
長
秋
詠
藻
﹄
下
・
五
〇
七
番
︶

﹁
た
の
む
の
雁
﹂
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
十
段
の
贈
答
歌
に
依
っ
て
成
立

し
た
歌
語
で
、
数
多
く
詠
ま
れ
て
い
る

︵
９
︶

。
﹁
た
の
む
の
雁
﹂
を
詠
ん
だ
歌

を
調
べ
て
み
る
と
、
Ａ
の
よ
う
に
﹁
み
よ
し
の
﹂
、
﹁
み
よ
し
の
の
さ
と
﹂

と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
第
十
段
に
﹁
み
よ
し
の

の
里
﹂
と
い
う
舞
台
設
定
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
Ｂ
は
﹁
入
間
の
里
﹂
と
い
う
地
名
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

第
十
段
の
﹁
入
間
の
郡
﹂
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
﹁
今
日
ぞ
入
ぬ
る
﹂

の
﹁
入
り
︵
入
る
︶
﹂
を
同
音
で
導
き
出
し
て
お
り
、
﹁
入
間
の
里
に
入
る
﹂

で
逢
う
こ
と
を
指
す
。
﹁
入
間
の
里
﹂
と
い
う
語
句
は
俊
成
の
こ
の
歌
が

初
出
で
あ
る
よ
う
だ

︵
10
︶

。
俊
成
以
外
で
﹁
入
間
の
里
﹂
を
詠
ん
で
い
る
の
は

﹁
雲
わ
く
る
日
か
げ
の
末
は
夏
草
に
入
間
の
里
や
夕
立
の
空
﹂
︵
﹃
下
葉
集
﹄

一
七
四
番
・
堯
恵
︶
の
一
首
し
か
見
つ
か
ら
な
い
。

﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
十
段
に
依
っ
て
成
立
し
早
く
か
ら
定
着
し
た
こ
と
で
、

数
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
﹁
た
の
む
の
雁
﹂
と
い
う
歌
語
に
、
前
例
の
な
い

﹁
入
間
の
里
﹂
と
い
う
本
文
に
基
づ
く
地
名
を
と
も
に
詠
ん
だ
と
い
う
点

に
注
目
し
た
い
。

﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
と
同
様
に
、
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
九
段
、
第
一
〇
段
の
本

説
取
り
か
ら
も
、
物
語
の
舞
台
で
あ
る
地
名
と
、
そ
の
地
名
に
﹁
拠
り
所
﹂

の
あ
る
景
物
を
組
み
合
わ
せ
て
詠
む
こ
と
を
重
要
視
す
る
姿
勢
が
窺
え

た
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
を
詠
み
込
む
こ
と
が
俊
成
の
本
説
取
り
の
一
方
法

と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
地
名
に
関
し
て
は
、﹁
鶉
﹂
題
の
判
詞
で
の
﹁
伏
見
の
暮
﹂
や
﹁
入

間
の
里
﹂
の
試
み
か
ら
意
識
が
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
地
名
に
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対
す
る
関
心
の
高
さ
は
俊
頼
か
ら
の
影
響
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
俊
成

自
讃
歌
に
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
さ
れ
る
源
俊
頼
作
の
二
首
を
見
る
と
、

い
ず
れ
も
固
有
の
地
名
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

︵
11
︶

。

鶉
鳴
く
真
野
の
入
江
の
浜
風
に
尾
花
な
み
よ
る
秋
の
夕
暮
れ

︵
﹃
散
木
奇
歌
集
﹄
巻
第
三
・
秋
部
・
四
一
四
︶

何
と
な
く
物
ぞ
か
な
し
き
菅
原
や
伏
見
の
里
の
秋
の
夕
暮
れ

︵
﹃
散
木
奇
歌
集
﹄
巻
第
三
・
秋
部
・
五
五
〇
︶

こ
の
二
首
は
叙
景
歌
だ
が
、
固
有
の
地
名
は
叙
景
歌
の
遷
り
変
わ
り
の

中
で
表
現
上
の
一
つ
の
手
法
、
す
な
わ
ち
歌
枕
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す

よ
う
に
な
る

︵
12
︶

。
勅
撰
集
で
は
﹃
拾
遺
集
﹄
に
そ
の
萌
芽
が
見
え
、
﹃
後
拾

遺
集
﹄
で
顕
著
に
現
れ
て
く
る

︵
13
︶

。
本
来
歌
枕
に
は
地
名
以
外
の
歌
語
も
含

ま
れ
て
い
た
が
、
俊
頼
の
歌
論
書
﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
で
は
﹁
世
に
歌
枕
と
い

ひ
て
所
の
名
か
き
た
る
物
あ
り
﹂
と
、
歌
に
詠
ま
れ
る
地
名
の
意
味
に
限

定
し
て
い
る
。
俊
頼
の
時
代
は
地
名
が
歌
枕
と
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
、
歌
の
表
現
上
の
一
つ
の
手
法
と
し
て
確
立
し
て
く
る
過
程
に
あ
た
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
俊
頼
を
優
れ
た
歌
人
と
し
て
意
識
し
て
い
た
俊

成
は
、
地
名
に
関
し
て
俊
頼
作
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。

四
．

自
讃
歌
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
の
独
自
性

物
語
に
基
づ
く
地
名
と
、
そ
の
地
名
に
﹁
拠
り
所
﹂
の
あ
る
景
物
の
組

み
合
わ
せ
が
俊
成
の
本
説
取
り
の
一
方
法
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考

察
し
た
。
ま
た
、
﹁
鶉
﹂
題
の
判
詞
か
ら
、
物
語
の
舞
台
と
な
る
地
名
を

詠
み
込
む
こ
と
で
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
、
空
間
的
に
広
が
り
が
で
き
る

と
考
察
し
た
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
広
が
り
が
で
き
る
の

か
。
俊
成
自
讃
歌
に
焦
点
を
戻
し
、
俊
成
の
秀
歌
に
関
す
る
歌
論
を
含
め

て
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、
俊
成
は
﹃
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
﹄
十
禪
師
十
五
番
の
判
詞
で
秀
歌

の
条
件
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

よ
き
歌
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
そ
の
言
葉
姿
の
外
に
景
氣
の
添
ひ
た
る
様

な
る
事
の
有
に
や
。
た
と
へ
ば
、
春
花
の
あ
た
り
に
霞
の
た
な
び
き
、

秋
月
の
前
に
鹿
の
聲
を
聞
き
、
垣
根
の
梅
に
春
の
風
の
匂
ひ
、
嶺
の

紅
葉
に
時
雨
の
う
ち
そ
ゝ
ぎ
な
ど
す
る
様
な
る
事
の
、
泛
び
て
添
へ

る
な
り
。
︵
四
七
二
頁
︶

﹁
景
氣
﹂
と
は
﹁
表
現
さ
れ
た
言
葉
に
随
伴
し
て
喚
起
さ
れ
る
視
覚
的

映
像
や
絵
画
的
イ
メ
ー
ジ

︵
14
︶

﹂
を
指
す
。
詞
や
姿
か
ら
喚
起
さ
れ
る
視
覚
的

映
像
が
﹁
泛
び
て
添
へ
る
﹂
、
す
な
わ
ち
彷
彿
た
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
歌
を
秀
歌
と
い
う
と
述
べ
て
い
る
。
俊
恵
も

﹃
無
名
抄
﹄
﹁
俊
恵
歌
躰
定
事
﹂
に
お
い
て
、
﹁
空
に
景
氣
の
浮
べ
る
﹂
歌

を
﹁
艶
優
れ
ぬ
る
哥
﹂
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
当
時
の
歌
詠
み
の
目
指

す
到
達
点
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

自
讃
歌
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
に
お
い
て
は
﹁
深
草
の
里
﹂
と
い
う
地
名
が
あ

る
こ
と
で
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
一
二
三
段
の
﹁
景
氣
﹂
が
﹁
泛
び
て
添
へ
る
﹂
、

つ
ま
り
情
景
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
だ
と
考
え

る
。
い
わ
ば
、
﹁
深
草
の
里
﹂
な
ど
の
地
名
は
そ
の
歌
を
味
わ
っ
た
人
が

一
七

藤
原
俊
成
自
讃
歌
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
か
ら
考
え
る
本
説
取
り
の
一
方
法



背
景
に
あ
る
物
語
を
思
い
出
す
た
め
の
き
っ
か
け
と
し
て
の
役
割
を
担
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
地
名
に
﹁
拠
り
所
﹂
の
あ
る

﹁
鶉
﹂
な
ど
の
景
物
が
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
で
、
背
景
に
あ
る
物
語
の

イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
説
取
り
は
物
語
の
場
面
を
三
十
一
字
と
い
う
小
さ
く
て
短
い
枠
に
表

現
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
物
語
を
味
わ
い
、
そ
の
情
景
を
自
ら
の
歌
の

中
で
新
た
に
創
造
す
る
。
こ
の
創
造
す
る
と
き
の
一
つ
の
核
が
物
語
に
基

づ
く
地
名
と
景
物
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
り
、
物
語
の
情
景
を
思
い
描
く
核

と
も
な
る
こ
と
で
、
歌
の
内
容
に
奥
行
き
が
生
ま
れ
る
と
考
え
る
。

俊
成
自
讃
歌
に
お
い
て
﹁
深
草
﹂
と
﹁
鶉
﹂
の
組
み
合
わ
せ
に
焦
点
を

当
て
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
が
﹃
伊
勢
物
語
﹄
一
二
三
段
の
情
景
を
思
い
描

く
際
の
核
だ
と
い
う
考
察
を
受
け
て
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
先
行
和
歌
が

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
俊
成
が
﹃
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
﹄
八
王
子
七
番
の
判

詞
に
お
い
て
﹁
た
ゞ
伊
勢
物
語
に
、
深
草
の
里
の
女
の
﹁
鶉
と
な
り
て
﹂

と
い
へ
る
事
を
、
初﹅

め﹅

て﹅

詠
み
い
で
侍
し
を
…
﹂
と
い
う
発
言
を
し
た
、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
一
つ
の
答
え
を
提
示
し
た
い
が
、
そ
の
前
に
﹃
伊
勢

物
語
﹄
一
二
三
段
を
踏
ま
え
る
先
行
和
歌
四
首
を
引
用
し
、
そ
の
表
現
史

を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
先
行
和
歌
の
表
現
史
を
確
認
す
る
こ
と
で
、﹃
伊

勢
物
語
﹄
一
二
三
段
を
摂
取
し
た
歌
の
中
で
の
俊
成
自
讃
歌
の
﹁
深
草
﹂

と
﹁
鶉
﹂
の
表
現
の
独
自
性
が
見
え
て
こ
よ
う
。

①

君
な
く
て
荒
れ
た
る
宿
の
浅
茅
生
に
鶉
鳴
く
な
り
秋
の
夕
暮

︵
﹃
後
拾
遺
集
﹄
巻
第
四
・
秋
上
・
三
〇
二
・
源
時
綱
︶

②

年
を
経
て
荒
れ
ゆ
く
宿
の
庭
草
に
い
と
ど
鶉
の
鳴
く
あ
さ
ぼ
ら
け

︵
﹃
千
穎
集
﹄
心
細
十
首
・
八
四
︶

③

鶉
鳴
く
野
辺
に
乱
る
る
刈
萱
の
刈
り
に
だ
に
な
ど
人
の
来
ざ
ら
ん

︵
﹃
堀
河
百
首
﹄
秋
廿
首
・
六
五
二
・
永
縁
︶

④

わ
が
背
子
が
か
り
に
の
み
来
る
粟
津
野
に
鶉
鳴
く
な
り
草
隠
れ
つ
つ

︵
﹃
堀
河
百
首
﹄
雑
廿
首
・
一
四
〇
六
・
肥
後
︶

﹁
鶉
鳴
く
﹂
は
﹃
万
葉
集
﹄
か
ら
の
表
現
句
で
あ
る
。﹁
鶉
鳴
く
古
り
に

し
郷
の
秋
萩
を
思
ふ
ど
ち
相
見
つ
る
か
も
﹂︵
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
八
・
一
五
五
八
︶

を
例
に
見
る
と
、
﹁
鶉
鳴
く
﹂
は
﹁
古
り
に
し
郷
﹂
に
掛
か
る
枕
詞
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
﹁
鶉
﹂
は
荒
れ
た
土
地
で
秋
に
わ
び
し
げ
に

鳴
い
て
い
る
鳥
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
以
後
こ
れ
が
﹁
鶉
﹂

の
イ
メ
ー
ジ
の
根
幹
と
な
る

︵
15
︶

。
①
で
は
﹁
荒
れ
た
る
宿
﹂
、
②
で
は
﹁
荒

れ
ゆ
く
宿
﹂
と
あ
る
よ
う
に
こ
の
イ
メ
ー
ジ
も
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
ま
た
、
﹁
鶉
鳴
く
な
り
﹂
と
い
う
言
い
回
し
は
①
以
降
次
第
に
定

型
化
す
る

︵
16
︶

。

﹁
秋
の
夕
暮
﹂
と
い
う
季
節
と
時
間
設
定
に
注
目
す
る
と
、
①
に
詠
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
﹁
秋
の
夕
暮
﹂
と
﹁
鶉
鳴
く
﹂
が
と
も

に
詠
ま
れ
る
契
機
と
な
っ
た
歌
は
、
平
安
時
代
後
期
に
秀
歌
と
し
て
喧
伝

さ
れ
た
源
俊
頼
の
﹁
鶉
鳴
く
真
野
の
入
江
の
浜
風
に
尾
花
な
み
よ
る
秋
の

夕
暮
﹂︵
﹃
散
木
奇
歌
集
﹄
巻
第
三
・
秋
部
・
四
一
四
︶
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

︵
17
︶

。

場
所
に
注
目
す
る
と
、
④
で
固
有
の
地
名
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
④
の
﹁
粟

津
野
﹂
は
磐
余
野
、
来
栖
野
と
と
も
に
﹁
鶉
﹂
と
詠
ま
れ
る
伝
統
の
あ
る

場
所
で
あ
る
。
中
で
も
﹁
粟
津
野
﹂
、
来
栖
野
が
﹁
鶉
﹂
と
と
も
に
詠
ま

れ
る
の
は
、
﹁
鷹
の
子
は
麿
に
賜
ば
ら
む
手
に
据
ゑ
て
粟
津
の
原
の
御
来
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栖
の
め
ぐ
り
の
鶉
狩
ら
せ
む
や
さ
き
む
だ
ち
や
﹂
と
い
う
催
馬
楽
に
拠
る
。

先
行
和
歌
に
使
わ
れ
る
語
句
の
表
現
史
を
振
り
返
っ
た
と
こ
ろ
で
、
俊
成

自
讃
歌
﹁
夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
鶉
鳴
く
な
り
深
草
の
里
﹂

を
あ
ら
た
め
て
見
て
み
る
。

﹃
万
葉
集
﹄
か
ら
の
表
現
句
﹁
鶉
鳴
く
﹂
は
、
源
俊
頼
の
﹁
鶉
鳴
く
真

野
の
入
江
の
浜
風
に
尾
花
な
み
よ
る
秋
の
夕
暮
﹂
を
契
機
と
し
て
、
﹁
秋

の
夕
暮
﹂
の
景
物
と
し
て
も
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
俊
頼
作
と

俊
成
自
讃
歌
を
比
較
す
る
と
、
﹁
鶉
鳴
く
﹂
と
い
う
表
現
句
、
﹁
秋
の
夕
暮

れ
﹂
と
い
う
季
節
・
時
間
設
定
、
そ
し
て
﹁
真
野
の
入
江
﹂
と
﹁
深
草
の

里
﹂
と
い
う
地
名
の
三
点
が
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
表
現
に

お
い
て
俊
頼
作
﹁
鶉
鳴
く
﹂
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
言
え
よ
う
。

先
行
和
歌
①
も
地
名
こ
そ
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
﹁
鶉
鳴
く
な
り

秋
の
夕
暮
れ
﹂
の
部
分
か
ら
影
響
を
受
け
た
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

﹁
秋
の
夕
暮
﹂
と
い
う
要
素
は
俊
成
自
讃
歌
で
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
秋
風
﹂
、

﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
﹁
秋
風
﹂
は
﹃
万
葉
集
﹄
か
ら

夕
暮
の
寒
さ
と
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
て
い
た
が
、
三
代
集
以
降
は
﹁
人
の
訪

れ
を
待
つ
恋
の
気
分

︵
18
︶

﹂
も
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
は
﹃
万

葉
集
﹄
以
降
好
ん
で
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
源
経
信
の
﹁
夕
さ
れ
ば
門
田
の

稲
葉
を
と
づ
れ
て
葦
の
丸
屋
に
秋
風
ぞ
吹
く
﹂︵
﹃
経
信
集
﹄
田
家
秋
風
・
一
〇
三
︶

を
契
機
と
し
て
秋
歌
中
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

︵
19
︶

。

俊
成
自
讃
歌
に
お
い
て
﹁
身
に
し
み
て
﹂
と
し
て
詠
ま
れ
る
﹁
身
に
し

む
﹂
は
、
主
に
﹃
後
拾
遺
集
﹄
以
後
に
秋
、
風
、
恋
の
趣
と
詠
ま
れ
る
表

現
句
で
あ
る

︵
20
︶

。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
俊
成
自
讃
歌
を
形
成
す
る
表
現
句
の
ほ
と
ん
ど

は
先
行
和
歌
を
含
め
、
﹃
万
葉
集
﹄
か
ら
続
く
様
々
な
表
現
史
が
積
み
重

な
っ
て
出
来
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ま
で
の
表
現
史
に
な
か
っ
た
﹁
鶉
鳴
く
な
り
深
草

の
里
﹂
と
い
う
﹁
鶉
﹂
と
﹁
深
草
の
里
﹂
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
こ
と
で
、

俊
成
自
讃
歌
の
背
景
に
﹃
伊
勢
物
語
﹄
一
二
三
段
の
情
景
を
鮮
明
に
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
二
三
段
を
本

説
取
り
す
る
際
に
﹁
深
草
﹂
と
﹁
鶉
﹂
の
組
み
合
わ
せ
を
詠
み
込
ん
だ
点

が
、
俊
成
自
讃
歌
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
独
自
の
表
現
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
俊
成
が
こ
れ
ら
先
行
和
歌
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た

と
は
考
え
に
く
い
。
先
行
和
歌
の
存
在
を
分
か
っ
た
上
で
、
﹁
夕
さ
れ
ば

野
べ
の
秋
風
身
に
し
み
て
﹂
と
い
う
情
景
を
汲
み
取
り
、
物
語
本
文
に
書

か
れ
て
い
る
場
所
﹁
深
草
﹂
を
と
も
に
明
示
す
る
。
﹁
深
草
﹂
と
﹁
鶉
﹂

が
揃
う
こ
と
で
、
歌
の
背
景
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄
一
二
三
段
の
情
景
の
﹁
景

氣
﹂
が
﹁
泛
び
て
添
ふ
る
﹂
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

ゆ
え
に
﹃
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
﹄
八
王
子
七
番
の
判
詞
に
お
い
て
、﹁
た
ゞ

伊
勢
物
語
に
、
深
草
の
里
の
女
の
﹁
鶉
と
な
り
て
﹂
と
い
へ
る
事
を
、
初﹅

め﹅

て﹅

詠
み
出
で
侍
り
し
を
﹂
と
い
う
俊
成
の
発
言
が
生
ま
れ
た
と
考
え
る
。

＊
和
歌
の
引
用
は
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
拠
り
、
表
記
は
私
に
改
め
た
。

ま
た
、﹃
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
﹄
は
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

歌
合
集
﹄
、

﹃
伊
勢
物
語
﹄
、﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
は
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
、﹃
六
百

一
九

藤
原
俊
成
自
讃
歌
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
か
ら
考
え
る
本
説
取
り
の
一
方
法



番
歌
合
﹄
は
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
、
﹃
無
名
抄
﹄
は
﹃
日
本
古

典
文
学
大
系
﹄
、
﹃
中
宮
亮
重
朝
臣
家
歌
合
﹄
は
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄

に
拠
っ
た
。

︿
注
﹀

︵
１
︶
後
藤
祥
子
﹁
平
安
和
歌
の
屈
折
点

後
拾
遺
集
の
場
合
﹂
︵
和
歌
文
学
会
編
﹃
和

歌
文
学
の
世
界

第
二
集
﹄
笠
間
書
院
、
一
九
七
四
年
︶
、
浅
岡
雅
子
﹁
﹃
深
草
の
里
﹄

の
﹃
鶉
﹄
を
め
ぐ
る
一
考
察
︱
俊
成
自
讃
歌
の
影
響
を
中
心
に
︱
﹂︵
﹃
北
星
論
集
︵
経
︶
﹄

第
四
四
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
︶

︵
2
︶
森
澤
眞
直
﹁
俊
成
﹃
夕
さ
れ
ば
﹄
と
﹃
伊
勢
物
語
﹄
︱
言
説
の
位
相
と
コ
ン
テ
ク

ス
ト
連
関
︱
﹂
︵
﹃
日
本
文
芸
論
叢
﹄
第
一
一
巻
、
一
九
九
七
年
︶

︵
3
︶
峯
村
文
人
﹁
藤
原
俊
成
の
自
讃
歌
の
問
題
﹂
︵
﹃
国
語
﹄
四
巻
二
号
、
一
九
五
五
・

九
︶
、
藤
平
春
男
﹃
新
古
今
と
そ
の
前
後
﹄
︵
笠
間
書
院
、
一
九
八
三
年
︶
な
ど
。

︵
4
︶
久
保
田
淳
﹁
幽
玄
と
そ
の
周
辺
﹂﹃
中
世
和
歌
史
の
研
究
﹄︵
明
治
書
院
、
一
九
九
三

年
︶
二
六
二
～
二
六
四
頁

︵
5
︶
久
保
田
淳
、
山
口
秋
穂
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
38

六
百
番
歌
合
﹄
︵
岩

波
書
店
、
一
九
九
八
年
︶
一
二
九
頁

︵
6
︶
前
掲
注
︵
4
︶
久
保
田
氏
論
文

︵
7
︶
實
方
清
﹁
藤
原
俊
成
﹂
︵
久
松
潜
一
、
實
方
清
編
﹃
日
本
歌
人
講
座

中
世
の
歌

人
Ⅰ
﹄
弘
文
堂
新
社
、
一
九
六
八
年
︶
は
、
こ
の
﹁
何
と
な
く
﹂
の
歌
と
と
も
に
、

﹃
散
木
奇
歌
集
﹄
巻
第
三
・
秋
部
・
四
七
〇
番
﹁
松
風
の
音
だ
に
秋
は
さ
び
し
き
に

衣
う
つ
な
り
玉
川
の
里
﹂
を
挙
げ
、
俊
成
自
讃
歌
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
は
こ
の
二
首
の
﹁
綜

合
さ
れ
た
世
界
﹂
だ
と
説
い
て
い
る
。

︵
8
︶
﹃
六
百
番
歌
合
﹄
秋
下
・
蔦
・
六
番
判
詞
で
は
﹁
宇
津
の
山
﹂
と
﹁
蔦
﹂
を
含
む

左
歌
を
﹁
殊
に
艶
に
侍
べ
し
﹂
と
評
し
て
い
る
。

︵
9
︶
片
桐
洋
一
﹁
た
の
む
の
か
り
﹂
︵
﹃
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
増
訂
版
﹄
笠
間
書
院
、

二
〇
一
三
年
︶

︵
10
︶
吉
原
栄
徳
﹁
入
間
の
里
﹂︵
﹃
和
歌
の
歌
枕
・
地
名
大
辞
典
﹄
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
八
年
︶

︵
11
︶
前
掲
注
︵
7
︶
實
方
氏
論
文
、
太
田
水
穂
﹁
中
世
歌
学
の
文
化
史
的
位
置
﹂
︵
﹃
短

歌
研
究
﹄
三
巻
四
号
、
一
九
三
一
年
︶
。
太
田
氏
は
俊
成
自
讃
歌
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
は
﹁
鶉

鳴
く
真
野
の
入
江
の
浜
風
に
尾
花
な
み
よ
る
秋
の
夕
暮
れ
﹂︵
﹃
散
木
奇
歌
集
﹄
秋
部
・

四
一
四
︶
と
﹁
松
風
の
音
だ
に
秋
は
さ
び
し
き
に
衣
う
つ
な
り
玉
川
の
里
﹂
︵
同
・

四
七
〇
︶
を
﹁
前
栽
し
て
一
つ
に
し
た
も
の
﹂
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

︵
12
︶
高
橋
良
雄
﹁
歌
枕
と
日
本
文
学
の
風
土
性
﹂
︵
和
歌
文
学
会
編
﹃
和
歌
文
学
の
世

界

第
二
集
﹄
笠
間
書
院
、
一
九
七
四
年
︶

︵
13
︶
阪
口
和
子
﹁
後
拾
遺
集
の
歌
枕
︱
歌
語
か
ら
名
所
へ
︱
﹂
︵
﹃
和
歌
文
学
論
集
﹄
編

集
委
員
会
編
﹃
平
安
後
期
の
和
歌
﹄
風
間
書
房
、
一
九
九
四
年
︶

︵
14
︶
有
吉
保
﹁
景
気
﹂
︵
﹃
和
歌
文
学
辞
典
﹄
、
桜
楓
社
、
一
九
八
二
年
︶

︵
15
︶
渡
部
泰
明
﹁
鶉
﹂
︵
久
保
田
淳
、
馬
場
あ
き
子
編
﹃
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
﹄
角

川
書
店
、
一
九
九
九
年
︶

︵
16
︶
久
保
田
淳
、
平
田
喜
信
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
8

後
拾
遺
和
歌
集
﹄︵
岩

波
書
店
、
一
九
九
四
年
︶
三
〇
二
番
歌
注
釈

︵
17
︶
前
掲
注
︵
1
︶
浅
岡
氏
論
文

︵
18
︶
前
掲
注
︵
2
︶
森
澤
氏
論
文

︵
19
︶
檜
垣
孝
﹁
夕
さ
れ
ば
﹂
︵
前
掲
注
︵
15
︶
同
書
︶

︵
20
︶
前
掲
注
︵
2
︶
森
澤
氏
論
文

［
か
と
う

み
な
み

本
学
卒
業
生
］

二
〇

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
二
九
号
・
二
〇
一
八
年
六
月


