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『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
和
歌
を
め
ぐ
っ
て

丹　

下　

暖　

子

一
、
は
じ
め
に

平
安
後
期
に
成
立
し
た
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
は
、
堀
河
天
皇
と
鳥
羽
天
皇
に
仕
え
た

讃
岐
典
侍
（
藤
原
長
子
）
に
よ
る
日
記
で
、
上
下
二
巻
か
ら
成
る
。
堀
河
天
皇
の
発
病

か
ら
崩
御
ま
で
の
日
々
を
記
録
す
る
上
巻
と
、
鳥
羽
天
皇
に
出
仕
す
る
日
々
を
記
し
な

が
ら
も
、
堀
河
天
皇
を
回
想
、
追
慕
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
下
巻
で
は
、
記
事
の
性

格
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
和
歌

の
有
無
で
あ
る
。『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
は
合
計
二
十
三
）
（
（
首
の
和
歌
が
載
る
が
、
そ
の

す
べ
て
が
下
巻
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
上
巻
に
は
引
歌
表
現
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、

わ
ず
か
に
指
摘
で
き
る
も
の
も
日
記
執
筆
の
動
機
を
語
る
冒
頭
の
序
の
部
分
に
集
中
し

て
い
る
。
堀
河
天
皇
の
病
状
や
臨
終
の
さ
ま
を
克
明
に
描
写
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
和

歌
や
引
歌
表
現
は
入
り
込
む
余
地
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

下
巻
に
の
み
見
ら
れ
る
和
歌
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
例

を
挙
げ
る
。

五
月
四
日
、
夕
つ
か
た
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
菖
蒲
ふ
き
い
と
な
み
あ
ひ
た
る
を
見
れ
ば
、
去

年
の
今
日
、
何
ご
と
思
ひ
け
ん
、
菖
蒲
の
輿
、
朝
餉
の
壺
に
か
き
立
て
て
、
殿
ご
と
に
、

人
々
の
ぼ
り
て
ひ
ま
な
く
ふ
き
し
こ
そ
、
美
豆
野
の
あ
や
め
も
今
は
つ
き
ぬ
ら
ん
と
見
え

し
か
。
ま
た
の
日
も
、
空
は
さ
み
だ
れ
た
る
に
、
軒
の
あ
や
め
、
し
づ
く
も
ひ
ま
な
く
見

ゆ
る
に
、

　
　

五
月
雨
の
軒
の
あ
や
め
も
つ
く
づ
く
と
袂
に
音
の
み
か
か
る
空
か
な

と
の
み
お
ぼ
ゆ
。�

（
嘉
承
三
年
五
月　

四
四
九
）
（
（
頁
）

鳥
羽
天
皇
に
再
出
仕
し
た
嘉
承
三
年
（
一
一
〇
八
）
五
月
、
菖
蒲
ふ
き
の
様
子
を
目

に
し
た
讃
岐
典
侍
は
、
一
年
前
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
一
年
前
の
五
月
は
、
堀
河
天
皇

も
ま
だ
病
に
倒
れ
て
い
な
か
っ
た
。「
五
月
雨
の
」
歌
は
、
堀
河
天
皇
の
在
り
し
日
に

思
い
を
馳
せ
た
讃
岐
典
侍
が
物
思
い
に
ふ
け
る
様
子
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
五
月
雨
の
」
歌
の
よ
う
に
、
下
巻
の
和
歌
は
す
べ
て
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の

主
題
と
さ
れ
る
堀
河
天
皇
の
追
慕
と
関
連
し
て
い
る
。
和
歌
は
、「
追
慕
の
）
（
（
記
」
と
称

さ
れ
る
下
巻
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
看
過
で
き
な
い
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
下
巻
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
和
歌
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
役
割
や
位

置
づ
け
を
論
じ
て
ゆ
く
。
ま
た
、
讃
岐
典
侍
の
詠
歌
の
特
徴
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。

二
、
古
歌
の
引
用

下
巻
は
、
堀
河
天
皇
の
崩
御
か
ら
約
三
カ
月
が
経
っ
た
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
十

学
苑
・
日
本
文
学
紀
要　

第
九
五
一
号　

五
四
～
六
三　
（
二
〇
二
〇
・
一
）
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月
、
讃
岐
典
侍
が
鳥
羽
天
皇
へ
の
再
出
仕
を
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
堀
河

天
皇
の
在
世
中
に
も
持
ち
上
が
っ
て
い
た
話
で
は
あ
っ
た
が
、
讃
岐
典
侍
は
呆
然
と
し
、

周
防
内
侍
の
歌
を
思
い
浮
か
べ
る
。

お
は
し
ま
し
し
を
り
よ
り
、
か
く
は
聞
こ
え
し
か
ど
、
い
か
に
も
御
い
ら
へ
の
な
か
り
し

に
は
、
さ
ら
で
も
と
お
ぼ
し
め
す
に
や
、
そ
れ
を
、
い
つ
し
か
と
い
ひ
顔
に
参
ら
ん
こ
と
、

あ
さ
ま
し
き
。
周
防
の
内
侍
、
後
冷
泉
院
に
お
く
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
、
後
三
条
院
よ
り
、
七

月
七
日
参
る
べ
き
よ
し
、
お
ほ
せ
ら
れ
た
り
け
る
に
、

　
　

天
の
川
お
な
じ
流
れ
と
聞
き
な
が
ら
わ
た
ら
ん
こ
と
は
な
ほ
ぞ
か
な
し
き

と
よ
み
け
ん
こ
そ
、
げ
に
と
お
ぼ
ゆ
れ
。�

（
嘉
承
二
年
十
月　

四
二
八
～
四
二
九
頁
）

周
防
内
侍
は
後
冷
泉
・
後
三
条
・
白
河
・
堀
河
・
鳥
羽
の
五
代
の
天
皇
に
仕
え
た
女

房
で
あ
る
。
後
冷
泉
天
皇
の
崩
御
後
、
後
三
条
天
皇
へ
の
再
出
仕
を
求
め
ら
れ
た
周
防

内
侍
が
詠
ん
だ
「
天
の
川
」
歌
は
、
讃
岐
典
侍
の
置
か
れ
た
状
況
や
心
境
と
一
致
す
る

も
の
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
天
の
川
」
歌
は
、『
後
拾
遺
集
』
に
入
集
す
る
歌
で
あ
る
が
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』

に
は
こ
の
よ
う
に
勅
撰
集
や
『
栄
花
物
語
』
に
入
集
す
る
古
歌
を
一
首
そ
の
ま
ま
引
用

す
る
場
面
が
六
例
あ
る
。
日
記
文
学
に
お
い
て
、
古
歌
を
一
首
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
例

は
珍
し
）
4
（
く
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
和
歌
の
特
徴
の
一
つ
と
言
え
る
。
古
歌
の
引
用
を

め
ぐ
っ
て
は
、
歌
合
等
に
名
が
残
ら
な
い
讃
岐
典
侍
の
歌
才
の
問
）
5
（
題
と
さ
れ
る
一
方
で
、

「
す
で
に
人
口
に
膾
炙
さ
れ
て
い
る
歌
を
も
っ
て
、
自
己
の
思
い
を
そ
れ
に
託
し
表
わ

す
も
の
」
で
あ
り
、「
こ
の
作
者
の
積
極
的
に
取
り
用
い
た
自
己
表
出
の
一
つ
の
方
法

で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
）
（
（
る
」
と
も
さ
れ
て
き
た
。

古
歌
に
讃
岐
典
侍
の
思
い
が
託
さ
れ
て
い
る
の
は
、
直
後
に
「
げ
に
と
お
ぼ
ゆ
れ
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
天
の
川
」
歌
が

天
皇
の
崩
御
を
悼
む
哀
傷
歌
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
特
に
後
冷
泉
天
皇
は
、
在
位

の
ま
ま
崩
御
し
た
と
い
う
点
で
堀
河
天
皇
と
共
通
し
、
先
例
と
な
る
天
皇
で
あ
っ
た
。

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
お
い
て
初
め
て
配
置
さ
れ
た
和
歌
で
も
あ
る
「
天
の
川
」
歌
は
、

讃
岐
典
侍
の
心
境
と
の
一
致
に
加
え
、
天
皇
追
慕
の
哀
傷
歌
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
特
に

引
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
注
意
し
て
、
以
下
、
下
巻
に

お
け
る
古
歌
の
引
用
の
様
相
を
確
認
し
て
ゆ
く
。

次
に
古
歌
の
引
用
が
見
ら
れ
る
の
は
、
翌
年
の
三
月
の
記
事
で
あ
る
。
月
忌
み
の
た

め
、
堀
河
院
に
参
上
し
た
讃
岐
典
侍
は
花
を
見
て
、
秦
兼
方
の
歌
を
思
い
浮
か
べ
る
。

続
け
て
、
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
堀
河
院
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
上

東
門
院
の
歌
を
挙
げ
る
。

三
月
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
例
の
、
月
に
参
り
た
れ
ば
、
堀
河
院
の
花
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。

兼
方
、
後
三
条
院
に
お
く
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
、

　
　

い
に
し
へ
に
色
も
変
は
ら
ず
咲
き
に
け
り
花
こ
そ
も
の
は
思
は
ざ
り
け
れ

と
よ
み
け
ん
、
げ
に
と
お
ぼ
え
て
、
花
は
ま
こ
と
に
色
も
変
は
ら
ぬ
け
し
き
な
り
。

　

昔
の
清
涼
殿
を
ば
御
堂
に
な
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
七
月
ま
で
は
、
宵
暁
の
例
時
た
え
ず
、

二
十
人
の
蔵
人
町
、
左
近
の
陣
な
ど
、
僧
坊
に
な
り
た
り
。
内
裏
に
て
あ
り
し
と
こ
ろ
ど

も
、
さ
び
し
げ
な
る
、
見
る
に
も
、
う
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
け
ん
院
の
う
ち
の
、
ひ
き
か
へ

か
い
す
み
さ
び
し
げ
な
る
を
、
御
覧
じ
て
、

　
　

影
だ
に
も
と
ま
ら
ざ
り
け
る
雲
の
う
へ
を
玉
の
う
て
な
と
た
れ
か
い
ひ
け
ん

と
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
ん
、
げ
に
と
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。

�

（
嘉
承
三
年
三
月
十
九
日　

四
四
五
～
四
四
六
頁
）

「
い
に
し
へ
に
」
歌
は
『
金
葉
）
（
（
集
』
に
入
集
す
る
後
三
条
天
皇
を
追
慕
す
る
歌
、「
影

だ
に
も
」
歌
は
『
栄
花
物
語
』
に
見
ら
れ
る
一
条
天
皇
を
追
慕
す
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
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二
首
は
、
堀
河
院
を
訪
問
し
た
讃
岐
典
侍
の
心
境
と
一
致
す
る
歌
と
し
て
引
用
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
も
特
に
天
皇
追
慕
の
哀
傷
歌
が
選
ば
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

天
皇
追
慕
の
哀
傷
歌
は
、
諒
闇
が
明
け
、
衣
服
を
改
め
る
場
面
に
も
見
ら
れ
る
。

一
天
の
人
、
御
こ
こ
ろ
ざ
し
あ
る
も
な
き
も
、
み
な
し
た
り
つ
る
に
、
親
し
く
つ
か
う
ま

つ
り
つ
る
さ
へ
一
度
に
脱
ぎ
て
ん
ず
る
、
思
ふ
に
よ
り
な
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
脱
ぎ
か
へ

ま
う
き
心
地
す
る
。
か
ぎ
り
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、
い
か
が
と
て
脱
ぎ
つ
。
遍
昭
僧
正
の
、

深
草
の
帝
に
お
く
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
、
法
師
に
な
り
て
こ
そ
う
せ
け
る
が
、
ま
た
の
年
、
御

服
人
々
脱
ぎ
け
る
に
、

　
　

み
な
人
は
花
の
袂
に
な
り
ぬ
な
り
苔
の
衣
よ
か
わ
き
だ
に
せ
よ

と
よ
み
け
ん
。�

（
嘉
承
三
年
七
月
二
十
五
日　

四
五
三
～
四
五
四
頁
）

堀
河
天
皇
の
形
見
と
思
っ
て
い
た
喪
服
を
着
替
え
た
く
な
い
と
思
う
も
の
の
、「
か

ぎ
り
あ
る
こ
と
な
れ
ば
」
脱
ぎ
替
え
た
讃
岐
典
侍
の
心
境
に
合
う
も
の
と
し
て
、『
古

今
集
』
に
入
集
す
る
「
み
な
人
は
」
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
、
古
歌
を
引
用
す
る
場
面
を
順
に
確
認
し
て
き
た
。
自
身
が
置
か
れ
た
状

況
や
心
境
に
一
致
す
る
歌
を
引
用
し
、「
げ
に
」
と
思
い
を
深
め
る
と
い
っ
た
形
が
繰

り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
す
べ
て
が
天
皇
の
崩
御
を
悼
む
哀
傷
歌
で
あ
る
こ
と
に
注

意
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
古
歌
は
、
讃
岐
典
侍
の
思
い
を
表
す
と
同
時
に
、
天
皇
追
慕
の

先
例
と
な
る
も
の
と
い
う
意
識
か
ら
特
に
選
択
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
が
先
例
と
な
る
作
品
を
意
識
す
る
日
記
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次

の
鳥
羽
天
皇
即
位
の
記
事
の
一
節
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

人
ど
も
、
見
さ
わ
ぎ
、
い
み
じ
く
心
こ
と
に
思
ひ
あ
ひ
た
る
け
し
き
ど
も
に
て
、
見
さ
わ

げ
ど
も
、
た
だ
わ
れ
は
、
何
ご
と
に
も
目
も
立
た
ず
の
み
お
ぼ
え
て
、
南
の
か
た
を
見
れ

ば
、
例
の
、
八
咫
烏
、
見
も
知
ら
ぬ
も
の
ど
も
、
大
頭
な
ど
立
て
わ
た
し
た
る
見
る
も
、

夢
の
心
地
ぞ
す
る
。
か
や
う
の
こ
と
は
、
世
継
な
ど
見
る
に
も
、
そ
の
こ
と
書
か
れ
た
る

と
こ
ろ
は
、
い
か
に
ぞ
や
お
ぼ
え
て
ひ
き
こ
そ
か
へ
さ
れ
し
か
、
う
つ
つ
に
け
ざ
け
ざ
と

見
る
心
地
、
た
だ
お
し
は
か
る
べ
し
。�

（
嘉
承
二
年
十
二
月
一
日　

四
三
七
頁
）

鳥
羽
天
皇
の
即
位
に
際
し
、
讃
岐
典
侍
は
褰
帳
の
役
を
務
め
る
が
、
そ
の
日
の
殿
舎

や
人
々
の
様
子
を
詳
述
す
る
中
で
、
傍
線
部
の
よ
う
に
「
世
継
」
す
な
わ
ち
『
栄
花
物

語
』
に
言
及
す
る
。
即
位
の
記
事
を
記
す
に
あ
た
り
、
先
例
と
な
る
『
栄
花
物
語
』
が

強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
古
歌
の
引
用
も
ま
た
、
天
皇
追
慕
の
先
例
と

し
て
の
意
識
か
ら
で
あ
り
、
堀
河
天
皇
を
歴
代
の
天
皇
と
並
び
追
慕
さ
れ
る
存
在
と
し

て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
古
歌
が
見
ら
れ
る
の
は
、
次
の
天
皇
へ
の
出
仕
が
要
請
さ
れ
る
、
月
忌
み
に

参
上
す
る
、
諒
闇
が
明
け
る
と
い
っ
た
公
的
な
側
面
が
強
い
場
面
で
も
あ
る
。『
讃
岐

典
侍
日
記
』
に
は
讃
岐
典
侍
と
堀
河
天
皇
の
親
密
な
関
係
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
関

係
性
の
中
で
追
慕
し
て
ゆ
く
姿
が
際
立
つ
が
、
こ
う
し
た
公
的
な
側
面
が
強
い
場
面
に

お
い
て
は
歴
代
天
皇
を
追
慕
す
る
哀
傷
歌
を
特
に
引
用
す
る
。
こ
こ
に
、
堀
河
天
皇
に

仕
え
た
典
侍
と
い
う
視
点
か
ら
天
皇
追
慕
を
語
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
認
め
る
こ
と
も
で

き
る
。

も
っ
と
も
、
天
皇
追
慕
の
哀
傷
歌
以
外
の
古
歌
が
引
用
さ
れ
る
場
面
も
あ
る
。
次
の

天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
八
月
の
記
事
は
、
内
裏
遷
幸
の
翌
朝
の
様
子
を
描
い
た
も
の

で
あ
る
。
鳥
羽
天
皇
に
請
わ
れ
て
内
裏
を
案
内
す
る
中
、
堀
河
天
皇
が
植
え
た
前
栽
が

生
い
茂
る
様
子
を
見
た
讃
岐
典
侍
は
、
御
春
有
輔
の
歌
を
思
い
出
す
。

参
り
て
見
る
に
、
清
涼
殿
、
仁
寿
殿
、
い
に
し
へ
に
変
は
ら
ず
。
台
盤
所
、
昆
明
池
の
御
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障
子
、
今
見
れ
ば
見
し
人
に
あ
ひ
た
る
心
地
す
。
弘
徽
殿
に
皇
后
宮
お
は
し
ま
し
し
を
、

殿
の
御
宿
直
所
に
な
り
に
た
り
。
黒
戸
の
小
半
蔀
の
前
に
植
ゑ
お
か
せ
た
ま
ひ
し
前
栽
、

心
の
ま
ま
に
ゆ
く
ゆ
く
と
お
ひ
て
、
御
春
有
輔
が
、

　
　

君
が
植
ゑ
し
ひ
と
む
ら
薄
虫
の
音
の
し
げ
き
野
べ
と
も
な
り
に
け
る
か
な

と
い
ひ
け
ん
も
、
思
ひ
出
で
ら
る
。�

（
天
仁
元
年
八
月
二
十
二
日　

四
五
九
頁
）

「
君
が
植
ゑ
し
」
歌
は
、『
古
今
集
』
の
詞
）
（
（
書
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
藤
原
利
基
に

対
す
る
哀
傷
歌
で
あ
る
。

ま
た
、
古
歌
を
引
用
す
る
最
後
の
場
面
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

晦
日
の
夜
、
内
へ
参
る
と
て
堀
河
院
過
ぐ
る
に
、
二
条
の
大
路
、
堀
川
な
ど
か
い
す
み
、

も
の
さ
わ
が
し
げ
に
人
の
出
で
入
り
た
る
け
し
き
見
え
ず
。
目
の
み
ま
づ
と
ど
ま
り
て
、

　
　

主
な
し
と
こ
た
ふ
る
人
も
な
け
れ
ど
も
宿
の
け
し
き
ぞ
い
ふ
に
ま
さ
れ
る

と
よ
み
け
ん
古
言
さ
へ
思
ひ
出
で
ら
る
。�

（
天
仁
元
年
十
二
月
三
十
日　

四
七
五
頁
）

年
の
暮
れ
に
堀
河
院
を
通
り
過
ぎ
た
讃
岐
典
侍
は
、
そ
の
物
寂
し
げ
な
様
子
に
能
因

法
師
の
「
主
な
し
と
」
歌
を
思
い
出
す
。『
後
拾
遺
）
（
（
集
』
に
入
る
こ
の
歌
も
哀
傷
歌
で

は
あ
る
が
、
天
皇
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
哀
傷
歌
で
あ
っ
て
も
天
皇
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
歌
を
引
用
す
る
場

面
が
二
例
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
諒
闇
が
明
け
、
鳥
羽
天
皇
が
内
裏
に
遷
御
し
た
記

事
以
降
に
の
み
見
ら
れ
る
と
い
う
点
だ
ろ
）
（1
（
う
。
つ
ま
り
、
堀
河
天
皇
の
喪
に
服
す
期
間

の
記
事
に
お
い
て
は
、
特
に
天
皇
追
慕
の
先
例
と
な
る
哀
傷
歌
が
選
ば
れ
、
引
用
さ
れ

て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
堀
河
天
皇
を
歴
代
天
皇
に

並
ぶ
存
在
と
し
て
追
慕
し
よ
う
と
す
る
、
典
侍
と
し
て
の
視
点
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
の
和
歌
も
、
典
侍
と
い
う
視
点
か
ら
の
記
録
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
例

だ
ろ
う
。

ま
た
の
日
、「
出
雲
と
い
ふ
女
房
の
よ
み
て
、
北
面
の
壺
の
薄
に
結
び
つ
く
、

　
　

今
は
と
て
別
る
る
秋
の
夕
暮
は
尾
花
が
す
ゑ
も
つ
ゆ
け
か
り
け
り

と
よ
み
た
り
つ
れ
」
と
聞
く
も
、
あ
は
れ
な
り
。�

（
嘉
承
三
年
七
月
二
十
日　

四
五
二
頁
）

堀
河
天
皇
の
一
周
忌
の
翌
日
、
天
皇
の
素
服
を
賜
っ
た
女
房
の
一
人
で
あ
る
出
雲
の

歌
で
あ
る
。
一
周
忌
が
過
ぎ
、
堀
河
院
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
女
房
た
ち
も
退
出
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
そ
の
寂
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
本
節
で
確
認
し
て
き
た
い
わ
ゆ
る
古

歌
で
は
な
い
が
、
讃
岐
典
侍
が
耳
に
し
た
歌
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
讃
岐

典
侍
と
の
贈
答
に
発
展
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
記
さ
れ
た
唯
一
の
他
者
詠
で
あ
る
。

讃
岐
典
侍
自
身
の
詠
歌
で
は
な
く
、
堀
河
天
皇
を
追
慕
す
る
他
者
の
詠
歌
を
載
せ
る
こ

と
で
、
人
々
か
ら
追
慕
さ
れ
る
存
在
と
し
て
の
堀
河
天
皇
を
記
録
し
よ
う
と
し
た
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
堀
河
天
皇
の
姿
を
記
し
と
ど
め
よ
う
と
す
る

下
巻
に
は
、
典
侍
と
い
う
立
場
か
ら
の
「
追
慕
の
記
」
と
い
う
側
面
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
諒
闇
の
前
後
で
古
歌
の
引
用
に
明
確
な
変
化
が
現
れ
て
い
る
点
に
つ
い

て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の
変
化
に
こ
そ
、
下
巻
に
お
け
る
追
慕

の
あ
り
方
が
垣
間
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
和
歌
を
離
れ
、
堀
河

天
皇
に
ま
つ
わ
る
回
想
記
事
に
着
目
し
て
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
。

三
、
回
想
記
事
の
変
容

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
は
、
繰
り
返
し
回
想
さ
れ
る
出
来
事
が
あ
る
。
関
白
藤
原
忠

実
が
病
床
の
堀
河
天
皇
の
も
と
に
参
上
し
た
と
こ
ろ
、
天
皇
が
膝
を
高
く
立
て
、
添
い

臥
し
す
る
讃
岐
典
侍
を
隠
そ
う
と
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

大
殿
近
く
参
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
御
膝
高
く
な
し
て
陰
に
隠
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
わ
れ
も
単
衣
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を
引
き
被
き
て
臥
し
て
聞
け
ば
、「
御
占
に
は
、
と
ぞ
申
し
た
る
。
か
く
ぞ
申
し
た
る
。

御
祈
り
は
、
そ
れ
そ
れ
な
ん
始
ま
り
ぬ
る
。
ま
た
、
十
九
日
よ
り
、
よ
き
日
な
れ
ば
、
御

仏
御
修
法
の
べ
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
申
さ
せ
た
ま
へ
ば
、「
そ
れ
ま
で
の
御
命
や
は
あ
ら
ん

ず
る
」
と
お
ほ
せ
ら
る
。
か
な
し
さ
、
せ
き
か
ね
て
お
ぼ
ゆ
。

�

（
嘉
承
二
年
七
月
十
一
日　

四
〇
一
～
四
〇
二
頁
）

上
巻
の
記
事
の
一
節
で
あ
る
。
忠
実
が
堀
河
天
皇
に
告
げ
た
言
葉
の
中
に
は
譲
位
に

ま
つ
わ
る
「
御
占
」
の
話
も
含
ま
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
が
、
讃
岐
典
侍
に
と
っ
て
印

象
深
か
っ
た
の
は
膝
を
立
て
て
隠
そ
う
と
し
て
く
れ
た
堀
河
天
皇
の
心
遣
い
で
あ
っ
た
。

こ
の
膝
の
陰
の
思
い
出
が
下
巻
に
二
度
、
記
さ
れ
て
い
）
（（
（
る
。

ま
ず
は
鳥
羽
天
皇
へ
の
出
仕
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
嘉
承
三
年
正
月
で
あ
る
。
讃
岐

典
侍
が
天
皇
に
食
事
を
差
し
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
参
内
し
た
忠
実
は
、
次
の
よ
う
に

声
を
か
け
る
。

「
思
ひ
か
け
ざ
り
し
こ
と
か
な
。
か
や
う
に
近
や
か
に
参
り
て
、
も
の
な
ど
申
し
し
こ
と

と
は
、
思
は
ざ
り
し
か
な
。
例
な
ら
で
お
は
し
ま
い
し
を
り
な
ど
、
御
か
た
は
ら
に
添
ひ

臥
さ
せ
た
ま
へ
り
し
を
り
に
参
り
た
り
し
か
ば
、
御
膝
高
く
な
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
陰
に
隠

さ
せ
た
ま
ひ
し
を
り
、
か
や
う
な
ら
ん
こ
と
ど
も
と
こ
そ
思
は
ざ
り
し
か
。
げ
に
陰
に
も

隠
れ
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
な
。
世
は
か
く
も
あ
り
け
る
か
な
」
と
い
ひ
か
け
て
立
た
せ
た
ま

ひ
ぬ
る
聞
く
ぞ
、
げ
に
と
心
憂
き
。�

（
嘉
承
三
年
正
月
三
日　

四
四
三
頁
）

讃
岐
典
侍
と
忠
実
が
共
有
す
る
思
い
出
と
し
て
堀
河
天
皇
の
心
遣
い
を
語
っ
た
忠
実

は
、
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
今
の
様
子
に
「
世
は
か
く
も
あ
り
け
る
か
な
」
と

感
慨
を
漏
ら
す
。
こ
こ
で
は
、
忠
実
と
い
う
第
三
者
を
通
し
て
堀
河
天
皇
に
ま
つ
わ
る

出
来
事
が
回
想
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

次
に
こ
の
出
来
事
が
回
想
さ
れ
る
の
は
、
諒
闇
が
明
け
た
後
、
鳥
羽
天
皇
の
内
裏
遷

幸
の
夜
で
あ
る
。
天
皇
に
添
い
臥
し
な
が
ら
、
か
つ
て
の
日
々
を
思
い
出
し
て
ゆ
く
。

殿
の
あ
と
の
か
た
に
寄
り
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
し
か
ば
、
そ
の
ま
ま
に
て
さ
ぶ
ら
は
ん

は
、
な
め
げ
に
見
苦
し
く
お
ぼ
え
し
か
ば
、
起
き
上
が
り
て
退
か
ん
と
せ
し
を
、
見
え
ま

ゐ
ら
せ
じ
と
思
ふ
な
め
り
と
お
ぼ
し
て
、「
た
だ
あ
れ
。
几
帳
作
り
出
で
ん
」
と
て
、
御

膝
を
高
く
な
し
て
、
陰
に
隠
さ
せ
た
ま
へ
り
し
御
心
の
あ
り
が
た
さ
、
今
の
心
地
す
。

�

（
天
仁
元
年
八
月
二
十
一
日　

四
五
七
～
四
五
八
頁
）

退
出
し
よ
う
と
し
た
讃
岐
典
侍
を
思
い
や
り
、
膝
を
立
て
て
隠
し
て
く
れ
た
堀
河
天

皇
の
言
動
を
回
想
す
る
。
先
の
場
面
と
比
べ
、
忠
実
の
姿
は
目
立
た
な
い
。
讃
岐
典
侍

自
身
に
よ
っ
て
回
想
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
堀
河
天
皇
と
の
親
密
な
様
子
が
よ
り
伝
わ

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
堀
河
天
皇
の
膝
の
陰
に
ま
つ
わ
る
回
想
記
事
を
見
て
き
た
が
、
下
巻
の
二
つ

の
記
事
に
は
明
ら
か
な
差
異
が
あ
る
。
諒
闇
の
最
中
の
記
事
で
は
忠
実
と
い
う
第
三
者

に
よ
る
回
想
と
し
て
記
す
一
方
で
、
諒
闇
が
明
け
た
後
の
記
事
で
は
讃
岐
典
侍
自
身
に

よ
る
回
想
と
し
て
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
讃
岐
典
侍
と
堀
河
天
皇
の
親
密

さ
を
物
語
る
記
事
で
あ
る
が
、
そ
の
記
し
方
の
差
異
に
は
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
前
者

は
忠
実
と
い
う
第
三
者
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
で
、
讃
岐
典
侍
一
人
の
思
い
出
で
は
な
く
、

堀
河
天
皇
に
仕
え
た
人
々
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
出
来
事
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ

る
。そ

も
そ
も
、
諒
闇
の
最
中
の
堀
河
天
皇
に
関
す
る
回
想
は
、
公
的
な
行
事
に
ま
つ
わ

る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
灌
仏
の
日
の
鳥
羽
天
皇
の
姿
を
目
に
し
て
「
引
直
衣
に
て
、

念
誦
し
て
こ
そ
御
帳
の
前
に
お
は
し
ま
し
し
か
」（
四
四
八
頁
）
と
、
か
つ
て
の
堀
河
天

皇
の
姿
を
回
想
す
る
。
あ
る
い
は
、
堀
河
天
皇
在
世
中
の
最
勝
講
の
話
を
耳
に
し
て
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「
そ
の
日
の
論
議
を
い
ひ
出
だ
し
、
い
み
じ
さ
な
ど
さ
た
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
」（
四
四
九

頁
）
と
、
講
が
終
わ
っ
た
後
の
堀
河
天
皇
の
様
子
を
回
想
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

六
月
の
記
事
は
公
的
な
行
事
に
ま
つ
わ
る
回
想
で
は
な
い
が
、
堀
河
天
皇
に
仕
え
た

女
房
た
ち
が
複
数
登
場
す
る
。
堀
川
の
泉
見
物
に
出
か
け
た
夜
、「
常
陸
殿
と
い
ふ
女

房
」
に
呼
ば
れ
、
讃
岐
典
侍
た
ち
は
参
内
し
た
。
そ
の
翌
朝
、
堀
河
天
皇
が
用
意
し
て

い
た
扇
引
き
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
と
め
て
、
明
く
る
や
お
そ
き
と
は
じ
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
人
た
ち
召
し
す
ゑ
て
、
大
弐

の
三
位
殿
を
は
じ
め
て
ゐ
あ
は
れ
た
り
し
に
、「
ま
づ
、
引
け
」
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
か
ば

引
き
し
に
、
う
つ
く
し
と
見
し
を
え
引
き
あ
て
で
、
な
か
に
わ
ろ
か
り
し
を
引
き
あ
て
た

り
し
を
、
う
へ
に
投
げ
お
き
し
か
ば
、「
か
か
る
や
う
や
あ
る
」
と
て
、
笑
は
せ
た
ま
ひ

た
り
し
こ
と
を
、
但
馬
殿
と
い
ふ
人
の
、「
家
の
子
の
心
な
る
や
。
こ
と
人
は
え
せ
じ
」

な
ど
興
じ
あ
は
れ
し
に
、
そ
の
を
り
は
何
と
も
お
ぼ
え
ざ
り
し
こ
と
さ
へ
、
い
か
で
さ
は

し
ま
ゐ
ら
せ
け
る
に
か
と
な
め
げ
に
、
今
日
は
、
あ
り
が
た
く
お
ぼ
ゆ
る
。

�

（
嘉
承
三
年
六
月　

四
五
〇
～
四
五
一
頁
）

堀
河
天
皇
の
乳
母
で
あ
る
大
弐
の
三
位
を
は
じ
め
、
多
く
の
人
が
い
る
中
、
讃
岐
典

侍
は
見
劣
り
が
す
る
扇
を
引
き
当
て
、
御
前
に
投
げ
出
し
た
。
そ
れ
を
堀
河
天
皇
は
笑

い
、
但
馬
殿
は
「
家
の
子
」
の
よ
う
だ
と
評
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
回
想
記
事
か
ら
は
讃
岐
典
侍
と
堀
河
天
皇
の
格
別
の
親
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る

が
、
複
数
の
女
房
が
具
体
的
に
登
場
し
て
い
る
点
は
看
過
で
き
な
い
。
主
君
と
し
て

「
あ
り
が
た
」
い
堀
河
天
皇
の
も
と
で
と
も
に
仕
え
た
女
房
た
ち
と
の
思
い
出
と
し
て
、

こ
の
記
事
は
記
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
こ
こ
で
も
、
讃
岐
典

侍
一
人
の
思
い
出
で
は
な
く
、
堀
河
天
皇
の
御
代
に
仕
え
た
人
々
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ

る
思
い
出
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

諒
闇
が
明
け
た
後
の
回
想
記
事
は
、
先
の
膝
の
陰
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
の
よ
う
に
、

全
体
的
に
変
化
す
る
。
一
例
と
し
て
、
五
節
の
営
み
を
鳥
羽
天
皇
と
見
る
う
ち
に
堀
河

天
皇
と
二
人
で
過
ご
し
た
雪
の
朝
を
回
想
す
る
と
い
う
場
面
を
見
て
み
る
。

わ
が
寝
く
た
れ
の
姿
、
ま
ば
ゆ
く
お
ぼ
え
し
か
ば
、「
常
よ
り
み
め
ほ
し
き
つ
と
め
て
か

な
」
と
申
し
た
り
し
、
を
か
し
げ
に
お
ぼ
し
め
し
て
、「
い
つ
も
さ
ぞ
見
ゆ
る
」
と
お
ほ

せ
ら
れ
て
、
ほ
ほ
ゑ
ま
せ
た
ま
ひ
た
り
し
御
口
つ
き
、
向
か
ひ
ま
ゐ
ら
せ
た
る
心
地
す
る

に
、〔
中
略
〕
滝
口
の
本
所
の
雑
仕
な
め
り
、
女
の
声
に
て
、
透
垣
の
も
と
近
く
さ
し
出
で

て
見
る
け
は
ひ
し
て
、「
あ
な
、
ゆ
ゆ
し
の
雪
の
高
さ
や
。
い
か
が
せ
ん
ず
る
。
裾
も
え

取
り
行
く
ま
じ
き
は
と
よ
」
と
い
ひ
し
を
聞
か
せ
た
ま
ひ
て
、「
こ
れ
、
聞
け
。
い
み
じ

き
大
事
出
で
来
に
た
り
と
こ
そ
思
ひ
あ
つ
か
ひ
た
れ
。
雪
の
め
で
た
さ
、
御
目
さ
め
ぬ
る

心
地
す
る
」
と
て
、
笑
は
せ
た
ま
ひ
し
な
ど
、
思
ひ
出
で
ら
れ
て
…
…

�

（
天
仁
元
年
十
一
月　

四
六
五
～
四
六
六
頁
）

起
き
出
し
た
姿
の
ま
ま
、
と
も
に
雪
を
眺
め
、
甘
美
な
時
間
を
過
ご
す
。
そ
れ
を
破

る
雑
仕
女
の
声
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
面
は
明
ら
か
に
讃
岐
典
侍
と
堀
河
天
皇

の
二
人
だ
け
に
共
有
さ
れ
る
思
い
出
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
場
面
に
続
け
て
、
皇
后
宮
方
で
の
打
出
の
衣
を
目
に
し
た
讃
岐
典
侍
は
、
再
び

一
昨
年
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
ゆ
く
。
堀
河
天
皇
は
自
ら
人
々
に
指
示
を
出
し
、
讃
岐

典
侍
に
は
一
の
間
で
袖
口
を
出
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
一
の
間
に
は
出
だ
せ
」
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
か
ば
、
み
な
人
の
袖
口
も
竜
胆
な
る
に
、
わ

が
唐
衣
の
赤
色
に
て
さ
へ
あ
り
し
か
ば
、
一
人
ま
じ
り
た
ら
ん
が
け
し
き
お
ぼ
え
て
、

「
こ
れ
こ
そ
見
苦
し
く
や
」
と
申
し
し
か
ば
、「
遠
く
て
は
何
か
見
え
ん
。
あ
へ
な
ん
。
そ

の
人
と
い
ふ
、
書
き
つ
け
て
も
な
し
。
よ
も
見
え
じ
」、
あ
な
が
ち
に
せ
ん
と
お
ぼ
し
め
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し
た
り
し
こ
と
な
れ
ば
、
と
が
な
き
や
う
に
い
ひ
な
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
す
べ
て
黒
戸
の
か

た
は
ら
に
つ
づ
き
た
る
、
小
半
蔀
よ
り
御
覧
じ
て
、「
あ
の
袖
、
い
ま
す
こ
し
さ
し
出
だ

せ
。
こ
れ
、
す
こ
し
引
き
入
れ
よ
」
な
ど
、
も
て
興
ぜ
さ
せ
た
ま
ひ
し
有
様
、
い
か
で
か

思
ひ
出
で
ざ
る
べ
き
ぞ
な
ど
お
ぼ
え
て
、
目
と
ど
め
ら
る
れ
。

�

（
天
仁
元
年
十
一
月　

四
六
七
頁
）

讃
岐
典
侍
は
自
身
の
唐
衣
の
色
が
見
苦
し
い
の
で
は
な
い
か
と
恥
じ
ら
う
が
、
堀
河

天
皇
は
讃
岐
典
侍
の
科
で
は
な
い
と
言
い
な
す
。
こ
こ
で
は
、
堀
河
天
皇
に
仕
え
る
女

房
た
ち
が
登
場
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
具
体
的
な
名
は
一
切
記
さ
れ
な
い
。
そ
の

た
め
、
讃
岐
典
侍
を
か
ば
う
堀
河
天
皇
の
姿
が
と
り
わ
け
印
象
づ
け
ら
れ
る
形
と
な
っ

て
い
る
。
先
の
扇
引
き
の
思
い
出
と
は
異
な
る
回
想
の
あ
り
方
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
諒
闇
の
前
後
で
回
想
記
事
は
変
化
す
る
。
諒
闇
の
最
中
は
堀
河
天
皇

に
仕
え
た
人
々
と
と
も
に
堀
河
天
皇
の
姿
を
描
く
一
方
、
諒
闇
が
明
け
た
後
は
二
人
の

親
密
な
関
係
を
殊
更
に
描
い
て
ゆ
く
。
前
節
で
検
討
し
た
古
歌
の
引
用
と
同
様
、
堀
河

天
皇
を
公
に
追
悼
す
る
期
間
は
、
典
侍
と
し
て
の
視
点
で
堀
河
天
皇
の
御
代
を
回
想
し
、

記
そ
う
と
し
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

下
巻
は
「
追
慕
の
記
」
と
称
さ
れ
る
が
、
古
歌
の
引
用
、
回
想
記
事
の
変
容
か
ら
、

諒
闇
を
境
に
そ
の
追
慕
の
あ
り
方
は
変
化
し
て
い
る
と
言
え
る
。
讃
岐
典
侍
と
堀
河
天

皇
の
関
係
性
を
語
る
と
き
、
雪
の
朝
の
思
い
出
に
象
徴
さ
れ
る
親
密
さ
を
無
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
諒
闇
の
最
中
の
記
事
に
お
い
て
は
私
的
な
内
容
は
控
え
ら
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
代
わ
り
に
記
さ
れ
た
の
が
、
天
皇
追
慕
の
先
例
と
な
る
哀
傷
歌
や
、

と
も
に
仕
え
た
人
々
と
共
有
さ
れ
る
堀
河
天
皇
の
思
い
出
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
諒

闇
を
意
識
し
、
記
述
姿
勢
を
変
化
さ
せ
る
下
巻
は
、
典
侍
と
い
う
立
場
が
強
く
反
映
し

た
「
追
慕
の
記
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四
、
讃
岐
典
侍
の
詠
歌
の
特
徴

こ
こ
ま
で
、
古
歌
を
は
じ
め
と
し
て
他
者
の
詠
歌
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
き
た
が
、

讃
岐
典
侍
自
身
は
ど
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
節
で
挙
げ
た
「
五

月
雨
の
軒
の
あ
や
め
も
つ
く
づ
く
と
袂
に
音
の
み
か
か
る
空
か
な
」
は
讃
岐
典
侍
の
自

詠
で
あ
る
が
、
以
下
に
挙
げ
る
『
後
拾
遺
集
』
に
入
集
す
る
和
泉
式
部
の
詠
歌
と
の
関

係
が
諸
注
釈
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　

五
月
五
日
に
ひ
と
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る�

和
泉
式
部　
　

ひ
た
す
ら
に
の
き
の
あ
や
め
の
つ
く
づ
く
と
お
も
へ
ば
ね
の
み
か
か
る
そ
で
か
な

�

（
七
九
九
）

傍
線
部
が
讃
岐
典
侍
の
詠
歌
と
一
致
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
和
泉
式
部
の
歌
に
大
き

く
拠
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
和
泉
式
部
も
ま
た
、
高
貴
な
男
性
と
恋
に
落
ち
、
先

立
た
れ
た
女
性
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
共
通
点
か
ら
特
に
影
響
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
当
時
最
新
の
勅
撰
集
で
あ
っ
た
『
後
拾
遺
集
』
の
最
多
入
集
歌
人
と
い
う

観
点
か
ら
、
和
泉
式
部
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

讃
岐
典
侍
の
自
詠
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
に
先
行
歌
に
大
き
く
拠
っ
た
も
の
が
あ
る
。

歌
才
と
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
讃
岐
典
侍
の
詠
歌
の
特
徴
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
下
で
は
、
先
行
歌
に
拠
っ
た
歌
を
見
て
み
る
。

幼
い
鳥
羽
天
皇
へ
の
再
出
仕
を
要
請
さ
れ
た
讃
岐
典
侍
は
、
堀
河
天
皇
に
仕
え
た
と

き
の
よ
う
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
と
涙
し
、
そ
の
思
い
を
歌
に
す
る
。

「
…
…
い
ま
さ
ら
に
立
ち
出
で
て
、
見
し
世
の
や
う
に
あ
ら
ん
こ
と
も
か
た
し
。
君
は
い

は
け
な
く
お
は
し
ま
す
。
さ
て
な
ら
ひ
に
し
も
の
ぞ
と
お
ぼ
し
め
す
こ
と
も
あ
ら
じ
。
さ
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ら
ん
ま
ま
に
は
、
昔
の
み
恋
し
く
て
、
う
ち
見
ん
人
は
よ
し
と
や
は
あ
ら
ん
」
な
ど
思
ひ

つ
づ
く
る
に
、
袖
の
ひ
ま
な
く
ぬ
る
れ
ば
、

　
　

乾
く
ま
も
な
き
墨
染
め
の
袂
か
な
あ
は
れ
昔
の
か
た
み
と
思
ふ
に

�

（
嘉
承
二
年
十
月　

四
三
〇
～
四
三
一
頁
）

「
乾
く
ま
も
」
歌
は
、
藤
原
顕
綱
の
家
集
『
讃
岐
入
道
集
』
に
入
る
次
の
歌
の
改
作

と
さ
れ
る
。
顕
綱
は
讃
岐
典
侍
の
父
で
あ
る
。

　
　

故
院
の
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
た
り
け
る
に

か
わ
く
ま
も
な
き
す
み
ぞ
め
の
た
も
と
か
な
く
ち
な
ば
な
に
を
か
た
み
に
も
せ
ん
（
八
一
）

讃
岐
典
侍
の
詠
歌
は
、
故
院
す
な
わ
ち
後
三
条
天
皇
を
追
慕
す
る
顕
綱
の
歌
の
下
の

句
を
改
作
し
た
も
の
で
あ
る
。

鳥
羽
天
皇
に
出
仕
し
な
が
ら
も
堀
河
天
皇
を
追
慕
し
続
け
た
一
年
が
終
わ
り
を
迎
え

る
と
き
、
下
巻
も
閉
じ
ら
れ
る
。
そ
の
結
び
と
な
る
部
分
に
は
、『
拾
遺
集
』
に
入
る

紀
貫
之
の
「
こ
ふ
る
ま
に
年
の
く
れ
な
ば
な
き
人
の
別
や
い
と
ど
と
ほ
く
な
り
な
ん
」）
（1
（

（
一
三
〇
九
）
の
初
句
の
み
を
改
変
し
た
歌
が
置
か
れ
る
。

わ
れ
は
、
た
だ
、
ひ
と
所
の
御
心
の
あ
り
が
た
く
な
つ
か
し
う
、
女
房
主
な
ど
こ
そ
か
く

は
お
は
し
ま
さ
め
と
お
ぼ
え
た
ま
ひ
し
が
、
忘
ら
る
る
世
な
く
お
ぼ
ゆ
る
ま
ま
に
、
書
き

つ
け
ら
れ
て
。

　
　

嘆
き
つ
つ
年
の
暮
れ
な
ば
な
き
人
の
別
れ
や
い
と
ど
遠
く
な
り
な
ん

�

（
天
仁
元
年
十
二
月
三
十
日　

四
七
六
頁
）

初
句
の
み
の
改
変
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
、「「
恋
ふ
る
ま
に
」
で
は

先
帝
に
対
す
る
思
い
が
露
骨
す
ぎ
る
た
め
に
、「
な
げ
き
つ
つ
」
と
改
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
身
の
心
境
を
託
し
得
た
も
の
と
感
じ
、
自
作
歌
の
ご
と
く
に
用
い
た
も
の
で
あ

ろ
う
」
と
い
う
指
）
（1
（
摘
が
首
肯
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

下
巻
の
結
び
に
続
け
て
、
追
記
と
い
う
形
で
年
次
不
明
の
十
月
の
記
事
が
あ
る
。
堀

河
天
皇
の
遺
骨
が
安
置
さ
れ
て
い
た
香
隆
寺
を
参
拝
し
た
讃
岐
典
侍
は
、
人
を
招
く
よ

う
な
尾
花
の
様
子
を
目
に
し
て
、「
花
薄
ま
ね
く
に
と
ま
る
人
ぞ
な
き
煙
と
な
り
し
跡

ば
か
り
し
て
」（
四
七
七
頁
）
を
詠
む
。

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
次
に
挙
げ
る
『
弁
乳
母
集
』
に
見
え
る
歌
と
の
関
連
性
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
弁
乳
母
は
顕
綱
の
母
、
す
な
わ
ち
讃
岐
典
侍
の
祖
母

で
あ
る
。

　
　

ま
つ
の
を
の
行
幸
、
春
宮
の
女
房
見
け
る
に
、
さ
が
野
の
さ
さ
の

　
　

う
へ
に
た
て
て
、
は
な
ど
も
を
さ
し
て
、
そ
の
野
を
、
ひ
と
く
る

　
　

ま
つ
づ
き
た
り
、
す
す
き
の
車
に
、　　
　
　
　

源
少
将
す
け
つ
な

う
ち
ま
ね
く
気
色
こ
と
な
る
は
な
す
す
き
ゆ
き
す
ぎ
が
た
き
心
地
こ
そ
す
れ
（
三
四
）

　
　

か
へ
し

行
き
す
ぎ
ぬ
気
色
と
も
み
ず
は
な
す
す
き
ま
ね
く
に
と
ま
る
人
し
な
け
れ
ば
（
三
五
）

「
乾
く
ま
も
」
歌
や
「
嘆
き
つ
つ
」
歌
の
場
合
と
は
異
な
り
、
詠
歌
状
況
に
共
通
点

は
な
い
。
あ
く
ま
で
表
現
面
で
の
類
似
で
あ
る
が
、
父
顕
綱
の
家
集
を
参
照
し
て
い
る

こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
祖
母
弁
乳
母
の
家
集
を
目
に
し
、
そ
の
表
現
を
参
考
に
し

て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
讃
岐
典
侍
の
自
詠
の
う
ち
、
先
行
歌
に
大
き
く
拠
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
を

取
り
上
げ
て
き
た
。
勅
撰
集
や
、
父
や
祖
母
と
い
っ
た
身
内
の
家
集
に
学
び
、
表
現
を

摂
取
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
摂
取
の
仕
方
は
未
熟
な
も
の
で
あ

っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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そ
も
そ
も
、
讃
岐
典
侍
は
歌
才
に
は
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

二
節
で
取
り
上
げ
た
古
歌
を
一
首
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
し
ま
う
態
度
や
、
以
下
に
挙
げ

る
先
行
歌
に
拠
ら
な
い
讃
岐
典
侍
の
独
詠
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

夜
の
御
殿
の
壁
に
、
明
け
暮
れ
目
な
れ
て
お
ぼ
え
ん
と
お
ぼ
し
た
り
し
楽
を
書
き
て
、
押

し
つ
け
さ
せ
た
ま
へ
り
し
笛
の
譜
の
、
押
さ
れ
た
る
跡
の
、
壁
に
あ
る
を
見
つ
け
た
る
ぞ
、

あ
は
れ
な
る
。

　
　

笛
の
音
の
押
さ
れ
し
壁
の
跡
見
れ
ば
過
ぎ
に
し
こ
と
は
夢
と
お
ぼ
ゆ
る

�

（
天
仁
元
年
九
月　

四
六
一
頁
）

か
つ
て
堀
河
天
皇
が
貼
り
付
け
た
笛
の
譜
の
跡
を
壁
に
見
つ
け
た
折
の
詠
歌
で
あ
る
。

上
の
句
は
、
地
の
文
の
内
容
（
傍
線
部
）
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
極
め
て
散
文
的
な
一
首

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
古
歌
の
引
用
や
先
行
歌
の
改
作
が
目
に
つ
く
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
和

歌
は
、
独
創
性
に
は
欠
け
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
讃
岐
典
侍
の
よ
う

に
歌
合
等
に
出
詠
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
多
く
の
女
房
た
ち
が
何
を
参
考
に
し
、
ど
の

よ
う
に
し
て
歌
を
詠
も
う
と
し
て
い
た
の
か
を
知
る
手
が
か
り
の
一
つ
と
な
る
だ
ろ
）
（1
（
う
。

歌
壇
で
は
活
躍
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
女
房
の
和
歌
活
動
の
一
端
を
、『
讃
岐
典
侍
日

記
』
は
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

以
上
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
下
巻
の
特
徴
で
あ
る
和
歌
に
注
目
し
、
中
で
も
古
歌
の

引
用
や
、
先
行
歌
に
大
き
く
拠
っ
た
讃
岐
典
侍
の
詠
歌
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
古
歌

の
引
用
の
様
相
と
回
想
記
事
の
変
容
か
ら
、
讃
岐
典
侍
は
諒
闇
を
意
識
し
、
そ
の
前
後

で
記
述
姿
勢
を
変
化
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
諒
闇
の
期
間
に
お
い
て
は
天

皇
追
慕
の
先
例
と
な
る
哀
傷
歌
を
引
用
し
、
と
も
に
仕
え
た
人
々
と
共
有
さ
れ
る
堀
河

天
皇
の
姿
を
回
想
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
下
巻
に
は
典
侍
と
し
て
の
視
点
で
天

皇
の
御
代
を
振
り
返
り
、
追
慕
し
よ
う
と
す
る
一
面
も
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

主
君
の
死
を
描
き
、
追
悼
す
る
女
房
日
記
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』�

は
そ
の
早
い
例
と
な
る
作
品
で
あ
る
。
日
記
と
い
う
形
式
で
の
追
悼
を
試
み
た
と
き
、

天
皇
追
慕
の
先
例
と
し
て
讃
岐
典
侍
の
目
に
留
ま
っ
た
の
は
哀
傷
歌
で
は
な
か
っ
た
か
。

過
剰
と
も
言
え
る
古
歌
の
引
用
は
、
堀
河
天
皇
を
歴
代
天
皇
に
並
び
追
慕
さ
れ
る
存
在

と
し
て
描
く
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
ら
の
日
記
を
哀
傷
歌
に
代
表
さ
れ
る
天
皇
追

慕
の
文
学
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
古
歌
の
引
用
等
、
特
徴
的
な
和
歌
に
注
目
し
た
た
め
、
取
り
上
げ

な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
。
讃
岐
典
侍
の
贈
答
歌
の
位
置
づ
け
な
ど
、
深
め
る
べ
き
問
題

は
多
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注

�

（
（
）
二
十
三
首
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

�　
　
　

 

讃
岐
典
侍
の
自
詠
…
十
一
首

�　
　
　

 

他
者
詠
…
六
首

�　
　
　

 

勅
撰
集
、『
栄
花
物
語
』
等
に
入
集
す
る
古
歌
…
六
首

�　
　

 

な
お
、
天
仁
元
年
十
二
月
の
記
事
に
見
ら
れ
る
「
嘆
き
つ
つ
年
の
暮
れ
な
ば
な
き
人
の

別
れ
や
い
と
ど
遠
く
な
り
な
ん
」（
四
七
六
頁
）
は
、
紀
貫
之
の
「
こ
ふ
る
ま
に
年
の
く

れ
な
ば
な
き
人
の
別
や
い
と
ど
と
ほ
く
な
り
な
ん
」（『
拾
遺
集
』
哀
傷
・
一
三
〇
九
）

の
初
句
の
み
を
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
讃
岐
典
侍
の
自
詠
と
し
て
数
え
た
。
こ
の

歌
を
含
め
た
讃
岐
典
侍
の
詠
歌
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
四
節
で
詳
述
す
る
。

�

（
（
）『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
り
、
引
用
本
文
の
下
に

頁
数
を
記
す
。

�

（
（
）
石
井
文
夫
校
注
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
解
説
（
小
学
館
、
一



─ （（ ─

ま
う
で
き
け
る
つ
い
で
に
見
い
れ
け
れ
ば
、
も
と
あ
り
し
せ
ん
ざ
い
も
い
と
し
げ
く
あ

れ
た
り
け
る
を
見
て
、
は
や
く
そ
こ
に
侍
り
け
れ
ば
む
か
し
を
思
ひ
や
り
て
よ
み
け

る
」（
哀
傷
・
八
五
三
）
と
あ
る
。

�

（
（
）『
後
拾
遺
集
』
の
詞
書
に
は
「
霊
山
に
こ
も
り
た
る
ひ
と
に
あ
は
む
と
て
ま
か
り
た
り
け

る
に
み
ま
か
り
て
の
ち
十
三
日
に
あ
た
り
て
も
の
い
み
す
と
き
き
は
べ
り
て
」（
哀
傷
・

五
五
三
）
と
あ
る
。

�

（
（0
）
拙
稿
「
天
皇
の
代
替
わ
り
と
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
―
鳥
羽
天
皇
か
ら
見
る
下
巻
の
位
置

づ
け
―
」（『
皇
統
迭
立
と
文
学
形
成
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
に
お
い
て
、
諒
闇

明
け
の
記
事
を
境
と
し
て
、
鳥
羽
天
皇
に
対
す
る
描
写
が
幼
さ
を
強
調
す
る
も
の
か
ら

主
君
と
し
て
振
る
舞
う
様
子
を
捉
え
た
も
の
へ
と
変
化
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

�

（
（（
）
天
仁
元
年
八
月
の
記
事
で
は
「
一
昨
年
の
こ
ろ
に
、
か
や
う
に
て
夜
昼
御
か
た
は
ら
に

さ
ぶ
ら
ひ
し
に
」（
四
五
七
頁
）
と
あ
り
、
嘉
承
元
年
（
一
一
〇
六
）
の
出
来
事
と
し
て

記
さ
れ
る
。
同
様
の
出
来
事
が
複
数
回
あ
っ
た
の
か
、
一
度
き
り
の
出
来
事
を
印
象
的

な
も
の
と
し
て
繰
り
返
し
回
想
し
て
い
る
の
か
は
解
釈
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

讃
岐
典
侍
・
堀
河
天
皇
・
忠
実
の
三
人
が
登
場
し
、
讃
岐
典
侍
が
天
皇
の
膝
の
陰
に
隠

さ
れ
る
と
い
う
共
通
し
た
内
容
を
も
つ
点
で
、
比
較
対
象
と
な
る
記
事
で
あ
る
。

�

（
（（
）
紀
貫
之
の
「
こ
ふ
る
ま
に
」
歌
は
『
後
撰
集
』
哀
傷
に
も
入
集
す
る
。

�

（
（（
）
宮
崎
莊
平
前
掲
注（
（
）論
文
。

�

（
（4
）
田
渕
句
美
子
氏
は
、『
土
御
門
院
女
房
』
の
和
歌
に
「
一
首
全
体
が
剽
窃
と
言
え
る
ほ
ど

古
歌
に
酷
似
」
す
る
も
の
が
あ
り
、「
和
歌
一
首
の
表
現
構
成
が
、
散
文
の
よ
う
な
作
り

で
、
一
文
の
よ
う
な
構
成
が
多
い
」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、「
和
歌
が
一
文
の
文
章
の
よ
う

な
構
成
に
な
る
こ
と
は
、『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
の
和
歌
な
ど
に
も
見
ら
れ
、
歌
壇

で
の
修
練
を
し
て
い
な
い
歌
人
に
多
い
特
質
か
と
も
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
る
（
田
渕
句

美
子
・
中
世
和
歌
の
会
『
民
部
卿
典
侍
集　

土
御
門
院
女
房
全
釈
』
解
説
（
風
間
書
房
、

二
〇
一
六
年
））。
散
文
に
重
点
を
置
く
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
和
歌
と
、
和
歌
を
中
心

に
据
え
る
『
土
御
門
院
女
房
』
や
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
を
単
純
に
並
べ
て
扱
う

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
す
べ
て
故
人
の
追
慕
を
主
題
と
し
て
い
る
点

で
は
注
意
さ
れ
る
。

�

（
た
ん
げ　

あ
つ
こ　
　

日
本
語
日
本
文
学
科
）

九
九
四
年
）。

�
（
4
）『
和
泉
式
部
日
記
』
に
、『
古
今
集
』
の
歌
を
一
首
そ
の
ま
ま
手
紙
に
認
め
て
き
た
帥
宮

に
対
し
、
女
が
『
伊
勢
物
語
』
の
歌
を
返
す
と
い
う
場
面
が
あ
る
。

�　
　

 　
　

昼
つ
か
た
御
文
あ
り
。
見
れ
ば
、

�　
　

 　
　
　
　

あ
な
恋
し
今
も
見
て
し
が
山
が
つ
の
垣
ほ
に
咲
け
る
や
ま
と
な
で
し
こ

�　
　

 　
　
「
あ
な
物
狂
ほ
し
」
と
言
は
れ
て
、

�　
　

 　
　
　
　

恋
し
く
は
来
て
も
見
よ
か
し
ち
は
や
ぶ
る
神
の
い
さ
む
る
道
な
ら
な
く
に

�　
　

 　
　

と
聞
こ
え
た
れ
ば
、
う
ち
笑
ま
せ
た
ま
ひ
て
御
覧
ず
。

�

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

七
九
頁
）

�　
　

 

こ
れ
は
古
歌
を
用
い
た
和
泉
式
部
と
帥
宮
の
当
意
即
妙
の
や
り
取
り
で
あ
り
、『
讃
岐
典

侍
日
記
』
の
例
と
は
性
格
が
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

�

（
5
）
守
屋
省
吾
「『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
作
者　

藤
原
長
子
」（『
女
流
日
記
文
学
講
座
』
第
四

巻
、
勉
誠
社
、
一
九
九
〇
年
）。

�

（
（
）
宮
崎
莊
平
「
讃
岐
典
侍
日
記
の
形
質　

作
中
和
歌
の
位
相
」（『
平
安
女
流
日
記
文
学
の

研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
二
年
、
初
出
は
一
九
六
四
年
）。

�

（
（
）『
金
葉
集
』（
二
度
本
・
雑
上
・
五
二
四
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

�　
　

 　
　
　
　

後
三
条
院
か
く
れ
お
は
し
ま
し
て
又
の
と
し
の
は
る
、

�　
　

 　
　
　
　

さ
か
り
な
る
花
を
み
て
よ
め
る　
　
　
　
　

左
近
府
生
秦
兼
方

�　
　

 　
　

こ
ぞ
見
し
に
色
も
か
は
ら
ず
さ
き
に
け
り
は
な
こ
そ
物
は
お
も
は
ざ
り
け
れ

�　
　

 

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
と
は
初
句
が
異
な
る
が
、
日
記
本
文
中
に
「
兼
方
、
後
三
条
院
に
お

く
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
」
と
あ
り
、
引
用
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
古

歌
の
引
用
の
例
と
し
て
数
え
た
。
な
お
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
成
立
時
点
に
お
い
て
、

『
金
葉
集
』
は
編
纂
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
兼
方
の
歌
は
、
い
ず
れ
も

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
成
立
以
降
の
作
品
で
あ
る
が
、『
袋
草
紙
』
や
『
宝
物
集
』、『
宇
治

拾
遺
物
語
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
有
名
な
歌
で
あ
り
、
讃
岐
典
侍
も
何
ら
か
の
資
料
を

通
し
て
接
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

�

（
（
）『
古
今
集
』
の
詞
書
に
は
「
藤
原
の
と
し
も
と
の
朝
臣
の
右
近
中
将
に
て
す
み
侍
り
け
る

ざ
う
し
の
身
ま
か
り
て
の
ち
人
も
す
ま
ず
な
り
に
け
る
を
、
秋
の
夜
ふ
け
て
も
の
よ
り


