
此
事
林
国
雄
て
ふ
男
、
例
の
か
い
な
で
の
歌
詠
に
て
、
こ
こ
へ
も
講
釈
な
ど

に
来
れ
り
し
が
、
此
わ
た
り
を
ゆ
き
め
ぐ
り
、
詳
し
く
案
内
し
り
た
ち
と
て

語
り
し
を
、
其
み
な
も
と
の
水
筋
ば
か
り
、
い
さ
さ
か
形
に
も
書
て
記
し
つ
。

 
（
255
頁
）

と
、
な
ん
と
源
国
雄
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
脚
注
に
、

林
国
雄
―
国
学
者
。
宣
長
の
門
人
。
狂
歌
を
好
み
、
後
、
和
歌
の
道
に
入
る
。

天
保
十
年
没
。
六
十
歳
。『
日
本
書
紀
写
誤
考
』『
詞
の
緒を

だ
ま
き環

』
等
を
著
す
。

と
あ
っ
て
、
深
沢
先
生
は
林
国
雄
の
没
年
を
天
保
十
年
（
一
八
三
九
年
）
没
と
注

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
な
ら
天
保
六
年
に
跋
文
を
書
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
つ
い
で
に
『
井
関
隆
子
の
研
究
』
の
方
も
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
こ
の
中
に
も
、

林
国
雄
は
、
前
年
の
天
保
十
年
二
月
、
六
十
歳
で
没
し
て
い
る
。
林
は
平
田

篤
胤
に
学
ん
だ
ら
し
い
が
、
自
分
で
は
本
居
宣
長
の
門
人
と
称
し
て
い
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。『
詞
の
緒
環
』
二
巻
は
天
保
九
年
の
刊
行
。 

（
76
頁
）

と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
日
記
の
天
保
十
一
年
十
一

月
六
日
条
に
も
、

此
も
の
一
と
せ
身
ま
か
り
ぬ
と
聞
つ
。
世
に
長
か
ら
ま
し
か
ば
、
は
た
い
か

な
る
ひ
が
事
共
を
か
物
せ
ま
し
を
、
と
く
失
た
る
な
む
、
い
さ
さ
か
は
う
し

ろ
や
す
か
め
る
。 

（
374
頁
）

と
書
か
れ
て
あ
る
。
深
沢
先
生
は
、
こ
の
文
章
は
亡
く
な
っ
た
人
に
対
す
る
言
と

し
て
は
か
な
り
厳
し
い
口
調
で
あ
る
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
国
雄
が

「
隆
子
千
首
詠
」
の
跋
文
を
書
い
て
い
る
と
す
る
と
、
か
つ
て
は
そ
れ
な
り
に
親

し
く
交
流
し
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

　
な
お
こ
こ
に
「
一
と
せ
身
ま
か
り
ぬ
」
と
あ
る
こ
と
で
、
深
沢
先
生
は
一
年
前

の
天
保
十
年
に
亡
く
な
っ
た
と
見
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
「
一
と
せ
」

は
数
年
前
の
あ
る
年
で
も
か
ま
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
文
政
二
年
没
と
天
保
十
年

没
で
は
十
年
の
差
が
あ
る
。
資
料
不
足
と
い
う
か
調
査
不
足
で
確
定
は
で
き
な
い

も
の
の
、
こ
こ
で
は
仮
に
天
保
十
年
没
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
き
た
い
。

云
々
と
書
か
れ
て
お
り
、
井
関
隆
子
の
出
自
紹
介
に
始
ま
り
、
彼
女
の
歌
人
と
し

て
の
才
能
に
ま
で
触
れ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
隆
子
に
依
頼
さ
れ
て
書

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
初
に
「
鹿
野
（
屋
）
園
」
と
あ
る
の
は
、
隆
子
の
住
ん

で
い
た
井
関
邸
の
離
れ
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
自
ら
「
鹿
屋
園
の
庵
主
」
と
称
し
て

い
た
こ
と
に
よ
る
。

　
な
お
二
つ
の
跋
文
は
、
縣
居
神
社
に
奉
納
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
か
、
文
体
が

祝
詞
形
式
に
書
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
で
隆
子
の
資
料
が
一
つ
増

え
た
と
い
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
深
沢
氏
の
魂
に
導
か
れ
て
、
い
い
買
い
物
を

し
た
か
も
し
れ
な
い
。

二

　
た
だ
し
気
に
な
る
こ
と
が
な
い
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
跋
文
に
記
さ
れ
て

い
る
源
（
林
）
圀
雄
と
い
う
国
学
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み
る
と
文

政
二
年
（
一
八
二
九
年
）
二
月
二
十
七
日
に
没
し
て
い
る
と
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
２
）

。

そ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
天
保
六
年
に
跋
文
を
書
け
る
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
も
ち
ろ

ん
同
姓
同
名
の
別
人
（
あ
る
い
は
二
世
）
が
い
て
も
お
か
し
く
な
い
の
だ
が
。

　
こ
う
い
っ
た
不
安
要
素
が
存
す
る
の
で
、
自
信
を
も
っ
て
井
関
隆
子
の
新
出
資

料
と
は
主
張
で
き
そ
う
も
な
い
。
こ
ん
な
時
こ
そ
、
深
沢
先
生
に
お
見
せ
し
て
ご

意
見
を
う
か
が
う
の
が
一
番
で
あ
っ
た
。
な
に
し
ろ
千
首
と
い
う
の
は
膨
大
な
数

で
あ
る
。『
井
関
隆
子
日
記
』
に
も
八
百
首
も
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
以
前
の
天
保
六
年
に
そ
れ
を
上
回
る
千
首
も
の
歌
を
詠
じ
た
歌
集
が
見
つ
か
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
歌
人
と
し
て
の
隆
子
研
究
の
貴
重
な
資
料
と
な
る
こ
と
は
間

違
い
あ
る
ま
い
。

　
そ
う
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
私
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
は
、
既
に
深
沢
先
生
が

用
意
し
て
お
ら
れ
た
（
書
き
残
し
て
お
ら
れ
た
）。
と
い
う
の
も
、
あ
ら
た
め
て
『
井

関
隆
子
日
記
上
巻
』
を
見
直
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
天
保
十
一
年
七
月
二
十
三
日
条

に
、
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一

　
令
和
三
年
の
正
月
、『
井
関
隆
子
日
記
』
を
世
に
出
さ
れ
た
深
沢
秋
男
先
生
の

訃
報
に
接
し
た
（
享
年
八
十
五
）。
先
生
と
は
研
究
の
時
代
も
分
野
も
（
年
齢
も
）

異
な
っ
て
い
る
が
、
た
ま
た
ま
百
人
一
首
の
注
釈
と
井
関
隆
子
の
資
料
と
い
う
二

つ
の
接
点

（
１
）

が
あ
っ
た
こ
と
で
、
長
ら
く
情
報
交
換
な
ど
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

私
の
方
が
年
少
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
年
上
の
研
究
者
に
接
す
る
よ
う
な
応

対
だ
っ
た
の
で
、
ず
っ
と
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
た
。

　
ま
っ
た
く
の
偶
然
と
い
う
の
か
、
縁
は
異
な
も
の
と
い
う
の
か
、
深
沢
先
生
が

亡
く
な
ら
れ
た
直
後
、
あ
る
古
書
目
録
に
「
隆
子
千
首
詠
（
井
関
隆
子
）」
と
い

う
書
名
の
和
本
が
掲
載
さ
れ
た
。
本
当
に
井
関
隆
子
の
作
品
な
の
か
ど
う
か
半
信

半
疑
な
が
ら
も
、
何
か
の
縁
と
思
っ
て
取
り
あ
え
ず
注
文
し
て
み
た
。
幸
い
競
争

相
手
も
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
ス
ム
ー
ズ
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
届
い
た
本
を
手
に
と
っ
て
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
年
）

睦
月
と
天
保
六
年
三
月
の
二
つ
の
跋
文
が
あ
り
、
さ
ら
に
末
尾
に
天
保
七
年
十
月

二
十
二
日
の
重
明
（
詳
細
未
詳
）
の
奥
書
が
つ
い
て
い
た
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て

跋
文
を
は
じ
め
か
ら
読
ん
で
み
た
と
こ
ろ
、
ま
ず
、

天
保
と
ふ
と
し
の
六
と
せ
む
月
の
は
じ
め
源
隆
子
は
ろ
ば
ろ
に
を
ろ
が
み
て

し
る
す
。

と
書
か
れ
て
い
た
。
天
保
六
年
睦
月
で
あ
る
か
ら
、
次
の
三
月
の
日
付
よ
り
二
か

月
前
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
こ
こ
ま
で
が
井
関
（
源
）
隆
子
自
身
が
記
し
た
跋
文
の

よ
う
で
あ
る
。
単
に
「
隆
子
」
と
あ
る
だ
け
で
は
人
物
の
特
定
は
で
き
な
い
が
、

「
源
隆
子
」
と
あ
れ
ば
、
ほ
ぼ
井
関
隆
子
の
こ
と
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
な

お
天
保
六
年
は
隆
子
五
十
一
歳
の
年
に
あ
た
る
（
日
記
よ
り
五
年
前
）。

　
そ
れ
に
続
く
源
圀
雄
の
跋
文
は
、

鹿か

野や

園ぞ
の

の
刀
自
隆
子
の
君
は
庄
田
主
税
源
安や

す
と
も僚

君
の
女
従
五
位
下
縫
殿
頭
菅

原
朝
臣
親ち

か
つ
ね経

君
の
母
也
皇
国
の
古
へ
学
び
を
た
ふ
と
び
奈
良
の
葉
の
名
に
お

ふ
宮
の
年
ふ
る
を
好
ま
せ
給
ひ
て
常
に
よ
み
出
給
ふ

研究ノート
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吉　海　直　人
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此
事
林
国
雄
て
ふ
男
、
例
の
か
い
な
で
の
歌
詠
に
て
、
こ
こ
へ
も
講
釈
な
ど

に
来
れ
り
し
が
、
此
わ
た
り
を
ゆ
き
め
ぐ
り
、
詳
し
く
案
内
し
り
た
ち
と
て

語
り
し
を
、
其
み
な
も
と
の
水
筋
ば
か
り
、
い
さ
さ
か
形
に
も
書
て
記
し
つ
。

 

（
255
頁
）

と
、
な
ん
と
源
国
雄
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
脚
注
に
、

林
国
雄
―
国
学
者
。
宣
長
の
門
人
。
狂
歌
を
好
み
、
後
、
和
歌
の
道
に
入
る
。

天
保
十
年
没
。
六
十
歳
。『
日
本
書
紀
写
誤
考
』『
詞
の
緒を

だ
ま
き環

』
等
を
著
す
。

と
あ
っ
て
、
深
沢
先
生
は
林
国
雄
の
没
年
を
天
保
十
年
（
一
八
三
九
年
）
没
と
注

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
な
ら
天
保
六
年
に
跋
文
を
書
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
つ
い
で
に
『
井
関
隆
子
の
研
究
』
の
方
も
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
こ
の
中
に
も
、

林
国
雄
は
、
前
年
の
天
保
十
年
二
月
、
六
十
歳
で
没
し
て
い
る
。
林
は
平
田

篤
胤
に
学
ん
だ
ら
し
い
が
、
自
分
で
は
本
居
宣
長
の
門
人
と
称
し
て
い
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。『
詞
の
緒
環
』
二
巻
は
天
保
九
年
の
刊
行
。 

（
76
頁
）

と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
日
記
の
天
保
十
一
年
十
一

月
六
日
条
に
も
、

此
も
の
一
と
せ
身
ま
か
り
ぬ
と
聞
つ
。
世
に
長
か
ら
ま
し
か
ば
、
は
た
い
か

な
る
ひ
が
事
共
を
か
物
せ
ま
し
を
、
と
く
失
た
る
な
む
、
い
さ
さ
か
は
う
し

ろ
や
す
か
め
る
。 

（
374
頁
）

と
書
か
れ
て
あ
る
。
深
沢
先
生
は
、
こ
の
文
章
は
亡
く
な
っ
た
人
に
対
す
る
言
と

し
て
は
か
な
り
厳
し
い
口
調
で
あ
る
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
国
雄
が

「
隆
子
千
首
詠
」
の
跋
文
を
書
い
て
い
る
と
す
る
と
、
か
つ
て
は
そ
れ
な
り
に
親

し
く
交
流
し
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

　
な
お
こ
こ
に
「
一
と
せ
身
ま
か
り
ぬ
」
と
あ
る
こ
と
で
、
深
沢
先
生
は
一
年
前

の
天
保
十
年
に
亡
く
な
っ
た
と
見
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
「
一
と
せ
」

は
数
年
前
の
あ
る
年
で
も
か
ま
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
文
政
二
年
没
と
天
保
十
年

没
で
は
十
年
の
差
が
あ
る
。
資
料
不
足
と
い
う
か
調
査
不
足
で
確
定
は
で
き
な
い

も
の
の
、
こ
こ
で
は
仮
に
天
保
十
年
没
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
き
た
い
。

云
々
と
書
か
れ
て
お
り
、
井
関
隆
子
の
出
自
紹
介
に
始
ま
り
、
彼
女
の
歌
人
と
し

て
の
才
能
に
ま
で
触
れ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
隆
子
に
依
頼
さ
れ
て
書

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
初
に
「
鹿
野
（
屋
）
園
」
と
あ
る
の
は
、
隆
子
の
住
ん

で
い
た
井
関
邸
の
離
れ
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
自
ら
「
鹿
屋
園
の
庵
主
」
と
称
し
て

い
た
こ
と
に
よ
る
。

　
な
お
二
つ
の
跋
文
は
、
縣
居
神
社
に
奉
納
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
か
、
文
体
が

祝
詞
形
式
に
書
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
で
隆
子
の
資
料
が
一
つ
増

え
た
と
い
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
深
沢
氏
の
魂
に
導
か
れ
て
、
い
い
買
い
物
を

し
た
か
も
し
れ
な
い
。

二

　
た
だ
し
気
に
な
る
こ
と
が
な
い
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
跋
文
に
記
さ
れ
て

い
る
源
（
林
）
圀
雄
と
い
う
国
学
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み
る
と
文

政
二
年
（
一
八
二
九
年
）
二
月
二
十
七
日
に
没
し
て
い
る
と
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
２
）

。

そ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
天
保
六
年
に
跋
文
を
書
け
る
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
も
ち
ろ

ん
同
姓
同
名
の
別
人
（
あ
る
い
は
二
世
）
が
い
て
も
お
か
し
く
な
い
の
だ
が
。

　
こ
う
い
っ
た
不
安
要
素
が
存
す
る
の
で
、
自
信
を
も
っ
て
井
関
隆
子
の
新
出
資

料
と
は
主
張
で
き
そ
う
も
な
い
。
こ
ん
な
時
こ
そ
、
深
沢
先
生
に
お
見
せ
し
て
ご

意
見
を
う
か
が
う
の
が
一
番
で
あ
っ
た
。
な
に
し
ろ
千
首
と
い
う
の
は
膨
大
な
数

で
あ
る
。『
井
関
隆
子
日
記
』
に
も
八
百
首
も
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
以
前
の
天
保
六
年
に
そ
れ
を
上
回
る
千
首
も
の
歌
を
詠
じ
た
歌
集
が
見
つ
か
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
歌
人
と
し
て
の
隆
子
研
究
の
貴
重
な
資
料
と
な
る
こ
と
は
間

違
い
あ
る
ま
い
。

　
そ
う
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
私
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
は
、
既
に
深
沢
先
生
が

用
意
し
て
お
ら
れ
た
（
書
き
残
し
て
お
ら
れ
た
）。
と
い
う
の
も
、
あ
ら
た
め
て
『
井

関
隆
子
日
記
上
巻
』
を
見
直
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
天
保
十
一
年
七
月
二
十
三
日
条

に
、
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一

　
令
和
三
年
の
正
月
、『
井
関
隆
子
日
記
』
を
世
に
出
さ
れ
た
深
沢
秋
男
先
生
の

訃
報
に
接
し
た
（
享
年
八
十
五
）。
先
生
と
は
研
究
の
時
代
も
分
野
も
（
年
齢
も
）

異
な
っ
て
い
る
が
、
た
ま
た
ま
百
人
一
首
の
注
釈
と
井
関
隆
子
の
資
料
と
い
う
二

つ
の
接
点

（
１
）

が
あ
っ
た
こ
と
で
、
長
ら
く
情
報
交
換
な
ど
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

私
の
方
が
年
少
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
年
上
の
研
究
者
に
接
す
る
よ
う
な
応

対
だ
っ
た
の
で
、
ず
っ
と
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
た
。

　
ま
っ
た
く
の
偶
然
と
い
う
の
か
、
縁
は
異
な
も
の
と
い
う
の
か
、
深
沢
先
生
が

亡
く
な
ら
れ
た
直
後
、
あ
る
古
書
目
録
に
「
隆
子
千
首
詠
（
井
関
隆
子
）」
と
い

う
書
名
の
和
本
が
掲
載
さ
れ
た
。
本
当
に
井
関
隆
子
の
作
品
な
の
か
ど
う
か
半
信

半
疑
な
が
ら
も
、
何
か
の
縁
と
思
っ
て
取
り
あ
え
ず
注
文
し
て
み
た
。
幸
い
競
争

相
手
も
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
ス
ム
ー
ズ
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
届
い
た
本
を
手
に
と
っ
て
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
年
）

睦
月
と
天
保
六
年
三
月
の
二
つ
の
跋
文
が
あ
り
、
さ
ら
に
末
尾
に
天
保
七
年
十
月

二
十
二
日
の
重
明
（
詳
細
未
詳
）
の
奥
書
が
つ
い
て
い
た
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て

跋
文
を
は
じ
め
か
ら
読
ん
で
み
た
と
こ
ろ
、
ま
ず
、

天
保
と
ふ
と
し
の
六
と
せ
む
月
の
は
じ
め
源
隆
子
は
ろ
ば
ろ
に
を
ろ
が
み
て

し
る
す
。

と
書
か
れ
て
い
た
。
天
保
六
年
睦
月
で
あ
る
か
ら
、
次
の
三
月
の
日
付
よ
り
二
か

月
前
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
こ
こ
ま
で
が
井
関
（
源
）
隆
子
自
身
が
記
し
た
跋
文
の

よ
う
で
あ
る
。
単
に
「
隆
子
」
と
あ
る
だ
け
で
は
人
物
の
特
定
は
で
き
な
い
が
、

「
源
隆
子
」
と
あ
れ
ば
、
ほ
ぼ
井
関
隆
子
の
こ
と
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
な

お
天
保
六
年
は
隆
子
五
十
一
歳
の
年
に
あ
た
る
（
日
記
よ
り
五
年
前
）。

　
そ
れ
に
続
く
源
圀
雄
の
跋
文
は
、

鹿か

野や

園ぞ
の

の
刀
自
隆
子
の
君
は
庄
田
主
税
源
安や

す
と
も僚

君
の
女
従
五
位
下
縫
殿
頭
菅

原
朝
臣
親ち

か
つ
ね経

君
の
母
也
皇
国
の
古
へ
学
び
を
た
ふ
と
び
奈
良
の
葉
の
名
に
お

ふ
宮
の
年
ふ
る
を
好
ま
せ
給
ひ
て
常
に
よ
み
出
給
ふ

研究ノート
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跋
文
は
一
面
七
行
書
き
で
、
奥
書
は
全
六
行
で
収
ま
っ
て
い
る
。
奥
書
を
信
じ

れ
ば
、
本
書
は
「
縣
居
翁
霊
社
」
へ
奉
納
さ
れ
た
自
筆
原
本
を
重
明
が
写
し
た
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
重
明
は
浜
松
在
住
の
人
で
あ
ろ
う
か
。

今
後
の
研
究
の
進
展
を
俟
ち
た
い
。

〔
注
〕

（
１
）
百
人
一
首
の
注
釈
で
は
、
仮
名
草
子
作
者
の
斎
藤
親
盛
（
如
儡
子
）
の
百
人
一
首
注

を
和
泉
書
院
か
ら
出
版
し
て
い
た
だ
い
た
。
井
関
隆
子
で
は
、
所
蔵
し
て
い
る
『
物

が
た
り
合
』
中
の
「
い
な
み
野
」
と
『
雅
文
』（
徒
然
草
）
が
隆
子
の
作
品
で
あ
っ

た
こ
と
を
報
告
し
た
。

（
２
）『
国
学
者
伝
記
集
成
』
と
『
和
学
者
総
覧
』
に
あ
た
っ
て
み
た
が
、
や
は
り
と
も
に

文
政
二
年
没
に
な
っ
て
い
た
。
林
国
雄
の
没
年
を
変
更
す
る
た
め
に
は
、
も
っ
と
詳

し
い
資
料
の
検
証
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

【
冒
頭
和
歌
翻
刻
】

『
隆
子
千
首
』

立
春
朝

　
水
薦
か
る
し
な
ぬ
の
真
弓
春
の
く
る
今
朝
の
あ
さ
け
の
ゑ
ま
は
し
き
鴨

立
春
天

　
振
さ
け
て
み
れ
ば
の
ど
け
し
蜻
蛉
の
春
は
あ
め
よ
り
立
に
け
ら
し
も

立
春
日

　
ひ
さ
方
の
空
も
う
ら
ら
に
此
朝
け
春
と
は
し
ろ
き
日
の
光
か
も

立
春
風

　
吾
門
の
松
の
う
れ
吹
朝
か
ぜ
も
あ
ら
く
は
ふ
か
ず
春
の
し
る
し
か

立
春
霞

　
あ
ま
の
は
ら
霞
き
ら
ひ

（
１
）

て
萬
代
に
あ
は
む
と
も
へ
る
は
る
は
来
に
け
り

立
春
雲

　
玉
く
し
げ
明
ゆ
く
そ
ら
に
立
な
び
く
雲
に
ま
じ
り
て
春
は
き
に
け
む

立
春
雪

　
天
さ
ら
し
い
や
降
し
け
る
雪
の
う
ち
に
け
ふ
く
る
春
の
あ
と
は
し
る
け

む

立
春
氷

　
む
す
び
つ
る
樽
井
の
氷
は
る
き
ぬ
と
袖
ひ
つ
ば
か
り
解
そ
め
に
け
り

立
春
水

　
梓
弓
は
る
た
つ
け
さ
の
み
も
ひ
に
ぞ
ま
づ
大
峰
の
水
を
く
み
け
む

立
春
都

　
あ
た
ら
し
き
春
に
あ
け
ぬ
と
う
ち
ひ
さ
す
都
は
う
へ
も
に
ぎ
は
ひ
に
け

こ
と
を
よ
し
と
し
た
い
。

　
最
後
に
本
書
の
簡
単
な
書
誌
を
記
し
て
お
く
。
本
書
は
横
刷
毛
目
の
茶
色
い
表

紙
で
、
左
上
方
に
書
題
簽
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
隆
子
千
首
詠
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
正
式
書
名
と
し
た
い
。
本
の
大
き
さ
は
半
紙
本
（
タ
テ
23.7
セ

ン
チ
×
ヨ
コ
16.2
セ
ン
チ
）
で
、
装
丁
は
袋
と
じ
。
料
紙
は
楮
紙
で
あ
る
。
左
上
に

い
さ
さ
か
馬
喰
が
あ
る
が
、
幸
い
文
字
に
は
掛
か
っ
て
い
な
い
。

　
丁
数
は
全
五
十
四
丁
。
最
初
の
五
十
丁
が
歌
集
（
丁
付
け
あ
り
）
で
、
後
の
三

丁
が
圀
雄
の
跋
文
、
最
後
の
一
丁
オ
モ
テ
が
重
明
の
奥
書
に
な
っ
て
い
る
（
と
も

に
丁
付
け
な
し
）。
歌
集
の
方
は
一
面
十
行
書
き
で
、
一
行
に
題
と
歌
が
記
さ
れ

て
い
る
。
最
初
の
歌
は
、

立
春
朝

　
水み

こ
も薦

か
る
し
な
ぬ
（
信
濃
）
の
真
弓
春
の
く
る
今
朝
の
あ
さ
け
の

ゑ
ま
は
し
き
鴨

で
あ
り
、
最
後
の
歌
は
、

寄
雪
祝

　
う
ち
き
ら
し
豊
島
国
原
ふ
る
雪
の
深
く
も
御
代
を
い
の
り
つ
る
鴨

と
な
っ
て
い
る
。
最
初
の
二
百
首
が
春
題
で
、
次
の
百
首
（
十
一
丁
表
）
が
「
首

歌
」
か
ら
始
ま
る
「
夏
題
」、
次
に
十
五
丁
裏
の
十
首
目
の
題
が
「
立
秋
朝
」
と
な
っ

て
お
り
、
こ
こ
か
ら
が
「
秋
題
」
二
百
首
と
な
っ
て
い
る
。
続
い
て
二
十
五
丁
裏

の
十
首
目
の
題
が
「
初
冬
の
暁
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
「
冬
題
」
百
首
に

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
が
四
季
で
、
次
は
三
十
丁
裏
の
十
首
目
が
「
寄
天
恋
」

と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
「
恋
題
」
二
百
首
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
は
雑
で
末

尾
が
「
祝
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。

　
一
丁
に
二
十
首
（
表
十
首
・
裏
十
首
）
あ
る
の
で
、
五
十
丁
で
ち
ょ
う
ど
千
首

に
な
る
。
日
記
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
れ
ば
、
一
日
百
首
、
十
日
で
千
首

を
詠
ん
だ
計
算
に
な
る
。
こ
れ
は
和
歌
の
鍛
錬
で
も
あ
ろ
う
か
。
隆
子
は
国
学
者

真
淵
の
霊
社
に
何
か
願
を
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
い
っ
た
新
出

歌
か
ら
、
隆
子
の
実
生
活
が
垣
間
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
資
料
的
価
値

は
そ
ん
な
に
高
く
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
で
も
隆
子
の
資
料
が
増
え
た
こ
と
だ
け
で

も
価
値
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
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行
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
記
事
こ
そ
は
「
隆
子
千
首
詠
」
の
こ
と
を

具
体
的
に
記
し
た
も
の
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
重
明
の
奥
書
に
、

此
千
首
詠
は
縣
居
翁
の
霊
社
へ
お
さ
め
て
よ
と
大
江
戸
の
隆
子
の
君
よ
り
白

地
の
綺
の
表
紙
紫
の
箔
の
帙
に
桐
の
上
箱
し
て
人
伝
も
て
お
こ
さ
れ
し
な
り

そ
を
臣
下
庵
大
人
写
し
て
よ
と
与
は
れ
し
か
ば
写
し
物
す
る
序
に
己
も
別
に

一
巻
写
し
畢
ぬ
天
保
七
年
と
い
ふ
と
し
の
神
無
月
廿
日
あ
ま
り
二
か
の
日
重

明

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
合
致
す
る
。
な
お
奥
書
に
よ
れ
ば
、
隆
子
が
奉
納
し

た
自
筆
原
本
は
、
白
地
の
綺
の
表
紙
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
千
首
詠
に
つ
い
て
は
、
当
然
、
深
沢
先
生
も
興
味
を
示
さ
れ
た
ら
し
く
、

日
記
の
脚
注
に
、

千
首
の
歌
―
県
居
神
社
所
蔵
の
県
居
文
庫
は
、
戦
災
に
よ
り
、
一
部
を
除
い

て
焼
失
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
の
文
庫
目
録
に
も
、
こ
の
千
首
の
詠
は
記

録
さ
れ
て
い
な
い
。

と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
、
深
沢
先
生
は
千
首
詠
を
探
し
た

も
の
の
た
ど
り
つ
け
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
隆
子
が
無
名
だ
っ
た
の

で
、
神
社
側
で
も
記
録
に
留
め
な
か
っ
た
し
、
大
切
に
保
管
し
な
か
っ
た
（
焼
失

あ
る
い
は
売
却
し
た
）
の
か
も
し
れ
な
い
。

四

　
お
そ
ら
く
自
筆
本
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
重
明
が
写
し
た
二
本

の
う
ち
の
一
本
が
、
二
百
年
近
い
歳
月
を
経
て
こ
こ
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
隆

子
自
身
は
自
詠
を
拙
い
と
謙
遜
し
て
い
る
が
、
本
書
所
収
の
歌
を
つ
ぶ
さ
に
調
査

す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
当
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
も
確
認
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

本
書
を
も
う
少
し
早
く
入
手
で
き
て
い
れ
ば
、
そ
し
て
深
沢
先
生
に
お
見
せ
す
る

（
報
告
す
る
）
こ
と
が
で
き
た
ら
、
き
っ
と
大
喜
び
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ

を
思
う
と
悔
や
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
せ
め
て
深
沢
先
生
の
ご
霊
前
に
報
告
で
き
る

三

　
こ
こ
ま
で
来
て
、
日
記
の
中
に
肝
心
の
千
首
詠
に
つ
い
て
の
記
事
も
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
天
保
十
一
年
三
月
三
日
条
に
、

今
は
六
年
に
や
な
り
ぬ
ら
む
。
遠
つ
近
江
の
国
に
、
縣
居
の
翁
の
神
社
と
て

ま
つ
ら
れ
た
る
よ
し
聞
え
し
か
ば
、
己
が
数
詠
に
し
つ
る
千
首
の
歌
た
よ
り

に
付
て
其
社
へ
納
め
た
り
き
。
其
歌
ど
も
の
下
書
の
残
れ
る
を
今
見
る
に
、

日
を
重
ね
と
か
く
か
う
が
へ
詠
出
む
だ
に
、
少
し
も
よ
ろ
し
と
思
ふ
歌
は
ま

れ
な
る
を
、
ま
し
て
一
日
に
百
歌
詠
み
つ
つ
、
十
日
の
程
に
物
し
つ
れ
ば
、

殊
に
い
み
じ
う
聞
ぐ
る
し
う
拙
き
歌
ど
も
な
る
を
、
い
か
に
し
つ
る
こ
と
ぞ

と
後
に
思
へ
ば
い
と
浅
ま
し
き
を
、
其
を
り
思
へ
り
し
は
、
か
の
翁
は
古
事

を
吾
も
の
と
し
て
、
歌
よ
み
文
か
き
人
に
も
教
へ
つ
る
よ
り
、
今
お
れ
お
れ

し
き
己
れ
ら
ま
で
、
い
さ
さ
か
に
て
も
古
事
の
か
た
は
し
い
ひ
出
る
は
、
ま

た
く
か
の
翁
の
い
さ
を
の
ふ
ゆ
な
る
事
の
う
れ
し
さ
に
、
拙
く
と
も
よ
し
さ

ば
れ
と
て
、
い
さ
さ
か
幣
代
も
添
て
奉
れ
る
は
、
其
い
つ
き
そ
め
ら
る
る
翁

神
を
祝
ひ
ま
つ
る
心
な
り
し
が
、
そ
の
歌
ど
も
の
い
と
い
と
あ
し
け
れ
ば
、

神
は
う
け
じ
と
こ
そ
。 

（
80
頁
）

と
記
さ
れ
て
い
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。そ
こ
で
調
べ
て
み
る
と
、賀
茂
真
淵
を
祀
っ

た
縣
居
神
社
（
静
岡
県
浜
松
市
）
は
、
天
保
十
年
の
創
建
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

記
事
は
創
建
後
に
な
る
が
、
肝
心
の
「
隆
子
千
首
詠
」
は
天
保
六
年
な
の
で
、
こ

こ
に
も
時
間
的
な
誤
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
こ
の
場
合
は
神
社
の
創
建
で
は
な
く
、「
縣
居
翁
霊
社
」
の
石
碑
が
建

立
さ
れ
た
天
保
六
年
の
こ
と
と
見
れ
ば
問
題
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
日
記

に
「
今
は
六
年
に
や
な
り
ぬ
ら
む
」
と
あ
る
点
、
天
保
十
一
年
の
六
年
前
だ
と
天

保
五
年
に
な
る
の
で
、
こ
れ
だ
と
石
碑
建
立
の
一
年
前
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ

は
隆
子
の
記
憶
違
い
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
千
首
詠
は
、
一
日
百
首
詠
み
、
そ
れ
を
十
日
続
け
る
こ
と
で
合

計
千
首
に
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
生
涯
に
二
度
も
三
度
も
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跋
文
は
一
面
七
行
書
き
で
、
奥
書
は
全
六
行
で
収
ま
っ
て
い
る
。
奥
書
を
信
じ

れ
ば
、
本
書
は
「
縣
居
翁
霊
社
」
へ
奉
納
さ
れ
た
自
筆
原
本
を
重
明
が
写
し
た
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
重
明
は
浜
松
在
住
の
人
で
あ
ろ
う
か
。

今
後
の
研
究
の
進
展
を
俟
ち
た
い
。

〔
注
〕

（
１
）
百
人
一
首
の
注
釈
で
は
、
仮
名
草
子
作
者
の
斎
藤
親
盛
（
如
儡
子
）
の
百
人
一
首
注

を
和
泉
書
院
か
ら
出
版
し
て
い
た
だ
い
た
。
井
関
隆
子
で
は
、
所
蔵
し
て
い
る
『
物

が
た
り
合
』
中
の
「
い
な
み
野
」
と
『
雅
文
』（
徒
然
草
）
が
隆
子
の
作
品
で
あ
っ

た
こ
と
を
報
告
し
た
。

（
２
）『
国
学
者
伝
記
集
成
』
と
『
和
学
者
総
覧
』
に
あ
た
っ
て
み
た
が
、
や
は
り
と
も
に

文
政
二
年
没
に
な
っ
て
い
た
。
林
国
雄
の
没
年
を
変
更
す
る
た
め
に
は
、
も
っ
と
詳

し
い
資
料
の
検
証
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

【
冒
頭
和
歌
翻
刻
】

『
隆
子
千
首
』

立
春
朝

　
水
薦
か
る
し
な
ぬ
の
真
弓
春
の
く
る
今
朝
の
あ
さ
け
の
ゑ
ま
は
し
き
鴨

立
春
天

　
振
さ
け
て
み
れ
ば
の
ど
け
し
蜻
蛉
の
春
は
あ
め
よ
り
立
に
け
ら
し
も

立
春
日

　
ひ
さ
方
の
空
も
う
ら
ら
に
此
朝
け
春
と
は
し
ろ
き
日
の
光
か
も

立
春
風

　
吾
門
の
松
の
う
れ
吹
朝
か
ぜ
も
あ
ら
く
は
ふ
か
ず
春
の
し
る
し
か

立
春
霞

　
あ
ま
の
は
ら
霞
き
ら
ひ

（
１
）

て
萬
代
に
あ
は
む
と
も
へ
る
は
る
は
来
に
け
り

立
春
雲

　
玉
く
し
げ
明
ゆ
く
そ
ら
に
立
な
び
く
雲
に
ま
じ
り
て
春
は
き
に
け
む

立
春
雪

　
天
さ
ら
し
い
や
降
し
け
る
雪
の
う
ち
に
け
ふ
く
る
春
の
あ
と
は
し
る
け

む

立
春
氷

　
む
す
び
つ
る
樽
井
の
氷
は
る
き
ぬ
と
袖
ひ
つ
ば
か
り
解
そ
め
に
け
り

立
春
水

　
梓
弓
は
る
た
つ
け
さ
の
み
も
ひ
に
ぞ
ま
づ
大
峰
の
水
を
く
み
け
む

立
春
都

　
あ
た
ら
し
き
春
に
あ
け
ぬ
と
う
ち
ひ
さ
す
都
は
う
へ
も
に
ぎ
は
ひ
に
け

こ
と
を
よ
し
と
し
た
い
。

　
最
後
に
本
書
の
簡
単
な
書
誌
を
記
し
て
お
く
。
本
書
は
横
刷
毛
目
の
茶
色
い
表

紙
で
、
左
上
方
に
書
題
簽
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
隆
子
千
首
詠
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
正
式
書
名
と
し
た
い
。
本
の
大
き
さ
は
半
紙
本
（
タ
テ
23.7
セ

ン
チ
×
ヨ
コ
16.2
セ
ン
チ
）
で
、
装
丁
は
袋
と
じ
。
料
紙
は
楮
紙
で
あ
る
。
左
上
に

い
さ
さ
か
馬
喰
が
あ
る
が
、
幸
い
文
字
に
は
掛
か
っ
て
い
な
い
。

　
丁
数
は
全
五
十
四
丁
。
最
初
の
五
十
丁
が
歌
集
（
丁
付
け
あ
り
）
で
、
後
の
三

丁
が
圀
雄
の
跋
文
、
最
後
の
一
丁
オ
モ
テ
が
重
明
の
奥
書
に
な
っ
て
い
る
（
と
も

に
丁
付
け
な
し
）。
歌
集
の
方
は
一
面
十
行
書
き
で
、
一
行
に
題
と
歌
が
記
さ
れ

て
い
る
。
最
初
の
歌
は
、

立
春
朝

　
水み

こ
も薦

か
る
し
な
ぬ
（
信
濃
）
の
真
弓
春
の
く
る
今
朝
の
あ
さ
け
の

ゑ
ま
は
し
き
鴨

で
あ
り
、
最
後
の
歌
は
、

寄
雪
祝

　
う
ち
き
ら
し
豊
島
国
原
ふ
る
雪
の
深
く
も
御
代
を
い
の
り
つ
る
鴨

と
な
っ
て
い
る
。
最
初
の
二
百
首
が
春
題
で
、
次
の
百
首
（
十
一
丁
表
）
が
「
首

歌
」
か
ら
始
ま
る
「
夏
題
」、
次
に
十
五
丁
裏
の
十
首
目
の
題
が
「
立
秋
朝
」
と
な
っ

て
お
り
、
こ
こ
か
ら
が
「
秋
題
」
二
百
首
と
な
っ
て
い
る
。
続
い
て
二
十
五
丁
裏

の
十
首
目
の
題
が
「
初
冬
の
暁
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
「
冬
題
」
百
首
に

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
が
四
季
で
、
次
は
三
十
丁
裏
の
十
首
目
が
「
寄
天
恋
」

と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
「
恋
題
」
二
百
首
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
は
雑
で
末

尾
が
「
祝
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。

　
一
丁
に
二
十
首
（
表
十
首
・
裏
十
首
）
あ
る
の
で
、
五
十
丁
で
ち
ょ
う
ど
千
首

に
な
る
。
日
記
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
れ
ば
、
一
日
百
首
、
十
日
で
千
首

を
詠
ん
だ
計
算
に
な
る
。
こ
れ
は
和
歌
の
鍛
錬
で
も
あ
ろ
う
か
。
隆
子
は
国
学
者

真
淵
の
霊
社
に
何
か
願
を
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
い
っ
た
新
出

歌
か
ら
、
隆
子
の
実
生
活
が
垣
間
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
資
料
的
価
値

は
そ
ん
な
に
高
く
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
で
も
隆
子
の
資
料
が
増
え
た
こ
と
だ
け
で

も
価
値
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
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行
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
記
事
こ
そ
は
「
隆
子
千
首
詠
」
の
こ
と
を

具
体
的
に
記
し
た
も
の
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
重
明
の
奥
書
に
、

此
千
首
詠
は
縣
居
翁
の
霊
社
へ
お
さ
め
て
よ
と
大
江
戸
の
隆
子
の
君
よ
り
白

地
の
綺
の
表
紙
紫
の
箔
の
帙
に
桐
の
上
箱
し
て
人
伝
も
て
お
こ
さ
れ
し
な
り

そ
を
臣
下
庵
大
人
写
し
て
よ
と
与
は
れ
し
か
ば
写
し
物
す
る
序
に
己
も
別
に

一
巻
写
し
畢
ぬ
天
保
七
年
と
い
ふ
と
し
の
神
無
月
廿
日
あ
ま
り
二
か
の
日
重

明

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
合
致
す
る
。
な
お
奥
書
に
よ
れ
ば
、
隆
子
が
奉
納
し

た
自
筆
原
本
は
、
白
地
の
綺
の
表
紙
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
千
首
詠
に
つ
い
て
は
、
当
然
、
深
沢
先
生
も
興
味
を
示
さ
れ
た
ら
し
く
、

日
記
の
脚
注
に
、

千
首
の
歌
―
県
居
神
社
所
蔵
の
県
居
文
庫
は
、
戦
災
に
よ
り
、
一
部
を
除
い

て
焼
失
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
の
文
庫
目
録
に
も
、
こ
の
千
首
の
詠
は
記

録
さ
れ
て
い
な
い
。

と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
、
深
沢
先
生
は
千
首
詠
を
探
し
た

も
の
の
た
ど
り
つ
け
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
隆
子
が
無
名
だ
っ
た
の

で
、
神
社
側
で
も
記
録
に
留
め
な
か
っ
た
し
、
大
切
に
保
管
し
な
か
っ
た
（
焼
失

あ
る
い
は
売
却
し
た
）
の
か
も
し
れ
な
い
。

四

　
お
そ
ら
く
自
筆
本
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
重
明
が
写
し
た
二
本

の
う
ち
の
一
本
が
、
二
百
年
近
い
歳
月
を
経
て
こ
こ
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
隆

子
自
身
は
自
詠
を
拙
い
と
謙
遜
し
て
い
る
が
、
本
書
所
収
の
歌
を
つ
ぶ
さ
に
調
査

す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
当
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
も
確
認
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

本
書
を
も
う
少
し
早
く
入
手
で
き
て
い
れ
ば
、
そ
し
て
深
沢
先
生
に
お
見
せ
す
る

（
報
告
す
る
）
こ
と
が
で
き
た
ら
、
き
っ
と
大
喜
び
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ

を
思
う
と
悔
や
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
せ
め
て
深
沢
先
生
の
ご
霊
前
に
報
告
で
き
る

三

　
こ
こ
ま
で
来
て
、
日
記
の
中
に
肝
心
の
千
首
詠
に
つ
い
て
の
記
事
も
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
天
保
十
一
年
三
月
三
日
条
に
、

今
は
六
年
に
や
な
り
ぬ
ら
む
。
遠
つ
近
江
の
国
に
、
縣
居
の
翁
の
神
社
と
て

ま
つ
ら
れ
た
る
よ
し
聞
え
し
か
ば
、
己
が
数
詠
に
し
つ
る
千
首
の
歌
た
よ
り

に
付
て
其
社
へ
納
め
た
り
き
。
其
歌
ど
も
の
下
書
の
残
れ
る
を
今
見
る
に
、

日
を
重
ね
と
か
く
か
う
が
へ
詠
出
む
だ
に
、
少
し
も
よ
ろ
し
と
思
ふ
歌
は
ま

れ
な
る
を
、
ま
し
て
一
日
に
百
歌
詠
み
つ
つ
、
十
日
の
程
に
物
し
つ
れ
ば
、

殊
に
い
み
じ
う
聞
ぐ
る
し
う
拙
き
歌
ど
も
な
る
を
、
い
か
に
し
つ
る
こ
と
ぞ

と
後
に
思
へ
ば
い
と
浅
ま
し
き
を
、
其
を
り
思
へ
り
し
は
、
か
の
翁
は
古
事

を
吾
も
の
と
し
て
、
歌
よ
み
文
か
き
人
に
も
教
へ
つ
る
よ
り
、
今
お
れ
お
れ

し
き
己
れ
ら
ま
で
、
い
さ
さ
か
に
て
も
古
事
の
か
た
は
し
い
ひ
出
る
は
、
ま

た
く
か
の
翁
の
い
さ
を
の
ふ
ゆ
な
る
事
の
う
れ
し
さ
に
、
拙
く
と
も
よ
し
さ

ば
れ
と
て
、
い
さ
さ
か
幣
代
も
添
て
奉
れ
る
は
、
其
い
つ
き
そ
め
ら
る
る
翁

神
を
祝
ひ
ま
つ
る
心
な
り
し
が
、
そ
の
歌
ど
も
の
い
と
い
と
あ
し
け
れ
ば
、

神
は
う
け
じ
と
こ
そ
。 

（
80
頁
）

と
記
さ
れ
て
い
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。そ
こ
で
調
べ
て
み
る
と
、賀
茂
真
淵
を
祀
っ

た
縣
居
神
社
（
静
岡
県
浜
松
市
）
は
、
天
保
十
年
の
創
建
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

記
事
は
創
建
後
に
な
る
が
、
肝
心
の
「
隆
子
千
首
詠
」
は
天
保
六
年
な
の
で
、
こ

こ
に
も
時
間
的
な
誤
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
こ
の
場
合
は
神
社
の
創
建
で
は
な
く
、「
縣
居
翁
霊
社
」
の
石
碑
が
建

立
さ
れ
た
天
保
六
年
の
こ
と
と
見
れ
ば
問
題
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
日
記

に
「
今
は
六
年
に
や
な
り
ぬ
ら
む
」
と
あ
る
点
、
天
保
十
一
年
の
六
年
前
だ
と
天

保
五
年
に
な
る
の
で
、
こ
れ
だ
と
石
碑
建
立
の
一
年
前
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ

は
隆
子
の
記
憶
違
い
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
千
首
詠
は
、
一
日
百
首
詠
み
、
そ
れ
を
十
日
続
け
る
こ
と
で
合

計
千
首
に
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
生
涯
に
二
度
も
三
度
も
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天
保
六
と
せ
と
い
ふ
年
の
弥
生

【
語
釈
】

（
１
）「
き
ら
ふ
」
は
霞
が
立
ち
込
め
る
こ
と
。

（
２
）
粂
の
さ
ら
山
―
岡
山
県
美
作
に
粂
の
皿
山
あ
り
。
序
詞
と
し
て
同
音
の
「
さ
ら
」
を

導
く
。

（
３
）
水
垣
の
―
「
瑞
垣
の
久
し
き
時
ゆ
」（
万
葉
集
五
〇
一
番
）
と
あ
る
よ
う
に
、
石
上

の
布
留
の
社
を
示
す
こ
と
か
ら
「
古
る
」
を
導
く
序
詞
的
用
法
。

（
４
）
花
か
つ
み
―
野
花
菖
蒲
の
こ
と
。
福
島
県
浅
香
沼
が
名
所
。
ま
た
大
阪
の
住
吉
神
社

近
く
の
浅
沢
沼
も
名
所
と
な
っ
て
い
る
。「
花
か
つ
み
」
が
同
音
の
「
か
つ
」
を
導

い
て
い
る
。

（
５
）
い
か
し
ほ
こ
―
祝
詞
に
「
い
か
し
ほ
こ
」
と
あ
る
。
同
音
の
「
い
か
し
」
を
導
く
枕

詞
。

（
６
）
焼
鎌
の
と
が
ま
―
大
祓
詞
に
「
焼
鎌
の
利
鎌
以
て
」
と
あ
る
。

（
７
）
ち
も
と
―
若
木
あ
る
い
は
若
枝
の
こ
と
。

（
８
）
お
ぼ
と
れ
る
―
蔓
な
ど
が
絡
ま
っ
て
乱
れ
て
い
る
こ
と
。

（
９
）
葉
広
く
ま
が
し
―
『
古
事
記
』
中
巻
に
「
葉
広
熊
白が

檮し

」
と
見
え
て
い
る
。

（
10
）
風
の
と
の
―
「
風
の
音
の
」
は
「
遠
」
を
導
く
枕
詞
。

（
11
）
は
ろ
ば
ろ
―
「
は
る
ば
る
」
に
同
じ
。

（
12
）
を
ろ
が
み
て
―
「
拝
み
て
」
で
「
拝
し
て
」
の
意
味
。

（
13
）
奈
良
の
葉
の
名
に
お
ふ
宮
の
年
ふ
る
―
『
古
今
集
』
の
「
神
無
月
時
雨
降
り
お
け
る

な
ら
の
葉
の
名
に
お
ふ
宮
の
ふ
る
ご
と
ぞ
こ
れ
」（
九
九
七
番
）
を
踏
ま
え
る
。「
名

に
お
ふ
宮
」
は
平
城
天
皇
の
こ
と
。

（
14
）
も
も
う
た
―
百
首
歌
の
こ
と
。
こ
れ
を
「
数
よ
み
」
と
称
し
て
い
る
。

（
15
）
千
う
た
―
千
首
詠
の
こ
と
。「
為
家
千
首
」
の
題
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
か
。
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つ
ば
さ
な
す
い
た
ら
む
こ
と
の
か
た
け
れ
ば
天
保
と
ふ
と
し

の
六
と
せ
む
月
の
は
じ
め
源
隆
子
は
ろ
ば
ろ

）
11
（

に

を
ろ
が
み
て

）
12
（

し
る
す

鹿
野
園
の
刀
自
隆
子
の
君
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天
保
六
と
せ
と
い
ふ
年
の
弥
生

【
語
釈
】

（
１
）「
き
ら
ふ
」
は
霞
が
立
ち
込
め
る
こ
と
。

（
２
）
粂
の
さ
ら
山
―
岡
山
県
美
作
に
粂
の
皿
山
あ
り
。
序
詞
と
し
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同
音
の
「
さ
ら
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導
く
。

（
３
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垣
の
―
「
瑞
垣
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久
し
き
時
ゆ
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五
〇
一
番
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あ
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よ
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石
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布
留
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社
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示
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と
か
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「
古
る
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用
法
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（
４
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花
か
つ
み
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花
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所
。
ま
た
大
阪
の
住
吉
神
社

近
く
の
浅
沢
沼
も
名
所
と
な
っ
て
い
る
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か
つ
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か
つ
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い
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る
。
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５
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ほ
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い
か
し
ほ
こ
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あ
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い
か
し
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く
枕

詞
。

（
６
）
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鎌
の
と
が
ま
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大
祓
詞
に
「
焼
鎌
の
利
鎌
以
て
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と
あ
る
。

（
７
）
ち
も
と
―
若
木
あ
る
い
は
若
枝
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こ
と
。

（
８
）
お
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と
れ
る
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な
ど
が
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ま
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と
。

（
９
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く
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古
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葉
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る
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。
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る
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る
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。
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ろ
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し
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意
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13
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の
葉
の
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に
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ふ
宮
の
年
ふ
る
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古
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集
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の
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神
無
月
時
雨
降
り
お
け
る

な
ら
の
葉
の
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に
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ふ
宮
の
ふ
る
ご
と
ぞ
こ
れ
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九
九
七
番
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を
踏
ま
え
る
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名

に
お
ふ
宮
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は
平
城
天
皇
の
こ
と
。
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14
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も
う
た
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百
首
歌
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こ
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。
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を
「
数
よ
み
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称
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い
る
。
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千
う
た
―
千
首
詠
の
こ
と
。「
為
家
千
首
」
の
題
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
か
。
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