
藤
原
道
兼
と
そ
の
周
辺

｜
｜
『
拾
違
和
歌
集
』
前
夜
に
お
け
る
歌
人
の
動
静
を
め
そ
っ
て

i
l

粟
国
関
白
藤
原
道
兼
の
名
は
、
花
山
天
皇
退
役
事
件
に
際
し
て
兼
家
の
お
腕

と
な
っ
て
働
い
た
こ
と
、
兄
道
緩
の
死
後
、
よ
う
や
く
手
に
入
れ
た
関
自
の
座

に
就
く
も
わ
ず
か
十
日
余
で
急
逝
し
、
七
日
関
白
と
呼
ば
れ
た
こ
と
な
ど
で
知

ら
れ
て
い
る
。
父
兼
家
、
兄
道
隆
、
弟
道
長
と
い
う
頂
点
に
昇
り
つ
め
た
者
た

ち
の
間
に
あ
っ
て
、
政
治
史
の
よ
で
は
い
さ
さ
か
印
象
の
薄
い
存
在
で
あ
る
が
、

文
学
史
の
溜
で
も
、
強
鈴
臼
記
の
作
者
を
裳
と
し
、
吋
拾
選
集
』
以
下
勅
撰
集

に
十
六
首
の
歌
が
入
築
し
た
兼
家
や
、
歌
合
等
も
主
後
し
、
可
拾
巡
徳
武
』
以
下

勅
撰
集
に
四
十
一
一
一
誌
の
歌
が
入
集
し
た
道
長
に
比
べ
る
と
、
文
学
史
上
、
藤
原

道
兼
の
名
が
浅
間
制
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
き
え
よ
う
。

実
際
、
道
兼
の
和
歌
は
、
勅
撰
集
で
は
『
拾
選
集
』
と
『
続
古
今
築
』
に
そ

｛

1
）
 

れ
ぞ
れ
一
首
ず
っ
と
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
ほ
か
『
道
信
築
』
に
一
首

｛

2
）
 

閥
均
ら
れ
る
ほ
か
は
、
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
道
兼
に
文
芸
趣
味
の
存
し
た
痕
跡
は
、
古
記
録
類
や
諸
家
集
等
か

ら
拾
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
、
ぞ
れ
の
み
な
ら
ず
、
道
兼
の
周
辺
に
は
多
く
の

歌
人
た
ち
が
出
入
り
し
て
い
た
形
跡
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
橋
は
、
そ

徳、

｛変

之

植

れ
ら
の
点
を
具
体
的
に
検
証
し
、
道
兼
と
歌
人
た
ち
と
の
交
流
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
、
可
拾
滋
和
歌
集
』
前
夜
に
お
け
る
歌
人
の
勤
務
の
一
端
に

つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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道
対
米
と
歌
人
と
の
交
流

道
兼
と
関
係
の
深
か
っ
た
歌
人
と
し
て
は
、
ま
ず
藤
原
相
知
の
名
が
指
摘
で

き
よ
う
。
『
栄
花
物
語
』
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
（
巻
第
四
）
に
よ
れ
ば
、
棺
如
は

道
兼
を
「
い
み
じ
き
も
の
に
頼
み
き
こ
え
さ
せ
つ
る
者
」
と
仰
ぎ
、
道
兼
も
し

ば
し
ば
棺
如
邸
を
訪
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
相
如
は
、
道
兼
が
亡
く
な
る
や
、

自
身
も
病
の
床
に
臥
し
、
後
を
追
う
よ
う
に
亡
く
な
っ
た
と
『
栄
花
物
語
』
は

伝
え
て
い
る
が
、
実
際
、
道
兼
の
死
を
悼
む
歌
が
『
相
知
桂
木
』
に
は
残
さ
れ
て

い
る
。

二
条
殿
う
せ
た
ま
ひ
て
、
あ
は
れ
か
ぎ
り
な
し
か
し

夢
な
ら
で
ま
た
も
み
る
べ
き
君
な
ら
ば
ね
ら
れ
ぬ
い
を
も
嘆
か
ざ
ら
ま
し



（
相
如
集
六
五
）

こ
の
ほ
か
、
『
大
鏡
』
「
道
兼
伝
」
に
も
、
道
兼
に
関
自
の
窓
口
留
が
下
っ
た
こ

と
を
喜
ぶ
籾
如
像
が
描
か
れ
る
な
ど
、
道
兼
と
相
知
と
の
留
に
は
、
強
固
な
主

従
関
係
の
存
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
相
如
の
子
女
を
妻
に
し
た
源
兼
澄
も
ま
た
、
道
兼
と
深
く
関
わ
っ
た
歌

人
の
一
人
で
あ
る
。
吋
兼
澄
築
』
に
は
、
年
内
立
春
の
年
に
遊
説
胤
が
策
滋
に
詠

ま
せ
た
梅
花
の
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
。

粟
田
の
お
と
ど
ま
だ
弁
に
て
お
は
せ
し
と
き
に
、
ふ
る
年
に
節
分

の
は
じ
め
に
て
侍
り
し
白
、
梅
の
花
を
よ
ま
せ
た
り
し
に

枝
わ
け
で
に
ほ
ひ
や
す
ら
ん
梅
の
花
年
の
う
ち
な
る
春
の
し
る
し
は

（
兼
澄
築
問
中
ハ
）

『
兼
澄
築
』
で
は
、
こ
の
歎
に
続
き
、
七
夕
の
日
に
道
兼
が
人
々
に
歌
を
詠

ま
せ
た
際
の
兼
澄
詠
も
残
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
お
と
ど
蔵
人
の
弁
に
て
お
は
せ
し
こ
ろ
、
七
月
七
日
間
じ
お

と
ど
さ
き
の
ね
本
ノ
マ
〉
さ
ら
に
あ
り
き
と
あ
る
題
を
よ
ま
せ
た
ま

ひ
し
に

た
な
ば
た
の
秋
を
し
も
な
ど
契
り
け
む
雲
の
上
み
る
人
に
と
は
ば
や

（
兼
澄
集
四
七
）

興
味
深
い
の
は
、
『
一
河
端
築
』
に
も
、
や
は
り
道
兼
邸
で
修
さ
れ
た
七
夕
の

歌
会
の
折
に
詠
ま
れ
た
と
怒
わ
れ
る
歌
が
存
す
る
点
で
あ
る
。

七
月
七
日
、
道
兼
が
家
に
、
た
な
ば
た
秋
を
こ
す
と
い
ふ
題
を
、

人
々
よ
み
は
べ
り
し
に

た
な
ば
た
に
と
ふ
よ
し
も
が
な
天
の
川
け
ふ
を
契
り
て
い
く
よ
す
ぎ
ぬ
と

（
元
総
集
一
七
O
）

こ
の
歌
が
『
兼
澄
築
』
四
七
と
同
じ
歌
会
の
詠
で
あ
る
か
は
確
証
が
な
い
が
、

別
度
の
一
誌
で
あ
る
と
し
て
も
、
遊
説
胤
が
、
七
夕
の
尽
に
し
か
る
べ
き
歌
人
た
ち

を
集
め
、
歌
会
を
催
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
道
兼
と
歌
人
た
ち
と
の
交
流

の
実
相
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
例
で
は
、
い
ず
れ
も
遊
説
胤
が
歌
人
た
ち
に
和
歌
を
所
望
し
て

い
る
が
、
こ
う
し
た
例
は
ほ
か
に
も
見
ら
れ
る
。

粟
田
の
右
大
臣
の
、
弁
に
侍
り
し
と
き
、
念
仏
し
侍
り
し
、
役
専

慈
灯
明
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
と
は
べ
り
し
か
ば
、
愛
の
こ
と
に
は

べ
り

な
な
へ
な
る
卯
月
の
か
げ
も
く
ら
か
ら
ず
愛
の
夜
ふ
か
き
法
の
光
に

（
能
官
一
集
三
O

ニ

こ
の
『
能
宣
集
』
の
場
合
で
は
、
「
役
懇
意
灯
明
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
と
は

べ
り
し
か
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
道
兼
が
大
中
直
能
宣
に
和
歌
を
詠
ま
せ
て
い

る
。
ま
た
、
『
仲
文
集
』
の
一
首
、

束
三
条
院
に
て
、
粟
回
大
将
、
仲
春
花
如
雪
と
い
ふ
題
を
よ
ま
せ

給
ひ
け
る
に
、
仲
文

降
り
紛
ふ
花
か
警
か
と
た
ど
る
濁
に
わ
が
よ
の
い
た
く
ふ
け
に
け
る
か
な

（
仲
文
集
一
一
一
一
）

か
ら
も
、
道
兼
が
自
ら
歌
題
を
出
し
、
そ
の
題
で
和
歌
を
詠
ま
せ
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
商
事
実
の
常
国
民
に
は
、
道
兼
自
身
が
和
歌
に
深
く
傾
倒

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
次
に
あ
げ
る
の
は
『
小
右
記
』
永
鮮
元
年
（
九
八
九
）
一
一
月
一
一
一
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臼
条
で
あ
る
。

三
日
、
甲
策
、
参
肉
、
摂
政
被
命
去
、
以
権
大
納
言
藤
原
朝
霞
道
降
、
可

任
内
大
臣
、
其
臼
可
揮
痢
事
河
仰
大
納
言
者
、
即
於
左
伏
仰
権
大
納
言
、

令
取
恐
泰
之
由
、
郎
市
祭
政
、
小
選
参
焼
、
一
笑
摂
政
之
被
取
己
回
、
娩
祭

罷
出
、
深
受
従
権
中
純
一
一
一
日
（
送
兼
）
御
許
有
御
消
怠
、
の
着
直
衣
参
語
、

有
作
文
・
和
歌
等
、
雲
上
待
問
ば
多
以
会
合
、

（
傍
線
及
び
括
弧
は
筆
者
に
よ
る
）

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
兄
道
脱
出
が
内
大
痘
に
内
定
し
た
臼
の
夜
、
道
兼
は
自

邸
に
殿
上
人
た
ち
を
集
め
、
作
文
・
和
歌
の
会
を
主
催
し
て
い
る
。

ま
た
、

2
人
鏡
』
「
道
兼
伝
」
で
は
、
関
自
の
座
を
道
隆
に
談
っ
た
父
兼
家

を
恨
ん
で
、
道
兼
が
亡
き
父
の
服
喪
中
も
ま
っ
た
く
そ
の
死
を
嘆
か
な
か
っ
た

と
伝
え
る
逸
話
の
中
で
、
「
さ
る
べ
き
人
々
呼
ぴ
集
め
て
、
後
間
関
・
お
今
ひ
ろ

げ
て
、
奥
富
し
、
遊
び
て
、
つ
ゆ
嘆
か
せ
た
ま
は
ざ
り
け
り
。
」
と
い
う
状
態

で
あ
っ
た
と
諮
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
も
、
道
兼
が
「
さ
る
べ
き
人
々
」

を
集
め
て
歌
会
の
よ
う
な
も
の
を
催
し
て
い
た
こ
之
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ

る。
こ
の
よ
う
に
、
道
兼
が
折
に
触
れ
歌
人
に
和
歌
を
詠
ま
せ
、
ま
た
歌
会
等
を

主
催
し
て
い
た
事
実
は
、
家
集
・
由
記
録
等
に
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
道
兼

と
交
流
の
存
し
た
歌
人
に
は
、
こ
の
ほ
か
公
任
・
実
方
・
送
信
・
為
頼
ら
の
名

も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
任
ら
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に

し
、
こ
こ
で
は
道
兼
田
川
辺
に
、
多
く
の
歌
人
た
ち
が
出
入
り
し
て
い
た
事
実
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
道
兼
と
歌
人
た
ち
と
の
交
流
は
、
か
な
り
早
い
時
期

か
ら
存
し
た
よ
う
で
あ
る
。
『
能
宣
集
』
の
謁
惑
に
は
、
「
粟
自
の
右
大
尽
の
、

弁
に
侍
り
し
と
き
、
・
：
商
品
の
こ
と
に
は
ベ
り
」
と
あ
る
が
、
道
兼
は
、
永
続
二

年
（
九
八
四
）
十
月
一
一
一
十
日
に
左
少
弁
に
任
じ
ら
れ
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）

七
月
十
六
日
に
右
中
将
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
そ
の
伎
に
就
い
て
お
り
（
『
蔵
人

補
任
』
）
、
こ
れ
は
送
兼
二
十
五
・
十
六
歳
の
哀
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

司
令
。

ま
た
、
『
兼
澄
築
』
聞
出
ム
ハ
の
認
審
で
も
、
「
粟
由
の
お
と
ど
ま
だ
弁
に
て
お

は
せ
し
と
き
に
、
ふ
る
年
に
節
分
の
は
じ
め
に
て
侍
り
し
日
」
と
あ
り
、
や
は

り
滋
兼
の
弁
宮
持
代
の
詠
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
隠
年
内
立
春
が

あ
っ
た
の
は
、
箆
和
一
元
年
（
立
春
は
十
二
月
十
九
日
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
す
で

に
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
吋
源
兼
澄
築
全
釈
』
春
秋
会
、
風
間
番
一
房
）
、
こ
れ
は
道

（

3
｝
 

兼
一
一
十
五
歳
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
兼
滋
築
』
四
七

に
つ
い
て
も
、
道
兼
「
蔵
人
の
弁
」
時
代
の
七
月
七
日
が
、
寛
和
一
元
年
の
み
で

あ
っ
た
こ
と
が
吋
源
兼
滋
集
会
釈
』
（
春
秋
会
、
風
間
警
涛
）
に
指
議
さ
れ
て

い
ザ
令
。
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こ
の
よ
う
に
、
道
兼
は
折
に
触
れ
歌
人
た
ち
に
和
歌
を
所
望
し
た
り
、
自
ら

歌
会
を
主
催
し
た
り
す
る
な
ど
、
積
極
的
に
多
く
の
歌
人
た
ち
と
交
流
を
絡
ん

で
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
和
歌
へ
の
傾
倒
は
、
二
十
代
よ
り
見
ら
れ
た
こ

と
が
篠
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
詠
款
の
場
と
し
て
の
粟
田
山
荘

と
こ
ろ
で
、
道
兼
と
歌
人
た
ち
と
の
交
流
で
重
要
な
の
は
、
粟
田
山
荘
の
存



在
で
あ
る

0
2米
花
物
語
』
「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」
（
巻
第
一
一
一
）
の
記
事
に

よ
れ
ば
、
道
兼
は
正
暦
元
年
（
九
九
O
）
に
粟
沼
に
山
結
を
造
営
す
る
が
、
そ

の
山
荘
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
和
歌
が
、
家
集
等
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
『
道
信
集
』
に
は
、

粟
回
殿
に
、
十
二
月
つ
ご
も
り
が
た
に
参
り
た
る
に
、
か
は
ら
け

と
り
て

春
立
た
ば
花
咲
く
山
に
速
か
ら
ぬ
君
が
宿
に
を
ま
づ
は
き
て
み
む

（
道
徳
築
一
九
）

と
、
山
荘
で
の
宴
席
に
お
い
て
詠
ん
だ
と
推
定
さ
れ
る
歎
が
あ
り
、
ほ
か
に
も

『
実
方
策
』
吋
公
任
集
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、

お
な
じ
こ
ろ
、
粟
田
殿
に
て

こ
の
春
は
い
ざ
山
ざ
と
に
す
そ
し
て
む
花
の
都
は
を
る
に
つ
ゆ
け
し

（
実
方
築
二
八
）

宿
泊
沼
に
人
人
お
は
し
て
思
ふ
心
よ
む
に

う
き
泣
を
ば
峰
の
霞
や
へ
だ
つ
ら
ん
な
ほ
山
ざ
と
は
住
み
よ
か
り
け
り

（
公
任
築
二
二
〉

と
い
っ
た
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
。
実
方
一
詠
は
、
門
激
務
崩
御
の
年
の
春
に
詠
ま

れ
た
歌
で
、
『
公
任
築
』
の
一
首
も
そ
れ
と
何
時
期
の
詠
で
あ
る
と
す
る
竹

A

舜

｛

4）
 

綴
氏
の
指
摘
も
あ
る
。

ま
た
、
吋
兼
澄
築
』
に
も
、
栗
田
山
荘
に
同
行
し
た
折
に
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。

三
月
っ
こ
も
り
に
、
あ
は
た
の
殿
に
、
大
将
殿
の
お
は
し
ま
し
し

御
と
も
に
つ
か
ま
つ
り
で

山
翠
に
見
に
こ
そ
き
つ
れ
君
と
も
を
遅
れ
て
に
ほ
ふ
花
は
あ
り
や
と

（
兼
澄
築
八
四
）

道
信
・
実
方
・
公
任
、
そ
し
て
兼
澄
ら
は
、
い
ず
れ
も
道
兼
と
の
関
わ
り
の

深
か
っ
た
者
た
ち
で
あ
る
。
山
荘
が
、
彼
ら
道
兼
周
辺
歌
人
た
ち
の
集
う
場
と

し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
家
築
の
和
歌
か
ら
容
易
に

想
像
容
れ
よ
う
。

そ
も
そ
も
、
楽
沼
山
荘
は
風
雅
の
賛
を
尽
く
し
た
別
荘
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

吋
栄
花
物
語
』
「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」
（
巻
第
一
一
一
）
よ
り
知
ら
れ
る
。

か
ゃ
う
の
こ
と
に
つ
け
て
も
、
大
純
一
言
殿
（
道
兼
）
は
い
と
う
ら
や
ま
し

ぅ
、
女
抑
制
の
お
は
せ
ぬ
こ
と
を
思
さ
る
べ
し
。
楽
団
と
い
ふ
所
に
い
み
じ

う
を
か
し
き
殿
を
え
も
い
は
ず
仕
立
て
て
、
そ
こ
に
過
は
せ
た
ま
ひ
で
、

御
隊
子
の
絵
に
は
名
あ
る
所
々
を
か
か
せ
た
ま
ひ
て
、
き
べ
き
人
々
に
歎

詠
ま
せ
た
ま
ふ
。
往
の
中
の
絵
物
語
は
議
き
集
め
さ
せ
た
ま
ひ
、
女
房
、

数
も
知
ら
ず
集
め
さ
せ
た
ま
ひ
で
、
た
だ
あ
ら
ま
し
ご
と
を
の
み
い
そ
ぎ

思
し
た
る
も
、
を
か
し
く
見
た
て
ま
つ
る
。

（
傍
線
及
び
括
弧
は
筆
者
に
よ
る
）

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
粟
田
山
荘
の
鵬
伸
子
絵
に
名
所
絵
が
惜
拙
か
れ
、
そ
の
絵

柄
に
合
わ
せ
て
し
か
る
べ
き
歌
人
た
ち
に
歌
を
詠
一
ま
せ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
も

ま
た
道
兼
と
歌
人
と
の
接
点
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
問
題
は
「
さ

ベ
き
人
々
」
が
具
体
的
に
誰
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
吋
拾
巡
集
』
に
は
忠
慶

｛

5｝
 

と
一
千
祐
挙
の
山
荘
障
子
絵
款
が
残
さ
れ
、
ま
た
熊
本
守
雄
氏
に
よ
っ
て
吋
恵
慶

策
』
に
「
或
所
の
御
用
肘
風
の
歎
」
と
す
る
一
八
一
一
一
か
ら
一
九
五
番
款
が
、
こ
の

（

6
｝
 

酒
米
国
山
荘
の
隊
子
絵
歎
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
怠

慶
と
平
祐
挙
が
そ
の
和
歌
を
詠
進
し
た
こ
と
が
絞
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
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路
子
絵
に
は
渓
詩
も
添
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
吋
江
受
部
集
』
か
ら
知
ら
れ
、

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
道
兼
と
窓
廃
・
平
祐
挙
・
大
江
匡
衡
ら
の
当
代
歌
人
・

文
人
た
ち
と
の
接
点
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
栄
花
物
語
』
の
記

事
で
は
、
「
泣
の
中
の
絵
物
語
は
番
き
集
め
さ
せ
た
ま
ひ
」
と
あ
る
点
も
、
道

（

7
｝
 

兼
と
文
芸
と
の
関
わ
り
を
示
す
倒
的
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

菜
田
山
荘
は
、

S
A花
物
語
』
で
、
い
ず
れ
己
の
姫
君
を
教
薬
品
鐙
か
に
養
育

す
る
た
め
の
下
準
倣
と
し
て
造
営
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
風
雅
の
資
を

尽
く
し
た
山
荘
で
あ
り
、
そ
こ
に
歌
人
た
ち
が
集
い
サ
ロ
ン
を
形
成
し
て
い
た

可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ぞ
れ
は
ま
た
、
道
兼
が
日
ナ
く
か
ら
和

歌
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
も
作
用
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
道
兼
邸
や
粟
田
山
荘

が
歌
人
の
集
う
場
を
形
成
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
道
兼
自
身
に
文
芸
に
対
す

る
深
い
関
心
の
存
し
た
こ
と
が
、
大
き
く
関
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

道
兼
と
花
山
院
歌
域

と
こ
ろ
で
、
粟
田
山
荘
に
出
入
り
し
て
い
た
歌
人
た
ち
の
う
ち
、
実
方
・
公

任
・
道
信
ら
は
、
い
ず
れ
も
花
山
院
歌
壇
の
歌
人
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
花
山

院
歌
壇
の
歌
人
と
し
て
は
、
為
頼
も
ま
た
道
兼
と
交
渉
の
存
し
た
可
能
性
が
あ

る
。
次
に
あ
げ
る
『
為
頼
集
』
の
款
の
詞
議
か
ら
、
送
兼
家
の
女
一
房
一
と
関
係
の

存
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
為
頼
は
日
頃
よ
り
道
兼
邸
に
出
入
り
し
て
い
た
も
の

（

8）
 

と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

右
大
臣
殿
の
女
房
、
昭
市
へ
出
で
ん
と
て
議
か
る
、
貸
す
と
て

ま
だ
し
ら
ぬ
恋
ひ
の
山
路
に
感
ふ
か
な
畏
へ
も
誘
ふ
人
も
あ
ら
な
ん

（
為
頼
築
六
八
）

こ
の
よ
う
に
、
道
兼
の
周
辺
に
は
、
花
山
院
歌
壌
の
歌
人
た
ち
も
集
っ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
道
兼
は
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
の
花

山
院
退
位
事
件
を
表
で
取
り
仕
切
っ
た
人
物
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、
道
兼
周

辺
に
、
花
山
続
歌
壇
の
歌
人
た
ち
が
集
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
ど
う
解
釈
し

た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
彼
ら
が
遊
説
胤
と
交
渉
を
持
ち
始
め
た
の
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
方
・
公
任
・
道
信
の
場
合
は
、
高
対
関
に
山
荘
が
造
営

さ
れ
た
正
暦
元
年
（
九
九
O
）
に
は
、
受
渉
が
存
し
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま

り
、
花
山
院
退
位
か
ら
さ
ほ
ど
年
同
月
の
経
過
し
て
い
な
い
終
期
に
、
こ
れ
ら
の

歌
人
た
ち
と
道
兼
と
の
潤
に
は
交
渉
が
存
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
ど

う
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
間
題
に
関
連
し
て
一
点
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
に
あ
げ
る
吋
道
信
集
』

の
一
首
で
あ
る
。一

一
一
条
左
大
陸
殿
に
て
、
審
夜
、
雨
の
う
ち
に
織
の
花
を
見
る
、
と

い
ふ
こ
と
を

に
ほ
ふ
な
る
花
の
し
づ
く
に
そ
ほ
っ
と
も
露
な
れ
に
た
る
袖
に
う
っ
さ
む

（
送
信
祭
六
一
一
）

問
題
と
な
る
の
は
詞
警
の
「
三
条
左
大
臣
」
で
あ
る
。
こ
の
本
文
は
榊
原
本

の
も
の
だ
が
、
番
陵
部
蔵
甲
本
で
は
「
一
一
条
左
大
将
」
と
あ
り
、
従
来
の
研
究

で
は
こ
れ
を
「
二
条
右
大
将
」
の
誤
写
と
見
て
、
道
兼
を
あ
て
て
い
た
（
安
藤

太
郎
氏
「
道
信
築
作
数
年
次
考
」
吋
平
安
狩
代
私
家
集
歌
人
の
研
究
』
所
収
）
。

- 37 -



そ
の
主
た
る
根
拠
と
し
て
は
、
「
三
条
左
大
臣
」
と
呼
称
さ
れ
う
る
人
物
が
、

道
信
夜
世
中
に
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
と
、
送
信
と
関
係
の
深
か
っ
た
人
物
と

し
て
は
ま
ず
は
道
兼
の
名
が
指
摘
で
き
る
と
い
う
こ
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
榊
原
本
・
串
本
い
ず
れ
も
「
左
」
と
す
る
点
は
一
致
し
て
お
り
、
甲

本
の
「
一
一
未
来
左
大
将
」
を
は
じ
め
か
ら
誤
官
？
と
見
る
の
は
い
さ
さ
か
早
急
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

道
信
在
世
中
の
左
大
将
に
は
、
朝
光
・
道
隆
・
済
時
の
一
一
一
人
が
い
る
。
こ
の

う
ち
注
目
さ
れ
る
の
は
送
機
で
あ
る
。
道
隆
は
「
一
線
出
ヰ
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
「
一
一

条
」
と
号
し
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
道
隆
が
左
京
三
条
三
坊
八
町
に

「
二
条
第
」
を
設
け
て
い
た
こ
と
に
よ
る
呼
称
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
道
経

が
「
一
一
条
左
大
将
」
と
呼
称
さ
れ
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

道
降
が
左
大
将
の
任
に
就
い
て
い
た
の
は
、
永
砕
元
年
（
九
八
九
）
七
月
十
一
二

日
よ
り
正
麿
元
年
（
九
九
O
）
五
月
八
日
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
送
信
が
こ
の
一
首
を
詠
ん
だ
の
も
、
そ
の
関
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
定
さ

れ
る
が
、
さ
ら
に
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
数
題
が
「
梅
花
」
を
取
り
上

げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
謄
元
年
の
春
の
詠
一
で
あ
っ
た
遊
然
性
が
高
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

道
隆
が
左
大
将
を
勤
め
て
い
た
待
期
は
、
楽
家
の
後
継
者
の
地
位
を
め
そ
っ

て
、
道
援
と
遊
説
胤
と
の
闘
に
微
妙
な
空
気
が
流
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の

時
期
に
、
道
僚
は
、
道
隆
の
も
と
で
和
歌
を
、
詠
み
、
そ
れ
か
ら
さ
ほ
ど
縞
た
ら

な
い
時
期
に
粟
田
の
山
荘
に
も
顔
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実

は
、
当
時
吋
の
歌
人
た
ち
が
、
あ
る
歌
壌
の
中
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、

か
な
り
自
由
に
交
流
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
で
は
、
そ
う
し
た
段
由
な
交
流
を
生
み
だ
し
た
場
、
当
時
の
歌
人
た
ち
を

結
び
付
け
た
接
点
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四

近
衛
府
の
歌
人
た
ち

道
兼
周
辺
歌
人
の
う
ち
、
滋
一
一
倍
・
実
方
・
公
任
の
交
友
闘
を
見
て
ゆ
く
と
、

そ
こ
に
は
あ
る
共
通
の
按
点
が
見
出
さ
れ
る
。
彼
ら
の
交
友
関
係
を
各
々
の
家

集
等
か
ら
拾
い
上
げ
て
ゆ
く
と
、
例
え
ば
、
道
一
一
戸
田
と
交
友
関
係
に
あ
っ
た
主
な

人
物
と
し
て
は
、
篠
原
実
方
・
藤
原
公
伎
・
源
官
一
方
ら
が
お
り
、
ま
た
、
実
方

の
交
友
闘
に
は
、
公
筏
・
出
回
一
方
ら
以
外
に
、
源
経
一
局
一
・
藤
原
道
網
・
藤
原
適
任

ら
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
任
の
場
合
は
、
実
方
・
道
信
の
ほ
か
、

藤
原
斉
信
と
も
交
流
の
存
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
た
ち
に
共

通
す
る
接
点
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
ず
れ
も
近
衛
府
の
武
宮
を
経
験

し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
今
試
み
に
、
こ
れ
ら
の
人
物
が
近
衛
府
の
武
官

を
勤
め
て
い
た
時
期
を
一
覧
し
て
み
る
と
、
次
の
表
ー
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
表
ー
で
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
あ
げ
た
い
ず
れ
の
人
物

も
、
道
兼
が
右
大
将
を
勤
め
て
い
た
疋
暦
年
闘
に
近
衛
府
の
武
官
を
勤
め
て
い

た
と
い
う
点
で
あ
る
。
道
兼
は
正
暦
元
年
（
九
九
O
）
六
月
一
日
に
右
大
将
と

な
り
、
そ
の
後
関
白
職
に
就
く
固
い
沢
徳
元
年
（
九
九
五
）
四
月
二
十
七
日
ま
で
そ

の
任
を
勤
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
実
は
、
道
兼
の
周
辺
歌
人
た
ち
を
結
び

付
け
た
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
近
衛
府
と
い
う
場
が
関
与
し
て
い
た
可
能
性
を

窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
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〈表
1
〉

道
兼

道
｛言

実
方

友公
｛壬

韮主

方

経
房

お左道
一……綱

適
｛壬

斉

永
観
一
一
（
九
八
四
）

党
和
一
元
（
九
八
五
）

一
一
（
九
八
六
）

永
延
元
（
九
八
七
）

二
（
九
八
八
）

永
終
元
（
九
八
九
）

疋
謄
一
冗
（
九
九
O
）
右

二
（
九
九
一
）

三
（
九
九
二
）

四
（
九
九
三
）

五
（
九
九
四
）

長
徳
元
（
九
九
五
）
×

二
（
九
九
六
）

三
（
九
九
七
）

四
（
九
九
八
）

長
保
一
見
（
九
九
九
）

＊
大
将
H
H
I
中
将
｜
｜
｜

左…

一一 ーー＿＿!j: 左 右少
将

右
m

一一
×
H
即
世

五一睡一一一一一…蝿幽“主主孟

左右 左

_____ ::f;i 

さ
ら
に
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
証
左
と
し
て
、
正
暦
四
年
二

月
六
日
条
を
あ
げ
た
い
。
こ
の
臼
道
兼
は
、
突
出
凶
・
送
網
を
誘
っ
て
粟
田
山
荘

に
赴
き
、
多
く
の
公
卿
た
ち
と
と
も
に
射
・
競
馬
等
を
楽
し
ん
で
い
る
。

早
朝
内
相
府
（
道
兼
）
被
寄
御
車
、
向
車
向
宰
相
中
将
（
道
綱
）
家
門
、

同
被
招
衆
、
被
向
粟
田
、
公
卿
多
A

曲
目
、
或
射
、
或
不
以
隣
潟
被
競
、
又
晩

頭
左
右
相
分
、
上
達
部
・
殿
上
人
射
、
前
勝
、
募
以
小
鮎
、
以
馬
為
懸
物
、

即
繋
前
庭
樹
、
藤
宰
相
中
将
（
公
任
）
、
又
少
納
言
実
成
問
中
、
の
共
不

得
、
其
後
近
衛
府
宮
人
等
射
之
、
一
二
度
了
、
入
夜
各
々
分
散
、
藤
準
相
同

議
帰
家
、

注
目
さ
れ
る
の
は
傍
線
部
で
、
道
網
・
公
任
な
ど
を
含
め
た
近
衛
府
の
宮
人

た
ち
が
参
会
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

冷
泉
・
内
融
朝
あ
た
り
か
ら
近
衛
府
の
性
格
が
変
質
し
始
め
て
い
た
と
指
摘

す
る
の
は
笹
山
晴
生
氏
で
あ
る
。
近
衛
府
の
本
来
持
っ
て
い
た
軍
事
的
側
部
は

形
骸
化
し
、
鶴
岡
族
の
山
山
世
コ

l
ス
の
一
過
程
と
自
ら
そ
の
地
伎
を
落
と
す
代
わ

｛

9
）
 

り
に
、
定
員
枠
を
治
加
さ
せ
肥
大
化
し
て
い
っ
た
の
が
こ
の
時
期
で
あ
る
。
近

衛
府
に
も
っ
ぱ
ら
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
行
事
等
の
使
者
を
勤
め
、
舞
人
と

し
て
準
仕
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
役
割
の
変
質
が
、
実
方

の
よ
う
な
風
流
で
殺
な
才
能
を
必
要
と
さ
せ
、
近
衛
府
の
中
に
、
華
や
か
で
風

雅
な
文
化
的
雰
囲
気
を
横
溢
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
も
言
え
る
の
で
あ

る
。
平
安
時
代
中
期
以
降
の
近
衛
府
の
武
官
た
ち
に
と
っ
て
は
、
行
事
等
に
供

奉
す
る
こ
と
が
そ
の
職
掌
の
中
心
で
あ
り
、
自
ず
と
舞
・
吟
詠
・
作
詩
・
作
歌

な
ど
、
文
化
簡
の
一
栄
養
が
求
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
環
境
は
、

彼
ら
の
文
芸
菌
に
お
け
る
資
質
を
溶
か
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま

- 39 -



た
、
寝
中
で
の
宿
直
を
初
め
、
集
団
と
し
て
行
動
す
る
機
会
が
多
く
存
し
た
こ

と
も
、
彼
ら
の
結
び
つ
き
を
よ
り
強
閉
山
な
も
の
と
し
、
和
歌
を
詠
み
合
う
場
を

提
供
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
自
然
と
作
歌
の
場
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

道
兼
と
そ
の
周
辺
歌
人
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
は
、
近
衛
府
の
介
在
以
外

に
も
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
公
任
の
相
場
合
、
道
兼
の
養
女

（
昭
一
平
親
王
の
娘
）
を
北
の
方
に
迎
え
て
お
り
、
そ
う
し
た
姻
戚
関
係
も
関
与

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
滋
兼
北
の
方
の
姉
妹
で
あ
る
綴
原
速
度
の
娘

｛叩）

を
妥
に
迎
え
て
い
た
滋
径
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
そ
う
し
た
姻
戚
関
係
の
背

景
に
は
、
政
界
で
の
派
閥
抗
争
も
間
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
本
稿
は
、

そ
う
し
た
政
治
的
な
派
閥
と
歎
壊
の
動
向
と
の
関
わ
り
を
、
否
定
し
よ
う
と
ぎ

う
の
で
は
な
い
。
当
時
の
歌
壇
の
動
向
は
混
沌
と
し
て
お
り
、
政
界
で
の
派
閥

だ
け
で
は
説
明
の
付
か
な
い
嬰
索
中
化
、
当
時
の
歌
人
留
は
有
し
て
い
た
こ
と
を

ま
ず
は
篠
認
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
混
沌
と
し
た
状
況
の
背
祭
の

一
つ
と
し
て
、
近
衛
府
の
存
在
が
介
在
し
て
い
た
一
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
の
で

あ
る
。

五

語

結

以
上
、
従
来
和
歌
史
の
上
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
藤
原

道
兼
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
彼
が
『
拾
遺
築
』
前
夜
の
歌
壌
に
お
い
て
、
庇
護

者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
遊
説
離
に
は
も
と
も

と
文
芸
を
愛
好
す
る
一
面
が
あ
り
、
そ
う
し
た
文
芸
趣
味
が
、
遊
説
部
周
辺
に
多
く

の
歌
人
た
ち
を
築
わ
せ
る
一
間
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
道
兼
の
存
在
に
注
包
す
る
こ
と
で
、
『
拾
遺
祭
』
前
夜
の
歌
人
の
勤
務

に
、
政
治
的
な
派
閥
だ
け
で
は
説
明
の
付
か
な
い
動
き
の
あ
る
こ
と
も
明
ら
か

に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
歌
人
た
ち
を
結
び
付
け
て
い
た
婆
索
の
一
つ
と
し
て
、

近
衛
府
と
い
う
場
も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
、
当
時
の
歌
墳
の
動
向
は
、
か
な
り
混
沌
と
し
た
状
況
で
あ
っ
た

ろ
う
。
本
格
は
、
道
兼
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
る
こ
と
で
、
そ
の
一
…
絡
を
照
ら
し

出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

〈注〉

（

1
）
 

指
定
と
い
ひ
侍
り
け
る
子
の
、
や
り
水
に
箆
甜
閣
を
う
ゑ
お
き
で
な

く
な
り
侍
り
に
け
る
、
の
ち
の
年
お
ひ
い
で
て
侍
り
け
る
を
見
侍

り

て

菜

泊

右

大

臣

し
の
べ
と
や
仲
間
画
柑
摘
も
し
ら
ぬ
心
に
も
な
が
か
ら
ぬ
よ
の
う
さ
に
う
ゑ
け
ん

（
拾
巡
集
・
巻
二
十
・
哀
傷
・
二
一
八
一
）

朝
顔
の
花
に
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る
粟
凶
関
白
贈
太
政
大
陸

朝
顔
の
あ
し
た
の
花
の
箆
よ
り
も
あ
は
れ
は
か
な
き
ょ
に
も
ふ
る
か
な

（
続
古
今
集
・
巻
十
七
・
雑
上
・
一
五
七
六
）

返

し

源

英

明

朝

間

女

人
の
よ
か
露
か
な
に
ぞ
と
見
し
程
に
お
も
な
れ
に
け
る
朝
顔
の
花

（
続
古
今
集
・
一
五
七
七
）

な
お
、
ぷ
加
選
集
』
の
一
首
は
虫
丸
玄
築
』
で
は
、
「
楽
団
殿
の
よ
」
す

な
わ
ち
、
道
兼
の
北
の
方
の
一
誌
と
な
っ
て
お
り
、
不
審
の
残
る
と
こ
ろ
で
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あ
る
。
『
拾
選
集
』
は
道
兼
の
死
後
そ
う
縞
た
ら
な
い
こ
ろ
に
編
纂
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
一
首
は
道
兼
本
人
の
軟
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
一
首
は
『
拾
遺
抄
』

に
は
闘
争
え
な
い
。

（2
）
春
日
の
使
に
て
内
大
殿
よ
り

お
ぼ
つ
か
な
み
か
さ
の
山
の
泰
箆
い
か
が
た
ち
て
し
見
て
も
つ
げ
な
ん

（
送
信
集
六
）

返
し

い
は
ね
ど
も
み
か
さ
の
山
の
泰
箆
た
な
び
く
か
た
は
心
あ
る
ら
し

（
道
信
集
七
）

（3
）
こ
の
款
は
、
道
兼
蔵
人
頭
時
代
の
詠
と
す
る
本
文
（
群
議
類
従
本
・
谷

森
本
等
）
も
あ
る
が
、
道
兼
が
蔵
人
頭
に
任
じ
ら
れ
る
の
は
、
党
和
二
年

（
九
八
六
）
六
月
二
十
三
日
で
、
そ
の
年
の
七
月
二
十
日
に
は
参
議
に
任

じ
ら
れ
、
蔵
人
頭
を
降
り
て
い
る
（
『
公
卿
補
任
』
）
。
し
た
が
っ
て
、
梅

の
花
の
季
節
に
は
、
蔵
人
頭
を
勤
め
て
い
な
い
と
い
っ
た
問
題
が
残
る
。

（4
）
「
藤
原
公
伎
の
研
究
｜
公
任
集
作
歌
年
次
考
｜
」
（
山
梨
県
立
女
子
短

期
大
学
紀
要
4
、
昭
和
四
十
五
年
三
月
）

（5
）
二
条
右
大
臣
の
栗
田
の
山
ざ
と
の
締
子
の
ゑ
に
、
た
び
人
も
み
ぢ

の

し

た

に

や

ど

り

た

る

所

恵

慶

法

的

今
よ
り
は
紅
葉
の
も
と
に
や
ど
り
せ
じ
を
し
む
に
旅
の
日
か
ず
へ
ぬ
べ
し

（
拾
選
集
・
秋
・
二

O
四）

粟
田
お
大
臣
家
の
障
子
に
、
唐
崎
に
殺
し
た
る
所
に
あ
み
ひ
く
か

た

か

け

る

所

平

祐

挙

み
そ
ぎ
す
る
け
ふ
唐
崎
に
お
ろ
す
網
は
神
の
う
け
ひ
く
し
る
し
な
り
け
り

（
拾
滋
集
・
神
楽
歌
・
五
九
五
）

（6
）
『
窓
箆
集
校
本
と
研
究
』
（
桜
総
社
）
。
な
お
、
『
窓
慶
築
』
の
歌
番

号
の
み
、
熊
本
氏
の
論
考
に
あ
わ
せ
、
私
家
集
大
成
に
よ
る
。
な
お
、
熊

本
氏
は
コ
忠
慶
集
』
一
一
一
一
一
一
か
ら
二
二
七
番
歌
も
、
一
八
三
か
ら
一
九
五

番
数
ま
で
の
障
子
絵
と
向
じ
絵
柄
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
が
、
和
歌
の
内
容

と
絵
柄
と
を
つ
き
あ
わ
せ
る
と
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
仮
に
粟
田
山
荘
の

降
子
絵
を
一
詠
ん
だ
歎
と
し
て
も
、
両
者
は
別
の
絵
柄
を
詠
ん
だ
も
の
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
恕
わ
れ
る
。

（7
）
「
絵
物
語
」
に
関
し
て
は
、
最
近
伊
東
祐
子
氏
に
よ
っ
て
、
そ
の
も
つ

と
も
有
力
な
読
者
が
、
「
幼
い
、
あ
る
い
は
少
女
期
の
姫
君
た
ち
で
あ
っ

た
」
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
『
栄
花
物
語
』
に

「
た
だ
あ
ら
ま
し
ご
と
を
の
み
い
そ
ぎ
思
し
た
る
」
と
諮
ら
れ
て
い
る
点

と
も
符
合
す
る
。
た
だ
し
、
ぞ
れ
が
「
あ
ら
ま
し
ご
と
」
で
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
「
絵
物
語
」
を
議
き
集
め
さ
せ
た
の
は
、
単
な
る
慰
め
も
の
だ
け

で
は
な
く
、
姫
君
の
教
義
を
培
わ
せ
る
教
材
と
し
て
の
意
味
も
あ
っ
た
と

怠
わ
れ
る
。
「
物
語
文
学
史
再
考
｜
「
絵
物
語
」
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
（
中
古

文
学
第
六
十
四
号
・
平
成
十
一
年
十
一
月
）

（8
）
『
為
頼
築
』
に
は
、
も
う
一
首
次
の
歎
が
見
ら
れ
る
。

故
菜
回
の
右
大
出
出
刷
版
の
、
は
か
な
く
な
り
た
ま
ひ
て
の
年
の
十

月
に

神
な
月
い
つ
も
し
そ
れ
は
悲
し
き
を
こ
こ
ひ
の
森
も
い
か
が
見
る
ら
ん

（
為
頼
集
中
ハ
O
）
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た
だ
し
、
こ
の
歌
は
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
『
清
少
納
言
集
』
に
も
見
え
、

『
為
頼
集
』
と
は
詠
歌
事
情
が
巽
な
っ
て
い
る
。

お
大
将
殿
の
こ
な
く
な
し
た
ま
へ
る
が
、
か
へ
り
た
ま
ふ
に

神
無
月
も
み
ぢ
薬
い
つ
も
か
な
し
き
を
こ
こ
ひ
の
森
は
い
か
が
み
る
ら
ん

（
清
少
納
言
集
一
一
八
）

返
し
、
実
方
の
君

い
つ
と
な
く
時
一
雨
ふ
り
し
く
挟
に
は
め
づ
ら
し
げ
な
き
神
無
月
か
な

（
清
少
納
言
集
二
九
）

さ
ら
に
、
『
清
少
納
言
集
』
二
九
は
、
『
実
方
集
』
に
も
見
え
、
こ
れ

ら
の
歎
の
詠
歌
富
市
備
を
め
そ
っ
て
は
、
諸
歌
集
潤
で
か
な
り
混
乱
し
て
い

る
実
態
が
幾
わ
れ
る
。

十
月
つ
ど
も
り
が
た
に
、
億
万
の
中
将
に

い
つ
と
な
く
持
雨
ふ
り
ぬ
る
徐
に
は
め
づ
ら
し
げ
な
き
神
無
月
か
な

（
実
方
策
四
八
）

対
の
御
か
た
の
少
納
言
き
き
て

大
空
の
し
寸
る
る
だ
に
も
か
な
し
き
に
い
か
に
な
が
め
て
ふ
る
挟
ぞ
は

（
実
方
策
四
九
）

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
様
々
な
推
定
が
な
さ
れ
、
い
ま
だ
結
論
が
出
て

い
な
い
。
本
稿
で
は
、
為
頼
と
道
兼
と
の
交
渉
を
伝
え
る
軟
で
あ
る
可
能

性
も
あ
る
も
の
と
し
て
、
注
に
お
い
て
指
摘
し
て
お
く
。
な
お
、

2待
相
制

策
』
の
詞
警
か
ら
は
道
兼
の
死
後
の
詠
と
な
る
が
、
和
歌
中
に
「
子
恋
の

森
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
な
ど
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
が
為
頼
、
詠
で
あ
る

と
す
る
と
、
道
兼
の
長
男
循
足
君
が
亡
く
な
っ
た
年
の
一
詠
で
あ
っ
た
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
。
『
為
頼
築
』
は
、
こ
の
歌
を
十
月
の
詠
と
記
す
が
、

そ
の
点
に
着
目
す
る
と
、
福
足
君
は
、
永
詐
元
年
（
九
八
九
）
八
月
十
三

日
に
臆
れ
物
を
患
っ
て
亡
く
な
っ
て
お
り
（
『
小
右
記
』
）
、
そ
の
四
十
九

日
は
十
月
一
日
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
歌
は
福
足
君

の
死
に
伴
う
法
要
が
一
巡
り
済
ん
だ
際
に
、
為
頼
が
道
兼
の
心
僚
を
察
し

て
詠
ん
だ
歌
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

萩
谷
朴
氏
『
渚
少
納
一
首
会
歌
集
』
（
笠
閣
議
院
）
、
田
坂
慾
二
氏
「
『
神

無
月
い
つ
も
持
雨
は
』
考

i
源
氏
物
語
引
歌
瞥
見
！
」
（
「
文
芸
と
思
想
」

五
七
・
平
成
五
年
一
月
）
、
竹
鼻
綴
氏

3
一
六
方
集
注
釈
』
（
資
重
本
刊
行

会
）
、
『
為
頼
策
全
釈
』
（
風
間
番
一
房
一
）

（9
）
吋
臼
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
二
七
二
頁
。

（
m）
『
栄
花
物
語
』
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
で
は
、
道
信
は
道
兼
の
養
子
に
な

っ
た
と
あ
る
。
『
臼
本
紀
略
』
に
よ
れ
ば
、
道
陣
一
聞
は
兼
家
の
養
子
に
な
っ

て
お
り
、
『
栄
花
物
語
』
の
記
述
に
は
隠
題
が
存
す
る
が
、
仮
に
誤
り
で

あ
る
と
し
て
も
、
二
人
の
路
に
は
そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
で
も
お
か
し
く
な

い
関
係
が
存
し
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
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＊
な
お
、
和
歌
本
文
及
ぴ
歌
番
号
は
『
新
一
機
図
歌
大
観
』
に
、
そ
の
ほ
か
の
本

文
は
、
以
下
の
諸
警
に
よ
っ
た
。
吋
栄
花
物
語
』
『
大
鏡
』
（
新
編
日
本
古
典

文
学
会
策
、
小
学
館
）
、
吋
近
衛
府
補
任
』
『
蔵
人
補
任
』
『
弁
官
補
任
』
（
続

群
議
類
従
完
成
会
）
、
吋
尊
卑
分
脈
』
（
古
川
弘
文
館
）
0

（
と
く
う
え
・
と
し
ゆ
き
／
東
京
学
芸
大
学
連
合
大
学
院
博
士
課
程
）


