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論
　
文「

貫
之
の
梅
」
考 

　
─
百
人
一
首
の
近
世
的
展
開

大　

内　

瑞　

恵

は
じ
め
に

紀
貫
之
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
の
一
人
、『
土
佐
日
記
』
の
作
者
、
三

十
六
歌
仙
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
平
安
時
代
の
歌
人
で
あ
る
。
紀
貫
之
の

「
人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
に
け
る
」
と
い
う

歌
は
、『
古
今
和
歌
集
』（
巻
第
一　

春
歌
上
四
二
、
以
下
『
古
今
集
』
と
す

る
）に
入
集
し
て
い
る
が
、『
百
人
一
首
』
に
入
っ
た
こ
と
に
よ
り
広
く
知
ら

れ
た
歌
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
享
保
十
四
年（
一
七
二
九
）に
刊
行
さ
れ
た
狂
歌
集
『
家
つ
と
』

に
貫
之
の
歌
を
踏
ま
え
た
狂
歌
が
入
集
し
て
い
る
。

梅は
つ
せ
山
小
池
の
寺
中
よ
り
貫
之
の
梅
三
枝
〈
タ
〉
給
り
歌
を

と
あ
り
け
れ
ば

梅
は
い
か
ゞ
思
ふ
も
し
ら
ず
御
懇コ

ン
イ意
は
初
瀬
山
々
香カ

に
匂ニ
ホ

ひ
け
り

長
谷
寺
よ
り
「
貫
之
の
梅
」
三
枝え
だ

を
い
た
だ
き
、「
歌
を（
狂
歌
を
詠
ん
で

く
だ
さ
い
）」
と
あ
っ
た
の
で
と
い
う
こ
と
で
詠
ま
れ
た
狂
歌
で
あ
る
。

こ
の
「
貫
之
の
梅
」
は
現
在
も
長
谷
寺
に
あ
る
。
し
か
し
、
貫
之
が
詠
ん

だ
「
ふ
る
さ
と
」
は
長
谷
寺
参
詣
の
途
中
で
泊
ま
る
旧
都（
奈
良
）で
あ
ろ
う

と
近
年
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
稿
者
も
そ
う
思
う
。

つ
ま
り
、
貫
之
歌
の
解
釈
に
は
時
代
的
変
遷
が
あ
り
、
近
世
に
お
い
て
は
、

長
谷
寺
の
「
貫
之
の
梅
」
と
い
う
名
所
が
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。『

百
人
一
首
』
を
読
解
す
る
と
き
に
は
、
次
の
視
点
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ

う
。①

原
作
者
は
ど
の
よ
う
な
情
況
・
意
図
で
歌
を
詠
ん
だ
の
か
。

②
勅
撰
集
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
の
か
。

③
定
家（
鎌
倉
初
期
）は
ど
の
よ
う
な
解
釈
で
和
歌
・
歌
人
を
撰
ん
だ
の
か
。

島
津
忠
夫
氏
の
『
新（

注
１
）版　

百
人
一
首
』
は
定
家
の
解
釈
に
重
点
を
お
い
た
注
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釈
書
で
あ
る
。
そ
の
は
し
が
き
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

『
百
人
一
首
』
の
撰
者
が
、
古
来
幾
変
転
化
の
後
、
今
日
で
は
、
解
説

で
も
触
れ
る
よ
う
に
、
藤
原
定
家
と
見
て
、
ほ
ぼ
誤
り
な
い
も
の
と

さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
、
そ
の
新
し
い
定
説
の
上

に
立
っ
て
、
定
家
撰
と
い
う
立
場
か
ら
、
現
代
語
訳
も
鑑
賞
も
施
し

た
こ
と
で
あ
る
。
原
作
者
の
詠
作
意
図
よ
り
は
、
定
家
が
ど
う
解
釈

し
、
ど
う
評
価
し
て
い
た
か
に
重
点
を
置
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
通
説
と
異
な
る
点
も
多
く
、
時
に
は
定
家
の
誤
解
と
見
ら
れ

る
点
も
そ
の
ま
ま
に
現
代
語
訳
を
施
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
す

べ
て
語
釈
ま
た
は
参
考
で
そ
の
旨
を
こ
と
わ
っ
て
お
い
た
の
で
特
に

一
首
取
り
出
し
て
よ
ま
れ
る
場
合
に
は
注
意
し
て
ほ
し
い
。

「
原
作
者
の
詠
作
意
図
」
と
「
定
家
」
の
視
点
が
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い

と
い
う
指
摘
は
、
近
世
に
お
け
る
注
釈
書
の
あ
り
よ
う
に
も
通
じ
る
こ
と
で

あ
る
。

本
稿
は
、
そ
の
上
で
近
世
に
お
け
る
紀
貫
之
と
そ
の
「
人
は
い
さ
」
歌
が

ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
た
か
を
「
貫
之
の
梅
」
か
ら
見
よ
う
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

「
ふ
る
さ
と
」
と
は

ま
ず
、
紀
貫
之
の
「
人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に

に
ほ
ひ
け
る
」
と
は
ど
う
い
う
歌
で
あ
る
の
か
。

『
古（

注
２
）今

集
』
第
一　

春
歌
上

く
ら
ぶ
山
に
て
よ
め
る 

つ
ら
ゆ
き

三
九　

梅
花
に
ほ
ふ
春
べ
は
く
ら
ぶ
山
や
み
に
こ
ゆ
れ
ど
し
る
く
ぞ
有
り
け

る
月
夜
に
梅
花
を
を
り
て
と
人
の
い
ひ
け
れ
ば
、
を
る
と
て
よ
め
る

 

み
つ
ね

四
〇　

月
夜
に
は
そ
れ
と
も
見
え
ず
梅
花
か
を
た
づ
ね
て
ぞ
し
る
べ
か
り
け

る
は
る
の
よ
梅
花
を
よ
め
る

四
一　

春
の
夜
の
や
み
は
あ
や
な
し
梅
花
色
こ
そ
見
え
ね
か
や
は
か
く
る
る

は
つ
せ
に
ま
う
づ
る
ご
と
に
や
ど
り
け
る
人
の
家
に
ひ
さ
し
く
や

ど
ら
で
、
ほ
ど
へ
て
の
ち
に
い
た
れ
り
け
れ
ば
、
か
の
家
の
あ
る

じ
か
く
さ
だ
か
に
な
む
や
ど
り
は
あ
る
と
い
ひ
い
だ
し
て
侍
り
け

れ
ば
、
そ
こ
に
た
て
り
け
る
む
め
の
花
を
を
り
て
よ
め
る

 

つ
ら
ゆ
き

四
二　

人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
か
に
に
ほ
ひ
け
る

水
の
ほ
と
り
に
梅
花
さ
け
り
け
る
を
よ
め
る 

伊
勢

四
三　

春
ご
と
に
な
が
る
る
河
を
花
と
見
て
を
ら
れ
ぬ
水
に
袖
や
ぬ
れ
な
む

「
梅
花
に
ほ
ふ
」「
そ
れ
と
も
見
え
ず
梅
花
か
を
た
づ
ね
て
」「
色
こ
そ
見
え

ね
か
や
は
か
く
る
る
」
と
、〈
梅
の
花
は
よ
く
見
え
ず
と
も
香
り
で
わ
か
る
〉

歌
が
三
首
続
き
、
四
二
番
の
「
花
ぞ
昔
の
か
に
に
ほ
ひ
け
る
」
と
い
う
並
び

に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
歌
は
、
初
瀬（
長
谷
寺
）に
参
詣
す
る
た
び
に
、
泊
ま
っ
て
い
た
人
の

家
に
長
ら
く
泊
ま
ら
ず
、
し
ば
ら
く
し
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
家
の
主
人

が
「
こ
の
よ
う
に
し
っ
か
り
宿
は
あ
り
ま
す
よ
」
と
言
い
か
け
ま
し
た
の
で
、

そ
こ
に
あ
っ
た
梅
の
花
を
折
っ
て
、「
人（
あ
な
た
の
）の
心
は
さ
あ
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
古
里
は
、
こ
の
宿
の
梅
は
昔
の
ま
ま
変
わ
ら
ず
に
香
り
咲
い
て
い
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ま
す
よ
」
と
詠
ん
だ
と
い
う
も
の
。

次
の
伊
勢
の
歌
は
、
水
辺
に
咲
く
梅
の
花
を
詠
ん
だ
歌
で
、
毎
年
春
が
来

る
た
び
に
、
流
れ
に
映
る
花
の
影
を
、
本
当
の
花
か
と
思
い
手
折
ろ
う
と
し

て
も
で
き
ず
、
袖
だ
け
が
濡
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
も
の
。
香
で

は
な
く
「
春
ご
と
に
」
と
毎
年
の
春
を
詠
む
歌
で
あ
り
、「
は
つ
せ
に
ま
う
づ

る
ご
と
に
」「
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
」
に
続
い
て
時
間
を
意
識
さ
せ
る
配
置

で
あ
る
。

『
貫（

注
３
）之
集
』
で
は
、
家
の
主
の
返
歌
が
残
る
。

む
か
し
は
せ
に
ま
う
づ
と
て
や
ど
り
し
た
り
し
人
の
、
久
し
う

よ
ら
で
い
き
た
り
け
れ
ば
、
た
ま
さ
か
に
な
む
人
の
家
は
あ
る

と
い
ひ
出
し
た
り
し
か
ば
、
そ
こ
な
り
し
む
め
の
花
を
を
り
て

い
る
と
て

八
一
四　

人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
故
郷
の
花
ぞ
む
か
し
の
か
に
に
ほ
ひ
け
る

　

返
し

八
一
五　

花
だ
に
も
お
な
じ
心
に
咲
く
も
の
を
う
ゑ
た
る
人
の
心
し
ら
な
ん

久
し
く
訪
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
言
わ
れ
て
「
人（
あ
な
た
の
）の
心
は
さ
あ
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
古
里
は
、
こ
の
宿
の
梅
は
昔
の
ま
ま
変
わ
ら
ず
に
香
り
咲

い
て
い
ま
す
よ
」
と
答
え
た
貫
之
に
対
し
て
、「
花
で
す
ら
昔
と
同
じ
に
咲
く

の
に
、
ど
う
し
て
そ
の
変
わ
ら
な
い
花
を
植
え
た
人（
わ
た
し
）の
心
を
知
ら

な
い
の
で
し
ょ
う
」
と
宿
の
主
は
返
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
貫
之
の
歌
に
出
る
「
ふ
る
さ
と
」
と
は
ど
こ
か
。

井（
注
４
）上
宗
雄
氏
は
「
作
者
が
久
し
ぶ
り
に
大
和（
奈
良
県
）の
初
瀬
に
あ
る
長

谷
寺
へ
参
っ
た
折
、
か
つ
て
の
な
じ
み
の
家
を
訪
れ
る
と
」「
ふ
る
さ
と
の
自

然
は
美
し
い
、
と
い
う
初
瀬
へ
の
な
つ
か
し
さ
を
秘
め
た
、
初
瀬
の
人
へ
の

あ
い
さ
つ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
よ
う
」
と
記
す
。
こ
の
歌
に
つ

い
て
、
井
上
氏
が
着
目
し
た
と
こ
ろ
は
詞
書
に
記
さ
れ
た
場
を
は
ず
し
て
み

た
時
の
「
悠
久
の
自
然
と
有
限
な
人
間
と
を
対
比
す
る
心
が
生
ま
れ
、
作
者

の
懐
旧
の
情
は
深
い
詠
嘆
を
と
も
な
っ
て
春
の
日
に
た
ゆ
と
う
て
ゆ
く
…
…

（
中
略
）中
世
の
人
々
が
心
に
抱
い
た
王
朝
の
美
の
映
像
」
で
あ
る
。
初
瀬
に

こ
だ
わ
ら
ず
、「
ま
た
「
ふ
る
さ
と
」
は
、
初
瀬
に
行
く
途
次
の
「
奈
良
」
の

中
宿
り
と
も（
吉
海
・
島
津
著
参
照
）」
と
鑑
賞
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
。

島（
注
５
）津
忠
夫
氏
は
「
ふ
る
さ
と
」
を
奈
良
と
す
る
。「
諸
注
、
昔
な
じ
み
の
所

と
解
し
て
、
長
谷
を
考
え
て
き
た
が
、
平
安
の
都
人
全
体
に
と
っ
て
の
「
ふ

る
さ
と
」
は
「
古
り
に
し
奈
良
の
都
」
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
渡（

注
６
）辺

輝
道
氏

と
吉（

注
７
）海
直
人
氏
の
論
を
あ
げ
る
。

な
ら
の
み
か
ど
の
御
う
た

九
〇　

ふ
る
さ
と
と
な
り
に
し
な
ら
の
み
や
こ
に
も
色
は
か
は
ら
ず
花
は
き

け
り

渡
辺
氏
は
、『
古
今
集
』（
春
下
・
平
城
天
皇
）の
こ
の
歌
を
提
示
し
つ
つ
次

の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

平
城
天
皇
歌
が
和
歌
史
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。
そ
し
て
さ
ら
に

そ
の
奥
に
は
、

あ
を
に
よ
し
な
ら
の
都
は
咲
く
花
の
に
ほ
ふ
が
ご
と
く
今
盛
り
な

り
 

（
万
葉
集
・
巻
三
・
三
三
一
・
小
野
老
朝
臣
）

を
代
表
と
す
る
「
咲
く
花
の
に
ほ
ふ
」
な
ら
の
都
歌
群
が
控
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

紀
貫
之
の
「
人
は
い
さ
」
歌
は
、
そ
の
系
列
の
中
で
捉
え
直
し
て
み
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る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

吉
海
氏
は

「
故
郷
」
に
つ
い
て
、『
古
今
集
』
四
二
番
の
詞
書
で
は
単
に
な
じ
み

の
宿
と
あ
る
だ
け
で
、
必
ず
し
も
初
瀬
に
限
定
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。
歌
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
「
故
郷
・
花
・
匂
ふ
」
は
、
む
し
ろ
奈

良
の
都
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る（
屏
風
歌
の
可
能
性
も
あ
る
）。
と
こ
ろ

が
伝
記
考
証
で
は
こ
れ
を
一
等
資
料
に
し
て
、
初
瀬
を
貫
之
の
生
ま

れ
育
っ
た
故
郷
と
積
極
的
に
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
る
。

従
来
、「
人
は
い
さ
」
歌
の
「
ふ
る
さ
と
」
は
初
瀬（
長
谷
寺
）と
解
釈
さ
れ

て
き
た
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
り
、
初
瀬
に
行
く
途
次
の
「
奈
良
」
と
理
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
当
該
歌
の
近
世
に
お
け
る
受
容
を
考
え
る
た
め
に
は
、
従
前
の

解
釈
を
確
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
貫
之
と
初
瀬
の
イ
メ

ー
ジ
が
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
か
。

『
百
人
一
首
』
の
変
遷

簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

『
百
人
一
首
』
は
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
、
室
町
時
代
以
降
徐
々
に
広
ま
っ

て
い
っ
た
。『
百
人
一
首
』
注
釈
書
の
最
初
期
の
も
の
と
目
さ
れ
る
『
百
人
一

首
宗
祇
抄
』（
文
明
十
年
〈
一
四
七
八
〉
奥
書
）は
奥
書
に
よ
る
と
連
歌
師
宗
祇

が
東
常
縁
か
ら
聞
い
た
教
え
を
も
と
に
記
し
た
と
い
う
。

や
が
て
江
戸
時
代
初
期
に
は
後
陽
成
院
が
『
百
人
一
首
抄
』
を
著
し
、
寛

文
元
年（
一
六
六
一
）に
後
水
尾
院
は
『
百
人
一
首
』
の
講
義
を
行
っ
た
。
こ

の
講
義
の
記
録
が
『
百
人
一
首
御
講
釈
聞
書
』
で
あ
り
、
講
義
を
聴
聞
し
た

後
西
院
や
飛
鳥
井
雅
章
な
ど
に
よ
り
作
ら
れ
た
聞
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
門
人
に

書
写
さ
れ
て
い
っ
た
。
堂
上
に
お
け
る
古
今
伝
受
の
一
環
に
『
百
人
一
首
』

は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

一
方
、
地
下
で
は
延
宝
六
年（
一
六
七
八
）細
川
幽
斎
の
『
百
人
一
首
抄（
幽

斎
抄
）』
に
菱
川
師
宣
の
挿
絵
を
付
し
た
『
百
人
一
首
像
讃
抄
』
が
刊
行
さ

れ
、
天
和
三
年（
一
六
八
三
）、
元
禄
五
年（
一
六
九
二
）と
板
を
重
ね
て
広
ま

っ
た
。
以
降
、
契
沖
『
百
人
一
首
改
観
抄
』、
賀
茂
真
淵
『
う
ひ
ま
な
び
』
な

ど
国
学
者
ら
に
よ
る
注
釈
が
行
わ
れ
て
い
く
。

で
は
、
貫
之
歌
は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
の
か
。

天
理
図
書
館
蔵
『
百（

注
８
）人
一
首
聞
書
』

紀
貫
之
〈
先
祖
不
見
。
木
工
頭
土
佐
守
御
書
所
領（
預
）。〉

人
は
伊
佐
心
も
知
す
古
郷
の
花
そ
昔
の
か
に
ゝ
ほ
ひ
け
る

哥
の
面
ま
て
に
は
其
心
め
つ
ら
し
か
ら
す
。
事
書
ニ
曰
初
瀬
に
詣
け

る
度
こ
と
に
や
と
り
馴
た
る
家
に
久
に
ま
か
ら
て
あ
る
時
に
ま
か
り

け
れ
は
あ
る
し
「
か
く
さ
た
か
に
な
む
宿
り
は
あ
り
」
と
云
け
れ
は

そ
こ
に
あ
り
け
る
梅
を
折
て
読
り
と
云
々
。
此
主
の
言
心
は
や
と
り

な
れ
た
る
所
に
久
し
く
こ
ね
は
根（
恨
）て
人
の
心
こ
そ
替
た
れ
共
我

は
へ
ん
せ
す
今
迄
待
た
る
と
云
詞
を
う
ち
す
て
さ
た
か
に
し
て
あ
り

と
い
へ
と
も
人
の
心
は
い
さ
し
ら
す
此
梅
の
花
は
昔
の
こ
と
く
に
向

と
前
の
詞
に
門
答
し
た
る
所
実
に
粉
骨
の
作
也
。
は
つ
せ
を
古
郷
と

云
事
は
推
略
天
王
の
都
な
れ
は
也
。
こ
の
花
は
梅
な
り
。

ま
ず
、『
古
今
集
』
の
詞
書
を
記
し
、
歌
の
意
味
を
記
す
。
贈
答
歌
で
あ
る

と
こ
ろ
を
「
粉
骨
の
作
」
と
み
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
歌
が
当
意
即
妙
の
や
り
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と
り
で
あ
る
こ
と
を
評
価
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
は
つ
せ
を
古
郷
と
云
事
は

推
略
天
王
の
都
な
れ
は
也
。」
の
「
推
略
天
王
」
と
は
「
雄
略
天
皇
」
の
こ
と

で
、
泊は

つ

瀬せ
の

朝あ
さ
く
ら
の
み
や

倉
宮
は
初
瀬
と
推
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

京
都
大
学
中
院
文
庫
本
『
百（

注
９
）人
一
首
聞
書
』
に
は
次
の
頭
注
が
あ
る
。

貫
之
伯
瀬（
泊
瀬
）へ
年
ま
い
り
を
し
た
る
に
或
時
宿
坊
を
か
へ
て
や

ど
り
た
る
時
前
ノ
宿
坊
の
か
た
よ
り
恨
お
こ
せ
た
る
時
梅
ノ
枝
を
折

て
読
ル
歌
也
。

毎
年
の
宿
坊
な
れ
ば
故
郷
ト
い
へ
り
。

細
川
幽
斎
の
注
を
見
て
み
よ
う
。

永
青
文
庫
蔵
『
百

）
1注

（
注

人
一
首
注
』
で
は
『
古
今
集
』
の
詞
書
を
記
し
、「
貫
之

哥
の
な
か
に
も
余
情
か
き
り
な
き
者
也
。
此
古
郷
と
い
ふ
は
や
と
り
つ
け
た

る
所
を
さ
し
て
云
也
」
と
評
価
す
る
。「
前
か
き
家
集
に
は
少
か
は
れ
り
。
古

郷
は
久
し
く
な
り
た
る
所
と
心
得
也
」
と
古
郷
の
意
味
が
、
地
名
で
は
な
く

な
っ
て
い
る
。

彰
考
館
蔵
『
百

）
11

（
注

人
一
首（
幽
斎
抄
）』
で
は
「
童
名
阿
古
久
曽
云
々
玄
蕃
頭

木
工
権
頭
従
五
位
上
御
書
所
預
」
と
紀
貫
之
の
童
名
が
記
さ
れ
る
。

『
紀

）
12

（
注

氏
系
図
』
に
貫
之
の
童
名
を
「
内
教
坊
阿
古
久
曾
」
と
あ
る
か
ら
広
ま

っ
た
の
だ
ろ
う
。

注
釈
に
は
「
貫
之
宿
坊
に
中
絶
し
て
来
り
た
る
を
あ
る
し
恨
て
如
此
や
と

り
は
か
は
ら
ぬ
と
い
へ
り
」
と
宿
坊
説
が
登
場
す
る
。
ま
た
「
余
情
か
き
り

な
き
哥
也
」
と
や
は
り
余
情
を
重
視
す
る
。
さ
ら
に
「
故
郷
と
云
も
常
の
に

は
い
さ
ゝ
か
心
か
は
れ
り
。
も
と
や
と
り
つ
け
た
る
所
を
さ
し
て
云
也
。」
と

い
う
。

一
華
堂
切
臨
の
『
切

）
13

（
注

臨
抄
』
は
諸
本
か
ら
注
を
継
承
し
て
い
て
興
味
深
い
。

「
今
ノ
世
ニ
泊
瀬
横
田
ノ
坊
ト
云
ハ
貫
之
か
宿
坊
也
と
云
伝
た
り
」
と
、
中

世
か
ら
近
世
の
頃
、
貫
之
の
宿
坊
と
伝
承
さ
れ
る
場
所
が
特
定
さ
れ
て
い
る
。

祐
海
の
『
百

）
14

（
注

人
一
首
師
説
抄
』
で
は
貫
之
申
し
子
説
が
登
場
す
る
。

紀
貫
之　

天
慶
比
在
世
。
大
内
記
。
後
従
五
位
上
土
佐
守
。
御
書
所

預
。或

説
紀
ノ
文
幹
ノ
子
ト
云
々
。
文
幹
大
和
泊
瀬
観
音
ニ
月
参
リ
申

シ
子
ニ
参
籠
シ
ケ
ル
ニ
経
ヲ
一
巻
玉
ハ
ル
ト
夢
ニ
ミ
テ
貫
之
ヲ
生

ケ
ル
。
扨
貫
之
モ
長
谷
ヘ
月
参
シ
ケ
ル
ト
言
説
有
。
可
尋
之
。
故

ニ
童
名
内
教
坊
ト
号
ス
ト
云
々
。
詞
書
ニ
人
ノ
家
と
ハ
貫
之
師
匠

の
浄
尊
法
橋
也
。
古
今
混
乱
義
ニ
ア
リ
。
紀
ノ
氏
寺
河
内
国
西
方

院
号
紀
寺
。

後
水
尾
院
の
『
百

）
15

（
注

人
一
首
抄
』
に
も
こ
の
話
は
記
さ
れ
て
い
る
。

或
秘
抄
ニ
云
、
貫
之
ハ
長
谷
寺
ノ
観
音
ノ
申
子
也
。
故
ニ
長
谷
寺
ニ

月
コ
ト
ニ
マ
ウ
ツ
ル
也
。
父
紀
文
幹
〈
私
云
、
此
事
不
審
、
奥
ニ
モ

注
ス
〉
男
子
ノ
ナ
キ
コ
ト
ヲ
歎
テ
、
泊
瀬
ノ
寺
ニ
マ
ウ
テ
ケ
ル
時
、

夢
ニ
経
ヲ
給
ハ
ル
ト
見
テ
後
、
貫
之
ヲ
生
リ
。
経
ヲ
給
ハ
ル
故
ニ
内

教
坊
ト
童
名
ヲ
云
リ
。
人
ノ
家
ト
ハ
浄
尊
法
橋
ノ
家
也
ト
云
々
。
又

或
秘
抄
ニ
、
心
カ
ハ
ラ
ヌ
我
ヲ
恨
ル
ハ
、
其
方
ノ
心
ノ
変
ス
ル
カ
ト

カ
ヘ
リ
テ
疑
心
也
。
初
瀬
ハ
雄
略
天
皇
ノ
都
也
。
文
幹
ハ
紀
長
谷
雄
・

淑
光
・
文
幹
、
此
分
也
。
貫
之
系
図
ト
ハ
事
外
相
違
也
。
貫
之
ハ
持

行
男
、
系
図
歴
然
也
。

後
水
尾
院
は
諸
説
を
集
め
つ
つ
、
系
図
な
ど
を
検
証
し
間
違
い
を
指
摘
す
る

が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
ま
ま
「
或
秘
抄
ニ
云
、
貫
之
ハ
長
谷
寺
ノ
観
音
ノ
申

子
也
。
故
ニ
長
谷
寺
ニ
月
コ
ト
ニ
マ
ウ
ツ
ル
也
。」
と
書
き
記
し
て
い
る
。
た
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だ
し
、『
聞
書
』
で
は

紀
の
長
谷
雄
と
云
物
は
、
は
せ
の
観
音
の
利
生
を
蒙
た
子
細
が
あ
つ

た
に
よ
つ
て
、
は
せ
の
観
音
を
信
し
た
。
此
文
幹
か
子
し
や
と
云
説

な
れ
は
、
長
谷
雄
の
た
め
に
は
彦
じ
や
。
貫
之
も
は
つ
せ
に
度
々
参

詣
し
た
そ
う
な
。

と
、
紀
貫
之
で
は
な
く
、
紀
長
谷
雄
の
話
を
し
て
い
る
。
紀
長
谷
雄
と
長
谷

寺
観
音
に
つ
い
て
は
、『
長
谷
寺
験
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
紀
貫
之
の
父
が

文
幹
と
い
う
誤
解
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
長
谷
雄
に
繋
が
り
、
申
し
子
伝
承
が

間
違
っ
て
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
紀
文
幹
は
『
拾

）
16

（
注

遺
和
歌
集
』
に
一
首
だ
け
入
集
し
て
い
る
人
物

で
あ
る
。

承
平
四
年
中
宮
の
賀
し
侍
り
け
る
時
の
屏
風
の
う
た

 

紀
文
幹

二　

春
霞
た
て
る
を
見
れ
ば
荒
玉
の
年
は
山
よ
り
こ
ゆ
る
な
り
け
り

さ
て
、
地
下
に
流
布
し
た
『
百
人
一
首
像
讃
抄
』
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。（
句

読
点
は
稿
者
に
よ
る
）

系
図
友
則
の
所
に
見
え
た
り
。
あ
る
説
に
紀
文
幹
が
子
云
々
。
童
名

阿
古
久
曽
云
々
。
玄
蕃
頭　

木
工
権
頭　

従
五
位
上
御
書
所
預
り

こ
の
歌
の
注　

詞
書
に
は
つ
せ
に
ま
ふ
で
つ
る
こ
と
に
や
と
り
け
る

人
の
家
に
、
ひ
さ
し
く
や
と
ら
で
ほ
ど
へ
て
の
ち
に
い
た
り
け
れ
は
、

か
の
家
に
あ
る
し
、
か
く
さ
だ
か
に
な
ん
や
と
り
は
あ
り
と
い
ひ
出

し
て
侍
り
け
れ
は
、
そ
こ
に
た
て
り
け
る
梅
の
花
を
お
り
て
よ
め
る

と
あ
り
。
貫
之
家
集
に
は
む
か
し
は
つ
せ
に
と
あ
り
。
古
今
に
は
つ

ら
ゆ
き
詞
を
な
を
し
て
入
た
り
。
貫
之
宿
坊
に
中
断
し
て
き
た
り
た

る
を
、
あ
る
し
う
ら
み
て
、
か
く
の
こ
と
く
の
や
と
り
は
か
は
ら
ぬ

と
歌
は
の
字
つ
よ
く
あ
た
る
こ
ゝ
ろ
有
。
つ
ら
ゆ
き
久
し
く
お
と
つ

れ
ね
は
、
あ
る
じ
の
心
を
い
か
ゞ
と
う
た
が
ひ
な
か
ら
、
は
な
は
む

か
し
の
香
に
匂
ひ
た
る
よ
し
也
。
よ
く
古
郷
を
思
ひ
入
て
人
は
と
も

か
く
も
あ
れ
、
梅
の
匂
ひ
を
た
の
む
と
立
り
。
然
と
い
へ
と
も
、
人

は
い
さ
と
い
ひ
て
ふ
る
さ
と
を
思
ふ
心
あ
り
。
よ
せ
い
か
き
り
な
き

歌
也
。
い
さ
と
い
ふ
を
近
代
不
知
と
云
る
に
連
歌
な
と
に
も
ち
ゆ
。

い
さ
は
か
な
ら
す
し
ら
す
と
か
く
る
詞
也
。
連
歌
に
も
中
に
は
有
へ

し
。
下
に
を
く
事
は
い
か
ゝ
と
宗
長
な
と
も
い
ひ
し
と
な
り
。
又
古

『
百
）
17

（
注

人
一
首
像
讃
抄
』
紀
貫
之
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郷
と
い
ふ
も
常
に
は
い
い
さ
る
心
か
は
り
も
は
や
と
り
つ
き
た
る
所

を
さ
し
て
い
ふ
也
。
祇
注
に
人
の
心
は
し
ら
す
花
は
む
か
し
の
香
に

匂
ひ
け
る
そ
と
う
た

か
は
し
き
下
の
句
也

と
有
。
よ
く
よ
く
思

慮
す
べ
し
。

注
釈
の
内
容
は
こ
れ

ま
で
見
て
き
た
内
容

を
大
き
く
は
変
わ
ら

な
い
。
う
つ
む
き
加

減
の
歌
仙
図
が
下
段

右
に
、
左
に
歌
意
図（
梅
の
花
を
手
に
宿
の
主
へ
近
づ
く
貴
族
の
姿
）が
描
か

れ
て
い
る
。

描
か
れ
て
い
る
人
物
は
宿
坊
の
僧
侶
と
も
見
え
な
い
男
性
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
歌
は
男
性
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

現
代
で
は
、
女
性
に
向
け
て
詠
ま
れ
た
歌
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

片
）
18

（
注

桐
洋
一
氏
は
「
言
ひ
出
だ
し
て
」
の
用
例
か
ら
「
簾
の
中
に
い
る
女
が

外
に
い
る
男
に
言
葉
を
伝
え
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の

長
谷
の
宿
の
主
も
女
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
主
が
男
で
あ
れ
ば
、
貫
之

を
出
迎
え
る
た
め
に
、
外
に
出
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
屋
内
か
ら
対
応
す

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
す
る
。

し
か
し
、
菱
川
師
宣
の
描
い
た
絵
は
、
ま
さ
に
「
貫
之
を
出
迎
え
る
た
め

に
、
外
に
出
て
い
る
」
情
景
で
あ
り
、
江
戸
時
代
当
時
の
人
々
の
解
釈
を
示

す
よ
う
で
興
味
深
い
。

「
貫
之
の
梅
」

そ
こ
で
、
冒
頭
に
あ
げ
た
狂
歌
に
か
え
っ
て
み
よ
う
。

『
家

）
19

（
注

つ
と
』（
享
保
十
四
年
刊
）

梅は
つ
せ
山
小
池
の
寺
中
よ
り
貫
之
の
梅
三
枝
〈
タ
〉
給
り
歌
を

と
あ
り
け
れ
は

梅
は
い
か
ゝ
思
ふ
も
し
ら
ず
御
懇コ

ン
イ意

は
初
瀬
山
々
香カ

に
匂ニ
ホ

ひ
け
り

狂
歌
の
作
者
鯛
屋
貞
柳
は
、
永
田
氏
。
通
称
善
八
。
号
は
油
煙
斎
、
鳩
杖

子
、
珍
菓
亭
な
ど
。
大
坂
雛
屋
町
に
あ
っ
た
菓
子
舗
鯛
屋
の
主
人
で
あ
る
が
、

父
貞
因
は
俳
諧
を
よ
く
し
、
弟
は
浄
瑠
璃
作
者
紀
海
音
。
狂
歌
は
豊
蔵
坊
信

紀
友
則（
系
図
）
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海
に
学
び
、
そ
の
歌
は
狂
歌
撰
集
『
後
撰
夷
曲
集
』
に
十
代
で
入
集
し
、
元

祿
〜
享
保
期（
一
六
八
八
〜
一
七
三
六
）の
上
方
狂
歌
壇
の
第
一
人
者
で
も
あ

っ
た
。
承
応
三
年（
一
六
五
四
）生
、
享
保
十
九
年（
一
七
三
四
）没
。

そ
の
貞
柳
に
は
『
百
人
一
首
』
を
本
歌
と
し
た
狂
歌

わ
が
宿
は
御
堂
の
辰
巳
し
か
も
角
よ
う
売
れ
ま
す
と
人
は
い
ふ
な

り

が
伝
わ
る
ほ
か
、
宮
中
に
菓
子
を
納
め
た
時
に
も
望
ま
れ
て
狂
歌
を
詠
ん
で

い
る（『
狂

）
2注

（
注

歌
貞
柳
伝
』）。
こ
の
時
期
の
狂
歌
と
い
う
も
の
は
、
贈
答
の
折
り

に
挨
拶
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
も
多
い
。

さ
て
「
梅
は
い
か
ゝ
」
歌
も
、
当
然
、
紀
貫
之
の
「
人
は
い
さ
」
を
本
歌

と
し
た
狂
歌
で
あ
る
。

梅
は
ど
の
よ
う
に
思
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
貴
方
の
親
切
な
お
気
持
ち
は

初
瀬
山
一
面
に
梅
の
香
り
が
広
が
る
よ
う
に
、
し
み
じ
み
と
感
じ
た
こ
と
で

す
よ
の
意
。

（
狂
歌
）　 

梅
は
い
か
ゝ
思
ふ
も
し
ら
ず
御
懇コ
ン
イ意

は
初
瀬
山
々
香カ

に
匂ニ
ホ

ひ
け
り

（
本
歌
）　 

人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
に
け
る

梅
と
人
を
対
比
し
、
本
歌
の
「
人
の
心
は
わ
か
ら
な
い
」
を
「
梅
は
ど
う
思

う
か
わ
か
ら
な
い
」
と
読
み
換
え
、
梅
の
花
の
送
り
主
の
気
持
ち
は
よ
く
わ

か
る
と
御
礼
を
述
べ
た
歌
で
あ
る
。

送
り
主
の
「
は
つ
せ
山
小
池
の
寺
中
」
と
は
長
谷
寺
小
池
坊
の
こ
と
。『
日

）
21

（
注

本

歴
史
地
名
大
系
』
に
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

大
講
堂
は
寛
文
七
年（
一
六
六
七
）徳
川
家
綱
に
よ
っ
て
改
築
さ
れ
た

が
、
明
治
四
四
年
の
大
火
で
焼
失
、
大
正
一
三
年（
一
九
二
四
）に
再

興
さ
れ
た
。
こ
れ
が
本
坊
で
、
護
摩
堂
・
書
院
・
庫
裏
な
ど
も
あ
る
。

こ
こ
を
小
池
坊
と
よ
ぶ
の
は
、
天
正
一（

マ
マ
）一
年
専
誉
の
入
山
以
来
、
前

住
の
根
来
寺
の
小
池
坊
に
ち
な
ん
で
よ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

小
池
坊
と
は
、
建
物
の
名
前
で
あ
る
と
同
時
に
、
専
誉
の
号
で
あ
る
。

醍
醐
寺
三
宝
院
の
義
演
の
『
義

）
22

（
注

演
准
后
日
記
』
慶
長
六
年（
一
六
〇
一
）二

月
十
五
日
の
条
に
次
の
文
が
あ
る
。（
一
部
読
み
や
す
く
書
き
下
し
た
）

泊
瀬
寺
へ
未
刻
著
了
。
…
…（
中
略
）泊
瀬
寺
観
音
直
に
参
詣
、
小
池

御
迎
に
罷
出
了
。
先
年
一
見
の
時
は
半
作
な
り
。
今
度
は
悉
く
周
備
、

舞
台
は
清
水
の
如
し
。
先
年
根
来
寺
滅
亡
の
時
よ
り
、
小
池
居
住
也
。

昔
の
僧
は
在
家
な
り
。
仍
て
大
納
言（
豊
臣
秀
長
）の
時
よ
り
真
言
宗

六
坊
再
興
也
。
彼
在
家
は
二
王
門
の
外
へ
出
ら
れ
了
。
今
に
観
音
の

事
も
知
ら
ざ
る
体
に
て
六
坊
と
し
て
奉
行
せ
ら
る
也
。
今
夜
小
池
坊

に
一
宿
了
。

義
演
は
小
池
坊（
専
誉
）に
迎
え
ら
れ
、
宿
泊
し
た
。
以
前
来
た
と
き
は
ま
だ

建
築
途
中
で
あ
っ
た
が
、
今
や
清
水
寺
の
よ
う
に
整
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
時
代
は
下
る
が
寛
政
三
年（
一
七
九
一
）刊
『
大

）
23

（
注

和
名
所
図
会
』
長

谷
寺
の
稿
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

小
池
坊
は
、
む
か
し
紀
州
根
来
寺
に
あ
り
し
に
、
天
正
十
一（（
マ
マ
））

年
、
秀
吉
公
根
来
寺
破
却
の
後
、
寺
僧
諸
国
に
流
浪
し
、
智
積
院
は

京
都
に
建
、
小
池
坊
は
此
地
に
造
立
す
。
こ
れ
講
堂
と
号
す
。

天
正
十
三
年（
一
五
八
五
）、
紀
州
根
来
寺
は
豊
臣
秀
吉
に
よ
り
炎
上
、
根

来
寺
小
池
坊
で
修
学
し
て
い
た
専
誉
は
、
高
野
山
を
経
て
、
天
正
十
六
年（
一

五
八
八
）長
谷
寺
に
入
り
、
小
池
坊
を
再
興
し
た
。
専
誉
は
慶
長
九
年（
一
六

〇
四
）五
月
五
日
、
七
十
五
歳
で
没
す
る
。
以
後
、
長
谷
寺
小
池
坊
は
継
承
さ

れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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長
谷
寺
は
天
慶
七
年（
九
四
四
）火
災
に
よ
り
、
堂
塔
・
仏
像
が
灰
燼
に
帰

し
て
い
る
。
ま
た
、
天
文
五
年（
一
五
三
六
）の
火
災
に
よ
っ
て
全
て
の
建
物

が
炎
上
し
、
衰
微
し
て
い
た
。
義
演
が
訪
れ
た
慶
長
六
年（
一
六
〇
一
）は
ち

ょ
う
ど
、
専
誉
が
長
谷
寺
に
移
り
、
寺
院
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
時
期
で
あ

ろ
う
。
貞
柳
が
小
池
坊
と
つ
き
あ
い
が
あ
っ
た
の
は
専
誉
没
後
の
こ
と
で
あ

る
。と

す
る
と
、「
貫
之
の
梅
」
も
恐
ら
く
こ
の
頃
植
え
ら
れ
た
、
ま
た
は
復
活

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
出
の
『
大
和
名
所
図
会
』
に
は
「
貫
之
の
梅
」
と
し
て
、
次
の
絵
と
解

説
が
あ
る
。（
句
読
点
は
稿
者
に
よ
る
）

（
画
賛
）　

古
今　

は
つ
せ
に
て
梅
を

人
は
い
さ
心
も
し
ら
す
古
郷
は
花
そ
む
か
し
の
香
に
匂
ひ
け
る

宿
か
ら
ん
花
に
暮
な
は
貫
之
の　

素
堂

「
貫
之
梅
」〈
長
谷
寺
回
廊
の
中
ほ
と
に
あ
り
〉
紀
貫
之
幼
少
の
と
き
初
瀬

に
住
け
る
伯
父
の
雲
井
坊
浄
真
の
方
に
て
学
文
し
、
十
四
五
歳
に
て
都
へ
上

り
、
朝
庭
へ
仕
へ
そ
の
の
ゝ
ち
雲
井
坊
へ
参
ら
れ
し
に
幼
少
の
時
植
置
し
梅

の
枝
を
折
て
斯
定
宿
在
と
浄
真
申
さ
れ
て
梅
を
見
せ
給
ふ
時

〈
古
今
〉

人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
古
郷
は
花
そ
む
か
し
の
香
に
匂
ひ
け
る　

貫
之

〈
貫
之
家
集
〉

花
た
に
も
お
な
し
色
香
に
咲
も
の
を
植
け
ん
人
の
心
し
ら
な
ん　

浄
真

こ
こ
で
は
叔
父
雲
井
坊
浄
真
が
登
場
す
る
が
、
絵
を
見
る
と
、
ど
う
見
て
も

僧
侶
に
は
見
え
な
い
。

本
居
宣
長
が
明
和
九
年（
一
七
七
二
）に
旅
し
た
と
き
に
記
し
た
『
菅

）
24

（
注

笠
日

記
』
に
「
貫
之
の
軒
端
の
梅
」
と
「
雲
井
坂
」
が
登
場
す
る
。（
傍
線
、
濁
点

句
読
点
は
稿
者
に
よ
る
）

さ
て
御
堂
に
ま
ゐ
ら
ん
と
て
い
で
た
つ
。
ま
づ
門
を
入
て
、
く
れ
は

し
を
の
ぼ
ら
ん
と
す
る
所
に
、
た
が
こ
と
か
は
し
ら
ね
ど
、
だ
う
み

や
う
の
塔
と
て
、
右
の
方
に
あ
り
。
や
ゝ
の
ぼ
り
て
、
ひ
ぢ
を
る
ゝ

所
に
、
貫
之
の
軒
端
の
梅
と
い
ふ
も
あ
り
。
又
蔵
王
堂
産
霊
の
神
の

ほ
こ
ら
な
ン
ど
、
な
ら
び
た
て
り
。
こ
ゝ
よ
り
上
を
、
雲
ゐ
坂
と
い

ふ
と
か
や
。
か
く
て
御
堂
に
ま
ゐ
り
つ
き
た
る
に
、
を
り
し
も
御
帳

か
ゝ
げ
た
る
ほ
ど
に
て
、
い
と
大
き
な
る
本
尊
の
、
き
ら
き
ら
し
う

て
見
え
給
へ
る
。
人
も
を
が
め
ば
、
わ
れ
も
ふ
し
を
が
む
。

こ
こ
で
、
再
び
『
大
和
名
所
図
会
』
を
見
て
み
る
と
、
長
谷
寺
の
全
体
図
の

中
に
、「
貫
之
の
梅
」
が
描
か
れ
て
い
る
。

長
谷
寺
が
何
度
も
焼
亡
に
あ
っ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、

近
世
に
復
興
し
て
い
く
う
ち
に
注
釈
を
も
と
に
新
た
な
名
所
を
作
り
出
し
て

い
っ
た
結
果
が
こ
の
「
貫
之
の
梅
」
で
あ
ろ
う
。

天
保
四
年（
一
八
三
三
）に
刊
行
さ
れ
た
、
尾
崎
雅
嘉
『
百

）
25

（
注

人
一
首
一
夕
話
』

は
次
の
よ
う
に
断
じ
て
い
る
。

貫
之
童
名
を
内
教
坊
阿
古
屎
と
い
ひ
た
る
由
河
海
抄
に
記
さ
れ
、
ま
た
歌

仙
伝
と
い
ふ
書
に
貫
之
の
父
望
行
子
な
か
り
し
か
ば
初
瀬
の
観
音
に
詣
で
て

子
を
祈
ら
れ
し
に
、
夢
中
に
経
一
巻
を
賜
は
る
と
見
て
そ
の
妻
懐
姙
し
て
ま

う
け
た
る
子
な
り
。
そ
れ
故
貫
之
も
成
人
の
後
初
瀬
へ
月
詣
で
せ
ら
れ
し
事
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に
て
、
そ
の
由
は
こ
の
百
首
の
中
の
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
と
い
ふ
歌
の
事

書
に
、
初
瀬
に
詣
づ
る
ご
と
に
宿
り
け
る
家
に
久
し
く
宿
ら
で
な
ど
書
け
る

に
て
知
る
べ
し
な
ど
い
ひ
、
ま
た
そ
の
坊
の
名
を
雲
井
坊
と
い
ひ
し
な
ど
い

ふ
説
々
は
、
皆
後
世
の
推
量
に
て
拠
り
所
確
か
な
ら
ぬ
事
共
な
り
。

「
皆
後
世
の
推
量
」
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、「
人
は
い
さ
」
歌
は
愛
さ
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
想
像
を
か
き
立
て
て
い
っ
た
。

ち
な
み
に
、
現
在
も
こ
の
「
貫
之
の
梅
」
は
長
谷
寺
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
注
釈
に
た
び
た
び
出
て
き
た
貫
之
の
童
名
「
あ
こ
く
そ
」
だ

が
、
芭
蕉
の
句
に

　
　

あ
こ
く
そ
の
心
も
し
ら
ず
梅
の
花

が
あ
る
。『
蕉

）
26

（
注

翁
句
集
草
稿
』
に
「
此
句
は
風
麦

子
に
て
兼
日
会
に
句
を
乞
ハ
れ
し
時
の
吟
也
」
と

注
記
さ
れ
る
。
貞
享
五
年（
一
六
八
八
）の
こ
の
作

は
、
幼
少
の
頃
か
ら
の
友
達
で
あ
る
風
麦
を
意
識

し
て
貫
之
の
童
名
と
さ
れ
る
「
あ
こ
く
そ
」
を
詠

み
込
ん
だ
句
で
あ
る
。
貫
之
は
「
人
は
い
さ
」
と

詠
ん
だ
が
、
そ
ん
な
心
も
知
ら
ず
、
故
郷
の
人
々

も
変
わ
ら
ず
に
温
か
く
、
梅
の
花
は
咲
き
続
け
て

い
る
と
い
う
も
の
。『
三
冊
子
』
に
「
切
字
な
く
て

も
切
る
句
有
」
る
も
の
の
、
そ
の
分
別
が
難
し
い

と
い
う
話
で
こ
の
九
は
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る

意
味
絶
妙
な
組
み
合
わ
せ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
と
め

和
歌
研
究
は
日
々
に
進
展
し
て
い
る
。
貫
之
の

「
人
は
い
さ
」
歌
は
、

①
な
ぜ
こ
の
歌
を
定
家
は
『
百
人
一
首
』
撰
ん
だ

の
か
。

（
貫
之
の
梅
と
初
瀬
寺
全
体
図
）
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②
「
ふ
る
さ
と
」
と
は
初
瀬
か

奈
良
か

③
宿
の
主
は
男
性
か
女
性
か

ほ
か
に
も
漢
詩
文
と
の
影
響
関

係
、
貫
之
伝
の
こ
と
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
点
を
は
ら
み
つ
つ
、

順
次
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

前
述
の
通
り
、
こ
の
歌
は
初

瀬
の
途
次
、
奈
良
の
女
性
に
対

し
詠
ま
れ
た
歌
と
解
釈
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
片
桐
洋
一
氏
の
屏
風
歌
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
興
味

深
い
。

①
の
問
題
と
し
て
、
吉
海
氏
は
、
藤
岡
忠
美
氏
の
論（
注
27
）を
あ
げ
つ
つ
、

「
人
は
い
さ
」
歌
は

『
古
今
集
』
の
詞
書
の
束
縛
か
ら
解
放
し
、
一
首
の
独
立
し
た
詠
歌

（
独
詠
）と
し
て
中
世
的
再
解
釈
を
行
っ
た
と
考
え
た
い
。

菊
）
28

（
注

池
仁
氏
も
藤
岡
氏
と
安
）
29

（
注

東
次
男
氏
の
論
を
あ
げ
つ
つ
、

定
家
は
、
業
平
や
小
町
に
繋
が
る
こ
の
歌
を
、
貫
之
と
し
て
は
珍
し

い
「
餘
情
妖
艶
の
体
」
と
し
て
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

中
世
に
は
中
世
の
読
み
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
近
世
に
は
近
世
の
読
み
方
が
あ

る
。「

余
情
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
想
像
が
膨
ら
ん
だ
と
も

言
え
る
だ
ろ
う
。
観
光
名
所
「
貫
之
の
梅
」
は
そ
う
し
て
生
じ
た
近
世
的
楽

し
み
の
一
つ
で
あ
る
。

近
世
に
お
け
る
当
該
歌
の
享
受
と
い
う
点
を
考
え
る
と
き
、
間
違
っ
て
い

よ
う
と
当
時
は
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
、
議
論
し
合
う
こ
と
か
ら
考
証
学
に
つ

な
が
っ
た
と
も
い
え
る
。

い
つ
頃
ど
の
よ
う
な
仮
説（
伝
承
）が
生
じ
た
の
か
。
間
違
い
と
断
じ
る
こ

と
な
く
積
み
重
ね
整
理
す
る
の
も
考
証
学
の
お
も
し
ろ
さ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

《
注
》

１　

島
津
忠
夫
氏
『
新
版　

百
人
一
首
』（
平
成
十
一
年　

角
川
書
店
）

２　
『
新
編
国
歌
大
観
』（
昭
和
五
十
八
年　

角
川
書
店
）底
本
、
定
家
自
筆
本
系
統
伊
達
家
旧

蔵
本
に
よ
る
。
番
号
は
国
歌
大
観
番
号
。

３　
『
新
編
国
歌
大
観
』（
平
成
三
年　

角
川
書
店
）

４　

井
上
宗
雄
氏
『
百
人
一
首
を
楽
し
く
よ
む
』（
平
成
十
五
年　

笠
間
書
院
）

５　

前
出
。
島
津
忠
夫
氏
『
新
版　

百
人
一
首
』（
平
成
十
一
年　

角
川
書
店
）

６　

渡
辺
輝
道
氏
「
空
間
─
み
や
こ
・
ふ
る
さ
と
─
」『
小
倉
百
人
一
首
の
言
語
空
間
』（
平
成

元
年　

世
界
思
想
社
）

７　

吉
海
直
人
氏
『
百
人
一
首
の
新
考
察
』（
平
成
五
年　

世
界
思
想
社
）

８　

有
吉
保
・
位
藤
邦
生
・
長
谷
完
治
・
赤
瀬
知
子
編
『
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊　

百
人
一

首
頼
常
聞
書　

百
人
一
首
経
厚
抄　

百
人
一
首
聞
書（
天
理
本
・
京
大
本
）』（
平
成
七
年　

和
泉
書
院
）

９　

右
に
同
じ
。

10　

荒
木
尚
氏
編
『
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊　

百
人
一
首
注
・
百
人
一
首（
幽
斎
抄
）』（
平
成

三
年　

和
泉
書
院
）

11　

右
に
同
じ
。

12　
『
群
書
類
従
』
第
五
輯（
昭
和
三
十
五
年　

続
群
書
類
従
完
成
会
）

13　

田
尻
嘉
信
氏
編
『
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊　

百
人
一
首
切
臨
抄
』（
平
成
十
一
年　

和
泉

書
院
）

14　

泉
紀
子
氏
・
乾
安
代
氏
編
『
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊　

百
人
一
首
師
説
抄
』（
平
成
五
年

　

和
泉
書
院
）

（
貫
之
の
梅
）
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15　

島
津
忠
夫
氏
・
田
中
隆
裕
氏
編
『
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊　

後
水
尾
天
皇
百
人
一
首
抄
』

（
平
成
六
年　

和
泉
書
院
）

16　
『
新
編
国
歌
大
観
』（
昭
和
五
十
八
年　

角
川
書
店
）

17　
『
百
人
一
首
像
讃
抄
』
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵

　

https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200007761

18　

片
桐
洋
一
氏
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
平
成
十
年　

講
談
社
）

19　
『
狂
歌
大
観
』（
昭
和
五
十
八
年　

明
治
書
院
）

20　
「
狂
歌
貞
柳
伝
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
十
三
号（
昭
和
五
十
四
年　

三
井
文
庫
）

21　
『
日
本
地
名
大
系
』（
平
成
十
六
年　

平
凡
社
）

22　
『
史
料
纂
集　

古
記
録
編　

義
演
准
后
日
記
』（
昭
和
五
十
九
年　

続
群
書
類
従
完
成
会
）

23　
『
大
和
名
所
図
会
』
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵

　
　

https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200000654/view
er/1

24　
『
菅
笠
日
記
』
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵

　
　

http://base1.nijl.ac.jp/infolib/m
eta_pub/CsvSearch.cgi

　
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
八
巻（
平
成
二
年　

筑
摩
書
房
）

25　

古
川
久
校
訂
『
百
人
一
首
一
夕
話
』（
昭
和
四
十
七
年　

岩
波
書
店　

岩
波
文
庫
）

26　
『
俳
文
学
大
系　

芭
蕉
集　

発
句
編
』（
昭
和
五
十
二
年　

集
英
社
）

27　

藤
岡
忠
美
氏
「
貫
之
の
贈
答
歌
と
屏
風
歌
─
「
人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
…
…
」
の
一
首

を
め
ぐ
っ
て
」『
文
学
』
第
四
十
三
巻
八
号（
昭
和
五
十
年　

岩
波
書
店
）

28　

菊
池
仁
氏
「
百
人
一
首
に
採
ら
れ
た
古
今
集
歌
」『
国
学
院
大
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』

四
号（
昭
和
五
十
二
年
）

29　

安
東
次
男
氏
『
百
首
通
見
』（
昭
和
四
十
八
年　

集
英
社
、
平
成
一
四
年　

筑
摩
書
房　

ち
く
ま
学
芸
文
庫
）

─
お
お
う
ち　

み
ず
え
・
文
学
部
非
常
勤
講
師
─


