
一

清心語文　第 18 号　2016 年 11 月　ノートルダム清心女子大学日本語日本文学会

論
書
を
著
わ
し
た
両
者
の
歌
に
比
肩
す
る
高
い
評
価
が
式
子
内
親
王
の
歌

に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
式
子
内
親
王
と
俊
頼
・
定
家
の
歌
に
は
「
も

み
も
み
」
と
い
う
評
語
を
核
と
し
た
共
通
の
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

後
鳥
羽
院
が
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
を
書
か
れ
た
と
き
の
新
古
今
の
歌
人

達
は
、「
も
み
も
み
」
の
意
味
を
充
分
に
実
感
と
し
て
理
解
し
て
い
た
と

思
う
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
探
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
が
少
し
で
も

わ
か
る
こ
と
で
、
式
子
内
親
王
の
歌
の
よ
み
に
新
し
い
面
が
見
え
て
く
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
「
も
み
も
み
」
の
説
明
・
後
代
の
用
法

　

歌
論
の
評
語
と
し
て
「
も
み
も
み
」
は
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
に
み
え

る
の
が
最
初
で
、
歌
人
評
の
中
で
俊
頼
の
「
歌
の
姿
」
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
を
も
と
に
し
て
解
明
の
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
思
う
。
俊
頼

は
じ
め
に

　

式
子
内
親
王
は
、
平
安
末
期
の
争
乱
の
時
期
に
後
白
河
院
の
皇
女
と
し

て
生
ま
れ
、
多
感
な
少
女
時
代
か
ら
十
数
年
間
を
斎
院
と
し
て
過
ご
し
、

後
に
は
出
家
と
い
う
特
殊
な
環
境
で
生
涯
を
送
っ
た
。
歌
合
な
ど
に
は
ほ

と
ん
ど
出
席
せ
ず
、当
時
の
歌
壇
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

歌
は
藤
原
俊
成
に
師
事
し
、
彼
の
歌
論
書
『
古
来
風
体
抄
』
は
内
親
王
に

奉
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』（
注
１
）

は
、
後
鳥
羽
院
の
隠
岐
遷
幸
の
前
後

（
一
二
一
二
～
一
二
二
七
）
に
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
た

成
立
年
次
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
歌
論
書
に
は
式
子
内
親
王
の
歌
人
評
と

し
て
、「
斎
院
は
、殊
に
も
み
も
み
と
あ
る
や
う
に
詠
ま
れ
き
」と
あ
る
。『
後

鳥
羽
院
御
口
伝
』
に
は
そ
の
他
「
も
み
も
み
」
と
評
さ
れ
て
い
る
歌
人
に

俊
頼
と
定
家
を
上
げ
て
い
る
。
和
歌
史
上
重
要
な
歌
人
で
あ
り
、
ま
た
歌

式
子
内
親
王
の
「
も
み
も
み
」
の
歌
に
つ
い
て

矢　
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淑　
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む
」「
も
み
に
も
む
」
と
は
烈
し
く
責
め
る
意
で
あ
る
が
、『
後
鳥
羽
院
御

口
伝
』
の
場
合
も
感
情
内
容
・
姿
・
詞
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
急
迫
し
て
勢

い
の
あ
る
趣
を
さ
す
』（
注
７
）
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

後
鳥
羽
院
は
、
歌
風
を
表
す
こ
と
ば
と
し
て
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
説
明
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
内
実
は
様
々
な
要
素

を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
表
現
方
法
や
技
巧

に
か
か
わ
り
、
ま
た
歌
風
に
関
す
る
も
の
に
も
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
歌
の

評
価
に
か
か
わ
る
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ

れ
ら
の
説
明
を
踏
ま
え
つ
つ
、
後
鳥
羽
院
が
具
体
的
に
歌
を
例
示
し
た
俊

頼
の
歌
を
中
心
に
「
も
み
も
み
」
の
定
義
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
が
、
そ

の
前
に
「
も
み
も
み
」
の
意
味
と
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
よ
り
も
後
代
の

「
も
み
も
み
」
の
用
法
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

　
「
も
み
も
み
」
は
そ
の
後
、
室
町
時
代
に
入
っ
て
、
二
条
良
基
の
『
近

来
風
体
』
や
、
正
徹
の
『
正
徹
物
語
』
に
見
ら
れ
る
。

　
「
も
み
も
み
」
の
意
味
を
み
る
と
、『
大
言
海
』
に
は
そ
の
ま
ま
で
は
な

い
が
、「
も
む
」
は
（
揉
・
搓
）、
一
、
両
手
に
て
物
を
握
み
摩
る
。
手
に

て
擦
り
て
柔
か
に
な
す
。
二
、錐
の
柄
を
両
手
に
て
摩
り
廻
ら
し
て
穿
つ
。

三
、
擦
り
触
れ
押
し
合
ふ
。
入
り
乱
れ
て
せ
り
合
フ
。
四
、
い
ら
だ
つ
。

も
だ
ゆ
。
な
ど
の
意
味
が
あ
り
、軍
記
物
に
「
揉
み
に
揉
う
で
せ
め
い
る
」

と
い
う
類
の
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
。
手
を
も
む
、
紙
や
革
を
も
む
、
な

に
つ
い
て
、

俊
頼
堪
能
の
者
な
り
。
歌
の
姿
二
様
に
よ
め
り
。
う
る
は
し
く
や
さ

し
き
様
も
殊
に
多
く
見
ゆ
。
又
も
み
も
み
と
、
人
は
え
詠
み
お
ほ
せ

ぬ
や
う
な
る
姿
も
あ
り
。
こ
の
一
様
、
す
な
は
ち
定
家
卿
が
庶
幾
す

る
姿
な
り
。

う
か
り
け
る
人
を
は
つ
せ
の
山
お
ろ
し
よ
は
げ
し
か
れ
と
は
祈
ら

ぬ
物
を

こ
の
姿
な
り
。

と
あ
る
。「
堪
能
」
な
歌
人
が
そ
の
能
力
に
よ
っ
て
詠
み
だ
さ
れ
た
「
人

は
え
詠
み
お
ほ
せ
ぬ
や
う
な
る
姿
」
が
「
も
み
も
み
」
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
も
み
も
み
」
の
評
語
に
つ
い
て
は
、
従
来
い
ろ
い
ろ
な
説
明

が
さ
れ
て
い
る
。「
美
的
内
容
と
し
て
は
「
た
け
」
に
対
立
し
、
表
現
方

法
と
し
て
は
流
暢
の
反
対
と
み
る
べ
き
も
の
」（
注
２
）、「
深
く
案
じ
、
心

を
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
面
で
は
接
続
の
論
理
を
超
越
し
、

屈
折
・
深
み
の
あ
る
歌
と
な
り
、
結
果
的
に
は
余
人
の
詠
む
こ
と
の
で
き

な
い
巧
緻
な
風
体
の
歌
」（
注
３
）、「
心
理
の
曲
折
を
尽
し
、
平
面
的
で
な

い
歌
」（
注
４
）、「
内
部
か
ら
盛
り
あ
が
る
抒
情
と
、
そ
れ
を
統
御
す
る
技

法
と
が
う
ま
く
調
和
し
た
姿
」（
注
５
）、「
歌
の
内
容
と
表
現
の
、
深
く
調

和
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
さ
ま
に
言
い
、
表
現
と
し
て
の
言
葉
の
運
用
に
お

け
る
心
の
つ
く
し
方
、
わ
ざ
の
き
わ
め
方
が
非
凡
な
場
合
」（
注
６
）、『「
も
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異
な
る
か
ら
、
そ
の
表
現
方
法
も
異
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
、
単
な

る
技
巧
に
走
る
の
で
は
な
く
、
内
部
か
ら
盛
り
上
っ
て
く
る
も
の
を
技
巧

で
調
和
さ
せ
る
と
し
て
い
る
の
は
共
通
で
あ
る
。「
も
み
も
み
」
の
表
現

と
は
、
技
巧
的
で
あ
り
変
化
起
伏
に
富
ん
で
い
て
も
、
全
体
と
し
て
う
ま

く
ま
と
ま
り
、
芯
の
強
い
し
な
や
か
さ
で
貫
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

　

こ
こ
ま
で
、先
行
研
究
の
「
も
み
も
み
」
の
説
明
や
意
味
・
後
代
の
「
も

み
も
み
」
の
使
い
方
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
今
度
は
具
体
的
に
後
鳥
羽
院

が
あ
げ
た
俊
頼
の
歌
か
ら
「
も
み
も
み
」
と
は
ど
の
よ
う
な
歌
風
、
あ
る

い
は
歌
の
評
価
を
表
す
の
か
考
え
て
み
る
。

二
　
俊
頼
の
歌
の
「
も
み
も
み
」

　

俊
頼
の
「
も
み
も
み
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
再
び
で
あ
る
が
、
後

鳥
羽
院
の
俊
頼
の
評
に
つ
い
て
引
用
す
る
と

俊
頼
堪
能
の
者
な
り
。
歌
の
姿
二
様
に
よ
め
り
。
う
る
は
し
く
や
さ

し
き
様
も
殊
に
多
く
見
ゆ
。
又
も
み
も
み
と
、
人
は
え
詠
み
お
ほ
せ

ぬ
や
う
な
る
姿
も
あ
り
。
こ
の
一
様
、
す
な
は
ち
定
家
卿
が
庶
幾
す

る
姿
な
り
。

う
か
り
け
る
人
を
は
つ
せ
の
山
お
ろ
し
よ
は
げ
し
か
れ
と
は
祈
ら

ど
と
使
わ
れ
る
が
、身
を
も
む
、気
を
も
む
な
ど
の
用
例
も
あ
る
。「
も
む
」

に
あ
て
た
漢
字
に
「
鑽
」「
砕
心
」
な
ど
の
語
が
あ
る
か
ら
歌
を
詠
む
と

き
は
、
鑽
を
究
め
、
心
を
砕
い
て
構
想
を
練
り
、
表
現
を
起
伏
に
富
ん
だ

柔
軟
な
も
の
に
す
る
こ
と
な
ど
の
意
味
を
含
む
で
あ
ろ
う
。『
日
本
国
語

大
辞
典
』
に
は
「
も
み
も
み
」
は
「
和
歌
で
、
こ
ま
や
か
に
修
辞
を
く
ふ

う
し
、
委
曲
を
尽
く
し
て
表
現
す
る
さ
ま
を
表
す
語
。
能
楽
の
演
技
な
ど

に
つ
い
て
も
い
う
」
と
あ
る
。

　

能
楽
論
で
は
、「
揉
む
」
と
は
烈
し
く
身
を
動
か
す
こ
と
で
、
急
の
段

や
軍
体
の
演
じ
方
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

一
切
の
事
に
序
破
急
あ
れ
ば
、（
中
略
）　

殊
更
、
揚
句
急
な
れ
ば
、

揉
み
寄
せ
て
、
手
数
を
入
（
れ
）
て
す
べ
し
。『
風
姿
花
伝
』

軍
体
の
風
姿
、
本
説
に
よ
る
べ
き
程
に
、（
中
略
）　

け
な
げ
な
る
節

懸
り
に
て
、
揉
み
揉
み
と
あ
る
べ
し
。『
三
道
』

と
あ
る
よ
う
に
、ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
急
の
段
で
は
急
調
に
た
た
み
か
け
、

技
巧
を
凝
ら
し
て
演
じ
る
事
を
「
も
み
も
み
」
と
い
い
、「
軍
体
」
の
よ

う
な
生
動
に
富
む
き
び
き
び
と
し
た
感
じ
の
「
節
懸
り
」
に
つ
い
て
い
っ

て
い
る
。
曲
の
速
度
、
動
作
、
演
技
な
ど
、
盛
り
上
が
る
時
に
は
十
分
に

動
き
回
り
、
動
き
と
そ
れ
を
制
御
す
る
技
と
を
う
ま
く
調
和
さ
せ
る
様
を

い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　

和
歌
と
能
と
で
は
詠
む
こ
と
と
演
じ
る
こ
と
で
、
そ
の
内
容
や
目
的
が
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伏
に
富
ん
で
お
り
、論
理
的
で
は
な
い
が
詞
に
勢
い
が
あ
る
。
二
句
の「
人

を
は
つ
せ
の
」
は
俊
頼
独
自
の
詞
で
、
単
刀
直
入
に
「
人
を
は
つ
せ
の
」、

三
句
「
山
お
ろ
し
」
と
い
う
だ
け
で
、
事
態
を
表
現
し
場
面
展
開
の
テ
ン

ポ
は
速
く
、
歌
に
動
き
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
恋
し
さ
を
自
然
に
喩
え
間

接
的
で
、
全
体
と
し
て
複
雑
な
情
趣
を
湛
え
て
お
り
、
巧
緻
で
あ
る
。

　

初
瀬
に
つ
い
て
は
、
昔
か
ら
霊
験
あ
ら
た
か
な
長
谷
寺
の
観
音
が
有
名

で
、『
蜻
蛉
日
記
』、『
源
氏
物
語
』「
玉
鬘
」「
手
習
」
の
巻
な
ど
に
も
登

場
す
る
。
ま
た
初
瀬
は
隠
國
（
隠
口
）
と
枕
詞
が
あ
る
よ
う
に
三
方
を
山

で
囲
ま
れ
て
お
り
、
冬
の
風
は
特
に
激
し
く
吹
く
。
上
句
の
「
初
瀬
の
山

お
ろ
し
」
は
下
の
「
は
げ
し
」
に
か
か
り
、
冬
枯
れ
の
山
か
ら
「
山
お
ろ

し
」
が
吹
き
下
ろ
す
厳
し
い
冷
た
い
風
、
そ
う
し
た
索
漠
と
し
た
風
景
を

浮
か
び
上
が
ら
せ
、
山
お
ろ
し
の
激
し
さ
を
自
分
に
つ
れ
な
い
相
手
の
冷

淡
さ
・
無
情
さ
と
か
さ
ね
て
い
る
。

　
「
山
お
ろ
し
よ
」
の
「
よ
」
の
な
い
写
本
（
注
８
）
も
あ
る
が
、
字
余
り
で

も
「
よ
」
を
お
い
た
の
は
、
下
句
に
強
く
掛
っ
て
い
く
よ
う
に
し
た
俊
頼

の
強
い
思
惟
も
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
う
か
り
け
る
」
の
歌
を
み

る
と
、
掛
詞
・
縁
語
・
倒
置
法
・
逆
説
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
趣
向
や
技
巧
を

凝
ら
し
、
一
首
を
複
雑
と
曲
折
と
暗
示
で
み
た
し
な
が
ら
そ
れ
ら
は
渾
然

と
一
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
を
、
定
家
は
『
近
代
秀
歌
』
遣
送
本
の
中
で

ぬ
物
を

こ
の
姿
な
り
。

　

こ
の
歌
は
、『
千
載
集
』（
恋
二
・
七
〇
八
）
の
歌
で
、
詞
書
は
「
権
中

納
言
俊
忠
家
に
恋
十
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
時
、
い
の
れ
ど
も
あ
は
ざ
る
恋

と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
」
と
あ
る
。

　

初
句
の
「
う
か
り
け
る
」
は
貫
之
の
歌
に
み
え
る
。

う
か
り
け
る
ふ
し
を
ば
す
て
て
し
ら
い
と
の
今
く
る
人
と
思
ひ
な
さ

な
ん	
（
拾
遺
・
恋
・
八
九
九
・
つ
ら
ゆ
き
）

貫
之
の
歌
も
、
自
分
に
つ
れ
な
い
人
へ
の
想
い
で
あ
る
。
し
か
し
貫
之
の

歌
は
俊
頼
の
歌
と
違
い
、
つ
れ
な
い
と
思
え
る
ふ
し
は
捨
て
て
こ
れ
か
ら

は
今
来
る
人
の
よ
う
に
思
い
な
そ
う
と
、そ
れ
ほ
ど
複
雑
な
歌
で
は
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
俊
頼
の
歌
は
、「
う
か
り
け
る
人
」
が
靡
く
よ
う
に
「
は

つ
せ
」
の
観
音
様
に
お
参
り
し
て
一
生
懸
命
祈
っ
た
が
、
初
瀬
の
「
山
お

ろ
し
」
が
「
は
げ
し
く
」
吹
く
よ
う
に
、
う
か
り
け
る
人
は
ま
す
ま
す
つ

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
こ
ん
な
に
事
態
に
な
れ
と
は
「
い
の
ら
ぬ
も

の
」な
の
に
と
歎
い
て
い
る
。「
は
つ
せ
」は「
初
瀬
」と「
果
つ
」を
掛
け
、

「
は
げ
し
」
は
「
山
お
ろ
し
の
風
の
激
し
さ
」
と
「
相
手
の
つ
れ
な
さ
」

と
掛
け
て
い
る
。
こ
ん
な
事
態
に
な
る
と
は
「
祈
ら
な
か
っ
た
」
の
に
と

逆
接
の
表
現
で
あ
る
。
詞
と
詞
が
も
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
や
掛
詞
な
ど
が

相
乗
し
影
響
し
合
い
そ
の
効
果
で
、
複
雑
な
心
情
を
表
し
、
曲
折
的
で
起
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歌
人
は
、
経
信
と
、
そ
の
子
俊
頼
だ
け
で
あ
る
。『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』

で
は
冒
頭
近
く
、
歌
の
姿
を
「
う
る
は
し
く
た
け
あ
る
姿
」
と
「
や
さ
し

く
艶
な
る
姿
」
の
二
つ
の
類
型
に
分
け
て
い
る
。「
た
け
も
あ
り
、
う
る

は
し
」
と
評
さ
れ
る
経
信
は
前
者
で
、
古
今
的
伝
統
に
な
か
っ
た
静
的
で

直
線
的
、
清
澄
な
叙
景
歌
を
詠
ん
で
い
る
。「
う
る
は
し
く
や
さ
し
き
様
」

と
評
さ
れ
た
俊
頼
の
歌
は
、
両
方
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
端
正
と
優
美
を

兼
ね
る
歌
を
詠
ん
で
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
「
や
さ
し
く
艶
な
る

姿
」
は
、
定
家
の
歌
で
あ
り
、「
も
み
も
み
」
と
い
う
風
体
は
こ
の
類
型

に
入
る
と
思
わ
れ
る
。

　

経
信
・
俊
頼
が
模
索
し
た
新
し
い
歌
の
萌
芽
は
、
確
実
に
新
古
今
時
代

到
来
を
用
意
し
、
方
向
づ
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
、
俊
頼
は
趣

向
、
構
想
の
珍
し
さ
新
し
さ
へ
の
追
究
、
詞
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
な
ど
、

歌
を
案
出
す
る
気
構
え
が
並
々
で
な
く
、
細
や
か
で
委
曲
を
尽
く
し
た
抒

情
の
歌
を
作
り
、
そ
の
中
の
「
う
か
り
け
る
」
の
歌
は
、
後
鳥
羽
院
の
い

う
「
人
は
え
詠
み
お
ほ
せ
ぬ
や
う
な
る
姿
」
の
歌
で
あ
り
、「
も
み
も
み
」

と
い
わ
れ
る
歌
で
あ
る
。

三
　
定
家
の
歌
の
「
も
み
も
み
」

　

次
は
、
定
家
の
歌
の
「
も
み
も
み
」
に
つ
い
て
の
評
を
み
る
。
後
鳥
羽

こ
れ
は
心
ふ
か
く
言
心
ま
か
せ
て
ま
ね
ぶ
と
も
い
ひ
つ
づ
け
が
た

く
、
ま
こ
と
に
お
よ
ぶ
ま
じ
き
す
が
た
也
。

と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
創
作
の
心
が
深
く
、
詞
と
心
が
自

在
に
融
合
し
力
強
い
も
の
で
あ
り
、
表
現
だ
け
を
模
倣
し
て
も
及
ば
な
い

姿
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
俊
頼
の
歌
の
分
析
、
詠
出
方
法
と
定
家
の

評
を
上
げ
た
が
、
院
は
こ
の
よ
う
な
風
体
の
歌
を
「
も
み
も
み
」
の
歌
と

し
た
の
で
あ
る
。

　

藤
平
春
男
氏
は
、
俊
頼
の
活
躍
し
た
十
二
世
紀
初
頭
を
、
和
歌
が
独
立

し
て
鑑
賞
に
た
え
る
個
人
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
時
代
と
し
て
い
る
。
俊
頼
歌
論
に
つ
い
て
、「
題
に
基
づ
く
新
鮮

な
場
面
構
想
は
創
作
過
程
に
お
い
て
詞
の
続
け
か
た
」
と
共
に
「
韻
律
の

形
成
」
と
同
時
に
お
し
す
す
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
俊

頼
は
和
歌
を
一
首
全
体
の
表
現
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
お
り
、「
う
か

り
け
る
」
の
歌
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
抒
情
を
叙
景
に
絡
ま
せ
る
方
法
や

人
事
を
自
然
に
仮
託
し
て
詠
う
方
法
が
用
い
ら
れ
、
縁
語
・
掛
詞
が
よ
く

使
わ
れ
た
（
注
９
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

後
鳥
羽
院
は
、
俊
頼
の
父
、
経
信
の
こ
と
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

大
納
言
経
信
、
殊
に
た
け
も
あ
り
、
う
る
は
し
く
し
て
、
し
か
も
心

た
く
み
に
見
ゆ
。

と
あ
る
。『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
の
中
で
「
う
る
は
し
」
と
表
現
さ
れ
た
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な
雰
囲
気
を
醸
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
情
調
象
徴
と
も
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

　

ま
た
、
後
鳥
羽
院
は
俊
頼
と
定
家
の
評
に
共
に
「
や
さ
し
」
と
い
う
詞

を
用
い
て
い
る
。「
や
さ
し
」
は
院
の
生
涯
を
貫
く
評
語
の
中
心
的
な
も

の
で
あ
る
が
、
俊
頼
に
は
「
う
る
は
し
く
や
さ
し
き
様
」
と
評
し
、
定
家

の
方
に
は
「
詞
・
姿
の
艶
に
や
さ
し
き
を
本
体
と
す
る
」
姿
と
し
て
い
る
。

俊
頼
の
歌
の
「
や
さ
し
」
は
心
詞
の
均
斉
を
表
す
「
う
る
は
し
」
と
結
び

つ
き
、
定
家
の
そ
れ
は
「
艶
に
や
さ
し
き
を
」
と
あ
ざ
や
か
で
つ
や
や
か

な
色
彩
の
「
艶
」
と
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
院
は
俊
頼

と
定
家
の
歌
に
「
や
さ
し
」
の
微
妙
な
使
い
分
け
を
し
て
お
り
、
異
な
っ

た
表
情
の
あ
る
事
を
意
識
し
て
い
る
。

　

次
に
定
家
の
歌
で
、
俊
頼
の
「
う
か
り
け
る
」
の
歌
に
発
想
の
影
響
を

受
け
た
と
思
わ
れ
る
歌
を
あ
げ
、
後
鳥
羽
院
の
「
も
み
も
み
」
の
評
を
参

照
し
て
考
え
て
み
る
。

と
し
も
へ
ぬ
い
の
る
ち
ぎ
り
は
は
つ
せ
山
を
の
へ
の
か
ね
の
よ
そ
の

ゆ
ふ
ぐ
れ	

（
新
古
今
・
恋
二
・
一
一
四
二
）

こ
の
歌
は
、
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
秋
、『
六
百
番
歌
合
』
の
歌
で
、

定
家
三
十
二
歳
の
時
の
作
で
あ
る
。『
新
古
今
集
』
に
は
「
家
に
百
首
歌

合
し
侍
り
け
る
に
、
祈
恋
と
い
へ
る
心
を
」
と
あ
る
。「
祈
恋
」
は
「
神

仏
に
恋
の
成
就
を
祈
る
」
と
い
う
意
で
あ
る
。

院
は
定
家
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
の
評
を
し
て
い
る
が
、「
も
み
も
み
」
に

つ
い
て
の
評
は
、

定
家
は
、
さ
う
な
き
物
な
り
。（
中
略
）　

や
さ
し
く
も
み
も
み
と
あ

る
や
う
に
見
ゆ
る
姿
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
く
見
ゆ
。
道
に
達
し
た

る
さ
ま
な
ど
、殊
勝
な
り
き
。（
中
略
）　

惣
じ
て
彼
の
卿
が
歌
の
姿
、

殊
勝
の
物
な
れ
ど
も
、
人
の
ま
ね
ぶ
べ
き
も
の
に
は
あ
ら
ず
。
心
あ

る
や
う
な
る
を
ば
庶
幾
せ
ず
。
た
だ
、
詞
・
姿
の
艶
に
や
さ
し
き
を

本
体
と
す
る
間
、
そ
の
骨
す
ぐ
れ
ざ
ら
ん
初
心
の
者
ま
ね
ば
ば
、
正

体
な
き
事
に
な
り
ぬ
べ
し
。
定
家
は
生
得
の
上
手
に
て
こ
そ
、
心
何

と
な
け
れ
ど
も
、
う
つ
く
し
く
い
ひ
つ
づ
け
た
れ
ば
、
殊
勝
の
物
に

て
あ
れ
。

と
あ
る
よ
う
に
、『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
に
は
、
定
家
の
歌
に
つ
い
て
「
や

さ
し
く
も
み
も
み
と
あ
る
や
う
に
見
ゆ
る
姿
」「
詞
・
姿
の
艶
に
や
さ
し

き
を
本
体
と
す
る
」「
心
何
と
な
け
れ
ど
も
、う
つ
く
し
く
い
ひ
つ
づ
け
た
」

る
姿
と
し
て
い
る
。

　
「
定
家
は
生
得
の
上
手
に
て
こ
そ
」「
う
つ
く
し
く
い
ひ
つ
づ
け
た
れ
ば
、

殊
勝
の
も
の
に
て
あ
れ
」
と
筋
の
通
っ
た
も
の
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
は

認
め
て
い
る
。
定
家
の
歌
に
見
ら
れ
る
詞
・
姿
の
艶
に
や
さ
し
い
続
け
方

は
構
想
力
や
案
出
力
の
確
か
さ
を
感
じ
さ
せ
、
そ
れ
は
有
機
体
の
よ
う
に

詞
や
そ
の
続
け
方
に
お
い
て
密
接
な
関
係
や
統
一
を
も
ち
全
体
と
し
て
艶
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な
表
現
で
詠
っ
て
い
る
。
題
に
即
し
た
素
朴
で
素
直
な
歌
で
あ
る
が
、
初

瀬
の
鐘
を
聞
く
と
い
う
歌
は
昔
か
ら
詠
わ
れ
て
い
る
（
注
11
）。

　

一
方
定
家
の
歌
は
、
俊
頼
の
歌
、
更
に
そ
の
頃
平
安
貴
族
の
間
で
さ
か

ん
に
行
わ
れ
て
い
た
初
瀬
の
観
音
詣
を
背
景
に
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』

「
玉
鬘
」
で
は
、
筑
紫
か
ら
上
っ
て
き
た
玉
鬘
が
、
初
瀬
に
お
参
り
し
て
、

源
氏
の
所
縁
の
人
と
出
会
う
。「
手
習
」
で
は
浮
舟
が
入
水
を
助
け
ら
れ
、

尼
僧
の
庵
で
過
ご
し
て
い
た
が
、
尼
僧
が
初
瀬
詣
に
行
っ
て
い
る
わ
ず
か

な
隙
に
出
家
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
の
他
『
万
葉
集
』
に
は
妻
問
の

歌
（
注
12
）
が
あ
り
、
初
瀬
は
物
語
の
世
界
や
古
歌
を
想
起
さ
せ
る
。
定
家

の
歌
は
構
想
力
、
案
出
力
に
よ
り
い
っ
そ
う
古
典
的
世
界
の
精
妙
な
情
趣

を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
定
家
の
歌
の
効
果
ま
た
そ
の
意
図
と「
も
み
も
み
」

の
こ
と
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
。
歌
の
意
味
は
「
私
が
お
祈
り
す
る
こ

と
も
も
う
幾
年
か
過
ぎ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
甲
斐
も
な
く
、
こ
う
し

て
初
瀬
山
の
峰
の
上
の
鐘
の
鳴
る
夕
暮
も
、
い
た
ず
ら
に
よ
そ
の
人
の
逢

う
夕
暮
で
、
私
は
た
だ
歎
い
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

石
田
吉
貞
氏
は
、「
失
恋
の
悲
し
み
を
歌
う
場
面
で
も
、
物
語
の
一
場

面
の
や
う
な
美
し
い
場
面
を
設
定
し
て
、
そ
こ
に
綿
々
た
る
恋
の
悲
し
み

を
歌
い
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
」（
注
13
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
谷
知
子
氏
も
「
俊
頼
の
歌
の
後
日
談
の
よ
う
な
一
首
で
、
俊
頼

　

初
句
か
ら
三
句
の
「
は
つ
せ
山
」
ま
で
倒
置
を
用
い
緊
密
な
内
容
の
詞

で
あ
る
。
ま
た
下
句
は
、
助
詞
「
の
」
で
名
詞
を
繋
ぎ
韻
律
的
効
果
も
あ

り
、
複
雑
な
内
容
を
盛
り
込
ん
で
全
体
と
し
て
屈
折
の
多
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
。

　

俊
成
の
判
詞
「
風
体
は
宜
し
く
見
え
侍
る
を
、
心
に
こ
め
て
詞
に
確
か

な
ら
ぬ
に
や
」
と
歌
全
体
の
心
や
体
は
好
い
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
上
句

と
、下
句
の
展
開
の
妙
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
結
句
の「
よ

そ
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
を
心
は
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
詞
が
確
か
で
は
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、藤
平
春
男
氏
は
、「
上
句
に
お
け
る
語
句
の
倒
置
、

第
五
句
の
表
現
な
ど
の
晦
渋
さ
は
、
複
雑
な
心
情
を
場
面
と
か
ら
ま
せ
る

た
め
で
、
定
家
独
特
の
表
現
で
あ
る
」（
注
10
）
と
の
べ
て
い
る
。
初
句
の

唐
突
さ
、
結
句
の
晦
渋
さ
な
ど
、
若
き
定
家
が
心
を
砕
き
な
が
ら
推
敲
・

案
出
し
た
歌
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

新
古
今
撰
者
の
一
人
で
あ
る
有
家
も
、同
じ
初
瀬
の
鐘
を
詠
っ
て
い
る
。

は
つ
せ
山
い
り
あ
ひ
の
か
ね
を
き
く
た
び
に
昔
の
と
ほ
く
な
る
ぞ
か

な
し
き	

（
千
載
・
雑
・
一
一
五
四
）

詞
書
に
「
太
宰
大
弐
重
家
入
道
み
ま
か
り
て
の
ち
、
山
寺
懐
旧
と
い
へ
る

心
を
よ
め
る
」
と
あ
る
。
有
家
の
歌
は
、
父
を
亡
く
し
た
悲
し
み
を
長
谷

寺
の
入
相
の
鐘
に
託
し
て
詠
み
、
世
の
無
常
と
時
の
経
過
な
ど
を
聴
覚
的
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四
　
式
子
内
親
王
の
歌
の
「
も
み
も
み
」

　

次
は
式
子
内
親
王
の
歌
を
み
る
。
後
鳥
羽
院
の
式
子
内
親
王
に
つ
い
て

の
評
を
引
用
す
る
と
、

近
き
世
に
な
り
て
は
、
大
炊
御
門
前
斎
院
・
故
中
御
門
の
摂
政
・
吉

水
前
大
僧
正
、
こ
れ
ら
殊
勝
な
り
。
斎
院
は
、
殊
に
も
み
も
み
と
あ

る
や
う
に
詠
ま
れ
き
。

と
あ
る
。
俊
頼
に
お
い
て
は
後
鳥
羽
院
・
定
家
の
評
、
定
家
に
お
い
て
は

後
鳥
羽
院
が
多
く
の
紙
面
で
評
し
て
い
る
の
と
異
な
り
、
式
子
内
親
王
の

評
は
こ
れ
の
み
で
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。

　

参
考
に
す
る
直
接
の
資
料
は
な
い
が
、
内
親
王
の
歌
一
首
を
あ
げ
る
。

い
き
て
よ
も
あ
す
ま
で
人
も
つ
ら
か
ら
じ
こ
の
ゆ
ふ
暮
を
と
は
ば
と

へ
か
し	

（
新
古
今
・
恋
四
・
一
三
二
九
）

　

こ
の
歌
は
、『
式
子
内
親
王
集
』
に
は
見
ら
れ
ず
、『
新
古
今
集
』
の
詞

書
に
、「
百
首
歌
中
に
」
と
あ
る
。
散
逸
し
た
百
首
歌
の
中
に
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
の
歌
を
考
え
る
参
考
と
し
て
、
和
泉
式
部
の
歌
を
あ
げ
る
。

け
ふ
し
な
ば
あ
す
ま
で
も
の
は
お
も
は
じ
と
お
も
ふ
に
だ
に
も
か
な

は
ぬ
ぞ
う
き	

（
後
拾
遺
・
恋
四
・
八
一
二
・
西
宮
前
左
大
臣
）

　
『
後
拾
遺
集
』
で
は
西
宮
前
左
大
臣
（
源
高
明
）
と
な
っ
て
い
る
が
、

の
歌
で
は
、
冷
淡
な
が
ら
も
、
相
手
の
存
在
が
あ
っ
た
が
、
定
家
の
歌
で

は
そ
れ
も
完
全
に
消
え
、
一
人
で
鐘
の
音
を
聞
く
人
間
の
絶
望
だ
け
が
描

か
れ
て
い
る
」（
注
14
）
と
し
て
い
る
。
俊
頼
と
定
家
の
二
首
の
歌
か
ら
叶

わ
な
い
恋
の
行
方
を
、
悲
恋
小
説
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
、
深
刻
で
無
情

な
現
実
を
鋭
く
描
き
出
し
て
い
る
。

　

歌
の
効
果
を
考
え
て
き
た
が
、
定
家
の
意
図
し
た
も
の
は
「
い
の
る
ち

ぎ
り
」「
は
つ
せ
」「
を
の
へ
の
か
ね
」「
よ
そ
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
の
詞
が
持
つ
余
情
や
風
情
を
面
影
に
し
な
が
ら
、
案
出
力
や
構
想
力

に
よ
り
歌
の
周
囲
に
奥
深
い
情
調
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
恋
の
祈
り
が
未
だ

遂
げ
ら
れ
な
い
夕
暮
の
複
雑
に
乱
れ
る
心
を
詠
ん
で
、
連
綿
た
る
調
べ
の

中
に
艶
な
雰
囲
気
を
十
二
分
に
表
す
こ
と
で
「
祈
恋
」
の
本
意
に
迫
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
に
あ
る
「
詞
・
姿
の

艶
に
や
さ
し
き
」
や
「
う
つ
く
し
く
い
ひ
つ
づ
け
た
」
る
歌
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
風
体
の
歌
を
指
し
て
「
も
み
も
み
」
の
歌
と

い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

本
歌
で
あ
る
俊
頼
の
歌
と
定
家
の
歌
の
比
較
を
す
る
と
、
共
に
、
曲
折

的
で
あ
り
、
起
伏
に
富
み
、
巧
緻
・
彫
琢
の
趣
が
あ
り
、
複
雑
な
情
趣
を

湛
え
て
い
る
。
相
違
す
る
と
こ
ろ
は
定
家
の
歌
の
方
が
、
濃
や
か
な
「
や

さ
し
さ
」「
艶
」
な
ど
の
情
調
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。



九

の
意
味
内
容
も
自
力
の
極
限
状
態
を
示
し
て
辛
い
の
に
、
少
し
も
力

み
が
な
く
て
言
葉
の
振
り
な
ど
全
く
意
識
し
な
い
で
す
む
。
甲
高
い

声
を
耳
に
す
る
感
じ
は
な
く
、
む
し
ろ
呟
き
に
胸
を
衝
か
れ
る
思
い

で
あ
る
（
注
17
）。

　

筆
者
は
次
の
よ
う
に
分
析
し
た
。
初
句
、二
句
は
「
も
」
の
韻
を
ふ
み
、

三
句
は
否
定
的
推
量
の
助
動
詞
「
じ
」、
結
句
は
「
と
は
ば
と
へ
」
と
命

令
形
の
表
現
で
納
め
て
お
り
、
修
辞
や
技
巧
を
重
ね
、
今
ま
で
想
い
つ
め

て
い
た
激
し
い
想
い
を
表
し
て
い
る
。
内
向
的
、
内
省
的
で
あ
っ
た
心
の

つ
ぶ
や
き
を
詞
に
し
た
も
の
で
一
首
全
体
か
ら
感
じ
ら
れ
る
の
は
小
島
吉

雄
氏
の
述
べ
て
い
る
「
曲
折
的
」
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
「
曲
線
的
」
で
、

し
な
や
か
で
あ
り
起
伏
に
富
ん
で
い
る
。「
と
は
ば
と
へ
か
し
」
と
女
性

的
な
た
め
ら
い
の
表
現
で
は
あ
る
が
、「
あ
す
ま
で
」
と
期
限
を
示
し
て

い
る
の
で
急
迫
し
て
い
る
気
持
が
表
れ
て
お
り
、
歌
に
勢
い
が
あ
る
。

　

ま
た
竹
西
寛
子
氏
は
、
こ
の
歌
は
深
い
想
い
を
表
現
す
る
詞
の
つ
く
し

方
が
非
常
に
巧
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
し
て
も
作
者
の
想
い
の
実
感
に
胸

を
衝
か
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
非
常
に
技
巧
的
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、強
く
通
っ
た
抒
情
の
方
が
勝
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
抒
情
（
心
）
が
表
現
（
詞
）
以
上
の
も
の
（
情
調
）
を
感
じ
さ
せ

る
歌
で
は
な
い
か
と
思
う
。
後
鳥
羽
院
の
い
う
「
人
は
え
詠
み
お
ほ
せ
ぬ

よ
う
な
る
姿
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

久
保
田
淳
氏
は
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
で
、
正
し
く
は
和
泉
式
部
の

作
と
し
て
い
る
（
注
15
）。
和
泉
式
部
の
歌
も
、
今
日
に
も
恋
死
に
を
思
う

歌
で
あ
る
。
式
部
の
歌
は
、
思
う
ま
い
と
思
う
の
さ
え
も
叶
わ
な
い
こ
と

が
つ
ら
い
と
堂
々
巡
り
の
よ
う
な
歌
で
、
恋
の
駆
け
引
き
、
相
手
に
対
し

て
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
歌
に
も
解
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
内
親
王
の
歌
は
、
恋
に
想
い
焦
が
れ
極
限
に
追
い
つ
め

ら
れ
た
女
性
が
、
訪
う
気
持
ち
が
あ
れ
ば
こ
の
夕
暮
に
訪
れ
て
欲
し
い
と

一
心
に
訴
え
て
い
る
歌
で
あ
る
。

　

小
島
吉
雄
氏
は
、
内
親
王
の
こ
の
歌
に
対
し
て
「
よ
ほ
ど
曲
折
に
富
ん

だ
美
し
い
調
べ
」
で
、「
あ
す
ま
で
」
は
「
い
き
て
よ
も
」
を
受
け
、
同

時
に
「
つ
ら
か
ら
じ
」
を
修
飾
し
て
お
り
「
こ
の
語
の
続
け
方
が
非
常
に

美
し
い
曲
折
的
表
情
を
も
た
ら
す
」（
注
16
）
と
述
べ
て
い
る
。
技
巧
が
た

ん
な
る
技
巧
に
終
わ
ら
ず
、
強
く
通
っ
た
抒
情
と
相
即
不
離
の
関
係
に
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　

小
島
吉
雄
氏
は
、
こ
の
歌
の
風
体
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
次
の
竹

西
寛
子
氏
は
表
現
の
巧
み
さ
と
心
の
深
さ
を
感
じ
る
歌
と
し
て
い
る
。

言
葉
の
振
り
が
、
多
少
な
り
と
も
作
者
の
実
感
を
上
ま
わ
っ
て
い
る

と
感
じ
る
時
、
読
者
と
し
て
は
そ
の
作
品
を
つ
い
白
々
し
い
と
読
ん

で
し
ま
う
け
れ
ど
、「
生
き
て
よ
も
…
…
」
は
、宣
長
も
い
う
よ
う
に
、

相
当
言
葉
に
凝
っ
た
歌
だ
と
思
う
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
歌
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み
じ
み
と
し
た
抒
情
の
歌
は
、
ま
さ
し
く
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
歌
だ
と
思

わ
れ
る
。
こ
う
し
た
体
験
の
歌
と
思
わ
れ
る
歌
の
他
に
、「
玉
の
緒
よ
」

や
「
い
き
て
よ
も
」
の
よ
う
な
激
し
い
想
い
を
詠
っ
た
歌
も
あ
る
。
そ
れ

ら
の
歌
を
以
前
は
、
内
親
王
の
体
験
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
後
藤
祥

子
氏
の
論
文
は
、
内
親
王
の
歌
の
創
作
の
過
程
を
解
き
明
か
し
た
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
の
柏
木
の
心
情
に
影
響
を
受
け
て
の
詠

歌
と
し
て
も
、
自
身
の
体
験
で
は
な
い
恋
を
ど
う
し
て
あ
の
よ
う
に
心
に

迫
る
歌
と
し
て
詠
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
対
し

て
、
阿
部
武
彦
氏
は
、
内
親
王
の
恋
の
歌
に
つ
い
て
次
の
様
に
述
べ
て
い

る
、

数
多
の
憂
苦
を
秘
め
た
人
生
を
う
た
う
と
き
、
そ
の
具
体
相
と
し
て

恋
情
を
漂
わ
せ
る
こ
と
が
最
も
資
質
に
も
叶
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
中
略
）　

彼
女
の
激
情
の
調
べ
は
、
人
生

上
の
憂
苦
が
恋
歌
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
顕
現
さ
れ
た
も
の
と
考
え

る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
注
19
）。

男
性
に
仮
託
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
ろ
う
と
、
物
語
に
感
動
し
て
詠
ん
だ
歌

で
あ
ろ
う
と
内
親
王
の
歌
は
、感
情
移
入
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
、

深
い
抒
情
の
中
か
ら
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
阿
部
氏

の
い
う
人
生
の
憂
苦
が
恋
歌
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
顕
現
さ
れ
た
も
の
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
内
親
王
は
、
物
事
を
徹
底
し
て
追
求
す
る
人
だ
と

　

こ
の
歌
と
俊
頼
の
「
う
か
り
け
る
」
の
歌
を
比
較
し
て
み
る
と
共
通
す

る
と
こ
ろ
は
、
曲
線
的
で
起
伏
に
富
ん
で
い
る
。
動
的
で
し
か
も
勢
い
が

あ
る
。
複
雑
な
心
情
を
詠
っ
て
技
巧
的
で
巧
緻
の
美
し
さ
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

相
違
す
る
と
こ
ろ
は
、
内
親
王
の
歌
は
俊
頼
の
歌
よ
り
し
な
や
か
で
洗

練
さ
れ
て
い
る
。起
伏
も
や
わ
ら
か
く
技
巧
も
繊
細
で
艶
な
情
調
が
あ
る
。

俊
頼
は
恋
し
く
思
う
心
を
間
接
的
に
表
現
し
て
い
る
が
、
内
親
王
は
直
接

的
に
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
「
う
か
り
け
る
」
の
歌
と
類
似

す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
「
も
み
も
み
」
の
歌
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
思
わ

れ
る
。

　

こ
こ
で
、
式
子
内
親
王
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
、
一
つ
の
考
え
を
み
る
。

　

後
藤
祥
子
氏
の「
女
流
に
よ
る
男
歌
―
式
子
内
親
王
歌
へ
の
一
視
点
―
」

（
注
18
）
で
、
式
子
内
親
王
は
男
性
の
恋
歌
を
詠
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か

と
述
べ
て
い
る
。「
忍
恋
」
の
歌
は
通
常
男
性
が
詠
う
も
の
で
あ
る
と
し
、

例
と
し
て
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
を
あ
げ
、『
源
氏
物
語
』「
柏
木
」
か
ら
の

本
説
取
り
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
の
男
歌
と
自
ら
体
験
し
た
歌
と
「
も
み
も
み
」
の
関
係
は
ど

の
よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

内
親
王
は
前
述
の
よ
う
に
、
平
安
末
期
の
争
乱
の
時
代
に
生
き
、
決
し

て
平
穏
な
生
活
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
斎
院
時
代
の
し
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６
の
歌
は
、
歌
の
解
釈
と
し
て
は
四
、五
、一
、二
、三
句
の
順
に
読
み
、

文
脈
が
複
雑
で
あ
る
。
自
分
の
心
の
中
だ
け
で
想
い
過
し
て
い
た
恋
を
忘

れ
て
恋
人
が
来
る
（
と
さ
れ
る
）
夕
方
に
な
る
と
待
ち
、
来
な
い
こ
と
を

歎
く
と
い
う
、
現
実
の
事
と
、
心
の
中
で
の
事
と
を
混
同
し
て
し
ま
う
瞬

間
の
歌
で
あ
る
。
想
い
の
深
さ
と
つ
き
つ
め
て
想
う
と
い
う
持
続
の
長
さ

を
感
じ
る
。「
わ
れ
の
み
し
り
て
」
と
ひ
か
え
め
な
女
性
の
品
の
よ
さ
が

感
じ
ら
れ
、
艶
な
雰
囲
気
も
漂
う
。
柔
ら
か
な
起
伏
の
あ
る
曲
線
的
な
歌

で
あ
る
。

　

７
の
歌
は
、
一
・
二
句
と
、
四
・
五
句
と
二
つ
の
文
章
の
間
に
「
せ
く
と

こ
の
」
と
い
う
詞
で
繋
い
で
、
奥
の
深
い
情
趣
の
あ
る
歌
に
な
り
、
手
の

込
ん
だ
彫
琢
の
趣
と
い
え
る
。「
つ
げ
」
は
「
黄
楊
」
と
「
告
げ
」
を
掛

け
、
歌
を
複
雑
か
つ
重
層
に
し
て
い
る
。「
ま
く
ら
」
は
恋
の
秘
め
事
を

知
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
り
、「
と
こ
」「
涙
」「
つ
げ
の
を
ま
く
ら
」

は
女
ら
し
く
美
し
い
響
き
で
艶
な
雰
囲
気
が
あ
る
。
五
句
の
「
つ
げ
の
を

ま
く
ら
」
に
向
か
っ
て
気
持
ち
が
高
ま
り
「
も
ら
す
な
つ
げ
の
を
ま
く
ら
」

と
切
実
感
が
あ
り
、
つ
き
つ
め
て
い
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
三
首
の
恋
の
歌
に
共
通
な
も
の
は
、
想
い
を
持
続
さ
せ
る
力
が

あ
り
、
深
い
抒
情
を
持
っ
て
詠
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
物
事
を
徹
底
的
に
追
及
す
る
基
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

内
親
王
の
「
も
み
も
み
」
の
歌
は
、
内
か
ら
自
分
を
徹
底
し
て
責
め
て
い

思
う
。
自
分
を
つ
き
つ
め
、
恋
を
つ
き
つ
め
そ
の
本
意
を
飽
か
ず
に
つ
き

つ
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
徹
底
し
た
創
作
姿
勢
の
さ
き
に「
い
き
て
よ
も
」

の
歌
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
抒
情
と
技
巧
が
相
即
不
離
と
な
り
、
内
在
律

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
も
み
も

み
」
と
い
う
風
体
の
歌
を
作
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

内
親
王
の
他
の
歌
も
み
て
み
よ
う
。

５
た
ま
の
を
よ
た
え
な
ば
た
え
ね
な
が
ら
へ
ば
し
の
ぶ
る
こ
と
の
よ

わ
り
も
ぞ
す
る
（
新
古
今
・
恋
一
・
一
〇
三
四
、
式
子
内
親
王
集
・

三
一
八
）

６
わ
す
れ
て
は
う
ち
な
げ
か
る
る
ゆ
ふ
べ
か
な
わ
れ
の
み
し
り
て
す

ぐ
る
月
日
を	

（
同
・
恋
一
・
一
〇
三
五
、
同
・
三
一
九
）

７
我
が
こ
ひ
は
し
る
人
も
な
し
せ
く
と
こ
の
涙
も
ら
す
な
つ
げ
の
を

ま
く
ら	

（
同
・
恋
一
・
一
〇
三
六
、
同
・
二
七
四
）

　
『
新
古
今
集
』
の
恋
一
の
三
連
の
歌
を
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
た
。

　

５
の
歌
は
、
忍
恋
の
心
情
を
堪
え
か
ね
て
、
わ
が
身
に
呼
び
か
け
て
い

る
。
三
句
以
下
は
忍
ぶ
こ
と
が
極
限
に
な
っ
た
感
情
の
ほ
と
ば
し
り
を

詠
っ
て
、
感
情
の
う
ね
り
が
切
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
よ
く
見

る
と
押
韻
・
畳
句
の
手
の
込
ん
だ
技
巧
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
自
分
の
想
い

を
つ
き
つ
め
て
い
っ
た
限
界
を
詠
っ
た
歎
き
で
あ
る
。
曲
線
的
で
起
伏
に

富
み
、
激
し
い
心
情
、
複
雑
な
情
趣
が
漂
っ
て
お
り
、
切
実
感
が
あ
る
。
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性
、そ
し
て
何
も
の
に
も
ゆ
る
が
な
い
表
現
の
強
さ
な
ど
を
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
す
べ
て
が
「
も
み
も
み
」
の
素
地
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
題
詠
で
あ
っ
て
も
、
内
か
ら
の
必
然
的
な
も
の
に
深
く
根
ざ
し
て

い
る
。魂
の
響
き
が
そ
の
ま
ま
歌
と
な
っ
た
よ
う
な
切
実
さ
が
見
ら
れ
る
。

後
鳥
羽
院
は
、
内
親
王
の
「
も
み
も
み
」
の
歌
の
具
体
例
を
示
し
て
い
な

い
が
、
内
親
王
の
徹
底
し
て
追
求
す
る
と
い
う
創
作
姿
勢
の
中
に
「
も
み

も
み
」
の
歌
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

三
人
に
共
通
す
る
も
の
は
、
歌
に
心
・
詞
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
込
め
ら
れ

て
お
り
「
勢
い
が
あ
る
趣
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
揉
む
」
に
あ

て
た
漢
字
「
砕
心
」「
鑽
」
の
意
の
よ
う
に
、
心
を
砕
い
て
腐
心
し
、
求

心
的
に
「
本
意
」
に
迫
っ
て
い
く
姿
勢
も
感
じ
ら
れ
る
。
三
人
の
歌
は
、

技
巧
的
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
な
い
境
地
に
あ
る
と
も
、
盛
り
上

が
る
抒
情
を
統
御
す
る
技
巧
の
巧
み
さ
が
あ
る
と
も
い
え
る
。「
も
み
も

み
」
の
歌
と
は
創
作
の
心
が
深
く
、
詞
と
心
が
自
在
に
調
和
し
ま
た
融
合

し
て
い
る
も
の
で
、
非
凡
な
才
能
を
持
つ
者
だ
け
に
表
現
可
能
な
歌
の
姿

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

注
１　

引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
65
『
歌
論
集
能
楽
論
集
』（
岩
波

書
店
、
昭
和
三
六
年
）
に
拠
っ
た
。
歌
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』（
角

川
書
店
、
昭
和
五
八
年
）
に
拠
り
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
な
い
式

く
過
程
を
通
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
俊
頼

の
「
う
か
り
け
る
」
の
歌
と
風
体
に
お
い
て
多
く
の
共
通
し
た
と
こ
ろ
が

あ
る
。終

わ
り
に

　

最
後
に
、
三
人
の
歌
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。

　

俊
頼
は
、後
鳥
羽
院
に
「
も
み
も
み
」
と
評
さ
れ
た
最
初
の
人
で
あ
る
。

彼
は
和
歌
の
刷
新
を
願
い
、
表
現
の
重
要
性
に
着
目
し
「
詞
」
の
役
割
を

大
切
に
、
一
首
全
体
を
内
容
的
に
も
韻
律
的
に
も
完
成
さ
れ
た
も
の
に
す

べ
く
腐
心
し
た
。「
う
か
り
け
る
」
の
歌
は
、
激
し
い
恋
情
を
修
辞
に
工

夫
し
、
委
曲
を
尽
く
し
た
抒
情
の
歌
で
あ
っ
た
。

　

定
家
は
、
後
鳥
羽
院
が
評
し
て
い
る
よ
う
に
「
詞
、
姿
の
艶
に
や
さ
し

き
」
を
旨
と
し
た
。
彼
は
題
の
本
意
を
把
握
し
表
現
に
お
け
る
「
詞
・
姿

の
艶
に
や
さ
し
き
」
の
可
能
性
を
徹
底
的
に
模
索
し
た
。
そ
し
て
「
も
み

も
み
」
の
歌
と
い
わ
れ
る
定
家
独
特
の
美
の
世
界
を
作
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
創
造
力
の
力
に
よ
り
対
象
を
生
か
し
て
、
な
ま
め
か
し
く
艶
や
か
な
情

感
を
漂
わ
す
情
調
象
徴
の
歌
で
あ
る
。

　

内
親
王
は
、
斎
院
、
後
に
出
家
と
い
う
特
殊
な
環
境
で
生
涯
を
送
っ
た
。

内
親
王
の
歌
は
、
対
象
を
直
観
的
に
把
握
す
る
鋭
い
感
覚
、
繊
細
な
感
受



一
三

　

11　

ゆ
ふ
ぎ
り
に
こ
ず
ゑ
も
み
え
ず
は
つ
せ
山
い
り
あ
ひ
の
か
ね
の
お

と
ば
か
り
し
て
（
詞
花
集
・
秋
・
一
一
二
・
源
兼
昌
）

　

12　

澤
瀉
久
孝
『
万
葉
集　

巻
第
十
三
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和
三
九

年
三
月
）

　

13　

石
田
吉
貞
「
式
子
内
親
王
の
原
理
」（
學
苑
三
〇
一
号
、
昭
和

四
〇
年
一
月
）

　

14　

谷
知
子
『
百
人
一
首
（
全
）』（
角
川
文
庫
、平
成
二
二
年
一
一
月
）

　

15　

久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈　

四
』（
角
川
学
芸
出
版
、

昭
和
五
一
年
十
二
月
）

　

16　

小
島
吉
雄　

古
典
日
本
文
学
全
集　

十
二
『
古
今
和
歌
集
新
古
今

和
歌
集
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
〇
年
九
月
）

　

17　

竹
西
寛
子
『
式
子
内
親
王　

永
福
門
院
』（
講
談
社
、
平
成
五
年

一
一
月
）

　

18　

後
籐
祥
子
『
平
安
文
学
論
集　

女
流
に
よ
る
男
歌
―
式
子
内
親
王

歌
へ
の
一
視
点
―
』（
風
間
書
房
、
平
成
四
年
一
〇
月
）

　

19　

阿
部
武
彦
「
式
子
内
親
王
試
論
」（
日
本
文
芸
論
稿
五
、
昭
和

四
九
年
二
月
）

（
や
だ　

と
し
こ
／
一
九
六
八
年
卒
業
）

キ
ー
ワ
ー
ド
＝
式
子
内
親
王
、
も
み
も
み
、
後
鳥
羽
院
御
口
伝

子
内
親
王
の
歌
は
和
歌
文
学
大
系
23『
式
子
内
親
王
集
』（
明
治
書
院
、

平
成
九
年
）
に
拠
っ
た
。

　

２　

日
本
古
典
文
学
大
系
65
『
歌
論
集
能
楽
論
集
』
所
収
、
福
田
秀
一

氏
の
補
注
（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
六
年
）

　

３　

日
本
古
典
文
学
全
集
50『
歌
論
集
』所
収
、「
歌
論
用
語
」の
解
説（
小

学
館
、
昭
和
五
〇
年
）

　

４　

日
本
の
古
典
11
『
和
泉
式
部
・
西
行
・
定
家
』
所
収
、『
後
鳥
羽

院
御
口
伝
』
久
保
田
淳
氏
訳
注
（
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
四
七
年
）

　

５　

赤
羽
淑
『
和
歌
大
辞
典
』（
明
治
書
院
、
昭
和
六
一
年
三
月
）

　

６　

竹
西
寛
子
『
日
本
の
女
歌
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
平
成
一
〇

年
二
月
）

　

７　

田
中
裕
『
和
歌
大
辞
典
』（
明
治
書
院
、
昭
和
六
一
年
三
月
）

　

８　
「
よ
」
の
無
い
写
本
―
『
応
永
抄
』『
上
条
本
古
注
』『
異
見
』
な

ど
、「
よ
」
の
あ
る
写
本
―
「
小
倉
色
紙
」『
自
筆
本
近
代
秀
歌
』
為

家
本
、
尭
考
本
、
兼
載
本
な
ど
。
参
考
歌
・
今
は
み
な
お
も
ひ
つ
く

ば
の
山
お
ろ
し
よ
し
げ
き
な
げ
き
と
ふ
き
も
伝
へ
よ
（
拾
遺
愚
草
・

中
・
一
五
六
八
）

　

９　

藤
平
春
男　

藤
平
春
男
著
作
集　

第
三
巻
『
歌
論
研
究
』（
笠
間

書
院
、
平
成
九
年
十
二
月
）

　

10　

藤
平
春
男
『
日
本
名
歌
集
成
』（
學
燈
社
、
昭
和
六
三
年
十
一
月
）


