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ま
ず
真
頼
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
述
べ
る
。
真
頼
（
一
八
二
九
―

一
九
〇
二
）
は
文
政
一
二
（
一
八
二
九
）
年
、
上
野
国
山
田
桐
生
町
（
群

馬
県
桐
生
市
）
の
機
業
家
、
金
子
吉
右
衛
門
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
幼

名
嘉
吉
、
通
称
寛
長
、
後
に
真
頼
と
改
め
、
号
は
荻
斎
・
万
里
・
墨
水
。

幼
少
の
頃
よ
り
学
問
を
好
み
、
天
保
一
二
（
一
八
四
一
）
年
、
一
三
歳
で

黒
川
春
村
に
入
門
し
て
、
国
語
・
国
文
・
音
韻
・
和
歌
を
学
ん
だ
。
習
学

期
の
真
頼
が
ど
の
よ
う
に
和
歌
を
学
ん
だ
か
を
み
る
上
で
興
味
深
い
記
録

が
あ
る
。
年
譜（
注
２
）に
よ
る
と
、天
保
六（
一
八
三
五
）年
七
歳
の
夏
の
夜
、

祖
母
に
添
い
寝
さ
れ
て
初
め
て
、

夕
立
や
し
の
を
た
ば
ね
て
ふ
る
雨
に
か
す
か
に
き
こ
ゆ
馬
方
の
こ
ゑ

と
和
歌
を
よ
ん
で
両
親
を
驚
か
せ
た
と
あ
る
。
真
頼
は
、
一
七
歳
頃
か
ら

和
歌
を
春
村
に
師
事
し
て
い
る
が
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
、
一
七
歳

の
冬
に
は
、
寒
夜
一
か
月
に
『
草
野
集
』（
注
３
）
全
部
の
歌
題
（
題
数
約

七
〇
〇
〇
題
）
を
よ
み
遂
げ
て
い
る
。
一
か
月
に
七
〇
〇
〇
首
近
い
和
歌

一

　
「
黒
川
文
庫
」
は
江
戸
の
国
学
者
黒
川
春
村
、
そ
の
養
子
真
頼
、
孫
真

道
が
三
代
に
亘
っ
て
家
学
を
伝
え
た
黒
川
家
の
蔵
書
で
あ
る
。
和
歌
関
係

の
書
籍
約
一
〇
〇
〇
点
三
〇
〇
〇
余
冊
を
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大

学
附
属
図
書
館
が
蔵
し
て
い
る
。
二
代
目
当
主
黒
川
真
頼
の
歌
稿
で
あ
る

『
も
ゝ
ち
と
り
』
を
翻
刻
し
、こ
れ
ま
で
に
三
回
に
亘
り
発
表
し
た
。（『
清

心
語
文
』
第
一
二
号
～
第
一
四
号
所
載
）
今
回
は
、
真
頼
及
び
師
黒
川
春

村
の
生
い
立
ち
、『
も
ゝ
ち
と
り
』（
注
１
）
の
書
誌
、
春
村
書
入
れ
の
評
語
、

習
学
期
に
お
け
る
真
頼
は
ど
の
よ
う
な
歌
を
よ
ん
だ
か
、
ま
た
師
の
春
村

は
ど
の
よ
う
に
指
導
し
た
か
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
ま
と
め
て
い
く
。
春

村
の
書
入
れ
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
紙
面
の
都
合
上
次
回
に
稿
を
改
め
る

こ
と
と
す
る
。 ノ

ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
附
属
図
書
館
蔵

　
　

黒
川
真
頼
詠
・
同
春
村
評
『
も
ゝ
ち
と
り
』
解
題

香　

山　

キ
ミ
子



二

家
に
生
ま
れ
た
。
幼
名
を
勘
吉
と
言
い
、
号
は
薄
斎
。
幼
少
よ
り
学
問
を

好
み
、
狂
歌
を
二
代
目
浅
草
庵
に
学
ん
で
三
代
目
浅
草
庵
と
な
っ
た
が
、

後
に
和
歌
・
国
学
を
修
め
て
、
江
戸
の
学
界
で
重
き
を
な
し
た
。
学
風
は

本
居
宣
長
の
学
問
の
方
法
を
学
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
復
古
思
想
を
受

け
継
ぐ
こ
と
は
無
く
、
専
ら
考
証
を
重
ん
じ
た
。
狩
谷
棭
斎
・
伴
友
信
ら

の
影
響
を
受
け
、
厳
密
な
考
証
学
を
確
立
し
た
。
ま
た
音
韻
学
を
得
意
と

し
た
。
清
水
浜
臣
・
岸
本
由
豆
流
・
村
田
了
阿
ら
と
交
わ
っ
た
。
国
学
者

の
中
で
江
戸
の
考
証
派
を
代
表
す
る
一
人
で
あ
る
。
尚
『
慶
長
以
来
国
学

者
史
伝
』（
注
６
）
に
よ
る
と
春
村
は
篤
実
な
人
柄
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

二

　

黒
川
真
頼
の
歌
稿
で
あ
る
『
も
ゝ
ち
と
り
』
の
書
誌
に
つ
い
て
次
に
述

べ
る
。
本
書
は
黒
川
家
旧
蔵
、
昭
和
二
七
年
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大

学
蔵
と
な
る
。
装
幀
は
袋
綴
、料
紙
は
楮
、表
紙
は
縹
布
目
。
題
箋
は「
も
ゝ

ち
と
り
」、
内
題
は
無
い
。
体
裁
は
縦
二
八
×
横
一
八
、二
、
墨
付
丁
数
は

四
二
丁
。
一
面
の
行
数
は
九
～
一
二
行（
一
一
行
が
多
い
）。「
黒
川
真
頼
」

「
黒
川
真
道
」「
黒
川
真
前
」
の
蔵
書
印
が
あ
り
、
他
に
「
真
頼
稿
」
及
び

「
黒
川
真
頼
（
丸
印
）」
が
あ
る
。

　

本
歌
稿
は
題
詠
で
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
恋
・
雑
の
部
立
に
よ
っ
て
構

を
よ
む
こ
と
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
く
、
驚
異
的
で
さ
え
あ
る
。
こ
の

頃
和
歌
及
び
古
典
の
こ
と
を
師
で
あ
る
春
村
に
問
い
、
勉
学
に
励
む
。
弘

化
四
（
一
八
四
七
）
年
、
一
九
歳
で
『
三
代
集
拾
玉
抄
』
三
巻
を
撰
し
、

翌
年
の
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
八
月
『
新
勅
撰
愚
考
』
を
著
述
し
て
春

村
に
一
覧
を
請
う
た
と
こ
ろ
、
朱
書
き
の
後
、
最
後
に
「
コ
レ
ハ
イ
ト
ヨ

ロ
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
猶
イ
ク
タ
ビ
モ
註
シ
試
ミ
タ
マ
ヘ
カ
シ
」
と
奨
励
さ
れ

た
（
注
４
）。
ま
た
同
年
こ
れ
ま
で
の
自
詠
歌
を
集
め
て
歌
稿『
も
ゝ
ち
と
り
』

を
編
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
書
誌
の
項
で
詳
し
く
述
べ
る
。

　

真
頼
は
二
二
歳
頃
か
ら
は
和
歌
だ
け
で
な
く
物
語
も
著
述
し
た
。
嘉
永

二
（
一
八
四
九
）
年
に
は
『
宋
の
世
の
物
語
』、『
か
ら
く
に
の
物
語
』、『
山

吹
物
語
』（
成
立
年
代
不
詳
）
な
ど
を
執
筆
し
て
い
る
。
二
五
歳
の
時
、『
新

撰
上
野
国
志
沿
革
図
説
』、
翌
年
『
皇
国
沿
革
図
説
』
な
ど
を
精
力
的
に

著
し
て
い
る
。

　

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
、
三
八
歳
の
時
、
師
春
村
が
六
八
歳
で
病
没
。

春
村
の
遺
言
に
よ
り
、そ
の
学
党
の
後
継
者
と
な
り
黒
川
の
家
名
を
継
ぐ
。

翌
年
家
業
を
捨
て
て
、
日
本
橋
小
網
町
に
転
居
し
、
門
人
に
教
授
し
次
第

に
著
名
と
な
る
。

　

次
に
真
頼
の
師
で
あ
る
黒
川
春
村
に
つ
い
て
述
べ
る
。春
村（
一
七
九
九

―
一
八
六
六
）
は
、『
国
史
大
辞
典
』（
注
５
）
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
後
期

の
国
学
者
で
あ
る
。
寛
政
一
一
（
一
七
九
九
）
年
江
戸
浅
草
の
陶
器
商
の



三

名
づ
け
た
り
。

書
名
『
も
ゝ
ち
と
り
』
は
、弟
子
真
頼
に
対
す
る
師
春
村
の
激
励
が
伝
わ
っ

て
く
る
歌
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
の
本
歌
は
、

『
古
今
集
』
の
次
の
歌
で
あ
る
。

百
千
鳥
さ
へ
づ
る
春
は
物
ご
と
に
あ
ら
た
ま
れ
ど
も
わ
れ
ぞ
ふ
り
ゆ

く�

（
古
今
集
・
春
上
・
二
八
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

　
「
百
千
鳥
」
は
鴬
（
注
７
）
の
意
も
あ
る
が
、
こ
の
歌
で
は
「
百も
も
ち千

の
鳥
」

の
意
で
「
数
多
く
の
鳥
」
を
意
味
す
る
。
春
村
は
「
百
千
鳥
」
を
真
頼
の

数
多
く
の
詠
草
に
喩
え
、
意
欲
に
燃
え
て
よ
ん
だ
真
頼
の
歌
を
「
さ
へ
づ

る
こ
ゑ
」
と
し
て
い
る
。
数
多
く
の
歌
を
「
お
も
し
ろ
き
」
と
評
価
し
、

弟
子
に
対
し
て
期
待
を
寄
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

春
村
は
各
部
立
の
最
後
に
総
評
を
入
れ
て
お
り
、
夏
部
に
は
「
例
な
か

ら
大
か
た
は
優
に
聞
え
侍
り
」、
冬
部
に
は
「
大
か
た
捨
か
た
く
お
ほ
え

ら
れ
は
へ
り
」、
恋
部
に
は
「
め
つ
ら
か
な
る
も
す
く
な
か
ら
て
感
気
ふ

か
く
覚
え
申
候
」、
雑
部
に
は
「
す
へ
て
わ
ろ
し
と
に
は
侍
ら
ね
と
い
ま

す
こ
し
秀
逸
あ
れ
と
思
ふ
こ
ゝ
ろ
な
き
に
し
も
侍
ら
す
」と
記
し
て
い
る
。

　

次
に
『
も
ゝ
ち
と
り
』
に
お
け
る
春
村
書
入
れ
の
評
語
類
に
つ
い
て
ま

と
め
て
み
る
。評
語
類
は
各
歌
の
左
側
上
部
及
び
下
部
に
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
題
意
や
詞
遣
い
な
ど
、
和
歌
に
関
す
る
基
本
的
な
指
導
の
書

入
れ
は
主
に
左
側
上
部
に
、
ま
た
、
一
首
の
総
合
的
な
歌
の
評
価
と
し
て
、

成
さ
れ
て
い
る
。
歌
数
は
、
春
部
九
五
首
、
夏
部
七
六
首
、
秋
部
九
八
首
、

冬
部
七
八
首
、
恋
部
八
九
首
、
雑
部
一
一
二
首
で
、
総
歌
数
五
四
八
首
で

あ
る
。
成
立
年
代
は
、「
春
」
と
「
夏
」
は
記
載
が
な
く
、「
秋
」
に
は
「
嘉

永
元
年
八
月
廿
一
日
夜
記
」、「
冬
」
に
は
「
嘉
永
元
年
十
月
廿
三
日
夜
灯

火
書
記
」、「
恋
」
に
は
「
嘉
永
元
年
極
月
四
日
」
と
あ
り
、
奥
書
に
「
嘉

永
二
年
正
月
六
日
記
」
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）

年
ま
で
に
成
立
し
て
お
り
、
真
頼
二
一
歳
ま
で
の
作
品
を
収
め
て
い
る
。

三

　

本
歌
稿
に
は
一
首
ご
と
に
、
真
頼
の
師
黒
川
春
村
に
よ
る
朱
筆
の
合
点

が
施
さ
れ
て
お
り
、「
こ
と
に
よ
ろ
し
」「
今
す
こ
し
」
な
ど
の
評
語
が
み

え
る
。
ま
た
、
詞
遣
い
や
句
の
整
い
、
題
意
、
本
意
、
風
体
な
ど
和
歌
に

関
す
る
基
本
的
な
指
導
の
書
入
れ
が
あ
り
、
添
削
に
よ
る
指
導
も
随
所
に

み
ら
れ
る
。
春
部
の
最
後
に
は
「
百
ち
と
り
さ
へ
つ
る
こ
ゑ
そ
お
も
し
ろ

き
さ
の
み
な
ら
ぬ
も
ま
し
る
も
の
か
ら
」
と
春
村
の
歌
が
書
入
れ
ら
れ
て

お
り
、
真
頼
の
年
譜
二
〇
歳
の
項
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

又
是
よ
り
先
咏
み
お
か
れ
し
歌
ど
も
集
め
て
翁
に
見
せ
し
か
ば
一
覧

の
後
「
百
千
鳥
さ
へ
づ
る
こ
ゑ
ぞ
お
も
し
ろ
き
さ
の
み
な
ら
ぬ
も
ま

じ
る
も
の
か
ら
」
と
記
し
て
返
し
ぬ
。
よ
っ
て
此
の
集
を
百
千
鳥
と



四

四

　

習
学
期
に
お
け
る
真
頼
は
ど
の
よ
う
な
歌
を
よ
ん
だ
か
。
ま
た
師
の
春

村
は
ど
の
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
か
、
春
村
が
「
こ
と
に
よ
ろ
し
」
と
評

価
し
た
歌
の
中
か
ら
数
首
を
あ
げ
て
考
察
す
る
。
ま
た
春
村
は
ど
の
よ
う

に
添
削
を
し
て
い
る
か
。
併
せ
て
考
察
し
た
い
。

　
「
こ
と
に
よ
ろ
し
」
と
評
さ
れ
た
歌
は
次
の
一
三
首
で
あ
る
。
部
立
別

に
あ
げ
る
と
、
春
四
、
夏
三
、
秋
二
、
冬
〇
、
恋
二
、
雑
二
で
あ
る
。
便

宜
的
に
番
号
を
付
し
、
春
村
が
添
削
し
た
歌
は
春
村
の
添
削
と
記
し
た
。

題
の
下
方
の
数
字
は
『
清
心
語
文
』
掲
載
の
拙
稿
『
も
ゝ
ち
と
り
翻
刻
』

の
号
数
・
頁
・
上
下
段
を
示
す
（
一
―
『
清
心
語
文
』
一
二
号
、
二
―
同

一
三
号
、
三
―
同
一
四
号
）

霞

①
い
ほ
は
ら
や
田
子
の
浦
波
音
絶
て
春
は
霞
の
た
ゝ
ぬ
日
も
な
し

�

（
一
―
四
〇
―
下
）

花

②
黒
駒
に
お
ほ
す
る
む
ち
も
わ
す
ら
れ
て
心
は
花
に
の
り
に
け
る
か
な

�

（
一
―
四
三
―
下
）

春
村
の
添
削

山
路
ゆ
く
心
は
花
に
の
り
に
け
り
駒
に
む
ち
う
つ
こ
と
も
わ
す
れ
て

「
よ
ろ
し
」「
今
す
こ
し
」
な
ど
の
評
語
は
左
側
下
部
に
記
さ
れ
て
い
る
。

評
価
の
段
階
順
に
評
語
を
分
類
す
る
と
、
こ
と
に
よ
ろ
し
／
い
と
よ
ろ
し

／
よ
ろ
し
／
よ
ろ
し
く
や
／
今
す
こ
し
／
の
順
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
最
上
級
の
評
語
と
し
て
「
い
み
し
」「
す
く
れ
て
よ
ろ
し
く
聞
こ
ゆ
」

な
ど
の
評
語
が
稀
に
み
ら
れ
る
。「
よ
ろ
し
」
と
「
よ
ろ
し
く
や
」
の
区

別
は
「
よ
ろ
し
」
は
良
い
で
、「
よ
ろ
し
く
や
」
は
ま
あ
ま
あ
良
い
で
あ

ろ
う
。
合
点
の
有
無
に
よ
っ
て
も
そ
の
区
別
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、

「
よ
ろ
し
」
の
歌
に
は
合
点
が
施
さ
れ
、「
よ
ろ
し
く
や
」
の
歌
に
は
合
点

は
な
い
。

　

真
頼
の
年
譜
に
よ
る
と
二
〇
歳
の
頃
、
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
八
月

に
は
『
新
勅
撰
愚
考
』
を
執
筆
し
て
い
る
。
前
述
の
と
お
り
本
歌
稿
秋
部

最
後
に
「
嘉
永
元
年
八
月
廿
一
日
夜
記
」
の
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
『
新
勅
撰
愚
考
』
と
『
も
ゝ
ち
と
り
』
を
同
時
平
行
し
て
執
筆
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
期
、
真
頼
が
創
作
意
欲
に
燃
え
、
い
か
に
和

歌
に
熱
心
に
励
ん
で
い
た
か
が
推
し
量
ら
れ
る
。

　

習
学
期
の
真
頼
が
ど
ん
な
歌
を
よ
み
、
春
村
が
ど
の
よ
う
に
指
導
し
た

か
を
知
る
上
で
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。



五

⑦
す
む
人
も
な
き
古
寺
の
池
の
面
に
み
草
を
わ
け
て
咲
く
は
ち
す
か
な

�

（
一
―
五
一
―
上
）

春
村
の
添
削

あ
れ
は
て
し
寺
の
を
か
へ
の
池
の
面
は
み
草
を
わ
け
て
は
ち
す
花
さ

く
女
郎
花

⑧
名
は
い
か
に
家
は
い
つ
こ
と
立
よ
り
て
い
は
ま
く
ほ
し
き
女
郎
花
か
な

�

（
二
―
五
九
―
下
）

春
村
の
添
削

名
を
も
の
れ
家
を
も
の
れ
と
立
よ
り
て
と
は
ま
く
ほ
し
き
女
郎
花
か

な
駒
迎

⑨
い
さ
よ
ひ
の
月
毛
の
駒
を
ひ
く
見
れ
は
秋
も
中
は
ゝ
早
こ
え
に
け
り

�

（
二
―
六
二
―
下
）

春
村
の
添
削

あ
ふ
坂
や
月
毛
の
駒
を
ひ
き
つ
れ
て
秋
も
中
は
を
こ
よ
ひ
こ
ゆ
ら
ん

見
恋

⑩
を
く
る
ま
の
を
す
の
す
き
か
け
み
て
し
よ
り
ひ
か
れ
そ
め
ぬ
る
わ
か
心

か
な�

（
三
―
四
三
―
下
）

名
立
恋

山
吹

③
吉
野
川
岩
波
高
き
き
し
へ
に
は
し
ろ
き
も
ま
し
る
山
ふ
き
の
花

�

（
一
―
四
六
―
下
）

山
吹

④
い
に
し
へ
の
ま
か
き
の
跡
そ
あ
は
れ
な
る
む
く
ら
か
な
か
に
さ
け
る
山

ふ
き�

（
一
―
四
六
―
下
）

春
村
の
添
削

野
と
な
り
し
里
も
ま
か
き
の
跡
見
え
て
む
く
ら
か
な
か
に
さ
け
る
山

ふ
き早

苗

⑤
夕
か
け
て
と
る
や
早
苗
の
露
の
上
に
月
の
影
を
も
植
わ
け
に
け
り

�
（
一
―
四
九
―
上
）

春
村
の
添
削

夕
か
け
て
と
る
や
早
苗
の
露
の
上
に
月
の
影
を
も
植
わ
た
し
つ
ゝ

鵜
河

⑥
夕
月
の
を
く
ら
の
山
の
山
陰
は
い
る
を
も
ま
た
て
夜
川
た
ち
け
り

�

（
一
―
五
〇
―
下
）

春
村
の
添
削

夕
月
夜
を
く
ら
の
山
の
山
陰
は
い
り
も
い
ら
す
も
夜
川
た
つ
ら
し

蓮



六

に
よ
み
込
ま
れ
、
勅
撰
集
に
三
首
み
ら
れ
る
（
続
後
撰
集
・
玉
葉
集
は
同

一
歌
）。清

見
が
た
う
ち
出
て
み
れ
ば
い
ほ
は
ら
の
み
ほ
の
お
き
つ
は
浪
し
づ

か
な
り

（
続
後
撰
集
・
羇
旅
・
五
九
一
、
玉
葉
集
・
雑
二
・
二
一
一
一
・
前

大
納
言
為
氏
）

真
頼
の
歌
は
、「
い
ほ
は
ら
」
の
波
静
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
為
氏
の
歌
か
ら

受
け
、『
古
今
集
』
を
本
歌
と
す
る
次
の

い
ま
は
又
た
ご
の
浦
波
う
ち
そ
へ
て
た
た
ぬ
日
も
な
き
秋
の
夕
霧

�

（
続
拾
遺
集
・
雑
秋
・
五
八
八
・
中
原
行
実
）

行
実
の
歌
の
波
は
た
た
な
い
が
「
夕
霧
」
は
た
つ
と
い
う
発
想
を
、
真
頼

は
春
の
「
霞
」
が
た
つ
に
変
え
て
よ
ん
で
い
る
。

　

第
三
句
「
音
絶
て
」
に
つ
い
て
み
る
。
真
頼
の
「
田
子
の
浦
波
」
の
「
音

が
絶
る
」
と
い
う
表
現
は
、
波
が
た
た
な
い
静
か
な
海
の
様
子
を
表
出
し

て
い
る
が
、そ
れ
に
対
応
し
て
霞
の
た
た
な
い
日
は
な
い
と
よ
ん
で
い
る
。

「
浦
波
音
絶
て
」と
い
う
表
現
は
勅
撰
集
、私
家
集
と
も
に
見
当
た
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
一
首
は
、
母
音
「
ａ
」
音
の
多
用
に
よ
っ
て
春
の
明
る
い
感
じ

が
表
出
さ
れ
、
ま
た
同
音
「
た
」
を
繰
り
返
す
技
巧
に
よ
っ
て
、
調
子
が

整
い
、
な
だ
ら
か
な
調
子
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
古
今
集
』
の
恋
の
歌
を
春
の
季
節
に
よ
み
変
え
、「
田
子
の
浦
波
音
絶

⑪
も
の
ゝ
ふ
の
馬
場
に
い
て
ゝ
の
る
駒
の
た
つ
な
く
る
し
き
恋
も
す
る
か

な�

（
三
―
四
五
―
下
）

竹

⑫
し
け
れ
た
ゝ
よ
の
う
き
ふ
し
の
か
く
れ
か
に
わ
か
お
ほ
し
た
る
窓
の
呉

竹�

（
三
―
五
三
―
下
）

明
智
光
秀

⑬
お
も
ふ
こ
と
な
し
も
は
た
さ
て
山
崎
に
こ
る
や
ま
か
り
の
名
こ
そ
を
し

け
れ�

（
三
―
五
六
―
上
）

次
に
真
頼
の
歌
の
特
色
と
春
村
の
指
導
の
方
法
を
み
て
い
く
こ
と
に
す

る
。

霞

①
い
ほ
は
ら
や
田
子
の
浦
波
音
絶
て
春
は
霞
の
た
ゝ
ぬ
日
も
な
し

�

（
一
―
四
〇
―
下
）

こ
の
歌
は
『
古
今
集
』
の

す
る
が
な
る
た
ご
の
浦
浪
た
た
ぬ
日
は
あ
れ
ど
も
君
を
こ
ひ
ぬ
日
は

な
し�

（
古
今
集
・
恋
一
・
四
八
九
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

を
本
歌
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
古
今
集
』
の
恋
の
歌
を
春
の
歌
に

よ
み
変
え
、
田
子
の
浦
の
の
ど
か
な
春
の
風
景
を
よ
ん
で
い
る
。「
田
子

の
浦
」
は
駿
河
の
国
の
歌
枕
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　

初
句
の
「
い
ほ
は
ら
」
は
、
駿
河
の
国
の
枕
詞
で
「
清
見
潟
」
と
と
も



七

か
し
た
添
削
を
す
る
方
法
で
あ
る
。
原
作
の
感
動
の
核
と
な
っ
て
い
る
句

や
本
質
を
突
い
た
鋭
い
句
に
は
添
削
を
付
し
て
い
な
い
。

山
吹

③
吉
野
川
岩
波
高
き
き
し
へ
に
は
し
ろ
き
も
ま
し
る
山
ふ
き
の
花

�

（
一
―
四
三
―
下
）

こ
の
歌
は
『
古
今
集
』
の

吉
野
河
い
は
浪
た
か
く
行
く
水
の
は
や
く
ぞ
人
を
思
ひ
そ
め
て
し

�

（
古
今
集
・
恋
一
・
四
七
一
・
紀
貫
之
）

を
本
歌
と
し
て
い
る
。
貫
之
の
恋
の
歌
を
、
吉
野
川
の
岸
辺
に
咲
く
可
憐

な
山
吹
の
実
景
と
し
て
よ
み
変
え
た
本
歌
取
で
あ
る
。「
吉
野
川
」
は
大

和
国
の
歌
枕
で
、
清
冽
激
流
の
川
で
あ
る
。
本
歌
上
句
は
「
吉
野
川
」
の

イ
メ
ー
ジ
を
使
っ
て
恋
心
の
激
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
真
頼
は
、
本
歌

上
句
の
「
吉
野
河
い
は
浪
た
か
く
」
を
そ
の
ま
ま
摂
取
し
て
い
る
。「
し

ろ
き
も
ま
し
る
」
の
「
し
ろ
き
」
は
吉
野
川
の
激
流
の
水
し
ぶ
き
で
あ
ろ

う
。
山
吹
の
黄
色
と
白
の
対
比
が
鮮
や
か
で
あ
る
。

い
は
ね
こ
す
き
よ
滝
河
の
は
や
け
れ
ば
波
を
り
か
く
る
き
し
の
山
吹

�

（
新
古
今
集
・
春
下
・
一
六
〇
・
権
中
納
言
国
信
）

　

真
頼
の
歌
は
川
と
山
吹
の
取
り
合
わ
せ
や
情
景
な
ど
が
国
信
の
歌
と
似

て
い
る
。真
頼
の
念
頭
に
は
あ
る
い
は
こ
の
歌
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
真
頼
の
歌
の
主
眼
は
、
吉
野
川
の
激
流
の
水
し
ぶ
き
を
白
い
花
び

て
」
と
、
波
の
音
さ
え
絶
え
て
い
る
、
の
ど
か
な
春
の
浦
波
を
表
現
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
霞
が
た
つ
「
田
子
の
浦
」
の
穏
や
か
な
春
の
風
景
を
よ

り
効
果
的
に
よ
ん
で
い
る
。
調
子
の
よ
い
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
「
こ
と

に
よ
ろ
し
」
と
評
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

花

②
黒
駒
に
お
ほ
す
る
む
ち
も
わ
す
ら
れ
て
心
は
花
に
の
り
に
け
る
か
な

（
一
―
四
三
―
下
）

春
村
の
添
削

山
路
ゆ
く
心
は
花
に
の
り
に
け
り
駒
に
む
ち
う
つ
こ
と
も
わ
す
れ
て

　

真
頼
は
、
馬
に
鞭
打
つ
こ
と
も
忘
れ
て
花
を
愛
で
て
い
る
心
を
よ
ん
で

い
る
。
あ
ま
り
の
花
の
美
し
さ
に
心
を
奪
わ
れ
て
、
花
に
夢
中
に
な
っ
て

い
る
状
態
を
「
心
は
花
に
の
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。
馬
に
乗
っ
て
い
る

こ
と
と
、
心
が
花
に
乗
っ
て
一
体
化
し
て
い
る
こ
と
を
掛
け
て
、「
こ
こ

ろ
は
花
に
の
り
に
け
る
か
な
」
と
掛
詞
の
表
現
と
し
て
い
る
。
師
の
春
村

は
真
頼
の
歌
の
上
句
と
下
句
を
逆
転
し
、
添
削
を
加
え
、「
こ
と
に
よ
ろ

し
」
と
評
し
て
い
る
。
春
村
は
真
頼
作
の
下
句
に
は
添
削
を
加
え
て
い
な

い
。
下
句
「
心
は
花
に
の
る
」
は
発
想
が
斬
新
で
あ
り
、
表
現
も
掛
詞
を

用
い
る
な
ど
巧
み
で
あ
る
。
こ
れ
を
評
価
し
て
「
こ
と
に
よ
ろ
し
」
と
い

う
最
高
の
評
語
を
付
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

春
村
の
添
削
で
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
真
頼
の
原
作
の
良
さ
を
生



八

ら
か
な�

（
千
載
集
・
春
上
・
六
六
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

の
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
懐
旧
の
情
が
感
じ
ら
れ
る
。
今
こ
こ
に
あ
る
の

は
荒
れ
た
庭
の
中
に
咲
い
て
い
る
山
吹
の
花
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は

か
つ
て
は
昔
の
人
の
生
活
が
あ
っ
た
。
そ
の
昔
を
眼
前
の
風
景
を
見
な
が

ら
し
の
ん
で
い
る
。

　

次
に
春
村
の
添
削
の
方
法
を
み
て
み
よ
う
。
上
句
に
お
い
て
、
荒
廃
し

た
庭
の
様
相
を
、真
頼
は
「
あ
は
れ
な
る
」
と
感
情
的
に
表
現
し
て
い
る
。

春
村
は
こ
れ
を
「
野
と
な
り
し
里
も
ま
か
き
の
跡
見
え
て
」
と
添
削
し
た
。

「
野
と
な
り
し
」
に
よ
っ
て
『
伊
勢
物
語
』
の
世
界
を
想
起
さ
せ
る
。
ま

た
春
村
の
上
句
に
は
物
語
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
時
の
流
れ
の
中
で
人
が
住

ま
な
く
な
り
、
庭
も
荒
れ
、
野
と
な
り
果
て
た
今
、
昔
に
思
い
を
馳
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
物
語
性
」
に
つ
い
て
、
赤
羽
淑
先
生
は
『
定
家
の
歌
一

首
』（
注
８
）
に
お
い
て
、

ふ
る
さ
と
は
庭
も
ま
が
き
も
こ
け
む
し
て
花
た
ち
花
の
花
ぞ
ち
り
け

る�

（
拾
遺
愚
草
・
閑
居
百
首
・
三
二
六
）

を
あ
げ
、

物
語
的
性
格
と
は
、
一
首
中
に
叙
事
的
要
素
や
時
間
的
経
過
な
ど
を

盛
り
込
み
、
物
語
的
場
面
や
雰
囲
気
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
春
村
が
こ
の
歌
を
添
削
し
た
時
に
念
頭
に
置
い
た

の
は
『
伊
勢
物
語
』
の

ら
と
見
立
て
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
貫
之
の
本
歌
は
激
し
い
恋
心
を
吉
野
川

の
激
流
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
が
、
真
頼
は
岸
辺
の
山
吹
に
急
流
の
水

し
ぶ
き
が
か
か
っ
て
い
る
の
を
、
白
い
花
び
ら
と
み
て
い
る
。
水
辺
の
爽

や
か
さ
、
山
吹
の
花
の
可
憐
な
様
相
、
色
彩
の
鮮
や
か
さ
を
印
象
的
に
表

出
し
て
い
る
。
本
歌
を
よ
み
変
え
て
、
本
歌
と
は
全
く
雰
囲
気
の
異
な
っ

た
さ
わ
や
か
で
清
新
な
歌
と
な
っ
て
い
る
。
春
村
は
こ
れ
ら
を
評
価
し
て

「
こ
と
に
よ
ろ
し
」
と
評
し
た
と
思
わ
れ
る
。

山
吹

④
い
に
し
へ
の
ま
か
き
の
跡
そ
あ
は
れ
な
る
む
く
ら
か
な
か
に
さ
け
る
山

ふ
き�

（
一
―
四
六
―
下
）

春
村
の
添
削

野
と
な
り
し
里
も
ま
か
き
の
跡
見
え
て
む
く
ら
か
な
か
に
さ
け
る
山

ふ
き

真
頼
は
次
の
歌
、

さ
と
は
あ
れ
て
人
は
ふ
り
に
し
や
ど
な
れ
や
庭
も
ま
が
き
も
秋
の
の

ら
な
る�

（
古
今
集
・
秋
上
・
二
四
八
・
僧
正
遍
昭
）

を
念
頭
に
置
い
た
と
思
わ
れ
る
。
真
頼
の
歌
に
は
荒
れ
た
庭
の
中
に
山
吹

を
見
つ
け
て
ほ
っ
と
し
た
よ
ろ
こ
び
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は

故
郷
花
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
り
け
る

さ
ざ
浪
や
し
が
の
み
や
こ
は
あ
れ
に
し
を
む
か
し
な
が
ら
の
山
ざ
く



九

田
の
水
面
に
は
月
が
映
り
、
月
も
一
緒
に
田
植
え
を
し
て
い
る
と
い
う
意

も
加
わ
り
、
時
間
の
経
過
・
風
景
と
も
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
、
た
け
の

あ
る
歌
と
な
っ
て
い
る
。
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
の
静
謐
な
田
園
風
景
を

よ
ん
で
お
り
、
絵
画
的
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
「
早
苗
」
と
「
植
え
わ
た

す
」
を
よ
み
込
ん
だ
歌
を
あ
げ
る
。

早
苗

う
ゑ
わ
た
す
山
田
の
早
苗
い
ま
よ
り
や
秋
ま
つ
し
づ
は
し
づ
心
な
き

�

（
延
文
百
首
・
二
一
二
五
・
権
大
納
言
藤
原
忠
季
）

　
「
植
わ
た
す
」
は
伏
見
院
御
歌
（
風
雅
集
・
春
下
・
二
一
六
）
か
ら
用

い
ら
れ
、
田
植
え
の
終
わ
っ
た
田
園
の
様
子
を
う
た
っ
て
い
る
。

名
立
恋

⑪
も
の
ゝ
ふ
の
馬
場
に
い
て
ゝ
の
る
駒
の
た
つ
な
く
る
し
き
恋
も
す
る
か

な�

（
三
―
四
五
―
下
）

　

題
「
名
立
恋
」
は
「
な
た
つ
こ
い
」「
な
の
た
つ
こ
い
」
と
読
む
。「
名

立
恋
」
と
は
恋
の
評
判
が
立
つ
こ
と
で
あ
る
。「
名
立
恋
」
を
よ
ん
だ
歌

は
す
で
に
『
古
今
集
』
に
み
え
る
。

知
る
と
い
へ
ば
枕
だ
に
せ
で
ね
し
も
の
を
ち
り
な
ら
ぬ
な
の
そ
ら
に

た
つ
ら
む�

（
古
今
集
・
恋
三
・
六
七
六
・
伊
勢
）

こ
の
歌
は
、「
枕
が
恋
の
秘
密
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
当
時
の
俗
信
を

上
句
に
よ
み
込
み
、
下
句
に
は
掛
詞
、
縁
語
な
ど
の
技
巧
を
駆
使
し
て
い

野
と
な
ら
ば
鶉
と
な
り
て
鳴
き
を
ら
ん
か
り
に
だ
に
や
は
君
は
来
ざ

ら
む�

（
伊
勢
物
語
・
一
二
三
段
）

で
あ
ろ
う
。

　

真
頼
は
人
間
の
営
み
の
は
か
な
さ
と
、
昔
の
ま
ま
の
山
吹
の
花
を
対
照

的
に
よ
ん
で
い
る
。
下
句
「
む
く
ら
か
な
か
に
さ
け
る
山
ふ
き
」
は
懐
旧

の
情
が
印
象
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
春
村
は
こ
れ
を
評
価
し
て
「
こ
と

に
よ
ろ
し
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
下
句
に
は
添
削
を
全
く
加
え
て

い
な
い
。
原
作
の
句
を
生
か
し
た
添
削
を
す
る
春
村
の
姿
勢
が
看
て
取
れ

る
。
な
お
、
春
村
の
添
削
歌
に
お
け
る
「
野
と
な
り
し
」「
ま
か
き
の
跡

見
え
て
」
の
歌
語
は
勅
撰
集
、
私
家
集
に
そ
の
用
例
が
み
ら
れ
な
い
。

早
苗

⑤
夕
か
け
て
と
る
や
早
苗
の
露
の
上
に
月
の
影
を
も
植
わ
け
に
け
り

�

（
一
―
四
九
―
上
）

春
村
の
添
削

夕
か
け
て
と
る
や
早
苗
の
露
の
上
に
月
の
影
を
も
植
わ
た
し
つ
ゝ

　

こ
の
歌
は
、
春
村
も
総
じ
て
良
い
歌
と
評
価
し
た
の
か
、
添
削
は
結
句

の
み
で
、「
植
わ
け
に
け
り
」
を
「
植
わ
た
し
つ
ゝ
」
と
添
削
し
て
い
る
。

夕
方
田
植
え
の
終
わ
っ
た
田
の
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
な
美
し
い
歌
で

あ
る
。「
早
苗
」「
露
」「
月
の
影
」
な
ど
詞
の
イ
メ
ー
ジ
が
爽
や
か
で
、

一
首
か
ら
は
、
お
お
ら
か
さ
、
伸
び
や
か
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
さ
ら
に



一
〇

る
歌
で
あ
り
、「
評
判
が
立
つ
」
と
「
煙
が
立
つ
」
を
掛
け
て
い
る
。
古

歌
で
は
、
恋
の
葛
藤
を
「
塵
」・「
雲
」・「
煙
」
な
ど
に
よ
っ
て
表
現
し
て

い
る
が
、
真
頼
の
歌
は
、
恋
の
噂
が
立
つ
「
立
つ
名
」
と
馬
の
「
手
綱
」

を
掛
け
て
い
る
。
馬
の
手
綱
さ
ば
き
が
難
し
い
よ
う
に
、
恋
の
噂
が
立
っ

て
苦
し
い
思
い
を
し
て
い
る
、
と
い
う
意
で
、「
も
の
ゝ
ふ
」
の
恋
の
苦

し
さ
を
よ
ん
で
い
る
。「
も
の
ゝ
ふ
」「
馬
場
」
は
「
駒
」
の
縁
語
で
あ
る
。

「
も
の
ゝ
ふ
」
と
い
う
詞
か
ら
は
、「
戦
う
勇
猛
な
武
士
」
を
想
像
す
る
が
、

こ
の
表
現
は
、『
平
家
物
語
』
に

た
け
き
も
の
の
ふ
共
も
み
な
袖
を
ぞ
ぬ
ら
し
け
る（「
大
納
言
流
罪
」）

と
あ
る
よ
う
に
、感
情
を
顕
わ
に
出
さ
ず
、感
情
の
動
き
が
少
な
い
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
真
頼
の
歌
に
お
け
る
恋
す
る
「
も
の
ゝ

ふ
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
面
白
い
。「
立
つ
名
」
と
馬
の
「
手
綱
」

を
掛
け
て
よ
ん
だ
歌
の
例
を
参
考
ま
で
に
あ
げ
て
お
く
。

人
な
れ
ぬ
み
づ
の
み
ま
き
の
こ
ま
な
れ
や
立
つ
な
も
さ
ら
に
あ
ら
じ

と
ぞ
お
も
ふ�

（
重
之
集
・
二
一
六
）

「
立
つ
名
」
と
馬
の
「
手
綱
」
を
掛
け
て
よ
ん
だ
歌
は
さ
ほ
ど
多
く
は
無

い
の
で
斬
新
な
発
想
と
い
え
よ
う
か
。
発
想
が
面
白
い
こ
と
、
掛
詞
や
縁

語
の
技
巧
を
使
っ
て
、「
も
の
ゝ
ふ
」
の
恋
の
苦
し
さ
を
表
現
し
た
こ
と

を
評
価
し
て
「
こ
と
に
よ
ろ
し
」
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
春
村
は

こ
の
歌
に
は
添
削
を
付
し
て
い
な
い
。

る
。

　
「
塵
が
空
に
立
つ
」
よ
う
に
、
恋
の
噂
が
立
っ
て
し
ま
っ
た
戸
惑
い
と

恋
の
苦
し
さ
を
巧
み
に
よ
ん
で
い
る
。
詞
書
は
無
い
が
、
下
句
か
ら
「
名

立
恋
」
の
題
と
わ
か
る
。

　
「
名
立
恋
」
が
詞
書
に
あ
る
歌
を
次
に
あ
げ
る
。
勅
撰
集
で
は
『
新
古

今
集
』
の
歌名

立
恋
と
い
ふ
こ
こ
ろ
を
よ
み
侍
り
け
る

な
き
名
の
み
た
つ
た
の
山
に
た
つ
雲
の
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
な
が
め
を

ぞ
す
る�

（
新
古
今
集
・
恋
二
・
一
一
三
三
・
権
中
納
言
俊
忠
）

が
初
出
で
あ
る
。
あ
り
も
し
な
い
評
判
ば
か
り
が
立
ち
、
雲
の
よ
う
に
あ

て
ど
も
な
い
恋
の
ゆ
く
え
を
案
じ
、
そ
の
嘆
き
を
よ
ん
で
い
る
。

　

次
に
真
頼
の
歌
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
初
句
「
も
の
ゝ
ふ
」
は
こ
こ
で

は
「
武
士
」
の
意
で
あ
る
。「
も
の
ゝ
ふ
」
が
「
武
士
」
の
意
に
解
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
平
安
時
代
以
後
で
あ
る
（
注
９
）。

第
四
句
「
た
つ
な
く
る
し
き
」
に
つ
い
て
み
る
。

し
ほ
が
ま
の
う
ら
の
け
ぶ
り
も
あ
る
も
の
を
た
つ
な
く
る
し
き
み
の

お
も
ひ
か
な�

（
続
古
今
集
・
恋
二
・
一
〇
八
四
・
正
三
位
知
家
）

し
ほ
た
る
る
身
を
ば
思
は
ず
こ
と
浦
に
立
つ
名
苦
し
き
夕
け
ぶ
り
か

な�

（
新
拾
遺
集
・
恋
二
・
一
〇
二
八
・
後
深
草
少
将
内
侍
）

な
ど
多
く
よ
ま
れ
て
い
る
。
右
の
二
首
は
い
ず
れ
も
「
寄
煙
恋
」
と
題
す



一
一

真
頼
の
当
該
歌
の
み
で
あ
る
。

　

第
三
句
「
か
く
れ
か
に
せ
む
」
に
つ
い
て
み
る
。
う
き
世
を
の
が
れ
て

隠
れ
家
を
求
め
る
歌
は
す
で
に
『
古
今
集
』
に
み
え
る
。

み
よ
し
の
の
山
の
あ
な
た
に
や
ど
も
が
な
世
の
う
き
時
の
か
く
れ
が

に
せ
む�

（
古
今
集
・
雑
上
・
九
五
〇
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

こ
の
歌
は
吉
野
の
山
の
彼
方
に
隠
れ
住
む
家
を
求
め
、
こ
の
世
が
つ
ら
い

時
の
隠
れ
家
に
し
た
い
と
い
う
思
い
を
よ
ん
で
い
る
。『
古
今
集
』
で
は
、

隠
遁
生
活
へ
の
憧
れ
を
よ
ん
だ
歌
が
九
五
〇
番
か
ら
九
五
六
番
ま
で
続
い

て
い
る
。
次
に
「
隠
れ
家
」
を
よ
ん
だ
歌
を
あ
げ
る
。

い
づ
く
を
か
か
く
れ
家
に
せ
ん
し
づ
か
に
て
す
む
山
郷
の
な
き
世
な

り
せ
ば�

（
新
続
古
今
集
・
雑
中
・
一
八
三
九
・
境
空
上
人
）

足
引
き
の
山
の
あ
な
た
を
見
て
し
か
な
よ
の
う
き
と
き
の
か
く
れ
が

に
せ
む�

（
深
養
父
集
・
六
五
）

身
の
う
さ
の
か
く
れ
が
に
せ
む
山
ざ
と
は
心
あ
り
て
ぞ
す
む
べ
か
り

け
る�

（
山
家
集
・
九
一
〇
、
西
行
法
師
家
集
・
五
四
五
）

「
隠
れ
家
」
は
憂
き
世
を
の
が
れ
て
心
静
か
に
落
ち
着
け
る
場
、
つ
ら
い

こ
と
を
嘆
く
場
、
憂
さ
を
は
ら
す
場
と
し
て
よ
ま
れ
て
い
る
。
憂
き
世
を

の
が
れ
る
場
所
の
多
く
は
山
で
あ
っ
た
。

　

結
句
「
窓
の
呉
竹
」
に
つ
い
て
み
る
。「
呉
竹
」
は
呉
か
ら
伝
来
し
た

竹
の
意
で
「
淡は

竹ち
く

」
の
異
名
。『
徒
然
草
』（
第
二
百
段
）
に
は
「
呉
竹
は

竹

⑫
し
け
れ
た
ゝ
よ
の
う
き
ふ
し
の
か
く
れ
か
に
わ
か
お
ほ
し
た
る
窓
の
く

れ
竹�

（
三
―
五
三
―
下
）

　

ま
ず
技
巧
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、「
よ
」
は
竹
や
葦
な
ど
節
と
節

と
の
間
の
部
分
を
い
い
、「
よ
」
と
「
世
」
を
掛
け
て
い
る
。「
う
き
ふ
し
」

は
「
憂
き
節
」
で
、
つ
ら
い
こ
と
、
悲
し
い
こ
と
を
い
う
。「
ふ
し
」
は

竹
の
「
節
」
と
「
折
節
」
の
「
節
」
を
掛
け
て
い
る
。「
よ
」
と
「
ふ
し
」

は
「
竹
」
の
縁
語
で
、
掛
詞
や
縁
語
を
駆
使
し
て
、
技
巧
的
な
歌
に
仕
上

げ
て
い
る
。

　
「
竹
」
と
「
ふ
し
」
を
よ
ん
だ
歌
は
『
古
今
集
』
の
仮
名
序
に
あ
る

世
に
ふ
れ
ば
事
の
は
し
げ
き
く
れ
竹
の
う
き
ふ
し
ご
と
に
鴬
ぞ
な
く

�

（
古
今
集
・
雑
下
・
九
五
八
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
真
頼
は
自
分
の
庭
に
呉
竹
を
植
え
、そ
こ
を「
隠

れ
家
」
に
し
た
い
と
い
う
思
い
を
よ
ん
で
い
る
。「
窓
の
呉
竹
」
と
い
う

歌
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
か
も
し
出
し
て
い

る
。

　

初
句
「
し
け
れ
た
ゝ
」
は
「
ひ
た
す
ら
繁
っ
て
お
く
れ
」
と
、
ま
っ
す

ぐ
に
言
い
放
っ
て
い
る
。
結
句
「
窓
の
呉
竹
」
に
対
す
る
強
い
呼
び
か
け

で
あ
り
、
初
句
切
れ
の
技
法
が
効
い
て
い
る
。「
し
け
れ
た
ゝ
」
の
用
例

は
少
な
く
、
勅
撰
集
に
は
二
例
あ
る
が
、
初
句
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は



一
二

に
取
り
入
れ
て
よ
ん
で
い
る
。「
み
じ
か
夜
」
の
歌
は
「
窓
の
呉
竹
」
の

初
出
で
あ
る
。「
風
わ
た
る
」の
歌
も
こ
の
白
居
易
の
漢
詩
が
本
説
で
あ
る
。

ま
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
は
「
閑
居
」
題
で
「
竹
窓
」
の
語
句
が
み
え
る
。

晦
跡
未
抛
苔
径
月
、
避
喧
猶
臥
竹
窓
風

（
和
漢
朗
詠
集
・
下
・
閑
居
・
六
二
一
・
白
居
易
）

「
閑
居
」
と
は
世
俗
を
離
れ
て
心
静
か
に
暮
ら
す
こ
と
で
、
竹
林
な
ど
閑

寂
な
環
境
で
の
生
活
で
あ
る
。「
隠
れ
家
」
は
閑
居
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

古
人
た
ち
は
山
へ
隠
遁
を
求
め
て
行
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
か
な
わ
な

い
生
活
で
は
、
せ
め
て
窓
の
近
く
に
呉
竹
を
植
え
て
「
隠
れ
家
」
と
し
、

古
人
た
ち
の
心
に
倣
い
、
閑
居
の
気
持
ち
を
味
わ
お
う
と
い
う
の
で
あ
ろ

う
。『
古
今
集
』や
漢
詩
を
踏
ま
え
て
、一
首
を
組
み
立
て
た
と
こ
ろ
が「
こ

と
に
よ
ろ
し
」
と
評
価
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
に
も
添

削
が
施
さ
れ
て
い
な
い
。

五

　

真
頼
が
よ
ん
だ
『
も
ゝ
ち
と
り
』
の
歌
に
つ
い
て
、
春
村
か
ら
「
こ
と

に
よ
ろ
し
」
と
評
さ
れ
た
歌
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
。
真
頼
は
二
一
歳

と
い
う
若
年
な
が
ら
、こ
れ
ま
で
に
す
で
に
『
万
葉
集
』、『
古
今
集
』、『
新

古
今
集
』、『
新
勅
撰
集
』、『
和
漢
朗
詠
集
』
な
ど
を
学
び
、
和
歌
の
基
本
、

葉
細
く
、
河
竹
は
葉
広
し
」
と
あ
り
、
仁
寿
殿
の
方
に
植
え
ら
れ
た
と
の

記
述
が
あ
る
。『
新
葉
集
』
に
は
殊
に
多
く
「
呉
竹
」
の
歌
が
入
集
さ
れ

て
い
る
。「
窓
の
呉
竹
」
は
勅
撰
集
に
は
一
〇
首
み
え
る
。

風
わ
た
る
窓
の
く
れ
た
け
う
き
ふ
し
に
さ
も
や
す
か
ら
ぬ
よ
を
歎
く

か
な�

（
続
後
拾
遺
集
・
一
一
〇
七
・
雑
中
・
前
大
納
言
俊
光
女
）

思
ひ
入
る
み
山
の
さ
と
の
し
る
し
と
て
う
き
世
へ
だ
つ
る
ま
ど
の
く

れ
竹�

（
風
雅
集
・
雑
中
・
一
七
七
二
・
後
嵯
峨
院
御
歌
）

こ
の
二
首
も
世
を
逃
れ
、
隠
遁
生
活
へ
の
憧
れ
を
歌
に
し
て
い
る
。

　

窓
は
元
来
日
本
建
築
に
は
な
く
、
実
際
に
窓
が
作
ら
れ
た
の
は
室
町
時

代
以
降
で
あ
る
。
従
っ
て
歌
人
達
は
漢
詩
の
影
響
に
よ
っ
て
観
念
的
に
窓

の
存
在
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
和
漢
朗
詠
集
』
に
は
、
竹
と
窓
を

取
り
合
わ
せ
た
白
居
易
の
次
の
詩
が
あ
る
。

風
生
竹
夜
窓
間
臥　

月
照
松
時
臺
上
行

（
和
漢
朗
詠
集
・
上
・
夏
夜
・
一
五
一
・
白
居
易
）

白
居
易
の
こ
の
詩
を
典
拠
と
し
た
式
子
内
親
王
の
歌
を
二
首
あ
げ
る
。

み
じ
か
夜
の
窓
の
呉
竹
う
ち
な
び
き
ほ
の
か
に
か
よ
ふ
う
た
ゝ
ね
の

秋�

（
式
子
内
親
王
集
・
三
二
）

窓
ち
か
き
竹
の
葉
す
さ
ぶ
風
の
音
に
い
と
ゝ
み
じ
か
き
う
た
ゝ
ね
の

夢�

（
新
古
今
集
・
夏
・
二
五
七
・
式
子
内
親
王
）

式
子
内
親
王
は
、
当
時
と
し
て
は
新
し
い
漢
詩
的
歌
語
「
窓
」
を
積
極
的



一
三

と
で
あ
る
。
真
頼
の
歌
に
つ
い
て
、『
日
本
近
代
文
学
大
辞
典
』
に
は
「
歌

は
大お
お
や八

洲し
ま

学が
っ

会か
い

に
加
わ
り
旧
風
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
注
10
）。
旧
風
で
は

あ
る
が
真
頼
は
、
古
典
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
新
し
い
感
覚
を
盛
り
込
ん
で

い
る
。

　

以
上
考
察
し
て
来
た
が
、
真
頼
は
、
古
歌
や
漢
詩
な
ど
の
摂
取
、
多
数

の
題
詠
に
挑
む
な
ど
、
和
歌
を
懸
命
に
学
ん
で
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺

わ
れ
る
。
師
の
春
村
は
評
語
、
添
削
な
ど
に
よ
っ
て
懇
切
丁
寧
に
指
導
を

し
て
い
る
。
そ
の
際
真
頼
の
原
作
を
生
か
す
こ
と
が
春
村
の
添
削
の
特
徴

で
あ
る
。
真
頼
の
歌
は
春
村
の
添
削
を
受
け
て
さ
ら
に
表
現
に
広
が
り
や

的
確
さ
が
加
わ
り
、
歌
の
技
法
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
習
熟
度
が
増
し

て
い
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
真
頼
の
習
学
期
に
お
け
る
一
つ
の
和

歌
の
特
色
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

注
１　

黒
川
真
頼
の
歌
は
黒
川
本
『
も
ゝ
ち
と
り
』
に
よ
る
。
そ
の
他
の

和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

　

２　

黒
川
真
頼
の
年
譜
、
天
保
六
年
七
歳
の
項
に

此
の
歳
夏
の
夜
、
祖
母
に
添
寝
さ
れ
始
め
て
和
歌
を
よ
む
、
そ

の
歌
「
夕
立
や
し
の
を
た
ば
ね
て
ふ
る
雨
に
か
す
か
に
き
こ
ゆ

馬
方
の
こ
ゑ
」
父
母
こ
れ
を
奇
と
す

と
記
さ
れ
て
い
る
。

伝
統
を
お
お
む
ね
習
得
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。ま
た『
伊
勢
物
語
』や『
源

氏
物
語
』
な
ど
、
物
語
に
つ
い
て
も
学
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
創
作
に

あ
た
っ
て
は
、
古
歌
を
上
手
く
摂
取
し
て
お
り
、
新
古
今
時
代
の
い
わ
ゆ

る
「
本
歌
取
」
の
手
法
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
習
学
期
に
必

要
な
本
歌
取
の
手
法
を
会
得
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
修
辞

と
し
て
は
倒
置
法
、
掛
詞
、
縁
語
な
ど
を
駆
使
し
て
い
る
。
よ
ん
だ
歌
は

お
お
む
ね
平
明
な
歌
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
詠
み
ぶ
り
か
ら
は
素

直
さ
や
お
お
ら
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
特
に
「
山
吹
」
題
の
歌
、

吉
野
川
岩
波
高
き
き
し
へ
に
は
し
ろ
き
も
ま
し
る
山
ふ
き
の
は
な

に
み
ら
れ
る
、
急
流
の
水
し
ぶ
き
を
白
い
花
と
見
立
て
た
斬
新
な
発
想
の

歌
や
、「
早
苗
」
題
の
歌
、

夕
か
け
て
と
る
や
早
苗
の
露
の
上
に
月
の
影
を
も
植
わ
け
に
け
り

の
田
園
風
景
に
お
け
る
、
月
光
と
早
苗
と
の
色
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
、
月
影

の
映
っ
た
田
の
水
面
の
爽
や
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
感
覚
的
な
歌
も
み
ら
れ

る
。
ま
た
韻
律
の
よ
い
歌
と
し
て
「
霞
」
題
の
歌
、

い
ほ
は
ら
や
田
子
の
浦
波
音
絶
て
春
は
霞
の
た
ゝ
ぬ
日
も
な
し

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

習
学
期
の
真
頼
の
歌
風
の
特
徴
は
、
古
典
的
な
優
雅
な
歌
や
、
斬
新
な

発
想
の
歌
、
視
覚
で
捉
え
た
鋭
い
歌
が
あ
り
、
古
典
か
ら
学
び
得
た
広
い

視
野
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
、
と
ら
わ
れ
な
い
、
お
お
ら
か
な
歌
が
多
い
こ



一
四

と
記
さ
れ
て
い
る
。（『
日
本
人
物
情
報
大
系
』
第
43
巻
所
収
、
皓
星

社
、
平
成
一
二
年
七
月
）

　

７　

次
の
歌
は
、「
も
ゝ
ち
ど
り
」
を
「
鴬
」
と
し
て
よ
ん
だ
本
歌
稿

中
の
歌
で
あ
り
、
春
村
の
書
入
れ
が
あ
る
。

鴬�

（
一
―
四
〇
・
下
）

も
ゝ
ち
と
り
千
鳥
の
な
か
に
さ
き
た
ち
て
ま
つ
鴬
や
は
る
を
つ

く
ら
む

書
入
れも

ゝ
ち
と
り
千
鳥
は
な
は
け
と
あ
ら
た
ま
の
は
る
の
は
つ
音
は

う
く
ひ
す
の
声�

逍
遥
院
御
詠
歟

　
　

逍
遥
院
と
は
三
条
西
実
隆
で
あ
り
、「
鴬
」
の
作
詠
は
比
較
的
多
い
。

し
か
し
、『
国
歌
大
観
』
及
び
、
私
家
集
『
再
昌
草
』・『
雪
玉
集
』

に
当
該
歌
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

　

８　
『
定
家
の
歌
一
首
』（
赤
羽
淑
、
桜
楓
社
、
昭
和
五
二
年
八
月
）

　

９　
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
平
成
一
一
年
五
月
）

　

10　
『
日
本
近
代
文
学
大
辞
典
』（
講
談
社
、
昭
和
五
二
年
一
一
月
）

　
　

尚
、
大
八
洲
学
会
は
一
八
八
六
年
に
設
立
さ
れ
、
中
心
メ
ン
バ
ー
は

国
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
。（

か
や
ま　

き
み
こ
／
一
九
六
七
年
卒
業
）

尚
、黒
川
真
頼
の
年
譜
は
、『
国
学
者
伝
記
集
成
続
編
』（
国
本
出
版
社
、

昭
和
一
〇
年
一
月
、『
日
本
人
物
情
報
大
系
』
第
46
巻
所
収
、皓
星
社
、

平
成
一
二
年
七
月
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

　

３　

黒
川
真
頼
の
年
譜
、
弘
化
二
年
一
七
歳
の
項
に

此
の
歳
の
冬
寒
夜
一
ケ
月
に
草
野
集
全
部
の
歌
題
を
咏
む
、
此

の
頃
和
歌
及
其
の
他
の
事
ど
も
を
し
ば
〳
〵
師
春
村
翁
に
問

ふ
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

４　

黒
川
真
頼
の
年
譜
、
嘉
永
元
年
二
〇
歳
の
項
に

八
月
新
勅
撰
愚
考
を
撰
し
、
師
春
村
翁
に
一
覧
を
請
ひ
し
か
ば

翁
朱
書
き
し
て
注
意
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、最
後
に
記
し
て
曰「
コ

レ
ハ
イ
ト
ヨ
ロ
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
猶
イ
ク
タ
ビ
モ
註
シ
試
ミ
タ
マ

ヘ
カ
シ
」
と
奨
勵
せ
ら
る
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

５　
『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
年
八
月
）

　

６　
『
慶
長
以
来
国
学
者
史
伝
』
に

春
村
、
資
性
篤
実
な
り
き
。
人
に
物
を
依
頼
せ
ら
る
ゝ
時
は
、

残
る
所
な
く
穿
索
し
て
、
更
に
自
他
の
別
な
し
と
い
ふ
。
万
事

真
心
を
以
て
人
に
接
す
る
が
故
に
、
都
下
の
人
と
は
思
は
れ
ず

と
い
ふ
。




