
1 吉井勇と川田順

京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
の
、
歌
人
吉
井
勇
宛
の
書
簡
の
う
ち
、
交
友
の

深
か
っ
た
歌
人
川
田
順
差
し
出
し
の
も
の
を
取
り
上
げ
、
昭
和
二
十
年
の
吉
井

勇
八
尾
疎
開
前
後
の
動
静
を
明
ら
か
に
す
る
。
二
人
の
歌
人
の
心
の
交
流
を
、

書
簡
や
新
聞
等
に
発
表
さ
れ
た
短
歌
か
ら
探
っ
て
み
る
。
同
時
に
、
大
阪
府
立

中
之
島
図
書
館
川
田
文
庫
所
蔵
の
吉
井
著
書
や
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
、
富
山
県

立
図
書
館
所
蔵
の
戦
時
下
の
地
方
雑
誌
、
新
潟
県
糸
魚
川
市
相
馬
御
風
資
料
館

所
蔵
の
吉
井
勇
発
信
書
簡
な
ど
を
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
の
所
蔵
資
料
と
併

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
吉
井
や
川
田
の
具
体
的
な
行
動
を
跡
づ
け
る
。
こ
の

作
業
は
、
地
方
公
立
図
書
館
・
資
料
館
な
ど
の
資
料
を
相
互
に
リ
ン
ク
さ
せ
て

活
用
す
る
試
み
の
有
効
性
を
実
証
す
る
目
的
を
兼
ね
る
。
さ
ら
に
、
未
紹
介
の

個
人
蔵
の
資
料
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
開
さ
れ
て
い
る
資

料
館
の
資
料
の
位
置
づ
け
が
一
層
明
確
に
な
る
例
を
提
示
す
る
。

以
上
の
作
業
の
過
程
で
、
受
信
先
で
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

書
簡
資
料
を
、
宛
書
簡
と
し
て
一
括
公
開
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
こ
と
の
重

要
性
に
つ
い
て
も
述
べ
る
。

ま
た
、
書
簡
資
料
等
の
調
査
を
通
し
て
、
昭
和
二
十
年
前
後
の
出
版
界
の
状

況
や
、
終
戦
を
挟
ん
だ
歌
人
た
ち
の
心
理
状
況
、
雑
誌
の
再
刊
・
休
刊
の
具
体

的
な
足
跡
も
明
ら
か
に
す
る
。

は
じ
め
に

平
成
二
十
七
年
十
月
に
ユ
ネ
ス
コ
世
界
記
憶
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
東
寺

百
合
文
書
で
知
ら
れ
る
京
都
府
立
総
合
資
料
館
は
、
そ
れ
以
外
に
も
多
く

の
貴
重
な
資
料
を
保
存
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
晩
年
の
二
十
年
あ
ま

り
を
京
都
で
過
ご
し
た
歌
人
吉
井
勇
関
連
の
資
料
で
あ
る
。
一
般
に
は
祇

園
白
川
河
畔
の
「
か
に
か
く
に
」
の
歌
碑
で
祇
園
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
る

吉
井
勇
で
あ
る
が
、
第
一
歌
集
『
酒
ほ
が
ひ
』
以
来
三
十
数
冊
に
及
ぶ
多

く
の
優
れ
た
歌
集
を
世
に
送
り
、
生
涯
の
詠
草
は
二
万
首
に
及
ぶ
と
さ
れ

て
い
る
。
歌
集
の
み
な
ら
ず
、
戯
曲
・
小
説
・
随
筆
な
ど
そ
の
活
動
は
幅
広

く
、
そ
の
一
端
は
、
没
後
三
年
に
し
て
早
々
に
編
纂
・
刊
行
さ
れ
た
番
町

書
房
版
『
吉
井
勇
全
集
』
全
八
巻
（
そ
の
後
増
補
さ
れ
、
全
九
巻
）
か
ら

窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

吉
井
勇
の
場
合
、
も
う
一
つ
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
の
は
、
綺
羅
星
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の
よ
う
な
友
人
た
ち
と
の
華
麗
き
わ
ま
り
な
い
交
遊
で
あ
る
。
そ
の
範
囲

は
歌
人
・
小
説
家
な
ど
の
文
学
者
の
範
囲
に
留
ま
ら
ず
、
学
者
・
役
者
・

実
業
家
・
政
治
家
・
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
な
ど
、
実
に
多
彩
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
構
築
し
て
い
る
。
吉
井
勇
を
中
核
に
置
け
ば
、
昭
和
前
半
の
文
化
史

が
見
通
せ
る
ほ
ど
で
、
そ
の
点
は
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
京
都
ゆ
か
り
の
人
物
で
あ
り
、
日
本
人
最
初
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者

で
あ
る
物
理
学
者
湯
川
秀
樹
博
士
と
吉
井
勇
と
の
交
流
を
復
元
し
て
見
せ

た
細
川
光
洋
の
論
考
な
ど
は
、
そ
う
し
た
優
れ
た
試
み
の
一
つ
で
あ
る
。

府
立
総
合
資
料
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
、
吉
井
勇
関
係
の
資
料
は
五
千

点
近
い
厖
大
な
も
の
で
あ
る
が
、
交
友
圏
と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
吉

井
勇
宛
の
書
簡
群
が
や
は
り
注
目
さ
れ
る
。
今
回
は
そ
の
う
ち
か
ら
、
特

に
親
し
く
交
わ
っ
た
歌
人
川
田
順
の
吉
井
勇
宛
書
簡
を
中
心
に
検
討
し
て

み
た
い
と
思
う
。
と
り
わ
け
、
最
も
多
く
の
書
簡
が
残
さ
れ
て
い
る
昭
和

二
十
年
と
そ
の
前
後
に
絞
っ
て
報
告
し
て
み
た
い
。

一　

昭
和
二
十
年
の
吉
井
勇
と
川
田
順

昭
和
十
二
年
秋
、
国
松
孝
子
と
再
婚
し
た
吉
井
勇
は
、
高
知
市
内
の
鏡

川
の
河
畔
に
新
居
を
構
え
た
。
昭
和
六
年
の
土
佐
訪
問
と
伊
野
部
恒
吉
と

の
出
会
い
、
八
年
の
徳
島
県
と
の
県
境
に
近
い
猪
野
々
初
訪
、
十
年
に
は

そ
の
猪
野
々
に
渓
鬼
荘
を
構
え
る
な
ど
、
こ
の
時
期
、
土
佐
は
吉
井
勇
の

魂
の
故
郷
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
平
成
十
五
年
、
猪
野
々
に
開

館
し
た
香
美
市
立
吉
井
勇
記
念
館
に
も
、
土
佐
時
代
を
中
心
に
貴
重
な
資

料
が
多
く
蔵
さ
れ
、渓
鬼
荘
も
隣
に
移
築
保
存
さ
れ
て
い
る
。高
知
県
立
文

学
館
で
も
、
没
後
四
十
年
、
没
後
五
十
年
に
は
記
念
展
示
が
行
わ
れ
る
な

ど
、
高
知
の
人
々
の
吉
井
勇
に
寄
せ
る
敬
意
と
愛
情
は
今
な
お
深
い
も
の

が
あ
る
。

そ
の
高
知
で
の
生
活
を
切
り
上
げ
て
、
昭
和
十
三
年
十
月
、
吉
井
勇
は

京
都
市
左
京
区
北
白
川
に
住
居
を
構
え
る
。
い
わ
ば
吉
井
勇
の
京
都
時
代

の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
二
年
後
に
は
川
田
順
が
神
戸
か
ら
北
白
川
に
転

居
し
て
き
て
、
親
し
く
往
来
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
吉
井
は
、
左
京

区
岡
崎
、
京
都
府
下
綴
喜
郡
八
幡
町
、
上
京
区
油
小
路
、
左
京
区
浄
土
寺

石
橋
町
（
現
在
の
地
名
は
銀
閣
寺
前
町
）
と
、
居
を
移
し
つ
つ
、
昭
和

三
十
五
年
十
一
月
の
長
逝
ま
で
、
京
都
を
根
城
に
晩
年
の
優
れ
た
仕
事
を

世
に
送
り
出
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
二
十
有
余
年
の
間
、
約
八

か
月
間
だ
け
京
都
を
離
れ
て
い
た
時
期
が
あ
る
。
そ
れ
が
昭
和
二
十
年
二

月
か
ら
同
十
月
ま
で
の
八
尾
時
代
で
あ
っ
て
、
吉
井
勇
夫
婦
は
疎
開
の
た

め
に
京
都
を
後
に
し
て
い
た
。

昭
和
二
十
年
二
月
二
日
朝
、
富
山
県
八
尾
町
へ
の
疎
開
を
控
え
た
吉
井

勇
は
、
別
れ
を
告
げ
る
た
め
に
雪
を
踏
み
分
け
て
川
田
順
の
北
白
川
の
自

宅
を
尋
ね
た
。
時
間
や
天
候
も
含
め
て
、
ま
る
で
、
小
説
の
よ
う
に
具
体

的
な
表
現
が
出
来
る
の
は
、
川
田
順
の
吉
井
勇
宛
の
書
簡
（
京
都
府
立
総

（
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合
資
料
館
蔵
、
文
書
番
号
五
〇
、
以
下
文
書
番
号
の
み
示
す
。）
が
残
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
封
筒
の
表
に
「
吉
井
勇　

大
人　

親
展
」「
二
月
二

日　

順
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
、
宛
先
住
所
も
消
印
も
な
い
か
ら
届
け
文

か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
手
紙
は
「
今
朝
は
、
御
出
発
前
の
極
め
て
御
忙
し

き
中
を
わ
ざ
〳
〵
御
光
来
被
下
ま
こ
と
に
忝
く
候
」と
書
き
始
め
ら
れ
、当

日
が
川
田
の
父

江
の
五
十
回
忌
に
あ
た
る
こ
と
、
門
ま
で
見
送
っ
た
こ

と
、
泣
き
そ
う
な
思
い
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
思
い
を
七
首
の
和
歌
に
託
し
て
、
別
紙
に
記
し
て
同
封
し

て
い
る
。

七
首
の
和
歌
は
、「
雁
が
ね
も
帰
り
い
そ
が
ぬ
春
寒
に
吉
井
の
大
人
は
北

へ
往
く
と
ふ
」（
第
二
首
）「
門
べ
ま
で
雪
ふ
み
て
友
を
送
る
か
も
こ
れ
や

限
り
と
下
思
ひ
つ
つ
」（
第
七
首
）
な
ど
、王
朝
和
歌
以
来
の
伝
統
的
な
表

現
も
交
え
な
が
ら
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
る
。こ
の
和
歌
は
記
念
の
た
め
に『
京

都
新
聞
』
へ
送
っ
た
と
も
書
い
て
い
る
か
ら
、
同
封
の
七
首
は
吉
井
に
向

け
て
清
書
し
た
も
の
で
あ
る
。

川
田
の
言
葉
通
り
、
翌
二
月
三
日
の
『
京
都
新
聞
』
に
は
「
大
比
叡
の

嶺
は
さ
び
し
か
り
」「
吉
井
勇
氏
疎
開
に
寄
す
る
川
田
氏
の
友
情
」
の
大
小

の
見
出
し
の
下
に
こ
れ
ら
の
和
歌
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
取
材
に
関
し
て

何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
の
か
、「
昭
和
十
三
年
岡
崎
に
寓
居
を
構
へ
た
歌

人
吉
井
勇
氏
」（
吉
井
の
住
ま
い
は
十
三
年
か
ら
十
九
年
秋
ま
で
は
北
白

川
、岡
崎
に
住
ん
だ
の
は
こ
の
六
か
月
。）
と
か
「
越
中
八
ツ
尾
に
住
む
画

家
小
杉
放
庵
氏
」（
小
杉
放
庵
の
当
時
の
住
居
は
東
京
の
田
端
と
赤
倉
（
新

潟
縣
中
頸
城
郡
名
香
山
村
）、八
尾
の
川
崎
順
二
と
昵
懇
で
そ
れ
が
吉
井
の

八
尾
疎
開
を
後
押
し
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
放
庵
自
身
は
八
尾
に
住
ん
で
い

る
わ
け
で
は
な
い
。）
な
ど
と
住
所
に
つ
い
て
の
誤
解
が
あ
る
よ
う
だ
が
、

概
ね
要
を
得
た
記
述
が
な
さ
れ
、
川
田
の
詠
歌
七
首
が
全
文
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
同
紙
で
は
「
川
田
氏
は
そ
の
感
慨
を
次
の
七
首
に
籠
め
て
本
紙
に

寄
せ
た
、
な
ほ
吉
井
氏
に
対
し
て
は
「
君
往
な
ば
大
比
叡
の
嶺
は
さ
び
し

が
り
越
の
冬
山
よ
ろ
こ
ば
む
か
も
」
の
一
首
を
送
り
残
る
も
の
の
寂
し
さ

を
比
叡
の
嶺
と
と
も
に
か
こ
つ
た
の
で
あ
る
。」
と
記
し
、上
記
七
首
以
外

に
「
君
往
な
ば
」
の
和
歌
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
和
歌
は
、

更
に
遡
る
こ
と
数
日
、
同
年
一
月
三
十
日
の
川
田
順
の
書
状
（
文
書
番
号

四
九
）
で
、
吉
井
疎
開
の
こ
と
を
知
っ
た
川
田
が
い
ち
早
く
「
こ
の
古
き

京
の
空
は
安
か
ら
ず
吉
井
勇
は
越
へ
行
く
と
ふ
」
の
和
歌
と
と
も
に
詠
み

送
っ
た
も
の
で
、『
京
都
新
聞
』
の
取
材
に
漏
ら
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
て
、
公
刊
さ
れ
た
新
聞
記
事
と
、
川
田
と
吉
井
の
間
に
交
わ
さ
れ
た

書
状
を
併
せ
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
が
明
ら
か
に
な
る

の
で
あ
る
。

二　

京
都
府
総
合
資
料
館
と
大
阪
府
中
之
島
図
書
館

書
簡
の
内
容
と
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
の
存
在
は
、
近
代
作
家
の
場

（
6
）
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合
は
丁
寧
に
探
し
て
行
け
ば
、あ
る
程
度
復
元
が
可
能
で
あ
る
の
だ
が
、今

回
は
も
う
一
つ
面
白
い
資
料
の
残
存
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
に
は
川
田
文
庫
と
し
て
、
川
田
順
の
資
料
が

蔵
さ
れ
て
い
る
。
図
書
が
約
八
百
冊
、
書
簡
が
約
三
百
点
（
吉
井
勇
と
も

交
遊
の
あ
っ
た
元
中
之
島
図
書
館
長
中
村
祐
吉
宛
の
書
簡
が
ま
と
ま
っ
て

い
る
の
が
特
に
貴
重
で
あ
る
）、原
稿
や
創
作
ノ
ー
ト
な
ど
も
多
少
残
っ
て

お
り
、貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
二
冊
の
目
録
（『
大
阪
府
立
中
之

島
図
書
館
蔵 

川
田
文
庫
目
録
』『
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵 

川
田
文
庫

目
録
（
II
）』）
が
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
全
貌
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
の
川
田
文
庫
の
中
に
、
新
聞
記
事
な
ど
を
中
心
に
し
た
切
り
抜
き
の
ス

ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
が
数
冊
残
っ
て
い
る
。
そ
の
第
四
冊
、
背
表
紙
に
「
昭

和
二
十
年
・
昭
和
二
十
一
年
」
と
記
さ
れ
、
表
紙
左
下
に
「
川
田
順
関
係

切
抜
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
墨
書
、
自
筆
で
あ
ろ
う
）。
こ
の
分
冊
に
は
、

正
に
二
月
三
日
の
『
京
都
新
聞
』
の
当
該
記
事
が
切
り
抜
か
れ
貼
付
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
川
田
自
身
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
と
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
の
資

料
を
付
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
七
十
年
前
の
、
吉
井
勇
と
川
田
順

の
や
り
と
り
を
そ
の
ま
ま
現
実
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

あ
る
。
各
地
の
文
学
館
・
図
書
館
・
資
料
館
に
分
散
し
て
い
る
資
料
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
資
料
を
単
独
で
見
る
よ
り
も
遙
か

に
多
く
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
同
様
の
事
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
吉
井
勇
が
八
尾
に
向
け

て
旅
立
っ
て
約
一
か
月
後
の
話
で
あ
る
。

三
月
十
一
日
の
川
田
順
の
書
状
（
文
書
番
号
五
三
）
に
は
、
自
身
の
右

足
挫
傷
の
こ
と
、
橋
本
関
雪
急
逝
に
関
す
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
、
さ
ら

に
「
玉
吟
七
首
今
朝
京
都
新
聞
に
て
拝
見
、
過
分
の
御
友
情
忝
く
候
。
そ

れ
へ
の
御
返
歌
と
し
て
玉
吟
の
一
首
〳
〵
に
即
し
て
詠
む
が
古
今
東
西
の

常
套
ら
し
く
候
も
、
ど
う
も
う
ま
く
行
か
ず
、
勝
手
に
よ
み
申
候
」
と
し

て
、
川
田
用
箋
の
原
稿
用
紙
に
記
さ
れ
た
和
歌
五
首
が
同
封
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、「
玉
吟
七
首
」
と
は
、
上
述
し
た
『
京
都
新
聞
』
二
月
三
日
登
載

の
川
田
順
の
和
歌
に
対
し
て
、
吉
井
勇
が
同
じ
く
『
京
都
新
聞
』
に
送
り
、

三
月
十
一
日
に
掲
載
さ
れ
た
、
以
下
の
和
歌
七
首
の
こ
と
で
あ
る
。

昨
日
か
も
越
路
に
往
く
と
告
ぐ
る
べ
く
朝
露
踏
み
て
友
を
訪
ひ
し
は

友
の
門
の
椅
桐
の
実
の
紅
き
を
ば
思
ひ
浮
べ
つ
つ
雪
籠
ゐ
む

越
に
来
て
わ
び
住
み
す
れ
ば
友
に
似
て
髪
の
白
さ
は
い
や
増
し
に
増

すか
へ
り
来
と
友
は
言
へ
れ
ど
ま
す
ら
を
の
覚
悟
は
極
め
て
越
住
み
ぞ

す
る

越
中
の
大
掾
ほ
ど
の
こ
こ
ち
し
て
来
し
と
し
言
は
ば
友
嗤
は
む
か

切
歯
し
て
思
ひ
極
む
る
と
こ
ろ
あ
り
と
越
の
雪
風
友
に
伝
へ
よ

友
を
思
ふ
夜
半
を
雪
風
吹
き
て
入
る
越
の
旅
籠
の
破
れ
障
子
か
も

（
7
）
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こ
れ
ら
の
和
歌
は
、
二
月
三
日
の
川
田
の
和
歌
へ
の
返
歌
と
し
て
詠
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
第
一
首
「
昨
日
か
も
」
の
和
歌
は
、
川
田
の

歌
群
の
一
首
目
「
吾
が
父
の
け
ふ
五
十
年
の
忌
の
日
を
た
ま
た
ま
友
の
別

れ
に
は
来
つ
」
と
見
事
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
川
田
の
歌
群
の
三

首
目
が
「
越
へ
去
る
友
と
対
へ
り
し
か
す
が
に
老
を
か
へ
り
み
涙
は
か
く

す
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
吉
井
は
三
首
目
の
初
句
を
「
越
に
来
て
」
と
応
じ
、

「
友
」
の
語
を
歌
中
に
用
い
、川
田
同
様
に
老
い
を
見
つ
め
る
表
現
で
締
め

く
く
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
川
田
は
直
ち
に
そ
の
日
の
う
ち
に
返
歌
の
数
々
を
認

め
る
。
た
だ
七
首
と
七
首
の
応
答
に
対
し
て
、
今
回
は
五
首
で
あ
っ
た
た

め
に
「
ど
う
も
う
ま
く
行
か
ず
、
勝
手
に
よ
み
申
候
」
と
記
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
川
田
の
五
首
を
掲
出
し
て
お
く
。

飛
騨
へ
越
す
山
路
の
町
の
雪
風
に
や
ぶ
れ
障
子
を
立
て
て
籠
る
か

さ
ぬ
つ
ど
り
雉
子
な
ら
ぬ
を
わ
か
草
の
妻
と
籠
ら
ふ
大
雪
の
な
か
に

立
山
に
ふ
り
積
む
雪
の
し
く
し
く
に
心
は
冴
え
む
酒
な
し
に
し
て

家
持
が
国
府
の
や
か
た
の
酒
ほ
が
ひ
吉
井
勇
は
あ
づ
か
り
知
ら
ず

家
持
の
後
と
吾
が
思
ふ
歌
人
を
越
の
国
び
と
お
ろ
そ
か
に
す
な

「
ど
う
も
う
ま
く
行
か
ず
」
と
川
田
は
書
い
て
い
る
が
、前
掲
吉
井
の
歌
群

の
末
尾
の
歌
「
友
を
思
ふ
夜
半
を
雪
風
吹
き
て
入
る
越
の
旅
籠
の
破
れ
障

子
か
も
」
に
対
し
て
、「
飛
騨
へ
越
す
山
路
の
町
の
雪
風
に
や
ぶ
れ
障
子
を

立
て
て
籠
る
か
」
と
詠
み
始
め
る
な
ど
、
巧
み
な
応
じ
方
で
あ
る
。
四
首

目
・
五
首
目
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
越
中
の
国
司
と
し
て
赴
任
し
た
大
伴

家
持
と
吉
井
勇
を
比
べ
る
詠
み
方
は
、
川
田
の
好
ん
だ
も
の
で
あ
る
（
第

六
節
参
照
）。

こ
の
日
の
川
田
の
五
首
は
『
京
都
新
聞
』
で
は
な
く
、
富
山
の
『
北
日

本
新
聞
』に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
三
月
十
一
日
の
封
書
の
中
に「
こ

れ
は
京
都
の
新
聞
よ
り
も
富
山
の
方
よ
ろ
し
と
存
じ
、
本
日
銀
河
君
へ
送

り
そ
の
旨
托
し
申
し
候
」
と
あ
り
、
川
田
自
身
の
意
向
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
今
回
も
『
北
日
本
新
聞
』
の
記
事
は
、
川
田
の
ス
ク
ラ
ッ
プ

ブ
ッ
ク
に
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
吉
井
・
川
田
の
や
り
と
り
を
復
元
で
き
る

の
で
あ
る
。

京
都
府
総
合
資
料
館
と
大
阪
府
中
之
島
図
書
館
と
に
、
別
々
に
眠
っ
て

い
る
二
つ
の
資
料
群
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
正
確

な
事
実
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

猶
、『
北
日
本
新
聞
』
に
掲
載
を
斡
旋
し
た
「
銀
河
君
」
と
は
、
富
山
の

歌
人
藻
谷
銀
河
、
本
名
六
郎
の
こ
と
。
吉
井
勇
が
昭
和
十
九
年
に
富
山
を

訪
問
し
た
と
き
に
「
相
聞
居
伯
送
迎
の
記
」
を
『
高
志
』
に
書
い
て
い
る
。

富
山
を
し
ば
し
ば
訪
れ
た
川
田
順
と
は
親
し
か
っ
た
が
、
二
十
年
八
月
の

富
山
大
空
襲
で
戦
災
死
し
た
。
歌
集
に『
仙
人
掌
』が
あ
る
。
富
山
城
址
公

園
に
は
『
仙
人
掌
』
所
収
の
「
夕
ま
け
て
こ
ゝ
ろ
さ
ひ
し
く
な
り
に
け
り

遠
く
澄
み
た
る
ひ
く
ら
し
の
こ
ゑ
」
の
歌
碑
が
あ
る
。

（
8
）
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三　

吉
井
勇
と
川
田
順
の
書
簡
の
往
復

前
節
で
は
、
川
田
順
の
吉
井
勇
宛
書
簡
と
、
関
連
す
る
新
聞
記
事
、
川

田
順
の
切
り
抜
き
な
ど
を
一
望
に
収
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
も

の
に
つ
い
て
触
れ
た
。
こ
れ
が
書
簡
の
往
復
に
な
れ
ば
、
更
に
様
々
の
知

見
を
得
ら
れ
た
り
、
面
白
い
現
象
を
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
た
だ
、
吉

井
勇
が
発
信
し
た
書
簡
は
、
吉
井
勇
宛
の
書
簡
の
よ
う
に
大
量
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
之
島
図
書
館
の
川
田
文
庫
の
川
田
順
宛

の
書
簡
に
は
、
残
念
な
が
ら
吉
井
勇
か
ら
の
来
信
は
昭
和
三
十
四
年
の
ハ

ガ
キ
が
一
通
残
る
の
み
で
あ
る
。

そ
こ
で
個
人
蔵
の
吉
井
勇
書
簡（
川
田
順
宛
）を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
吉
井
・
川
田
の
往
復
書
簡
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
の
昭
和
二
十
年
五
月
十
一
日
に
書
か
れ

た
川
田
順
の
手
紙
（
消
印
は
十
二
日
、
文
書
番
号
五
九
番
）
を
見
て
み
よ

う
。
こ
の
書
簡
は
「
例
の
疎
懶
御
無
音
申
上
候　

今
朝
「
高
志
」
入
手
、老

生
に
賜
ひ
し
一
聯
の
玉
詠
忝
く
拝
誦
し
つ
つ
今
更
に
御
無
音
の
罪
自
責
に

不
堪
候
、
錦
地
は
雪
溶
け
百
花
一
時
に
咲
き
一
年
の
最
美
し
き
季
な
る
可

し
と
思
ひ
や
り
申
し
候
」
と
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
川
田
が
入
手
し
た
「
高
志
」
と
は
、
翁
久
允
が
富
山
で
発
行
し

て
い
た
雑
誌
『
高
志
』
の
こ
と
で
あ
る
。
翁
久
允
は
、
昭
和
十
一
年
か
ら

高
志
人
社
と
い
う
組
織
を
率
い
て
雑
誌
『
高
志
人
』
を
刊
行
し
て
お
り
、川

田
順
も
昭
和
十
四
年
の
「
宗
良
親
王
と
越
中
の
御
歌
」
を
は
じ
め
と
し
て
、

十
八
年
の「
越
中
紀
行
」の
連
載
な
ど
何
度
も
寄
稿
し
て
い
た
。
こ
の『
高

志
人
』
が
、
戦
時
下
の
雑
誌
統
合
の
政
策
に
よ
り
、『
富
山
県
人
』『
越
中

郷
土
研
究
』
ら
の
五
地
方
誌
と
合
併
さ
せ
ら
れ
た
と
き
に
誌
名
を
『
高
志
』

と
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
高
志
』
の
第
二
巻
五
月
号
に
、〈
高
志
消

息
〉
の
総
題
の
下
に
、
ま
ず
川
田
順
へ
送
る
短
歌
九
首
が
記
さ
れ
、
次
い

で
新
村
出
へ
八
首
、
海
雲
法
師
へ
六
首
、
小
杉
放
庵
へ
七
首
、
高
田
保
馬

へ
六
首
と
、
総
計
三
十
六
首
が
記
さ
れ
て
い
る
。
五
人
の
筆
頭
に
記
さ
れ
、

歌
数
も
最
も
多
く
、
し
か
も
懐
か
し
い
『
高
志
人
』
の
後
継
誌
で
あ
る
。

「
老
生
に
賜
ひ
し
一
聯
の
玉
詠
忝
く
拝
誦
し
つ
つ
今
更
に
御
無
音
の
罪
自

責
に
不
堪
候
」
と
い
う
文
言
は
、
あ
な
が
ち
大
げ
さ
で
は
な
か
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

『
高
志
』
は
、
戦
後
再
び
『
高
志
人
』
の
名
前
に
戻
さ
れ
、
三
十
年
近
く

刊
行
を
続
け
た
。
戦
後
版
の
『
高
志
人
』
は
大
学
図
書
館
な
ど
で
も
多
く

見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
戦
前
版
の
も
の
、
特
に
『
高
志
』
と
改
題
さ
れ

た
時
期
の
も
の
は
稀
覯
で
あ
る
。
た
だ
、
富
山
県
立
図
書
館
は
、
戦
前
版

の
『
高
志
人
』『
高
志
』
を
所
蔵
し
て
お
り
、公
立
図
書
館
の
蔵
書
の
重
要

性
を
示
し
て
い
る
。

富
山
か
ら
送
ら
れ
た
雑
誌
『
高
志
』
を
手
に
し
、
吉
井
の
詠
歌
を
目
に

し
た
川
田
は
、
雪
深
い
八
尾
に
思
い
を
致
し
「
錦
地
は
雪
溶
け
百
花
一
時

に
咲
き
一
年
の
最
美
し
き
季
な
る
可
し
と
思
ひ
や
り
申
し
候
」
と
記
し
た

（
9
）
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の
で
あ
っ
た
。
吉
井
も
ま
た
川
田
の
手
紙
に
心
打
た
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
書
簡
に
対
す
る
吉
井
の
返
信
は
す
ぐ
に
書
か
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
、
吉
井
は
八
尾
の
地
で
病
床
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
吉
井
の
返
信
が
書
か
れ
た
の
は
、五
月
十
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た（
消

印
は
五
月
二
十
日
）。
こ
の
資
料
は
便
箋
三
枚
の
長
文
で
、吉
井
の
心
情
が

ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

前
略

「
高
志
」
の
拙
き
「
消
息
歌
」
に
つ
い
て
の
御
書
面
、ま
こ
と
に
忝
く

拝
受
、
早
速
御
返
事
差
出
す
可
き
の
処
、
八
日
来
高
熱
を
発
し
臥
床

（
或
は
質
扶
斯
歟
と
の
疑
ひ
あ
り
し
も
こ
れ
は
唯
懸
念
に
過
ぎ
ざ
り

し
は
幸
甚
）
漸
く
両
三
日
前
平
熱
に
復
し
て
離
蓐
致
す
と
い
ふ
有
様

に
て
、
御
返
事
認
む
る
こ
と
も
出
来
ず
、
ま
こ
と
に
失
礼
仕
り
候
。

吉
井
の
文
面
に
拠
れ
ば
、
五
月
八
日
か
ら
高
熱
が
続
き
、
平
熱
に
戻
っ
た

の
は
十
日
ほ
ど
後
の
こ
と
、
一
時
は
チ
フ
ス
を
疑
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た

ら
し
い
。
そ
の
こ
ろ
、
吉
井
の
盟
友
小
杉
放
庵
や
、
吉
井
が
社
名
の
名
付

け
親
と
な
っ
た
甲
鳥
書
林
の
矢
倉
年
が
吉
井
を
訪
ね
て
き
た
が
、
病
中
の

出
迎
え
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
手
紙
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

右
の
や
う
な
る
病
気
最
中
に
、
矢
倉
君
、
放
庵
君
な
ど
の
来
尾
あ
り
、

ま
こ
と
に
残
念
至
極
に
候
ひ
し
も
、
老
骨
の
身
の
病
魔
に
は
打
克
ち

が
た
く
、
空
し
く
蓐
中
相
見
ゆ
る
の
外
致
し
方
な
か
り
し
次
第
に
御

座
候
。
無
念
お
察
し
下
さ
れ
た
く
候
。（
中
略
）
荒
寺
の
一
室
は
、見

る
も
無
惨
な
る
住
居
に
し
て
、
丁
度
矢
倉
君
入
来
の
節
の
如
き
は
本

堂
に
死
人
を
擔
ぎ
込
ま
れ
途
方
に
暮
れ
居
り
し
最
中
に
て
（
下
略
）

先
の
、
川
田
の
書
簡
の
宛
先
は
「
富
山
縣
婦
負
郡
八
尾
町
川
崎
順
二
先
生

方　

吉
井
勇
大
人
」
で
あ
っ
た
。
壺
中
庵
川
崎
順
二
は
、
八
尾
町
の
医
師

で
あ
り
、
越
中
お
わ
ら
節
保
存
会
の
顔
役
で
、
小
杉
放
庵
な
ど
と
も
旧
知

で
あ
っ
た
た
め
、
吉
井
が
八
尾
疎
開
に
際
し
て
頼
っ
た
人
物
で
あ
る
。
た

だ
、
こ
の
時
、
吉
井
は
川
崎
の
も
と
に
い
た
の
で
は
な
く
、
常
松
寺
と
い

う
法
華
宗
の
寺
に
居
を
移
し
て
い
た
。
戦
争
末
期
の
多
難
な
時
期
で
も
あ

り
、
吉
井
の
八
尾
時
代
は
辛
い
思
い
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
常
松
寺
滞
在

の
頃
は
、
特
に
辛
酸
を
な
め
る
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
こ

と
は
吉
井
の
「
私
の
履
歴
書
」
な
ど
に
も
記
さ
れ
て
い
た
が
、こ
の
書
状
に

よ
っ
て
、
当
時
の
悲
惨
き
わ
ま
り
な
い
状
況
が
手
に
取
る
よ
う
に
分
か
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
吉
井
自
身
は
手
紙
の
末
尾
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

医
者
か
ら
寺
へ
、
寺
か
ら
再
び
娑
婆
へ
出
る
な
ど
、
考
へ
や
う
に
拠

つ
て
は
目
出
度
し
、
人
生
い
ろ
い
ろ
辛
酸
多
く
候
へ
ど
も
、
か
う
な

る
と
小
生
い
つ
も
勃
然
と
し
て
反
抗
的
に
勇
気
起
り
、
な
あ
に
負
け

て
た
ま
る
も
の
か
と
い
ふ
や
う
な
分
に
相
成
候
。

寺
は
常
松
寺
、
医
者
は
川
崎
順
二
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
寺
か
ら
」「
娑
婆

へ
出
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
後
、
吉
井
は
常
松
寺
を
出
て
、
戯
曲
家

で
あ
る
契
月
居
小
谷
恵
太
郎
の
も
と
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
。
恐
ら
く
そ
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の
転
居
通
知
を
受
け
て
で
あ
ろ
う
、
六
月
七
日
付
の
川
田
順
の
書
状
（
文

書
番
号
六
一
）
に
は
「
御
移
居
の
こ
と
御
状
に
て
敬
承
、
亡
者
と
背
中
合

の
御
す
ま
ひ
は
風
流
も
過
ぎ
た
る
も
の
と
御
同
情
申
上
候
。
矢
倉
年
君
が

御
訪
問
せ
し
時
の
模
様
も
同
君
よ
り
く
は
し
く
承
候
。
今
度
の
御
新
居
は

御
心
持
よ
き
事
と
御
喜
び
申
上
候
」
と
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
新
発
見
の
吉
井
勇
側
の
書
状
を
一
つ
介
在
さ
せ
る
だ
け
で
、
状
況

が
極
め
て
具
体
的
に
分
か
る
よ
う
に
な
る
。

猶
、
六
月
七
日
の
手
紙
に
は
、「
湯
川
秀
樹
博
士
よ
り
依
頼
に
て
、
大
兄

と
小
生
と
の
合
作
の
書
画
帖
を
と
の
事
に
候
。
依
而
小
生
後
半
に
既
に
悪

筆
揮
ひ
お
き
候
。
何
卒
大
兄
前
半
に
御
揮
毫
を
下
さ
れ
、
更
に
題
箋
へ
も

適
当
に
御
書
き
被
下
度
候
。
帖
は
い
づ
れ
湯
川
氏
よ
り
御
届
け
申
上
る
事

と
存
上
候
」
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
細
川
論
文
が
紹
介
し
た
吉
井
勇
宛
湯

川
秀
樹
書
簡
に
記
さ
れ
て
い
た
画
帖
の
制
作
過
程
が
一
層
具
体
的
に
明
ら

か
に
な
る
と
い
う
副
産
物
も
あ
る
。

四　

発
信
側
と
受
信
側　

―
書
簡
目
録
・
書
簡
翻
刻
の
集
成
―

伝
記
研
究
に
お
い
て
、
書
簡
の
果
た
す
役
割
が
重
要
で
あ
る
の
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
文
豪
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
本
格
的
な
全
集
で
は
、
必
ず
書

簡
編
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
漱
石
し
か
り
、
鷗
外
し
か
り
、
藤
村
し
か
り

で
あ
る
。
全
集
と
は
切
り
離
さ
れ
て
、
全
四
巻
の
大
部
の
『
与
謝
野
寛
晶

子
書
簡
集
成
』（
逸
見
久
美
編
、
八
木
書
店
、
平
成
十
三
年
、
十
四
年
）
が

作
製
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
簡
の
集
成
は
、
漱
石
な
り
晶
子

な
り
、
す
な
わ
ち
発
信
者
を
基
準
と
し
て
揃
え
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ら
発
信
者
を
中
心
に
書
簡
を
集
め
る
こ
と
は
、
大
変

な
労
力
を
必
要
と
す
る
。書
簡
の
保
存
は
受
け
取
っ
た
側
、受
信
者
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
書
簡
を
送
っ
た
側
は
、
手
控
え
で
も
取
っ
て

お
か
な
い
限
り
は
、自
身
の
書
い
た
も
の
は
手
許
に
な
い
は
ず
で
あ
る
。そ

の
た
め
、
文
学
者
の
書
簡
を
大
量
に
保
存
し
て
い
る
日
本
近
代
文
学
館
で

は
、〈
文
学
者
の
手
紙
〉
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で

は
発
信
者
別
の
書
簡
集
成
の
み
な
ら
ず
、「
有
島
武
郎
宛
の
手
紙
」「
有
島

生
馬
宛
の
手
紙
」「
徳
永
直
宛
書
簡
」「
坂
本
一
亀
宛
書
簡
」
な
ど
と
い
う

く
く
り
で
、
資
料
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

発
信
書
簡
と
受
信
書
簡
と
の
蒐
集
比
率
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
デ
ー
タ

が
あ
る
。
昨
春
、
岡
山
県
笠
岡
市
立
図
書
館
が
、
森
田
思
軒
の
書
簡
類
目

録
を
収
録
し
た
資
料
集
『
森
田
思
軒
資
料
集
』
を
刊
行
し
た
。
司
書
の
小

室
恵
子
氏
な
ど
が
尽
力
し
た
大
変
な
労
作
で
あ
る
。
思
軒
の
出
身
地
で
あ

る
笠
岡
市
が
寄
贈
を
受
け
た
資
料
が
基
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
収
め

ら
れ
た
書
簡
類
は
、
思
軒
発
信
の
も
の
が
約
一
一
〇
通
、
思
軒
受
信
の
も

の
が
約
一
七
〇
〇
通
で
あ
り
、
実
に
十
倍
以
上
の
開
き
が
あ
る
。
そ
れ
で

も
こ
の
倍
率
は
ま
だ
ま
だ
小
さ
い
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
思
軒
発

信
の
も
の
は
家
族
宛
の
も
の
が
中
心
で
、
家
族
に
よ
っ
て
大
切
に
保
存
さ
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れ
て
い
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
発
信
書
簡
と
受
信

書
簡
の
比
率
は
更
に
大
き
く
広
が
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
家

族
や
親
族
に
送
っ
た
書
簡
は
、
当
人
の
人
柄
を
知
る
上
で
極
め
て
重
要
で
、

そ
れ
ら
が
公
開
さ
れ
れ
ば
、た
と
え
ば
『
平
福
百
穂
書
簡
集
』（
富
木
友
治

編
、
高
井
有
一
解
説
、
翠
楊
社
、
昭
和
五
十
六
年
）
を
読
む
よ
う
な
温
か

い
気
持
ち
に
な
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
『
森
田
思
軒
資
料
集
』
所
収

の
書
簡
類
は
、
思
軒
研
究
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
書
簡
の
発
信
者
の
研
究

に
と
っ
て
極
め
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、今

後
は
、
集
積
さ
れ
て
い
る
受
信
者
側
を
基
準
と
し
た
書
簡
集
成
、
書
簡
研

究
が
加
速
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
意
味
で
示
唆
的
で
あ
る
の
は
、
笠
岡
市
と
同
じ
岡
山
県
の
倉
敷
市

立
倉
敷
図
書
館
が
『
倉
敷
市
蔵
薄
田
泣
菫
宛
書
簡
集
』（
八
木
書
店
）
を
刊

行
中
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
更
に
大
が
か
り
で
、
平
成
二
十
六

年
の
作
家
編
に
始
ま
り
、
詩
歌
人
編
、
文
化
人
編
と
、
一
年
一
冊
の
ペ
ー

ス
で
、
二
〇
〇
通
前
後
の
書
簡
が
厳
密
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
今

後
の
書
簡
研
究
の
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
い
わ
ば
「
宛
書
簡
」
の
翻
刻
・
研
究
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に

比
較
的
早
く
に
取
り
組
ん
だ
例
と
し
て
、
新
潟
県
糸
魚
川
市
の
糸
魚
川
市

教
育
委
員
会
・
相
馬
御
風
記
念
館
の
『
相
馬
御
風
宛
書
簡
集
』
が
あ
る
。
平

成
十
四
年
の
「
歌
人
・
詩
人
・
俳
人
の
書
簡
」
に
始
ま
り
、「
小
説
家
・
評

論
家
・
随
筆
家
・
劇
作
家
・
翻
訳
家
の
書
簡
」、「
芸
術
家
・
芸
能
人
・
出

版
者
・
教
育
者
・
宗
教
家
の
書
簡
」、「
学
者
・
研
究
者
・
政
治
家
・
軍
人
・

実
業
家
の
書
簡
」
と
数
年
お
き
に
着
実
に
歩
を
重
ね
て
い
る
。
故
郷
糸
魚

川
に
籠
も
り
、
文
字
通
り
「
野
を
歩
む
者
」
の
一
生
を
貫
い
た
相
馬
御
風

に
と
っ
て
、
糸
魚
川
市
が
こ
う
し
た
作
業
を
行
う
こ
と
は
、
何
よ
り
の
顕

彰
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、『
相
馬
御
風
宛
書
簡
集
』
の
成
果
を
援
用
し
て
、
吉
井
勇
と

相
馬
御
風
の
や
り
と
り
を
復
元
し
て
み
よ
う
。

『
相
馬
御
風
宛
書
簡
集
Ⅰ　

歌
人
・
詩
人
・
俳
人
の
書
簡
』
に
、
昭
和

二
十
年
三
月
一
日
の
御
風
宛
吉
井
勇
の
ハ
ガ
キ
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

今
度
急
に
表
記
へ
移
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
宿
屋
に
ゐ
ま
す
が

近
々
こ
の
町
に
居
を
定
め
る
こ
と
に
し
て
ゐ
ま
す
。
大
分
近
く
な
り

ま
し
た
か
ら
そ
の
う
ち
御
目
に
か
か
る
時
も
あ
る
や
う
に
お
も
は
れ

ま
す
。
さ
う
い
う
時
の
来
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
ゐ
ま
す
。

新
潟
県
糸
魚
川
町
五
二
の
相
馬
御
風
宛
て
に
、
隣
県
富
山
県
に
移
住
し
て

き
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
ハ
ガ
キ
で
あ
る
。「
宿
屋
」と
は
こ
の
ハ
ガ
キ
に
記

載
さ
れ
て
い
る
住
所
「
宮
田
旅
館
」
の
こ
と
。
こ
の
旅
館
宛
に
、
た
だ
ち

に
、
相
馬
御
風
か
ら
の
返
事
が
届
く
。
京
都
府
総
合
資
料
館
所
蔵
の
三
月

九
日
付
の
相
馬
御
風
の
ハ
ガ
キ
（
文
書
番
号
四
〇
五
）
で
あ
る
。

こ
の
ハ
ガ
キ
は
「
大
分
近
い
と
こ
ろ
に
お
う
つ
り
に
な
り
ま
し
た
由
一

層
お
な
つ
か
し
い
気
が
し
ま
す
」
と
書
き
始
め
ら
れ
、
知
人
が
八
尾
に
出
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張
の
際
、
吉
井
来
訪
を
知
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
知
ら
せ
て
く
れ
た
、
と
も
書

い
て
あ
り
、
一
度
講
演
に
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
御
風
は
、「
い
ゝ
と
こ
ろ
で

あ
つ
た
と
記
憶
し
て
居
り
ま
す
」
と
結
ん
で
い
る
。
見
知
ら
ぬ
地
で
心
細

い
思
い
で
あ
っ
た
吉
井
に
と
っ
て
、
ほ
っ
と
す
る
よ
う
な
た
よ
り
で
あ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。

書
簡
に
は
、
様
々
な
個
人
的
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
研
究
と
は

言
え
十
二
分
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
文
学
者
の
書
簡

は
「
文
学
生
成
の
場
と
文
学
者
自
身
の
内
面
と
を
、鮮
や
か
に
示
」
す
、と

い
う
面
が
あ
る
以
上
、
研
究
者
を
魅
了
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

五　

書
簡
か
ら
窺
え
る
出
版
社
の
状
況

書
簡
の
調
査
は
、
差
出
人
・
受
取
人
の
伝
記
研
究
に
資
す
る
だ
け
で
は

な
い
。
こ
こ
で
は
、
吉
井
勇
宛
の
川
田
順
の
書
簡
か
ら
、
戦
争
末
期
・
終

戦
時
の
出
版
社
の
状
況
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み
た
い
。

昭
和
二
十
年
十
一
月
、
終
戦
か
ら
わ
ず
か
三
か
月
後
に
、
八
雲
書
店
は

〈
新
日
本
歌
集
〉
と
い
う
新
シ
リ
ー
ズ
を
刊
行
す
る
。〈
新
日
本
歌
集
〉
と

い
う
命
名
の
う
ま
さ
も
あ
っ
て
か
、
新
し
い
時
代
へ
の
期
待
感
か
ら
、
多

く
の
購
読
者
を
得
た
よ
う
だ
。
木
俣
修
『
吉
井
勇
研
究
』（
番
町
書
房
、昭

和
五
十
三
年
）
か
ら
、
吉
井
勇
と
〈
新
日
本
歌
集
〉
に
関
す
る
部
分
を
引

用
す
る
。

二
十
年
十
一
月
に
は
い
ち
は
や
く
『
新
日
本
歌
集
』
と
い
う
も
の

を
企
画
し
た
東
京
の
八
雲
書
店
が
歌
集
を
乞
い
に
き
た
。
彼
は
『
金

泥
』
と
い
う
一
冊
を
与
え
た
。
小
型
の
さ
さ
や
か
な
集
で
あ
っ
た
が
、

斎
藤
茂
吉
や
釈
迢
空
や
川
田
順
な
ど
の
集
と
と
も
に
、
書
物
に
飢
え

て
い
る
人
々
の
手
に
奪
い
合
う
よ
う
に
買
わ
れ
て
い
っ
た
。

『
金
泥
』
の
奥
付
に
拠
れ
ば
「
昭
和
二
十
年
十
一
月
十
五
日
印
刷
」「
昭

和
二
十
年
十
一
月
二
十
日
発
行
」
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
言
え
ば
、「
二
十

年
十
一
月
」
は
刊
行
日
時
で
あ
る
。
ほ
か
に
同
シ
リ
ー
ズ
の
川
田
順
『
夕

陽
居
歌
抄
』、
斎
藤
瀏
『
光
土
』、
佐
佐
木
信
綱
『
黎
明
』、
下
村
海
南
『
蘇

鉄
』、
土
岐
善
麿
『
秋
晴
』、
結
城
哀
草
果
『
鶏
鳴
』、
吉
植
庄
亮
『
稲
の
花

粉
』
の
七
冊
が
同
時
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
歌
集
を
同
日
の
日

付
で
刊
行
出
来
た
の
は
、
終
戦
後
早
々
に
計
画
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
吉
井
勇
に
宛
て
た
川
田
順
の
二

通
の
書
簡
で
あ
る
。

ま
ず
八
月
二
十
五
日
付
の
ハ
ガ
キ
（
文
書
番
号
四
二
三
）
に
「
八
雲
よ

り
「
新
日
本
歌
集
」
の
件　

大
兄
へ
も
申
越
候
事
と
存
上
候
」
と
あ
り
、こ

れ
以
前
に
書
店
か
ら
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
ハ
ガ

キ
に
は
一
方
で
「
戦
争
終
結
せ
し
と
て
掌
を
か
へ
す
如
く
ソ
ッ
ポ
向
き
花

鳥
諷
詠
の
み
並
べ
候
事
も
男
ら
し
く
無
く
」と
、戦
意
高
揚
の
短
歌
を
作
っ

て
い
た
川
田
の
困
惑
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
困
惑
は
、
企
画
そ
の
も
の

を
ど
う
受
け
取
る
か
に
も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
ハ

（
14
）

（
15
）



11 吉井勇と川田順

ガ
キ
か
ら
二
日
前
の
、
八
月
二
十
三
日
に
吉
井
宛
に
書
か
れ
た
や
や
長
文

の
書
状
（
文
書
番
号
六
九
）
に
は
「
八
雲
の
決
戦
歌
集
も
ち
ろ
ん
中
止
に

候
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
二
日
後
に
「
新
日
本
歌
集
」
と
い
う
名
前

が
出
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
決
戦
歌
集
の
焼
き
直
し

と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
戦
時
中
に
〈
決
戦
歌
集
〉
を
依
頼
し
て
い
た

歌
人
た
ち
に
、
敗
戦
・
終
戦
と
い
う
変
化
を
踏
ま
え
て
、
今
度
は
〈
新
日

本
歌
集
〉
と
い
う
立
場
で
歌
集
の
編
纂
・
出
版
を
持
ち
か
け
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
川
田
の
困
惑
も
納
得
が
い
く
。
ま
た
、
佐

佐
木
信
綱
の
『
黎
明
』
が
、「
国
寿
の
歌
」「
奉
頌
明
治
天
皇
歌
」「
奉
頌
大

正
天
皇
歌
」「
大
礼
特
別
観
艦
船
式
の
日
」
の
詠
歌
に
始
ま
り
な
が
ら
、最

後
は「
新
し
き
日
本
の
国
を
作
り
成
さ
む
一
人
一
人
ぞ
雄
々
し
く
正
し
く
」

な
ど
の
「
若
人
に
示
す
」
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
木
に
竹
を
接

い
だ
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
経
緯
を
反
映
さ
せ
て

い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
佐
佐
木
信
綱
、
釈
迢
空
、
斎
藤
茂
吉
、
吉
植
庄

亮
、
川
田
順
、
齋
藤
瀏
ら
『
愛
国
百
人
一
首
』
の
編
者
が
ず
ら
り
と
顔
を

揃
え
て
い
る
の
も
、〈
新
日
本
歌
集
〉
が
〈
決
戦
歌
集
〉
と
根
幹
を
同
じ
く

す
る
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
昭
和
二
十
年
十
一
月
二
十
日
に
『
金
泥
』
以
下
八
冊
の
歌

集
が
刊
行
さ
れ
た
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
に
昭
和
二
十
一
年
二
月
二
十
日
刊

行
の
岡
麓
『
土
大
根
』
を
加
え
た
九
冊
が
同
一
装
丁
で
、
扉
に
「
新
日
本

歌
集
」
と
朱
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
計
画
で
は
更
に
三
人
の
歌
集
が
含
ま

れ
て
い
た
こ
と
が
、〈
新
日
本
歌
集
〉
の
末
尾
の
一
覧
か
ら
分
か
る
。
諸
本

に
よ
っ
て
多
少
相
違
が
あ
る
の
で
略
記
す
る
。『
光
土
』『
黎
明
』『
蘇
鉄
』

三
冊
の
巻
末
目
録
に
は
、刊
行
さ
れ
た
九
人
以
外
に
「
釈
迢
空　

山
の
端
」

「
斎
藤
茂
吉　

題
未
定
」「
土
屋
文
明　

題
未
定
」
の
名
前
が
見
え
る
。『
金

泥
』、『
夕
陽
居
歌
抄
』、『
秋
晴
』、『
稲
の
花
粉
』
で
は
、
文
明
の
名
前
が

消
え
て
お
り
、早
々
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ
か
ら
降
り
た
の
で
あ
ろ
う
。「
釈
迢

空　

山
の
端
」「
斎
藤
茂
吉　

題
未
定
」
は
以
上
七
冊
に
共
通
し
て
掲
出
さ

れ
て
い
た
が
、『
鶏
鳴
』
の
み
は
「
斎
藤
茂
吉　

浅
流
」
と
歌
集
名
を
掲
げ

る
。『
鶏
鳴
』
印
刷
の
段
階
で
は
茂
吉
の
歌
集
名
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

翌
年
二
月
刊
行
の
岡
麓
『
土
大
根
』
に
巻
末
目
録
が
あ
れ
ば
、
そ
の
後
の

経
過
が
分
か
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
書
に
は
目
録
は
な
い
。

予
告
の
み
さ
れ
て
い
た
斎
藤
茂
吉
『
浅
流
』
と
釈
迢
空
『
山
の
端
』
は
、

結
局
〈
新
日
本
歌
集
〉
と
し
て
は
刊
行
さ
れ
ず
、
装
丁
も
判
型
も
全
く
異

な
る
も
の
と
し
て
、
前
者
が
二
十
一
年
四
月
二
十
日
に
、
後
者
が
六
月
一

日
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
判
型
は
四
六
判
で
表
紙
も
厚
手
の
も
の
と
な
っ

て
お
り
、
刊
行
が
遅
れ
た
分
造
本
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
奇
妙
な
の
は
印
刷

さ
れ
た
本
文
で
、
四
六
判
で
あ
り
な
が
ら
天
地
左
右
の
余
白
が
異
様
に
大

き
く
、
版
面
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
。
歌
集
の
場
合
あ
え
て
余
白
を

広
く
と
る
方
式
も
あ
る
が
、
こ
の
二
冊
は
ノ
ン
ブ
ル
ま
で
中
央
に
寄
っ
て

い
て
、
空
白
が
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
〈
新
日
本
歌
集
〉
の
一
冊

と
し
て
、
Ａ
六
判
（
文
庫
判
）
で
版
面
が
組
ま
れ
た
も
の
の
、
何
ら
か
の
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事
情
で
四
六
判
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
思
量
出
来
る
。

と
こ
ろ
で
斎
藤
茂
吉
は
〈
決
戦
歌
集
〉
の
シ
リ
ー
ズ
の
た
め
に
『
萬
軍
』

と
い
う
歌
集
を
八
雲
書
店
に
入
稿
済
み
で
「
前
渡
し
の
原
稿
料
も
も
ら
っ

て
い
た
と
み
え
て
、
そ
の
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
出
さ
せ
た
の
が
『
浅
流
』

で
あ
っ
た
」と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
を
一
歩
進
め
て
考
え
れ
ば
、単
な
る
埋
め

合
わ
せ
で
は
な
く
〈
決
戦
歌
集
〉
が
〈
新
日
本
歌
集
〉
と
な
る
に
際
し
て
、

戦
時
色
の
横
溢
し
た
『
萬
軍
』
を
取
り
下
げ
、『
浅
流
』
と
差
し
替
え
た
の

は
な
い
か
。『
浅
流
』
は
佐
藤
佐
太
郎
の
後
記
と
し
て
「
伊
藤
禱
一
氏
と
私

と
で
お
歌
を
あ
つ
め
ま
し
た
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
茂
吉
自
身
の
編
纂
で

は
な
い
。
戦
時
詠
の
『
萬
軍
』
か
ら
正
反
対
の
歌
集
へ
と
切
り
替
え
る
困

惑
が
、
自
身
が
選
歌
す
る
こ
と
を
放
擲
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち

な
み
に
、
今
日
で
は
佐
藤
の
関
与
は
な
く
「
実
際
は
伊
藤
禱
一
が
一
人
で

選
出
し
」
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
猶
、
佐
藤
佐
太
郎
は
「
八
雲
書
店
が

『
決
戦
歌
集
』
と
銘
う
っ
た
小
歌
集
を
何
冊
か
出
す
計
画
を
し
て
、岡
麓
や

吉
植
庄
亮
な
ど
の
歌
集
が
出
た
。
そ
の
一
冊
と
し
て
先
生
の
戦
争
関
係
の

歌
を
あ
つ
め
た『
萬
軍
』と
い
う
の
も
出
る
予
定
で
あ
っ
た
」と
し
て
い
る

が
、〈
決
戦
歌
集
〉
は
刊
行
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
こ
の
時
期
刊
行
さ
れ
た

岡
麓
や
吉
植
庄
亮
の
歌
集
は
〈
新
日
本
歌
集
〉
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
疎
開
中
の
歌
を
あ
つ
め
た
岡
麓
『
土
大
根
』
や
「
百
姓
生
活
の

記
録
」
で
あ
る
吉
植
庄
亮
『
稲
の
花
粉
』
は
、
あ
る
い
は
〈
決
戦
歌
集
〉

と
し
て
入
稿
、
脱
稿
済
み
で
あ
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
形
で
移

行
出
来
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

筆
の
早
い
吉
井
勇
も
脱
稿
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
が
、
と
す
れ
ば

素
早
く
差
し
替
え
た
の
で
あ
ろ
う
。『
金
泥
』
に
は
、昭
和
十
九
年
に
創
元

社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
玄
冬
』
に
収
録
し
た
短
歌
を
再
掲
し
た
も
の
が
多

い
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
歌
集
で
は
「
鷹

が
峰
」
を
望
み
「
大
徳
寺
」
を
訪
ね
、
遠
く
は
光
悦
や
宗
達
、
近
く
は
鉄

斎
や
棲
鳳
の
人
や
作
品
を
詠
み
、
時
流
の
変
化
と
巧
み
に
距
離
を
置
く
姿

勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
吉
井
勇
宛
の
川
田
順
の
書
簡
か
ら
、
八
雲
書
店
の
〈
決
戦

歌
集
〉
と
〈
新
日
本
歌
集
〉
と
の
関
係
が
明
白
に
な
っ
た
し
、戦
時
下
、戦

意
高
揚
の
短
歌
を
詠
ん
で
い
た
歌
人
た
ち
の
終
戦
時
の
心
理
状
態
な
ど
も

垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

六　
『
流
離
抄
』
と
〈
流
離
抄
賛
歌
〉

歌
集
『
金
泥
』
の
巻
末
に
は
「
昭
和
乙
酉
初
秋
越
中
八
尾
の
客
舎
に
て
」

と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
同
年
十
月
に
は
八
尾
を
引
き
払
い
、
吉
井
勇
は
京

都
府
下
綴
喜
郡
八
幡
町
に
居
を
移
す
。
京
都
市
内
へ
の
転
居
を
望
ん
だ
が
、

六
大
都
市
へ
の
人
口
の
集
中
を
避
け
る
た
め
の
方
針
な
ど
か
ら
そ
れ
が
叶

わ
ず
、
府
下
に
居
を
構
え
、
吉
井
の
京
都
時
代
が
再
開
さ
れ
た
。
昭
和

二
十
一
年
に
入
る
と
吉
井
勇
は
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
次
々
と
書
籍
を
刊
行

（
16
）

（
17
）

（
18
）
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す
る
。

そ
れ
ら
の
中
で
、
や
は
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
八
尾
時
代
の
短
歌
を
集

め
た
『
流
離
抄
』（
創
元
社
、
昭
和
二
十
一
年
）
で
あ
る
。
吉
井
自
身
が

「
或
る
意
味
で
の
記
念
す
べ
き
歌
集
」「
自
分
の
歌
風
に
も
ひ
と
つ
の
転
機

を
劃
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
」と
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、こ
の

時
期
の
一
つ
の
到
達
点
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
歌
集

に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
し
く
検
討
し
た
が
、
そ
こ
で
は
触
れ
え
な
か
っ
た

川
田
順
と
の
関
係
に
付
い
て
み
て
み
よ
う
。

中
之
島
図
書
館
川
田
文
庫
に
は
、
川
田
が
謹
呈
を
受
け
た
歌
集
が
所
蔵

さ
れ
て
い
る
。
川
田
の
生
涯
や
歌
人
た
ち
と
の
交
流
か
ら
考
え
て
、
こ
こ

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
は
そ
の
ご
く
一
部
で
あ
ろ
う
。
刊
行
時
期
の
早

い
も
の
と
し
て
は
石
榑
千
亦
の
『
鷗
』（
竹
柏
会
出
版
部
、大
正
十
年
）
が

あ
り
、新
し
く
は
川
田
没
後
俊
子
夫
人
宛
の
献
辞
が
あ
る
も
の
も
あ
る
。歌

友
で
あ
っ
た
吉
井
と
川
田
は
、
当
然
著
書
を
刊
行
し
た
折
に
相
互
に
謹
呈

を
行
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
川
田
文
庫
に
あ
る
吉
井
の
献
辞
入

り
の
歌
集
は
僅
か
に
三
冊
の
み
。『
遠
天
』（
鴨
書
房
、昭
和
十
六
年
）、『
霹

靂
』（
一
條
書
房
、
昭
和
十
八
年
）
と
、
幸
い
な
こ
と
に
『
流
離
抄
』
も
保

存
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
に
は
川
田
の
『
流
離
抄
』
献
本
の

御
礼
の
ハ
ガ
キ
（
文
書
番
号
四
九
四
）
が
残
さ
れ
て
い
て
、「
創
元
社
よ
り

送
付
の
「
流
離
抄
」
正
に
忝
く
拝
受
候
、
直
ち
に
読
了
致
し
候　

倍
々
自

在
の
御
詩
境
不
堪
健
羨
候
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
用
紙
事
情
が
悪
く
印
刷
が

裏
側
に
透
き
通
っ
て
い
る
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
。
文
面
や
、
判
読
出
来

る
消
印
の
一
部
か
ら
推
測
し
て
、
昭
和
二
十
一
年
一
月
十
九
日
の
も
の
と

思
わ
れ
る
。
吉
井
勇
の
刎
頸
の
友
の
一
人
で
あ
る
小
杉
放
庵
か
ら
の
礼
状

の
ハ
ガ
キ
も
一
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、『
流
離
抄
』
の
刊
行
奥
付
は

二
十
一
年
十
二
月
で
あ
る
が
、
友
人
た
ち
の
手
元
に
届
い
た
の
は
、
翌
年

一
月
中
旬
頃
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
今
回
は
書
簡
以
外
に
、
川
田
側
の
資
料
と
し
て
も
う
一
つ
面
白
い

も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
流
離
抄
」（
墨
書
）
と
題
し
た
、川
田
順
の
和
歌

二
十
八
首
が
記
さ
れ
た
三
枚
の
原
稿
用
紙
で
あ
る
。
吉
井
の
『
流
離
抄
』

か
ら
の
抜
き
書
き
で
は
な
く
、
冒
頭
に
「
吉
井
勇
大
人
の
新
歌
集
を
読
み

な
が
ら
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
わ
ば
〈
流
離
抄
賛
歌
〉（
以
下
、
吉

井
の
『
流
離
抄
』
と
区
別
す
る
た
め
、
便
宜
こ
の
名
称
を
用
い
る
）
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
「
家
持
の
国
府
の
館
に
く
ら
べ
む
や
吉

井
の
大
人
の
住
め
る
古
寺
」
に
始
ま
り
「
家
持
に
ま
さ
る
歌
び
と
わ
び
居

す
と
豈
知
る
ら
め
や
い
ま
の
越
び
と
」「
越
に
し
て
君
が
相
許
す
友
あ
り
や

池
主
も
ゐ
ず
広
縄
も
ゐ
ず
」
な
ど
と
、
大
伴
家
持
と
吉
井
の
境
遇
を
比
較

す
る
お
得
意
の
方
法
の
歌
が
七
首
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
注
目

さ
れ
る
の
は
、『
流
離
抄
』
所
収
の
吉
井
の
短
歌
の
一
首
一
首
と
具
体
的
に

対
応
す
る
和
歌
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
川
田
の
「
す
き
ま
か
ぜ
迦
楼
羅
の
笛
と
聴
き
な
し
て
寺
に

（
19
）
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わ
び
居
す
あ
な
吉
井
大
人
」
は
、『
流
離
抄
』「
高
志
消
息　

迦
楼
羅
篇　

小

杉
放
庵
君
に
」
の
歌
群
中
の
「
友
を
お
も
ふ
夜
半
は
破
れ
戸
の
風
の
音
も

迦
楼
羅
の
笛
の
ご
と
く
な
つ
か
し
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
し
、「
つ
ぶ

さ
る
る
蚤
の
念
仏
を
聴
き
な
が
ら
な
む
あ
み
だ
ぼ
と
唱
へ
け
む
か
も
」
は
、

「
北
陸
荊
中
吟　

蚤
の
歌
」
の
「
蚤
の
中
の
阿
闍
梨
な
る
べ
し
と
ら
へ
ら
れ

指
の
下
に
て
念
仏
申
す
は
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
吉
井
大

人
を
寒
か
ら
し
む
る
ひ
び
き
あ
り
鬼
の
気
こ
も
る
李
長
吉
の
詩
」
は
「
読

余
述
志　
「
李
長
吉
集
」
を
読
む
」
の
「
さ
す
ら
ひ
の
旅
に
し
読
め
ば
い
と

ど
な
ほ
寒
し
と
思
ふ
李
賀
の
鬼
才
も
」「
詩
の
な
か
に
鬼
潜
み
ゐ
て
泣
く
ご

と
く
寒
さ
を
お
ぼ
え
後
は
読
ま
ず
も
」
な
ど
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
夢
に
し
て
百
済
ぼ
と
け
に
抱
か
る
と
知
ら
ゆ
な
妹
は
眉
逆
立
て
む
」「
よ

く
喋
る
わ
れ
を
富
楼
那
と
君
は
い
ふ
君
は
大
居
士
維
摩
な
る
べ
し
」
な
ど

の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
短
歌
は
、そ
れ
ぞ
れ
「
蓬
廬
聯
吟　

諸
仏
諸
天
」
の
「
不

思
議
な
る
こ
と
こ
そ
あ
な
れ
吾
は
夜
ご
と
百
済
ぼ
と
け
に
抱
れ
て
寝
る
」

「
順
の
大
人
は
富
楼
那
な
る
べ
し
か
が
な
へ
ば
重
山
博
士
舎
利
弗
に
し
て
」

に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。『
流
離
抄
』
は
「
高
志
消
息
」「
蓬
廬
聯
吟
」

「
北
陸
荊
中
吟
」「
読
余
述
志
」
の
四
部
構
成
で
あ
る
が
、
ま
ん
べ
ん
な
く

全
体
か
ら
歌
を
取
っ
て
き
て
、
そ
れ
と
呼
応
す
る
よ
う
に
歌
を
作
っ
て
い

る
。
こ
の
原
稿
用
紙
の
末
尾
に
は
「
昭
和
丁
亥
正
月
廿
日　

川
田
順
」
と

記
さ
れ
、『
流
離
抄
』
を
送
ら
れ
て
か
ら
早
々
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
一
節
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
川
田
は
吉
井
宛
の
短
歌
を

作
歌
す
る
と
、
新
聞
社
な
ど
に
送
る
と
共
に
、
吉
井
に
自
筆
の
歌
稿
を
届

け
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
そ
う
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

七　

雑
誌
『
洛
味
』
の
こ
と

一
月
二
十
日
と
い
う
日
付
の
原
稿
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
川
田
の

〈
流
離
抄
賛
歌
〉
が
活
字
と
な
る
の
は
、半
年
以
上
も
先
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

掲
載
誌
は
、
戦
前
か
ら
の
伝
統
あ
る
京
都
の
雑
誌
『
洛
味
』
で
、
戦
時
中

休
刊
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
昭
和
二
十
一
年
九
月
に
復
刊
し

た
。
そ
の
第
六
輯
で
あ
る
。

こ
こ
で
復
刊
後
の
『
洛
味
』
の
歩
み
を
簡
単
に
見
て
お
く
。
復
刊
第
一

輯
の
四
頁
に
は
本
輯
執
筆
者
紹
介
と
し
て
三
十
一
人
の
名
前
が
載
っ
て
い

る
が
、
そ
こ
に
は
恒
藤
恭
、
吉
澤
義
則
、
湯
川
秀
樹
、
吉
川
幸
次
郎
、
澤

潟
久
孝
、
新
村
出
、
江
馬
務
、
川
勝
政
太
郎
な
ど
の
多
分
野
の
学
者
が
ず

ら
り
と
顔
を
並
べ
、
こ
れ
に
吉
井
勇
、
川
田
順
、
そ
し
て
和
辻
春
樹
京
都

市
長
と
豪
華
き
わ
ま
り
な
い
顔
ぶ
れ
で
あ
る
。
第
二
輯
か
ら
四
輯
ま
で
は

中
村
直
勝
の
京
都
と
日
本
文
化
の
力
作
が
巻
頭
を
飾
り
、
定
番
の
文
化
人

の
名
随
筆
、吉
井
や
川
田
や
臼
井
喜
之
介
の
短
歌
や
詩
な
ど
、毎
号
二
〇
〇

頁
前
後
で
定
期
的
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

『
洛
味
』
の
第
五
輯
は
、
表
紙
が
福
田
平
八
郎
、
扉
絵
が
金
島
桂
華
と
い

う
豪
華
な
組
み
合
わ
せ
、
執
筆
者
も
、
食
満
南
北
「
老
名
優
」
を
は
じ
め
、
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笹
川
臨
風
、
佐
佐
木
信
綱
、
鍋
井
克
之
、
宮
崎
市
定
、
市
川
猿
之
助
な
ど

総
勢
四
十
名
を
遙
か
に
超
え
て
二
二
四
頁
に
及
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
吉
井
や

川
田
も
詠
草
を
寄
せ
て
い
る
。
洛
味
愛
読
者
カ
ー
ド
と
い
う
ハ
ガ
キ
が
挟

み
込
ま
れ
「
洛
味
ク
ラ
ブ
を
組
織
す
る
予
定
」
な
ど
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

裏
表
紙
に
記
さ
れ
た
日
付
は
、
第
四
輯
の
一
か
月
後
、
昭
和
二
十
二
年
二

月
二
十
日
印
刷
、
二
十
五
日
発
行
で
あ
り
、
月
刊
も
き
ち
ん
と
守
ら
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
終
頁
の
奥
付
に
は
昭
和
二
十
二
年
六
月
二
十
日
印

刷
、七
月
一
日
発
行
と
記
さ
れ
、裏
表
紙
の
日
付
と
齟
齬
が
み
ら
れ
る
。
こ

れ
は
二
月
発
行
で
作
業
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
も
の
の
、
何
ら
か
の
事
情

で
刊
行
が
大
幅
に
遅
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
奥
付
は

書
き
直
さ
れ
た
も
の
の
、
裏
表
紙
の
日
付
は
初
案
の
形
が
残
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
も
し
当
初
か
ら
六
月
発
行
の
予
定
な
ら
ば
、
川
田
の
〈
流
離

抄
賛
歌
〉
は
こ
の
第
五
輯
に
十
分
に
間
に
合
う
は
ず
で
あ
る
。
新
刊
書
に

対
す
る
賛
辞
を
籠
め
た
歌
で
あ
る
か
ら
、早
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。第

五
輯
が
二
月
刊
行
予
定
、
第
六
輯
も
三
月
予
定
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
川

田
は
五
輯
に
「
寒
林
行
」（
恐
ら
く
寄
稿
済
み
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
）、
第
六

輯
に
〈
流
離
抄
賛
歌
〉
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
五
輯
『
洛
味
』
の
刊
行
が
遅
れ
た
た
め
に
、第
六
輯
は
更
に
遅
れ
、九

月
三
十
日
の
発
行
で
あ
る
。
歌
集
の
刊
行
か
ら
約
十
一
か
月
後
、
川
田
の

読
了
・
投
稿
か
ら
八
か
月
後
の
活
字
化
公
刊
は
川
田
の
意
図
と
は
大
き
く

ず
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
掲
載
誌
『
洛
味
』
を
見
る
だ
け
で
は
そ
の
こ
と

は
分
か
ら
な
い
が
、
自
筆
原
稿
に
日
付
が
入
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
保
存
さ

れ
て
い
れ
ば
こ
そ
以
上
の
よ
う
な
推
測
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
逆
に

掲
載
・
公
開
を
急
い
だ
は
ず
の
〈
流
離
抄
賛
歌
〉
か
ら
、『
洛
味
』
と
い
う

雑
誌
を
取
り
巻
く
状
況
が
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
の
で
あ
る
。『
洛
味
』
第
六
輯
は
刊
行
の
遅
れ
だ
け
で
は
な
い
。
全

六
四
頁
、
第
五
輯
ま
で
の
分
量
の
三
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
と
い
う
侘
び

し
さ
で
あ
る
。「
つ
ひ
に
こ
ん
な
薄
つ
ぺ
ら
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
」と
い

う
編
集
後
記
は
、切
歯
扼
腕
す
る
発
行
者
側
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。第

七
輯
は
翌
十
月
二
十
日
刊
行
、
や
は
り
六
四
頁
の
薄
冊
で
、
合
名
会
社
洛

味
社
発
行
の
雑
誌
は
こ
こ
で
一
旦
途
絶
え
る
。

二
年
後
、
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
に
、
新
生
第
一
輯
と
し
て
『
洛
味
』

が
復
活
、
発
行
所
は
吉
井
勇
と
も
親
交
の
深
い
臼
井
喜
之
介
の
臼
井
書
房
。

判
型
は
同
じ
、
一
三
六
頁
。
表
紙
裏
や
裏
表
紙
の
、
京
都
織
物
株
式
会
社
、

富
久
な
ど
の
全
面
広
告
や
、
平
野
屋
、
瓢
亭
、
中
村
楼
、
大
市
の
折
り
込

み
広
告
、
京
都
市
交
通
局
・
観
光
局
な
ど
の
本
文
一
頁
全
面
広
告
な
ど
を

入
れ
、
全
京
都
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
得
て
の
船
出
で
あ
っ
た
。
吉
井
勇
も

忘
吾
亭
二
題
の
詠
草
を
寄
せ
て
い
る
が
、
二
十
四
年
三
月
に
京
都
を
離
れ

た
川
田
順
の
名
前
は
な
く
、
二
十
四
年
七
月
に
逝
去
し
た
姉
崎
正
治
の
遺

稿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
新
生
『
洛
味
』
に
い
た
る
二
年
間
の
時

間
の
長
さ
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
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お
わ
り
に

以
上
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
の
吉
井
勇
宛
川
田
順
書
簡
の
一
部

を
取
り
上
げ
て
、そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。書

簡
の
受
取
人
の
吉
井
勇
や
発
信
人
の
川
田
順
の
伝
記
研
究
に
資
す
る
の
み

な
ら
ず
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
出
版
社
の
動
静
や
、
歌
人
た
ち
の

困
惑
ぶ
り
ま
で
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
時
期
は
多
く

の
雑
誌
が
統
合
さ
れ
た
り
、
休
刊
し
た
り
、
復
刊
し
た
り
、
受
難
の
時
期

で
も
あ
っ
た
が
、
書
簡
や
そ
れ
に
同
封
さ
れ
た
資
料
は
、
そ
の
裏
面
史
を

示
し
て
く
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
書
簡
の
場
合
、
返
信
、
再
返
信
と
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
、
往
復
書
簡

を
再
現
で
き
れ
ば
、
い
っ
そ
う
大
き
な
効
果
を
発
揮
す
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
第
一
段
階
と
し
て
、
現
在
多
く
の
資
料
館
や
文
学
館
が
所
蔵
し
て
い

る
、
宛
先
ご
と
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
書
簡
を
あ
る
程
度
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
簡
の
返
信
を
所
蔵

し
て
い
る
個
人
や
他
の
資
料
館
な
ど
の
資
料
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
本
稿
で
は
、
川
田
の
書
簡
に
対
応
す
る
吉
井
の
返
信
を
提
示
し
た

り
、
糸
魚
川
市
の
相
馬
御
風
資
料
館
と
府
立
総
合
資
料
館
の
書
簡
を
対
峙

さ
せ
て
み
た
。

書
簡
だ
け
の
対
応
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
中
之
島
図
書
館
川
田
文

庫
に
所
蔵
さ
れ
る
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
の
新
聞
資
料
や
書
籍
な
ど
は
、
関

係
者
が
直
接
手
に
触
れ
た
と
い
う
点
で
、
い
わ
ば
歴
史
の
生
き
証
人
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
書
簡
資
料
と
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
状
況

を
生
き
生
き
と
再
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦
時
中
の
稀
覯
雑
誌
『
高

志
』
を
保
存
し
て
い
る
富
山
県
立
図
書
館
も
含
め
て
、
資
料
館
・
図
書
館
・

文
学
館
に
点
在
す
る
資
料
を
組
み
合
わ
せ
て
、
い
っ
そ
う
活
用
し
て
い
く

こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
附
記
）

　

著
書
、
雑
誌
、
新
聞
等
、
活
字
資
料
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
仮
名
づ
か

い
は
そ
の
ま
ま
と
し
て
、
ル
ビ
の
た
ぐ
い
は
省
略
し
た
。
ま
た
漢
字
は
新
漢
字

に
統
一
し
た
。

　

資
料
の
閲
覧
に
ご
高
配
を
賜
っ
た
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
、
大
阪
府
立
中

之
島
図
書
館
、
富
山
県
立
図
書
館
、
日
本
近
代
文
学
館
、
早
稲
田
大
学
図
書
館

等
の
諸
機
関
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
種
々
ご
教
示
を
賜
っ
た
京
都
府
立

総
合
資
料
館
の
土
橋
誠
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

注
（
1
）
平
成
二
十
九
年
春
よ
り
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
と
名
称
変
更
予
定
、

本
稿
執
筆
時
の
名
称
で
記
述
す
る
。

（
2
）
吉
井
勇
（
一
九
九
五
年
）『
吉
井
勇
全
歌
集
』
中
央
公
論
社
。

（
3
）
細
川
光
洋
（
二
〇
一
五
年
）「
湯
川
秀
樹
未
発
表
書
簡
吉
井
勇
宛
六
通

（
翻
刻
）
附
古
井
勇
宛
未
発
表
短
歌
を
含
む
九
首
」
静
岡
県
立
大
学
国
際
関

係
学
部
『
国
際
関
係
・
比
較
文
化
研
究
』
一
四
の
一
。

（
4
）
資
料
館
の
目
録
で
発
信
年
が
確
定
さ
れ
て
い
る
最
多
の
も
の
は
、
昭
和



17 吉井勇と川田順

二
十
年
の
十
九
通
、
次
が
二
十
一
年
の
九
通
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
、
文

書
内
容
か
ら
二
十
年
の
投
函
と
思
わ
れ
る
も
の
数
通
が
あ
る
。

（
5
）
柳
瀬
美
紀
（
二
〇
一
五
年
）「
香
美
市
立
吉
井
勇
記
念
館
」『
日
本
近
代

文
学
館
』
二
六
三
号
、
に
要
を
得
た
紹
介
が
な
さ
れ
る
。

（
6
）
本
稿
で
引
用
す
る
書
状
に
は
、
句
読
点
が
あ
る
も
の
や
、
文
章
の
切
れ

目
を
空
白
で
示
す
も
の
が
混
在
す
る
。
表
記
の
統
一
の
た
め
句
読
点
を

補
っ
た
箇
所
が
あ
る
。

（
7
）
刊
本
『
流
離
抄
』
と
の
主
要
な
異
同
を
付
記
す
る
。
カ
ッ
コ
内
が
刊
本

で
あ
る
。「
越
に
来
て
わ
び
住
み
す
れ
ば
（
旅
寝
を
す
れ
ば
）」、「
切
歯
し

て
（
こ
こ
ろ
深
く
）
思
ひ
極
む
る
と
こ
ろ
あ
り
と
（
こ
と
あ
り
と
）」

（
8
）
昭
和
六
年
に
覇
王
樹
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
四
六
判
、
装
丁
と
口
絵
は

郷
倉
千
靱
。
本
文
二
九
四
ペ
ー
ジ
の
厚
冊
、
新
作
数
十
首
を
加
え
歌
数

七
五
五
首
が
、
昭
和
五
年
か
ら
歌
作
を
始
め
た
大
正
七
年
（
大
正
六
年
作

一
作
を
含
む
）
ま
で
、
倒
叙
的
に
排
列
さ
れ
て
い
る
。
旧
姓
時
代
の
溝
上

（
小
倉
）
遊
亀
、石
榑
（
五
島
）
茂
ら
と
の
交
友
を
語
る
「
巻
末
手
記
」
に

は
、
大
正
末
昭
和
初
の
頃
「
兵
庫
御
影
は
川
田
順
氏
の
山
海
居
」
を
訪
ね

た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
戦
前
の
『
高
志
人
』
時
代
に
は
八
回
、『
高
志
』
時
代
に
三
回
、
戦
後
の

『
高
志
人
』
時
代
に
も
六
回
の
寄
稿
が
あ
る
。

（
10
）
田
坂
「
書
物
を
紡
ぐ
人
　々

―
吉
井
勇
『
流
離
抄
』
を
中
心
に
―
」『
文

学
・
語
学
』
二
一
七
号
掲
載
予
定
。
翁
久
允
（
一
九
七
三
年
）「
高
志
人

三
十
五
年
を
顧
る
」『
翁
久
允
全
集
』
第
十
巻
、
同
書
刊
行
会
。

（
11
）
吉
井
勇
（
一
九
五
九
年
）『
私
の
履
歴
書
』
日
本
経
済
新
聞
社
、第
八
集
。

（
12
）
注
（
3
）
細
川
論
文
。

（
13
）
書
簡
番
号
七
二
三
七
。
同
書
に
は
、
御
風
宛
吉
井
勇
の
書
簡
が
、
昭
和

十
二
年
春
か
ら
夏
へ
の
中
国
四
国
旅
行
の
三
枚
な
ど
、
他
に
五
通
が
収
載

さ
れ
る
。
十
二
年
の
ハ
ガ
キ
に
つ
い
て
は
、
細
川
光
洋
（
二
〇
一
四
年
）

「
吉
井
勇
の
旅
鞄　

37
」『
短
歌
研
究
』
五
月
号
、
に
言
及
が
あ
る
。

（
14
）
松
村
友
視
（
二
〇
〇
八
年
）「「
文
学
者
の
手
紙
」
が
架
橋
す
る
〈
距
離
〉」

『
文
学
者
の
手
紙
Ⅰ　

明
治
の
文
人
た
ち
』
日
本
近
代
文
学
館
。

（
15
）
後
述
す
る
が
、
茂
吉
や
釈
迢
空
の
歌
集
は
、
厳
密
に
は
『
新
日
本
歌
集
』

と
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
16
）
秋
葉
四
郎
（
二
〇
一
二
年
）『
茂
吉　

幻
の
歌
集
『
萬
軍
』　

戦
争
と
斎

藤
茂
吉
』
岩
波
書
店
。

（
17
）
前
掲
秋
葉
書
。

（
18
）
佐
藤
佐
太
郎
（
一
九
八
八
年
）『
短
歌
を
味
わ
う
こ
こ
ろ
』
角
川
書
店
。

秋
葉
前
掲
書
に
も
言
及
が
あ
る
。

（
19
）
注
（
2
）
書
。




