
後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用

大

山

和

哉

一
︑
は
じ
め
に

後
水
尾
院
︵
一
五
九
六
︱
一
六
八
〇
︶
の
和
歌
に
漢
詩
文
の
利
用
が
頻
り
に

見
ら
れ
る
こ
と
は
︑
吉
澤
義
則
氏
﹃
頭
註
後
水
尾
院
御
集
﹄︵
仙
壽
院
︑
一
九

三
〇
年
︶︑
久
保
田
啓
一
氏
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
七
十
三

近
世
和
歌
集
﹄︵
小
学
館
︑
二
〇
〇
二
年
︒﹁
寛
永
十
四
年
御
着
到
百
首
﹂
の

み
︶︑
鈴
木
健
一
氏
﹃
和
歌
文
学
大
系
六
八

後
水
尾
院
御
集
﹄︵
明
治
書
院
︑

二
〇
〇
三
年
︶
な
ど
の
諸
注
釈
書
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
令
和

元
年
度
和
歌
文
学
会
第
六
五
会
大
会
︵
十
月
五
︱
七
日
︑
於
奈
良
女
子
大
学
︶

で
は
中
村
健
史
氏
が
口
頭
発
表
﹁
後
水
尾
院
と
﹃
三
体
詩
﹄﹂
に
お
い
て
︑
唐

代
の
詩
の
撰
集
と
し
て
宋
の
周
弼
が
編
纂
し
た
﹃
三
体
詩
﹄
の
表
現
が
後
水
尾

院
の
和
歌
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
後
水
尾
院
に
よ
る
漢
詩
文
利
用
の
実

態
を
よ
り
詳
細
に
示
し
た
︒
中
村
氏
は
口
頭
発
表
の
折
︑
後
水
尾
院
述
・
霊
元

天
皇
記
﹃
麓ろ

く

木ぼ
く

鈔
し
よ
う

﹄
の
次
の
言
説
に
注
目
し
て
い
る
︒
︵
以
下
︑
資
料
の
引
用

の
際
に
は
適
宜
句
読
点
︑
濁
点
︑
﹁

﹂
を
補
う
︒
︵

︶
に
よ
っ
て
示
し
た
も

の
は
全
て
稿
者
が
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
︒
︶

詩
集
に
て
哥
学
に
な
る
は
︑
三
躰
詩
お
な
じ
く
委
皆
︑
さ
あ
ら

ず
は
絶
句
計
に
て
も
也

︑
古
文
真
宝
︑

朗
詠
︑
其
外
に
は
餘
な
し
︒
古
文
は
事
之
外
よ
き
よ
し
︑
三
藐
院

（
近
衞
信
尹
）

な
ど
も

申
さ
れ
し
也①

︒

﹃
三
体
詩
﹄﹃
古
文
真
宝
﹄﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
の
三
書
が
歌
道
を
学
ぶ
上
で
役

に
立
つ
と
言
う
︒
漢
詩
や
漢
故
事
を
和
歌
に
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑

詩
ヲ
ト
ル
ニ
ハ
︑
詞
ノ
コ
ハ
ヾ
ラ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
︑
艶
ニ
︑
ス
ラ
リ
ト
取
ベ
キ

也
︒
同
︑
詩
故
事
ナ
ド
ヲ
ト
ル
ニ
ハ
︑
ツ
マ
ド
リ
タ
ル
︑
吉
也
︒
コ
ト
コ

マ
カ
ニ
ト
レ
バ
︑
却
テ
聞
ヱ
ザ
ル
ナ
リ
︒
タ
ト
ヘ
聞
テ
モ
歌
ツ
マ
シ
キ
ナ

リ
︒︵﹃
和
歌
秘
決
﹄︶

詩
︑
本
哥
な
ど
取
用
︑
無
理
に
と
る
は
わ
ろ
し
︒
自
然
に
出
来
を
と
る
也
︒

後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用

一
九
八



︵﹃
麓
木
鈔
﹄︶

な
ど
と
近
世
初
期
の
歌
学
書
類
に
見
え
る
︒
適
切
な
本
説
取
り
は
効
果
的
な
措

辞
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
当
時
の
堂
上
和
歌
と
漢
文
学
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
︑
嶋
中
道
則
氏
が
﹁
近
世
堂
上
和
歌
と
漢
文
学
︱
句
題
和
歌
を
め
ぐ
っ

て
﹂︵﹃
近
世
堂
上
和
歌
論
集
﹄︵
明
治
書
院
︑
一
九
八
九
年
︶︶
に
お
い
て
︑
特

に
句
題
和
歌
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
︑
本
稿
で
は
和
歌

作
品
及
び
歌
論
書
の
記
事
を
検
証
す
る
こ
と
を
通
し
て
︑
歌
壇
全
体
の
活
動
や

志
向
︑
歌
道
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
具
体
的
な
記
述
を
加
え
る
︒

二
︑
後
水
尾
院
の
和
歌
に
見
ら
れ
る
漢
詩
句
・
故
事
の
利
用

ま
ず
は
後
水
尾
院
の
次
の
和
歌
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒

ち
る
花
の
雪
を
た
た
め
る
夏
衣
か
へ
て
も
春
の
な
ご
り
や
は
な
き

︵﹃
後
水
尾
院
御
集
﹄
一
〇
八
八
﹁
更
衣
﹂)

こ
の
和
歌
に
つ
い
て
︑
久
保
田
氏
は
﹁
更
衣
を
迎
え
て
も
春
に
心
を
残
す
の

が
古
来
の
優
雅
な
約
束
事
で
あ
る
︒﹂﹁
落
花
の
雪
を
夏
衣
の
中
に
畳
み
込
ん
で

あ
る
︒
惜
春
の
心
を
夏
衣
に
託
す
︒﹂
と
注
し
︑
鈴
木
氏
は
﹁
○
夏
衣
︱
夏
に

着
る
衣
服
︒
そ
れ
が
︑
白
雪
︵
落
花
の
形
容
︶
を
た
た
み
こ
ん
だ
か
の
よ
う
だ

と
の
形
容
︒﹁
蟬
の
羽
の
ひ
と
へ
に
う
す
き
夏
衣
な
れ
ば
よ
り
な
ん
も
の
に
や

は
あ
ら
ぬ
﹂︵
古
今
・
雑
体
・
凡
河
内
躬
恒
︶︒
▽
散
る
花
を
春
の
名
残
と
見
る
︑

惜
春
の
思
い
︒﹂
と
注
す
る
︒
一
首
全
体
は
︑
例
え
ば
﹁
夏
ご
ろ
も
は
な
の
た

も
と
に
ぬ
ぎ
か
へ
て
春
の
か
た
み
も
と
ま
ら
ざ
り
け
り
﹂︵﹃
千
載
集
﹄
夏
巻

頭
・
大
江
匡
房
︶
の
よ
う
に
春
が
去
っ
た
こ
と
を
更
衣
に
よ
っ
て
痛
切
に
感
じ

る
と
い
う
更
衣
歌
の
本
意
を
︑
敢
え
て
裏
返
し
た
と
こ
ろ
に
狙
い
が
あ
ろ
う
︒

そ
れ
を
実
現
し
た
上
の
句
の
表
現
に
︑
後
水
尾
院
の
技
術
が
看
取
さ
れ
る
︒

﹁
た
た
む
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
例
え
ば
﹁
月
さ
ゆ
る
あ
か
し
の
せ
と
に
風
ふ

け
ば
こ
ほ
り
の
う
へ
に
た
た
む
し
ら
な
み
﹂
︵
﹃
山
家
集
﹄
秋
︶﹁
郭
公
な
き
わ

た
る
な
る
浪
の
上
に
こ
ゑ
た
た
み
お
く
し
が
の
う
ら
か
ぜ
﹂︵﹃
西
行
法
師
家

集
﹄
雑
︶﹁
紅
葉
ち
る
な
が
ら
の
山
に
風
ふ
け
ば
に
し
き
を
た
た
む
し
が
の
う

ら
波
﹂︵﹃
新
千
載
集
﹄
冬
・
藤
原
範
兼
︶
の
よ
う
に
︑
波
︑
音
︑
紅
葉
︑
花
と

い
っ
た
も
の
が
重
畳
す
る
様
を
言
う
際
に
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
き
た
詞
で
あ
る②

︒

し
か
し
︑
後
水
尾
院
の
﹁
ち
る
花
の
雪
を
た
た
め
る
夏
衣
﹂
は
︑
単
に
落
花
が

夏
衣
に
散
り
重
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
久
保
田
氏
や
鈴
木
氏
が
示
す
よ

う
に
︑
落
花
を
夏
衣
の
中
へ
﹁
畳
み
込
ん
だ
﹂
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
で
は

﹁
畳
み
込
ん
だ
﹂
と
は
い
か
な
る
状
況
を
言
う
の
か
︒

同
様
の
﹁
た
た
む
﹂
の
例
が
か
ろ
う
じ
て
三
条
西
実
隆
の
発
句
に
見
出
せ
る
︒

羅

（
う
す
も
の
）

の
雪
を
た
た
め
る
扇
か
な

︵
﹃
再
昌
草
﹄
天
文
五
年
六
月③

︶

扇
は
夏
の
歌
語
で
︑
涼
し
さ
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
︒
こ
こ
で

は
雪
の
よ
う
に
白
い
羅
を
張
っ
た
扇
が
︑
雪
の
よ
う
な
涼
し
さ
を
も
た
ら
し
て

く
れ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒
一
見
し
て
︑
﹃
古
文
真
宝
﹄
前
集
巻
二
所

収
の
班
婕
妤
﹁
怨
歌
行
﹂
の
次
の
一
節
が
思
い
出
さ
れ
よ
う
︒

後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用

一
九
九



新
裂
斉
紈
素
︑
皎
潔
如
㆓

霜
雪
㆒

︒
裁
為
㆓

合
歓
扇
㆒

︑
団
円
似
㆓

明
月
㆒

︒

︵
新
た
に
裂
く
斉
の
紈
素
︑
皎
潔
な
る
こ
と
霜
雪
の
如
し
︒
裁
ち
て
合
歓

の
扇
と
為
せ
ば
︑
団
円
な
る
こ
と
明
月
に
似
た
り④

︒︶

光
沢
の
あ
る
練
り
絹
で
あ
る
﹁
紈
素
﹂
を
用
い
て
作
ら
れ
た
﹁
扇
﹂
を

﹁
雪
﹂
に
見
立
て
る
と
い
う
内
容
は
︑
ま
さ
に
実
隆
の
発
句
の
詞
と
重
な
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
発
句
に
は
他
の
典
拠
が
指
摘
で
き
る
︒
杜
甫
﹁
端
午
日
賜
衣

︵
端
午
の
日
に
衣
を
賜
る
︶﹂
詩
の
次
の
一
節
で
あ
る⑤

︒

細
葛
含
㆑

風
軟
︑
香
羅
畳
㆑

雪
軽
︒

︵
細
葛
は
風
を
含
み
て
軟
ら
か
な
り
︑
香
羅
は
雪
を
畳
み
て
軽
し
︒︶

端
午
の
日
に
宮
中
よ
り
衣
を
賜
っ
た
折
に
詠
ま
れ
た
詩
で
あ
り
︑﹁
香
羅
畳
㆑

雪
軽
﹂
は
そ
の
芳
し
い
薄
絹
の
衣
が
雪
を
畳
み
込
ん
で
織
り
な
さ
れ
た
よ
う
に

白
く
軽
や
か
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
羅
﹂﹁
雪
﹂﹁
畳
﹂
の
語

が
実
隆
の
発
句
と
重
な
る
︒﹁
雪
を
た
た
め
る
﹂
と
い
う
印
象
的
な
表
現
は
︑

こ
の
﹁
畳
㆑

雪
﹂
の
訓
読
に
よ
る
も
の
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
︒

こ
の
杜
甫
の
詩
は
﹃
三
体
詩
﹄
や
﹃
古
文
真
宝
﹄
に
は
見
え
ず
︑
杜
甫
の
詩

集
﹃
集
千
家
註
分
類
杜
工
部
詩
﹄
に
載
る
︒
同
集
は
宋
の
徐
居
仁
が
諸
説
を
集

め
て
編
纂
し
︑
黄
鶴
が
補
注
を
加
え
て
成
っ
た
も
の
で
︑
日
本
で
は
五
山
版
と

し
て
永
和
二
年
︵
一
三
七
六
︶
に
覆
刻
さ
れ
て
い
る
︒
中
世
︑
杜
甫
の
詩
は
五

山
僧
を
中
心
に
流
行
し
︑
頻
り
に
講
義
が
行
わ
れ
︑
抄
物
も
作
成
さ
れ
た⑥

︒

﹃
実
隆
公
記
﹄
に
も
﹁︵
永
正
六
年
四
月
︶
七
日
戊辰

晴
︑
月
舟
和
尚
来
臨
︑
今
日

杜
詩
可
被
講
談
之
也
︑
仍
其
子
細
申
入
御
所
︑
於
小
御
所
有
此
事
︑
講
談
殊
勝
︑

舌
瀾
誠
洗
耳
者
也
︑
叡
感
無
極
︑
批
点
詩
端
三
首
被
談
之
︑
事
了
賜
一
盞

云
々
﹂
と
あ
り
︑
五
山
僧
月げ

つ

舟
し
ゆ
う

寿じ
ゆ

桂け
い

︵
一
四
七
〇
︱
一
五
三
三
︶
が
小
御
所

に
於
い
て
杜
詩
を
講
じ
︑
実
隆
も
こ
れ
を
聴
聞
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

他
に
も
﹃
実
隆
公
記
﹄
に
は
杜
甫
の
詩
集
の
貸
し
借
り
に
関
す
る
記
事
が
散
見

し
︑
杜
詩
流
行
の
様
子
が
知
ら
れ
る
︒

さ
て
︑
後
水
尾
院
の
更
衣
歌
に
戻
る
と
︑﹁
ち
る
花
の
雪
を
た
た
め
る
夏
衣
﹂

も
や
は
り
﹁
香
羅
畳
㆑

雪
軽
﹂
を
典
拠
と
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
実
隆
の
発

句
を
参
考
に
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
︑
雪
を
畳
み
込
ん
だ
も
の
が
﹁︵
夏
︶
衣
﹂

で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
︑
杜
詩
の
表
現
を
直
接
に
取
り
込
ん
だ
と
見
る
方
が
妥

当
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
﹁
雪
﹂
に
は
薄
い
夏
衣
の
涼
し
さ
に
加
え
︑﹁
は
る
す
ぎ

て
夏
き
に
け
ら
し
白
妙
の
衣
ほ
す
て
ふ
天
の
か
ぐ
山
﹂︵﹃
新
古
今
集
﹄
夏
巻

頭
・
持
統
天
皇
︶
よ
り
︑
白
い
衣
で
あ
る
こ
と
も
意
図
さ
れ
て
い
よ
う⑦

︒
惜
春

の
本
意
と
更
衣
の
本
意
と
が
重
ね
ら
れ
た
手
の
込
ん
だ
一
首
を
︑
杜
詩
を
利
用

し
て
ま
と
め
上
げ
た
点
に
後
水
尾
院
の
技
術
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

次
の
後
水
尾
院
の
歌
に
も
杜
詩
の
利
用
が
見
ら
れ
る
︒

独
の
み
夜
床
に
み
つ
の
霜
を
へ
て
た
れ
松
の
戸
に
衣
擣
つ
ら
ん

︵
﹃
後
水
尾
院
御
集
﹄
五
三
三
﹁
松
下
擣
衣
﹂)

﹁
み
つ
の
霜
﹂
は
諸
書
に
指
摘
が
無
い
が
︑
杜
甫
が
詠
ん
だ
最
後
の
詩
と
さ

れ
る
﹁
風
疾
舟
中
伏
枕
書
懐
三
十
六
韻
︑
奉
呈
湖
南
親
友
﹂︵
風
疾
に
て
舟
中

後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用

二
〇
〇



枕
に
伏
し
懐
い
を
書
す
三
十
六
韻
︑
湖
南
の
親
友
に
奉
呈
す
︶
の
次
の
一
節
に

見
ら
れ
る
﹁
三
霜
﹂
が
典
拠
で
あ
ろ
う
︒

十
暑
岷
山
葛
︑
三
霜
楚
戸
砧
︒︵
十
暑
岷
山
の
葛
︑
三
霜
楚
戸
の
砧
︒︶

風
疾
の
た
め
に
舟
中
に
臥
し
な
が
ら
自
ら
の
人
生
を
述
懐
す
る
中
で
︑
岷
山

の
あ
る
蜀
で
葛
衣
を
着
て
過
ご
し
た
十
年
間
の
こ
と
と
︑
楚
の
地
で
家
々
の
砧

︵
擣
衣
︶
の
音
を
聞
き
な
が
ら
過
ご
し
た
三
年
間
の
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た

場
面
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
三
霜
﹂
は
三
年
の
歳
月
を
い
う
︒
後
水
尾
院
は
杜

詩
か
ら
﹁
三
霜
﹂﹁
戸
﹂﹁
砧
﹂
の
語
を
取
り
︑
遠
方
の
夫
を
思
い
や
り
な
が
ら

三
年
も
の
年
月
を
一
人
で
暮
ら
す
女
性
が
砧
で
衣
を
擣
つ
様
を
詠
ん
だ
の
で
あ

る
︒鈴

木
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
﹁
み
つ
﹂
に
は
﹁︵
霜
が
床
に
︶
満
つ
﹂
が
︑

﹁
松
﹂
に
は
﹁︵
誰
を
︶
待
つ
﹂
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
霜
が
床

に
満
つ
﹂
と
い
う
文
脈
か
ら
は
︑﹁
わ
す
れ
ず
は
な
れ
し
袖
も
や
こ
ほ
る
ら
ん

ね
ぬ
よ
の
と
こ
の
霜
の
さ
む
し
ろ
﹂︵﹃
新
古
今
集
﹄
恋
四
・
藤
原
定
家
︶
の
よ

う
に
独
り
寝
の
女
性
の
涙
が
霜
と
な
っ
て
床
に
満
ち
て
い
る
様
を
読
み
取
る
こ

と
も
で
き
る
︒﹁
み
つ
の
霜
﹂
に
よ
っ
て
恋
歌
の
情
趣
と
杜
詩
の
世
界
を
重
ね

つ
つ
︑﹁
松
﹂
と
﹁
待
つ
﹂
の
掛
詞
と
い
う
伝
統
的
に
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
き

た
修
辞
を
も
詠
み
込
ん
で
︑
複
雑
な
一
首
を
構
成
し
て
い
る
︒

次
の
後
水
尾
院
の
歌
は
﹃
蒙
求
﹄
を
典
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

世
は
更
に
を
さ
ま
る
春
ぞ
下
に
あ
る
司
は
な
る
る
き
ぎ
す
を
も
み
よ

︵
﹃
後
水
尾
院
御
集
﹄
一
九
〇
)

こ
の
歌
は
近
衞
信
尋
筆
﹃
新
一
人
三
臣
和
歌⑧

﹄
に
も
︑
寛
永
十
二
年
正
月
十

九
日
の
仙
洞
御
会
始
に
際
し
て
﹁
陽
春
布
徳
﹂
題
で
詠
ま
れ
た
歌
案
の
一
つ
と

し
て
載
る
︒
同
書
で
は
こ
の
歌
に
﹁
魯
恭
ガ
故
事
也
﹂
の
傍
記
が
あ
る
︒
こ
れ

に
従
え
ば
こ
の
歌
は
﹃
蒙
求
﹄﹁
魯
恭
馴
雉
﹂
の
故
事
に
依
る
も
の
で
︑﹁
な
る

る
き
ぎ
す
﹂
は
﹁
馴
る
る
雉
﹂
で
あ
る
︒

魯
恭
︵
三
二
︱
一
一
二
︶
は
後
漢
の
政
治
家
で
︑
人
民
を
思
い
や
る
徳
政
を

行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
︒
あ
る
時
︑
同
じ
く
政
治
家
で
あ
っ
た
袁
安
︵
？
︱

九
二
︶
が
︑
魯
恭
の
治
め
る
地
へ
使
者
を
遣
わ
す
と
︑
確
か
に
そ
の
地
で
は

人
々
が
平
安
に
暮
ら
し
て
お
り
︑
雉
さ
え
も
人
に
懐
い
て
い
た
︒
そ
の
様
子
を

見
て
使
者
は
︑
魯
恭
の
仁
政
が
動
物
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
を
知
る
︒
後
水

尾
院
の
歌
の
下
句
は
ま
さ
に
こ
の
事
を
言
い
︑
人
に
懐
い
て
い
る
雉
を
見
て
こ

の
国
が
よ
く
治
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
感
得
す
る
よ
う
諸
官
人
に
呼
び
掛
け
る
︒

先
に
取
り
上
げ
た
二
首
の
よ
う
な
複
雑
さ
は
な
い
が
︑
そ
れ
は
仙
洞
御
会
始
の

歌
と
し
て
︑
祝
意
を
の
び
や
か
に
詠
い
上
げ
る
歌
体
を
意
識
し
た
た
め
で
あ
ろ

う
︒こ

れ
ら
は
後
水
尾
院
以
外
の
歌
に
類
例
を
見
出
し
が
た
く
︑
漢
詩
文
の
本
説

取
り
に
よ
っ
て
清
新
な
趣
向
が
実
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
︒

後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用

二
〇
一



三
︑﹃
仙
洞
三
十
六
番
歌
合
﹄
に
お
け
る

漢
詩
句
・
故
事
の
利
用

次
に
︑
後
水
尾
院
歌
壇
を
支
え
た
廷
臣
達
の
和
歌
を
見
て
み
る
︒
こ
こ
で
は

歌
壇
全
体
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
﹃
仙
洞
三
十
六
番
歌
合
﹄︵
以
下
︑

﹃
仙
洞
歌
合
﹄︶
を
取
り
上
げ
た
い
︒﹃
仙
洞
歌
合
﹄
は
寛
永
十
六
年
︵
一
六
三

九
︶
十
月
五
日
︑
後
水
尾
院
の
主
催
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
歌
合
で
︑
参
加
者
は

後
水
尾
院
を
筆
頭
に
水
無
瀬
氏
成
︵
一
五
七
一
︱
一
六
四
四
︶︑
曼
殊
院
宮
良

恕
法
親
王
︵
一
五
七
四
︱
一
六
四
三
︶︑
三
条
西
実
条
︵
一
五
七
五
︱
一
六
四

〇
︶︑
中
院
通
村
︵
一
五
八
八
︱
一
六
五
三
︶
な
ど
当
時
の
歌
壇
に
お
け
る
重

鎮
・
実
力
者
か
ら
︑
飛
鳥
井
雅
章
︵
一
六
一
一
︱
一
六
七
九
︶︑
中
院
通
純

︵
一
六
一
二
︱
一
六
五
三
︶︑
八
条
宮
智
忠
親
王
︵
一
六
一
九
︱
一
六
六
二
︶
ら

比
較
的
若
い
人
々
も
含
め
︑
計
二
十
四
名
︒
歌
題
は
﹁
冬
天
象
﹂﹁
冬
地
儀
﹂

﹁
冬
植
物
﹂
の
三
種
で
各
十
二
番
︒
判
者
は
実
条
が
務
め
た⑨

︒

ま
ず
は
院
か
ら
の
信
頼
が
篤
か
っ
た
通
村
が
﹁
冬
天
象
﹂
題
で
詠
ん
だ
五
番

左
の
歌
を
見
て
み
よ
う
︒

左
勝

権
大
納
言
通
村
中
院

こ
の
ご
ろ
の
ほ
ど
な
き
そ
ら
に
く
る
い
と
の

な
が
き
を
そ
へ
む
日
さ
へ
ま
た
れ
て⑩

こ
の
和
歌
に
つ
い
て
実
条
は
次
の
判
詞
を
残
し
て
い
る
︒

左
は
増
一
線
の
功
の
故
事
よ
く
聞
え
て
こ
は
〴
〵
し
く
も
侍
ら
ね
ば
為
勝
︒

﹁
増
一
線
の
功
の
故
事
﹂
に
つ
い
て
は
︑
宋
代
に
祝
穆
が
編
纂
し
た
類
書

﹃
事
文
類
聚
﹄﹁
冬
至
﹂
の
項
に
次
の
記
事
が
あ
る
︒

晋
魏
間
︑
宮
中
以
紅
線
量
日
影
︒
冬
至
後
︑
日
添
長
一
線
︿
歳
時
記
﹀︒

唐
宮
中
以
女
功
揆
日
之
長
短
︒
冬
至
後
︑
比
常
日
増
一
線
之
功
︿
雑
録
﹀︒

︵
晋
魏
の
間
︑
宮
中
に
は
紅
線
を
以
て
日
影
を
量
る
︒
冬
至
の
後
︑
日
に

長
一
線
を
添
ふ
︿
歳
時
記
﹀︒
唐
の
宮
中
に
は
女
功
を
以
て
日
の
長
短
を

揆は
か

る
︒
冬
至
の
後
︑
比
す
る
に
常
に
日
に
一
線
の
功
を
増
す
︿
雑
録
﹀︒︶

中
国
で
は
冬
至
の
日
に
宮
中
の
女
性
が
日
の
長
さ
を
赤
い
糸
で
計
り
︑
冬
至

以
後
に
計
る
と
そ
の
糸
の
長
さ
は
日
々
一
本
︵
一
線
︶
ず
つ
増
え
た
と
い
う
︒

こ
れ
は
﹃
韻
府
群
玉
﹄
巻
十
五
・
霰
韻
の
﹁
一
線
﹂
の
項
や
﹃
集
千
家
註
分
類

杜
工
部
詩
﹄﹁
至
日
遣
興
奉
寄
北
省
旧
閣
老
両
院
故
人
二
首
﹂
の
注
に
も
引
か

れ
る
︒
通
村
は
こ
の
故
事
を
取
り
︑
﹁
こ
の
頃
は
す
ぐ
に
日
が
暮
れ
て
し
ま
う

の
で
︑
一
線
分
の
糸
を
繰
る
ほ
ど
の
日
の
長
さ
を
添
え
る
と
い
う
冬
至
の
後
の

日
々
が
待
た
れ
る
よ
﹂
と
詠
む
︒
和
歌
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
一
般
的
と
は
言
え

な
い
故
事
だ
が
︑
漢
詩
文
を
学
ぶ
中
で
知
識
と
し
て
蓄
え
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う⑪

︒

冬
の
短
日
を
主
題
と
し
て
的
確
に
本
説
取
り
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
仙
洞
歌
合
﹄
八
番
で
は
︑
同
じ
く
﹁
冬
天
象
﹂
題
で
次
の
二
首
が
番
え
ら

れ
て
い
る
︒左

持

権
中
納
言
通
純
中
院

後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用

二
〇
二



春
の
色
に
似
た
る
か
げ
と
は
神
無
月

か
す
み
の
ほ
ら
の
ひ
か
り
を
ぞ
見
む

右

前
中
納
言
氏
成
水
無
瀬

冬
の
日
も
花
な
る
影
の
な
ご
り
な
く

空
に
け
た
れ
て
時
雨
き
に
け
り

左
右
お
な
じ
詩
の
こ
と
ば
を
と
り
︑
又
こ
ゝ
ろ
を
と
れ
り
︒
勝
負
の
墨
付

が
た
し
︒

判
詞
の
﹁
お
な
じ
詩
﹂
と
は
﹃
和
漢
朗
集
集
﹄
上
・
初
冬
の
白
居
易
の
詩
︑

十
月
江
南
天
気
好
︑
可
憐
冬
景
似
春
華
︒

︵
十
月
江
南
天
気
好
し
︑
憐
れ
む
べ
し
冬
の
景
の
春
に
似
て
華
う
る
は

し
き
こ
と

を
︒︶

を
指
す
︒
中
院
通
純
の
歌
の
﹁
春
の
色
に
似
た
る
か
げ
﹂
及
び
水
無
瀬
氏
成
の

歌
の
﹁
冬
の
日
も
花
な
る
影
﹂
は
い
ず
れ
も
﹁
冬
景
似
春
華
﹂
と
あ
る
部
分
に

依
る
︒
通
純
︑
氏
成
は
と
も
に
﹁
冬
天
象
﹂
の
題
を
前
に
し
て
こ
の
白
詩
の
一

節
を
本
説
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
の
漢
詩
句
は
本
説
と
し
て
頻
り
に
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
き

た
も
の
で
あ
り
︑
近
世
初
期
堂
上
で
も
格
好
の
素
材
で
あ
っ
た
︒﹃
仙
洞
歌
合
﹄

二
十
五
番
左
︑﹁
冬
植
物
﹂
題
で
詠
ま
れ
た
智
忠
親
王
の
和
歌
は
︑

霜
を
経
て
ふ
り
せ
ぬ
か
げ
や
千
世
も
み
む

は
こ
や
の
山
の
松
の
と
き
は
に

で
あ
り
︑
そ
の
判
詞
に
は
︑

左
哥
︑
十
八
公
栄
霜
後
露
と
い
ふ
詩
の
こ
ゝ
ろ
と
き
こ
え
︑
下
句
か
け
て

艶
に
よ
く
つ
ゞ
き
侍
る
︒

と
あ
る
︒
こ
こ
で
は
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
下
・
松
︑
源
順
の

十
八
公
栄
霜
後
露
︑
一
千
年
色
雪
中
深
︒

︵
十
八
公
の
栄
は
霜
の
後
に
露

あ
ら
は

れ
︑
一
千
年
の
色
は
雪
の
中
に
深
し
︒︶

が
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
智
忠
親
王
は
こ
の
詩
句
の
意
を
用
い
て
︑
仙
洞
︵
藐は

姑こ

射や

の
山
︶
の
弥
栄
を
松
の
色
に
託
し
て
言
祝
ぐ
歌
と
し
た
︒﹃
仙
洞
歌
合
﹄
で

は
他
に
も
﹁
冬
植
物
﹂
題
で
飛
鳥
井
雅
章
が
︑

色
そ
は
む
雪
ぞ
ま
た
る
ゝ
霜
に
さ
へ

先
ひ
と
し
ほ
の
庭
の
松
が
え

︵
三
十
五
番
左
)

と
詠
ん
で
い
る
︒
霜
に
よ
っ
て
色
を
増
し
た
松
に
︑
﹁
一
千
年
色
雪
中
深
﹂
と

言
わ
れ
た
さ
ら
な
る
佳
色
が
添
え
ら
れ
る
の
を
待
ち
遠
し
く
思
う
︑
と
い
う
歌

で
︑
や
は
り
順
の
詩
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

な
お
︑
こ
の
順
の
詩
を
取
る
こ
と
自
体
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
︑﹁
霜
の

後
に
あ
ら
は
れ
や
せ
ん
草
た
か
き
夏
野
の
中
に
ま
じ
る
小
松
は
﹂︵﹃
通
勝
集
﹄

一
〇
六
〇
﹁
夏
木
﹂︶
﹁
は
ひ
か
か
る
蔦
ぞ
色
こ
き
霜
の
後
松
の
み
ど
り
も
あ
ら

は
れ
ぬ
と
て
﹂
︵﹃
後
水
尾
院
御
集
﹄
五
六
二
﹁
蔦
懸
松
﹂︶﹁
お
く
霜
の
後
を
ば

い
は
じ
紅
葉
葉
に
ま
づ
あ
ら
は
る
る
松
の
色
か
な
﹂︵
﹃
後
十
輪
院
内
府
集
﹄
八

三
七
﹁
松
間
紅
葉
﹂
︶
な
ど
当
時
の
歌
人
に
よ
る
例
が
見
出
せ
る⑫

︒
そ
も
そ
も

後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用

二
〇
三



こ
の
典
拠
に
つ
い
て
は
︑
古
く
﹁
松
の
色
は
霜
の
の
ち
こ
そ
あ
ら
は
る
れ
か
か

れ
る
つ
た
の
な
ど
も
み
づ
ら
ん
﹂︵﹃
出
観
集
﹄
五
〇
二
﹁
松
間
蔦
紅
﹂︶
と
平

安
時
代
の
用
例
も
見
出
さ
れ
る
も
の
で
︑
や
や
使
い
古
さ
れ
た
典
拠
と
言
え
る

が
︑
一
方
で
は
先
例
が
多
い
分
︑
智
忠
親
王
と
雅
章
と
い
う
若
年
の
二
人
に
も

本
説
と
し
て
扱
い
や
す
か
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒

な
お
︑﹃
仙
洞
歌
合
﹄
一
番
左
・
後
水
尾
院
の
﹁
冬
天
象
﹂
題
の
歌
に
つ
い

て
も
︑
判
者
の
実
条
は
漢
詩
の
趣
を
読
み
取
っ
て
い
る
︒
当
該
歌
は
︑

こ
れ
も
ま
た
し
ろ
き
を
み
れ
ば
ふ
く
る
夜
の

月
さ
え
わ
た
る
か
さ
ゝ
ぎ
の
は
し

で
あ
っ
た
︒﹁
か
さ
さ
ぎ
の
わ
た
せ
る
橋
に
お
く
し
も
の
し
ろ
き
を
み
れ
ば
夜

ぞ
ふ
け
に
け
る
﹂︵﹃
新
古
今
集
﹄
冬
・
大
伴
家
持
︶
を
本
歌
取
り
し
た
一
首
で

あ
る
︒
家
持
歌
は
︑
月
の
無
い
夜
に
霜
が
天
に
満
ち
た
様
を
﹁
白
き
﹂
と
し
た

も
の
だ
が⑬

︑
後
水
尾
院
は
そ
の
白
さ
を
冬
の
月
の
光
と
し
た
︒
月
光
と
霜
の
見

立
て
に
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
判
詞
に
は
︑

左
歌
︑
中
納
言
家
持
︑
わ
た
せ
る
橋
に
︑
と
よ
め
る
心
こ
と
葉
を
も
と
ゝ

す
る
の
み
な
ら
ず
︑
月
落
烏
鳴
霜
満
天
︑
と
い
へ
る
詩
の
こ
ゝ
ろ
も
を
の

づ
か
ら
こ
も
り
て
や
す
ら
か
に
聞
え
侍
り
ぬ
︒

と
あ
る
︒
後
水
尾
院
の
歌
に
つ
い
て
実
条
は
︑﹃
三
体
詩
﹄
巻
一
に
載
る
張
継

﹁
楓
橋
夜
泊
﹂
詩
の
第
一
句
﹁
月
落
烏
鳴
霜
満
天
﹂︵
月
落
ち
烏
鳴
い
て
霜
天
に

満
つ
︶
の
﹁
こ
ゝ
ろ
も
を
の
づ
か
ら
こ
も
﹂
っ
て
い
る
と
す
る
︒
後
水
尾
院
の

和
歌
に
実
景
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
月
光
の
み
で
あ
ろ
う
が
︑
本
歌
及
び

月
光
と
霜
の
見
立
て
よ
り
﹁
霜
満
天
﹂
の
風
情
も
感
じ
ら
れ
る
と
し
た
上
で
︑

﹁
や
す
ら
か
に
聞
え
侍
り
ぬ
﹂︑
す
な
わ
ち
平
穏
で
優
美
な
歌
体
で
あ
る
と
評
価

し
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
﹁
月
落
烏
鳴
霜
満
天
﹂
を
家
持
歌
の
趣
と
し
て
読
み
取

る
こ
と
は
︑
当
時
の
百
人
一
首
注
釈
書
で
も
常
で
あ
り
︑
こ
の
実
条
の
判
詞
も

そ
れ
に
倣
っ
た
も
の
で
は
あ
ろ
う
︒
と
は
い
え
︑
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
漢
詩

的
趣
向
を
汲
み
取
り
評
価
対
象
と
す
る
と
い
う
実
条
の
方
針
は
こ
こ
に
確
認
で

き
る
︒

ま
た
︑
実
条
は
四
番
右
の
自
ら
の
歌
︑

冬
き
て
は
な
を
影
さ
え
て
く
も
り
な
く

う
ご
か
ぬ
ほ
し
の
空
に
た
ゞ
し
き

に
つ
い
て
︑

右
哥
︑
故
事
あ
る
や
う
な
れ
ど
︑
余
り
理
過
て
い
や
し
く
聞
え
侍
る
︒

と
判
を
付
け
て
い
る
︒
歌
は
︑
天
子
を
不
動
の
北
極
星
に
見
立
て
︑
そ
れ
が
冴

え
渡
る
冬
の
空
で
い
よ
い
よ
曇
り
無
く
輝
く
︑
と
し
て
天
子
の
徳
政
を
讃
え
る

も
の
で
あ
る
︒﹁
故
事
あ
る
や
う
な
れ
ど
﹂
と
す
る
の
は
︑
自
ら
想
定
す
る
故

事
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
天
子
を
北
極
星
に
例
え
る
中
国
古
来
の
慣
例
を

指
し
て
い
っ
た
も
の
か
︑
あ
る
い
は
﹃
論
語
﹄
為
政
篇
﹁
子
曰
︑
為
政
以
徳
︑

譬
如
北
辰
居
其
所
︑
而
衆
星
共
之
﹂︵
子
曰
く
︑
政
を
為
す
に
徳
を
以
て
す
る

は
︑
譬
へ
ば
北
辰
の
其
の
所
に
居
て
︑
衆
星
の
之
に
共
す
る
が
如
し
︶
な
ど
を

後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用
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想
定
す
る
か
︒
そ
う
し
た
趣
向
を
取
り
入
れ
た
結
果
﹁

理

（
こ
と
わ
り
）

過
て
い
や
し
く

聞
え
﹂
る
と
評
価
し
て
自
歌
を
負
と
す
る
が
︑﹁
故
事
﹂
を
用
い
る
こ
と
自
体

は
む
し
ろ
効
果
的
な
措
辞
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
窺
え
る
︒

以
上
の
例
か
ら
︑﹃
仙
洞
歌
合
﹄
の
参
加
者
の
間
に
は
︑
漢
詩
句
や
故
事
を

取
り
入
れ
て
一
首
を
仕
立
て
よ
う
と
す
る
傾
向
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
三
条
西
実
教
述
・
正
親
町

実
豊
記
﹃
和
歌
聞
書
﹄
に
見
え
る
実
教
の
次
の
言
葉
が
納
得
さ
れ
る
︒

一
︑
重
陽
な
ど
の
通
題
の
時
な
ど
︑
大
ぜ
い
の
時
は
︑
何
ぞ
古
事
歟
︑
本

歌
な
ど
に
て
よ
ま
ね
ば
︑
大
ぜ
い
の
中
に
て
は
︑
歌
は
つ
き
り
と
せ
ぬ
物

也
︒
古
事
︑
本
歌
な
ど
も
な
く
︑
た
ゞ
の
歌
は
︑
し
や
う
〳
〵
よ
く
な
け

れ
ば
︑
大
勢
の
中
に
て
は
き
と
せ
ぬ
物
也
︒
本
歌
︑
古
事
等
な

（
マ
マ
）

ど
に
て
よ

む
が
よ
く
候
︒
唯
の
事
に
て
は
︑
何
ぞ
新

敷

（
あ
た
ら
し
き
）

こ
と
を
よ
ま
で
は
︑
は
き

と
せ
ず
候
︒

大
勢
の
詠
み
手
が
集
ま
る
時
に
は
︑
故
事
や
本
歌
を
用
い
趣
向
を
明
確
に
打

ち
出
し
て
一
首
を
仕
立
て
な
け
れ
ば
︑
他
者
の
歌
に
埋
も
れ
て
﹁
は
つ
き
り
と

せ
ぬ
﹂
歌
に
な
っ
て
し
ま
う
︑
と
い
う
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
漢
詩
句
や
故
事
を

取
っ
て
和
歌
を
詠
む
こ
と
は
︑
複
数
の
歌
の
中
で
一
首
を
際
立
た
せ
る
た
め
に

有
効
な
手
法
で
あ
っ
た
︒
実
教
の
こ
の
言
葉
は
実
践
的
な
教
え
と
な
る
も
の
で

あ
り
︑
同
様
の
こ
と
が
他
の
人
々
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
自
然

で
は
な
い
︒
詠
作
に
お
け
る
漢
籍
の
利
用
は
︑
他
者
と
の
差
別
化
が
必
要
と
さ

れ
る
場
面
で
と
り
わ
け
効
果
的
に
働
く
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

﹃
仙
洞
歌
合
﹄
に
は
そ
う
し
た
後
水
尾
院
歌
壇
の
志
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
︒

四
︑
歌
学
書
で
の
言
説

﹃
和
歌
聞
書
﹄
で
は
︑
後
水
尾
院
の
和
歌
に
つ
い
て
実
教
が
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
︒

一
︑
仙
洞
御
製
は
詞
の
う
つ
り
な
ど
の
能
を
詮
と
被
遊
な
り
︒
う
つ
り
を

詮
に
す
る
と
︑
又
つ
ゞ
け
い
で
も
読
も
あ
る
事
也
︒
畢
境

（
マ
マ
）文

字
に
て
書
時

は
︑
反
り
点
有
故
に
︑
つ
ゞ
け
い
で
も
不
苦
事
也
︒
日
本
の
こ
と
は
仮
名

本
な
る
ゆ
へ
に
︑
う
つ
り
の
つ
ゞ
け
様
の
能
が
よ
き
也
︒
御
せ
い
は
︑

た
ゞ
に
と
〳
〵
す
る
様
の
御
歌
也
︒
詩
な
ど
の
作
意
を
歌
に
被
取
替
な
ど

し
て
被
遊
故
に
︑
御
作
意
自
由
也
︒
然
れ
ば
詩
な
ど
は
よ
き
も
の
也
︒

後
水
尾
院
は
﹁
詞
の
う
つ
り
﹂
の
良
さ
を
詠
歌
の
際
に
重
視
し
て
お
り
︑
そ

の
御
製
は
﹁
に
と
〳
〵
﹂
す
る
と
実
教
は
言
う
︒﹁
う
つ
り
の
つ
ゞ
け
様
の
能よ
き

﹂

と
は
詞
続
き
の
美
し
さ
︑
特
に
一
首
の
な
だ
ら
か
な
連
続
性
を
意
味
し
て
い
る

と
見
ら
れ
︑﹁
に
と
〳
〵
﹂
と
い
う
の
は
一
首
の
中
で
語
同
士
が
縁
語
関
係
や

掛
詞
に
よ
っ
て
互
い
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
︑
そ
の
た
め
に
歯
切
れ

が
悪
く
鈍
重
な
様
を
実
教
が
評
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
語
同
士
の
緊
密
な
関
係

に
よ
る
一
首
の
仕
立
て
方
は
︑
実
教
に
と
っ
て
必
ず
し
も
秀
歌
の
条
件
と
は
な

後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用
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ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
︑
そ
こ
へ
﹁
詩
な
ど
の
作
為
を
歌
に
被
取
替
﹂
る
こ
と

で
︑
後
水
尾
院
は
﹁
御
作
意
自
由
﹂
で
あ
る
と
評
す
る
︒
伝
統
的
な
歌
語
の
み

で
は
精
彩
を
欠
く
こ
と
も
あ
ろ
う
が
︑
そ
こ
に
詩
の
表
現
を
取
り
込
む
こ
と
で

清
新
な
趣
向
を
実
現
で
き
る
と
い
う
の
が
実
教
の
見
解
で
あ
ろ
う
︒

第
二
章
で
見
た
よ
う
に
︑
後
水
尾
院
の
漢
詩
文
利
用
は
︑
伝
統
的
な
歌
語
と

し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
詞
が
漢
詩
文
に
見
ら
れ
た
場
合
に
︑
そ
れ
を
積
極
的
に

和
歌
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
院
が
意
欲
的
で
あ
っ
た
こ
と
で
実
現
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
伝
統
的
な
和
歌
の
語
彙
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
︑
新

た
な
趣
向
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
︑
こ
の
よ
う
に
漢
詩
文
の
世
界
を
取
り
入

れ
る
こ
と
に
は
十
分
な
効
果
が
期
待
で
き
る
︒
熟
練
し
た
和
歌
の
技
術
と
広
範

な
漢
詩
文
の
知
識
の
双
方
を
持
つ
院
に
と
っ
て
は
効
果
的
な
作
歌
方
法
で
あ
り
︑

そ
れ
は
廷
臣
達
に
と
っ
て
も
目
指
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
︒

後
水
尾
院
の
詩
学
の
幅
の
広
さ
は
次
の
逸
話
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
︒

一
︑
い
か
程
功
者
に
て
も
漢
学
な
け
れ
ば
歌
は
あ
し
き
也
︒
法
皇
に
は
諸

事
御
忘
被
成
て
︑
御
添
削
に
も
不
審
に
存
候
所
有
之
ば
再
三
申
上
よ
と
被

仰
候
へ
ど
も
︑
六
経
詩
文
語
録
之
類
ま
で
能
御
覚
被
遊
て
毎
度
出
る
と
被

仰
て

︵
飛
鳥
井
雅
章
述
・
心
月
亭
孝
賀
記
﹃
尊
師
聞
書
﹄)

後
水
尾
院
︵
法
皇
︶
は
様
々
な
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
い
︵
老

体
の
た
め
か
︶︑
和
歌
を
添
削
す
る
場
合
で
も
﹁
不
審
に
思
う
所
が
あ
れ
ば
何

度
で
も
言
う
よ
う
に
﹂︑
つ
ま
り
本
説
を
用
い
て
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
に
気
付

か
な
い
ま
ま
後
水
尾
院
が
添
削
を
加
え
る
こ
と
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
指
摘
す
る
よ

う
に
︑
と
添
削
を
行
う
相
手
に
言
っ
て
い
た
も
の
の
︑
実
際
に
は
六
経
︵
詩

経
・
書
経
・
易
経
・
春
秋
・
礼
記
・
楽
経
︶
や
種
々
の
詩
文
︑
さ
ら
に
は
儒
者

や
僧
侶
の
言
葉
を
記
録
し
た
語
録
の
類
い
ま
で
も
よ
く
覚
え
て
い
た
と
い
う
︒

こ
れ
ら
は
普
段
の
学
習
に
加
え
︑
詩
作
や
和
漢
聯
句
と
い
っ
た
文
事
に
関
わ
る

こ
と
で
身
に
つ
い
た
も
の
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
漢
詩
文
の
素
養
の
う
ち
︑
ど
こ
ま
で
が
歌
材
と
し
て
許
さ
れ
る
の

か
︒﹃
麓
木
鈔
﹄
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
︒

本
説
゛

と
に
ご
る
也る

事
︑
何
に
て
も
あ
れ
︑
随
分
ち
か
ら
し
だ
い
に
と
る
事
也
︒
と

り
付
た
る
︑
と
り
付
ぬ
︑
な
ど
云
事
は
な
し
︒
よ
く
と
れ
ば
何
に
て
も
よ

し
︑
わ
ろ
く
と
れ
ば
何
に
て
も
わ
ろ
し
︒

漢
詩
文
は
︑
各
々
の
力
量
次
第
で
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
本
説
に
取
っ
て
良

く
︑
歌
の
本
説
に
取
る
の
に
適
不
適
は
無
い
と
い
う
︒
後
水
尾
院
に
は
そ
れ
だ

け
の
力
量
が
具
わ
り
︑
ま
た
実
際
の
詠
作
を
通
し
て
得
た
自
信
も
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
︒
た
だ
し
﹁
よ
く
と
れ
ば
何
に
て
も
よ
し
︑
わ
ろ
く
と
れ
ば
何
に
て
も
わ

ろ
し
﹂
と
も
言
う
︒
﹃
麓
木
鈔
﹄
で
は
直
後
に
次
の
記
述
が
続
く
︒︵
引
用
文
中

の
漢
詩
句
の
本
文
は
い
ず
れ
も
マ
マ
︶

淵
明
が
﹁
菊
把
◦東

籬
下

悠
然
視
南
山
﹂
と
い
ふ
句
に
て
︑

も
ろ
こ
し
の
南
の
山
ぞ
お
も
は
る
ゝ
籬
の
菊
の
咲
し
色
か
に

言
緒

（
山
科
）

が
哥
也
︒
か
や
う
な
る
が
こ
と
の
外
わ
ろ
き
也
︒
陸
放
翁
が
﹁
何
時

後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用
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可
化
身
千
億

一
樹
梅
花
一
放
翁
﹂
に
て
︑

︵
一
行
空
白
︶

後
柏
原
院
御
製
也
︒
是
や
う
な
る
が
よ
し
︒
故
事
を
此
や
う
に
そ
の
ま
ゝ

と
り
た
る
︑
何
程
も
あ
り
︒

一
つ
目
の
例
に
挙
げ
ら
れ
た
山
科
言
緒
の
﹁
も
ろ
こ
し
の
﹂
の
歌
は
︑
陶
淵
明

﹁
飲
酒
﹂
其
五
の
著
名
な
句
﹁
采
菊
東
籬
下

悠
然
見
南
山
﹂︵
菊
を
采
る
東
籬

の
下
︑
悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る
︶
を
本
説
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
だ
が
︑

﹁
こ
と
の
外
わ
ろ
き
﹂
例
と
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
そ
の
後
に
挙
げ
ら
れ
た
陸

放
翁
︵
陸
游
︶﹁
梅
花
絶
句
﹂
中
の
句
﹁
何
方
可
化
身
千
億

一
樹
梅
花
一
放

翁
﹂︵
何
れ
の
方
に
か
身
を
千
億
に
化
す
べ
け
ん
や
︑
一
樹
の
梅
花
一
放
翁
︶

の
本
説
を
用
い
た
と
い
う
後
柏
原
院
の
歌
は
︑
後
補
を
期
し
た
ま
ま
空
白
と
な

っ
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
補
う
べ
き
歌
と
し
て
﹃
柏
玉
集
﹄
に
﹁
梅
﹂
題
で

梅
花
お
も
ふ
あ
ま
り
に
身
を
分
け
て
一
樹
ご
と
に
と
み
し
も
こ
そ
あ
れ

︵
一
六
一
)

の
歌
が
見
つ
か
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
﹁
是
や
う
な
る
が
よ
し
﹂
と
あ
り
︑
良

い
手
本
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
︒

二
首
を
比
べ
て
み
る
と
︑
言
緒
の
歌
は
︑
籬
で
咲
い
た
菊
の
色
香
を
き
っ
か

け
に
︑
陶
淵
明
が
詠
ん
だ
そ
の
﹁
南
山
﹂
に
思
い
を
馳
せ
る
︑
と
す
る
も
の
で

あ
る
︒
一
方
後
柏
原
院
の
歌
は
︑﹁
梅
の
花
の
風
情
を
慕
う
あ
ま
り
に
︑
我
が

身
を
分
け
て
木
ご
と
に
一
人
ず
つ
我
が
身
を
置
き
た
い
﹂
と
考
え
た
人
も
い
た

の
で
あ
っ
た⑭

︑
と
陸
游
の
詩
に
言
及
す
る
︒
漢
詩
句
を
引
き
合
い
に
出
し
て
そ

れ
に
共
感
す
る
こ
と
で
︑
眼
前
の
景
色
の
風
情
を
捉
え
よ
う
と
す
る
点
は
両
歌

に
共
通
す
る
︒
言
緒
の
歌
が
﹁
こ
と
の
外
わ
ろ
き
﹂
と
さ
れ
た
の
は
︑
主
題
で

あ
る
菊
花
の
風
情
を
歌
い
上
げ
る
上
で
︑
漢
詩
句
を
取
っ
た
こ
と
が
効
果
的
に

働
い
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
︒
特
に
上
の
句
﹁
も
ろ
こ
し
の
南
の
山
ぞ
お

も
は
る
ゝ
﹂
は
こ
と
さ
ら
に
典
拠
の
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
ば
か
り
で
あ
る
︒

眼
前
の
花
を
深
く
賞
翫
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
︑
後
柏
原
院
の
歌
と
比
べ
て
希

薄
で
あ
ろ
う
︒
後
柏
原
院
の
歌
で
は
︑
梅
花
を
愛
で
る
こ
と
で
ま
さ
に
陸
游
と

同
じ
思
い
に
行
き
着
い
た
と
い
う
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
詠
歌

内
容
の
主
眼
は
梅
花
か
ら
逸
れ
る
こ
と
が
な
い
︒
先
に
見
た
﹃
麓
木
鈔
﹄
で
は

﹁
無
理
に
と
る
は
わ
ろ
し
︒
自
然
に
出
来
を
と
る
也
﹂
と
あ
っ
た
︒
こ
の
言
葉

は
︑
詞
の
上
で
無
理
が
な
い
よ
う
に
す
る
と
共
に
︑
本
説
を
用
い
る
こ
と
に
気

を
取
ら
れ
て
和
歌
の
主
題
か
ら
逸
れ
る
︑
あ
る
い
は
主
題
を
詠
み
落
と
す
と
い

っ
た
こ
と
を
戒
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
言
緒
と
後
柏
原
院
の
例
も
こ
う
し
た
本

説
取
り
の
要
点
を
示
そ
う
と
し
て
引
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か⑮

︒な
お
︑
当
時
の
歌
学
書
の
記
述
に
は
︑

一
︑
述
懐

年
月
は
よ
そ
に
み
て
の
み
過
し
か
ど
き
の
ふ
の
木
こ
そ
身
の
た
ぐ
ひ
な

れ

後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用
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是
は
荘
子
の
故
事
に
て
よ
み
た
る
歌
也
︒

︵﹃
尊
師
聞
書
﹄)

の
よ
う
に
︑
古
歌
の
本
説
を
説
明
す
る
も
の⑯

や
︑

其
序
に
御
法
楽
の
題
に
︑

行
路
春
草

き
の
ふ
か
も
雪
に
跡
み
し
野
べ
に
来
て
け
ふ
青
き
ふ
む
草
も
め
づ
ら
し

是
︑
踏
青
の
故
事
也
︒

︵
中
院
通
茂
述
・
松
井
幸
隆
記
﹃
渓
雲
問
答
﹄)

の
よ
う
に
︑
当
時
詠
ま
れ
た
和
歌
の
本
説
を
説
明
す
る
も
の⑰

が
し
ば
し
ば
見
受

け
ら
れ
る
︒
そ
も
そ
も
本
説
の
典
拠
は
︑
時
に
そ
れ
と
理
解
さ
れ
な
い
場
合
も

少
な
く
な
い
︒

一
︑
逍
遙
院

（
三
条
西
実
隆
）

は
︑
古
事
な
ど
に
て
よ
ま
れ
た
る
歌
に
は
︑
此
古
事
に
て
よ

み
た
る
と
云
事
を
頭
書
の
ご
と
く
に
書
て
被
置
た
る
也
︒
子
孫
を
愚
に
見

ら
れ
た
る
故
也
︒
そ
れ
が
子
孫
の
重
宝
也
︒

︵﹃
和
歌
聞
書
﹄)

と
い
う
よ
う
に
︑
自
ら
典
拠
を
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
詠
作
意
図
が
他
者
に
理

解
さ
れ
な
い
恐
れ
も
あ
る
︒
日
々
の
歌
道
教
育
の
中
で
︑
師
か
ら
弟
子
へ
解
説

が
な
さ
れ
る
こ
と
は
︑
単
に
そ
の
和
歌
の
意
味
や
詠
作
意
図
の
理
解
を
助
け
る

の
み
な
ら
ず
︑
ど
の
よ
う
な
本
説
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
用
い
る
べ
き
か
と
い

う
実
践
上
の
指
導
に
も
な
る
︒
む
し
ろ
︑﹃
詠
歌
大
概
﹄
な
ど
で
そ
の
具
体
的

な
規
則
が
示
さ
れ
た
本
歌
取
り
と
は
異
な
り
︑
漢
籍
の
本
説
取
り
は
効
果
的
な

指
導
方
法
が
考
案
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
毎
度
具
体
的
な
歌
例
を
示
し
て
教
育
の
材

料
と
す
る
の
が
常
だ
っ
た
︒
歌
学
書
の
記
述
は
︑
そ
う
し
た
歌
道
教
育
の
在
り

方
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
る
︒

五
︑
終
わ
り
に

後
水
尾
院
歌
壇
に
お
い
て
︑
漢
詩
句
や
漢
故
事
を
用
い
た
本
説
取
り
は
重
要

な
詠
作
技
術
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
︒
一
定
の
修
練
が
必
要
に
は
な

る
が
︑
一
首
を
構
成
す
る
際
の
柱
と
し
て
清
新
な
趣
向
を
打
ち
出
し
︑
複
数
人

で
和
歌
を
詠
み
合
う
場
に
お
い
て
も
他
者
と
の
差
別
化
が
容
易
に
行
え
る
と
い

う
点
は
︑
彼
ら
の
詠
歌
活
動
の
中
で
効
果
的
に
働
く
場
合
が
あ
る
︒
実
際
に
後

水
尾
院
を
は
じ
め
︑
廷
臣
達
に
も
そ
う
し
た
意
識
は
浸
透
し
て
お
り
︑
彼
ら
の

和
歌
作
品
の
中
に
も
多
く
の
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
︒

今
後
も
更
に
多
く
の
歌
例
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
︑
歌
壇
全
体
で
実
際
に

は
ど
れ
ほ
ど
の
範
囲
の
漢
籍
が
本
説
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
︑
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
漢
詩
句
を
和
語
化
し
︑
一
首
の
和
歌
へ
と
取
り
込
ん
で

い
た
の
か
︑
と
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う
︒
加
え
て
︑
彼
ら
が

作
成
し
た
漢
詩
や
和
漢
聯
句
な
ど
の
近
接
す
る
文
芸
と
の
関
連
を
見
る
こ
と
で
︑

よ
り
広
く
漢
籍
受
容
の
様
相
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
以
上
を
今

後
の
課
題
と
し
た
い
︒

※
特
記
し
な
い
限
り
︑
和
歌
及
び
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
の
本
文
と
歌
番
号
は
﹃
新

編
国
歌
大
観
﹄
に
よ
る
︒
ま
た
歌
学
書
﹃
和
歌
秘
決
﹄﹃
和
歌
聞
書
﹄
﹃
尊
師

後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用
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聞
書
﹄﹃
渓
雲
問
答
﹄
の
本
文
は
﹃
近
世
歌
学
集
成

上
﹄︵
明
治
書
院
︑
一

九
九
七
年
︶
に
よ
る
︒

注①

以
下
︑﹃
麓
木
鈔
﹄
本
文
は
宮
内
庁
図
書
寮
が
一
九
四
七
年
に
刊
行
し
た
複
製
に

よ
る
︒

②

小
山
順
子
氏
﹁
西
行
和
歌
の
こ
と
ば
と
漢
文
訓
読
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
九
十
五

巻
十
一
号
︑
二
〇
一
八
年
一
一
月
︶
に
歌
語
と
し
て
の
﹁
た
た
む
﹂
に
関
す
る
考
察

が
あ
る
︒

③

﹃
私
家
集
大
成
�
︵
上
︶
中
世
Ⅴ
上
﹄︵
明
治
書
院
︑
一
九
七
六
年
︶
に
よ
る
︒

④

﹃
新
釈
漢
文
大
系
九

古
文
真
宝
︵
前
集
︶
上
﹄︵
明
治
書
院
︑
一
九
六
七
年
︶
に

よ
る
︒

⑤

以
下
︑
杜
詩
の
本
文
︑
解
釈
等
に
つ
い
て
は
下
定
雅
弘
・
松
原
朗
編
﹃
杜
甫
全
詩

訳
注
︵
一
)︱
(四
︶﹄︵
講
談
社
︑
二
〇
一
六
年
︶
を
参
考
に
し
た
︒

⑥

杜
詩
に
関
す
る
記
述
は
黒
川
洋
一
氏
﹃
杜
甫
の
研
究
﹄︵
創
文
社
︑
一
九
七
七
年
︶

第
五
章
・
一
﹁
日
本
に
お
け
る
杜
詩
享
受
の
歴
史
﹂︵
初
出
︑
岩
波
文
庫
﹃
杜
詩
﹄

第
八
冊
︑
一
九
六
六
年
︶
を
参
照
し
た
︒
な
お
︑﹃
実
隆
公
記
﹄
の
記
事
中
に
見
え

る
﹁
批
点
詩
﹂
は
︑﹃
集
千
家
註
分
類
杜
工
部
詩
﹄
に
宋
の
劉
辰
翁
が
評
言
を
加
え

た
﹃
集
千
家
註
批
点
杜
工
部
詩
集
﹄
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
も
室
町
時
代
に
五
山
版
と
し

て
覆
刻
さ
れ
て
い
る
︒

⑦

﹁
天
香
久
山
ノ
春
ノ
中
ハ
︑
霞
ノ
衣
ニ
掩
ハ
レ
タ
ル
モ
︑
春
過
テ
霞
散
ジ
テ
︑
夏

来
テ
山
ノ
明
白
ナ
ル
ヲ
︑
更
衣
ノ
白
重
ニ
ミ
タ
テ
ラ
レ
タ
ル
心
ナ
レ
バ
︑
春
過
テ
ノ

句
ニ
テ
夏
ノ
山
ノ
明
白
ナ
ル
心
︑
一
入
聞
ユ
ル
歟
﹂︵
陽
明
文
庫
蔵
﹃
百
人
一
首
抄
﹄

︵﹃
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊
六

後
水
尾
天
皇
百
人
一
首
抄
﹄︵
和
泉
書
院
︑
一
九
九

四
年
︶
の
翻
刻
に
よ
る
︶︒

⑧

大
谷
俊
太
氏
﹁
翻
刻

近
衞
信
尋
自
筆
﹃
新
一
人
三
臣
和
歌
﹄﹂︵
﹃
国
文
論
藻
﹄

一
二
号
︑
二
〇
一
三
年
三
月
︶
に
翻
刻
が
あ
る
︒

⑨

﹃
仙
洞
歌
合
﹄
に
つ
い
て
は
高
梨
素
子
氏
﹁
寛
永
十
六
年
歌
合
の
一
記
録

︱
執

筆
の
目
的
と
和
歌
奉
行
の
仕
事
﹂︵﹃
い
わ
き
明
星
大
学
人
文
学
部
研
究
紀
要
﹄
二
七

号
︑
二
〇
一
四
年
三
月
︶
の
論
考
及
び
関
連
資
料
の
翻
刻
が
あ
る
︒

⑩

本
文
に
は
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
寛
永
十
八
年
板
本
︵
ナ
二
︱
三
七
〇
︶
を
使
用

し
た
︒
た
だ
し
詠
者
名
の
振
り
仮
名
は
省
い
た
︒

⑪

た
だ
し
﹁
宮
線
を
添
ふ
﹂
と
し
て
﹃
増
山
の
井
﹄
等
の
季
寄
せ
に
見
え
る
︒

⑫

後
水
尾
院
に
は
他
に
も
﹃
後
水
尾
院
御
集
﹄
五
四
三
︑
六
一
四
︑
九
六
七
︑
一
二

六
三
な
ど
の
例
が
あ
り
︑
い
ず
れ
も
鈴
木
氏
が
前
掲
注
釈
書
に
お
い
て
典
拠
に
順
の

詩
を
指
摘
す
る
︒
後
水
尾
院
が
好
ん
で
用
い
た
典
拠
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

⑬

後
水
尾
院
が
百
人
一
首
の
講
義
を
行
う
際
に
作
成
し
た
手
控
え
に
は
﹁
祇
注
云

︵
中
略
︶
此
歌
ノ
心
ハ
︑
冬
フ
カ
ク
ナ
リ
テ
︑
月
モ
無
雲
モ
晴
タ
ル
夜
︑
霜
ハ
天
ニ

満
テ
沍
ニ
寒
タ
ル
深
夜
ナ
ト
ニ
起
出
テ
︑
此
歌
ヲ
思
ハ
ヽ
感
情
限
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
﹂

︵
⑦
前
掲
書
︶
と
あ
る
︒

⑭

﹁
も
ぞ
﹂﹁
も
こ
そ
﹂
が
危
惧
の
念
を
含
ま
ず
に
用
い
ら
れ
る
例
に
つ
い
て
は
大
石

真
由
香
氏
﹁
近
代
短
歌
に
お
け
る
﹁
も
こ
そ
﹂
考
︵
三
︶

︱
前
登
志
夫
﹁
戀
ひ
も

こ
そ
す
れ
﹂
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂
︵﹃
ヤ
マ
マ
ユ
﹄
五
三
号
︑
二
〇
一
九
年
四

月
︶
に
言
及
が
あ
る
︒

⑮

﹁
初
学
抄
に
︑
歌
を
よ
ま
ん
に
は
先
題
を
よ
く
思
ひ
と
き
得
べ
し
と
あ
り
︒
詠
歌

一
体
に
も
題
を
よ
く
〳
〵
心
得
と
く
べ
き
事
と
の
せ
ら
れ
た
り
︒
又
愚
問
賢
註
に
︑

歌
は
題
の
心
を
得
て
よ
む
べ
し
と
云
々
︒
こ
れ
ら
を
も
て
思
ふ
に
︑
題
に
む
か
ひ
て

歌
を
よ
ま
ん
に
︑
其
題
を
我
心
に
能
心
得
ず
し
て
は
︑
詠
出
す
歌
の
道
理
も
そ
む
け

侍
る
べ
し
︒
然
ら
ば
題
を
あ
や
ま
ら
ざ
る
や
う
に
弁
へ
知
た
き
事
也
﹂︵
﹃
渓
雲
問

答
﹄︶
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
︑
題
の
本
意
を
詠
み
落
と
さ
な
い
こ
と
は
歌
を
成
立
さ

せ
る
上
で
基
本
と
な
る
要
素
で
あ
っ
た
︒

後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用

二
〇
九



⑯

和
歌
は
﹃
亀
山
殿
七
百
首
﹄﹁
寄
木
述
懐
﹂
題
︑
作
者
は
吉
田
隆
長
︒﹃
題
林
愚

抄
﹄
巻
二
一
雑
部
︑﹃
類
題
和
歌
集
﹄
巻
二
九
雑
六
に
も
載
る
︒﹁
荘
子
の
故
事
﹂
と

は
﹃
荘
子
﹄
山
木
篇
︑﹁
弟
子
問
於
荘
子
曰
︑
昨
日
山
中
之
木
︑
以
不
材
得
終
其
天

年
﹂︵
弟
子
荘
子
に
問
ひ
て
曰
く
︑
昨
日
山
中
の
木
は
︑
不
材
を
以
て
其
の
天
年
を

終
ふ
る
を
得
︶
を
指
す
︒

⑰

和
歌
は
通
茂
が
宝
永
六
年
正
月
十
四
日
仙
洞
月
次
祇
園
社
法
楽
和
歌
御
会
に
詠
進

し
た
自
歌
︒﹁
踏
青
の
故
事
﹂
と
は
春
に
野
山
を
逍
遙
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
漢
語

﹁
踏
青
﹂
の
こ
と
を
い
う
︒

︹
付
記
︺

本
稿
は
︑
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
基
盤
研
究
🄑
︑
課
題
番
号

1
7
H
0
2
3
0
9︑

研
究
代
表
者
長
谷
川
千
尋
︶
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用

二
一
〇


