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『雲玉和歌抄』の謡曲受容

ー「雪鬼」「杜若」「芭蕉」を通してー

Acceptance from Noh song to the Ungyoku-Waka-Sho; Through the consideration 
of Yukioni, Kakitsubata and basho.

NIKAI Kenji

二階　健次

（1）

The Ungyoku-Waka-Sho is a collection of waka poems compiled in 1514 by a poet of un-
known origin called Noso-Junso in Motosakura, Shimousa Province. 

Of the approximately 580 waka poems in theare included, but approximately 200 are private-
ly selected waka poems. This anthology has a strong connection with Noh song. Therefore, this 
paper take up Yukioni, Kakitsubata, and Basho, and considers their acceptance of the Ungyoku-Wa-
ka-Sho. 

Yukioni is an abandoned Noh song that seems to be made by Konparu-Zenchiku, but its out-
line can be seen in the Ungyoku-Waka-Sho. This is a good example of how the Ungyoku-Waka-Sho 
shows the influence of waka poems. The theme is the legend of Ariwara-no-Narihira, which is 
related to Yukionna in Katano. Both Kakitsubata and Basho are made by Konparu-Zenchiku. Ka-
kitsubata is based on the Ise-Monogatari and is strongly influenced by the old notes of it.

In other words, the Ungyoku-Waka-Sho is also an attempt at a new creativity based on a dif-
ferent the old note. The main theme of Basho is Basho-no-yabure, and the historical fact that Ota-
Dokan died sideways can be seen from the friendship of Noso-Junso in the Ungyoku-Waka-Sho.

From these cases of three Noh-songs have a common theme of "all things have the Buddha 
nature" which is the teaching of the Lotus Sutra.

The source is the phenomenon caused by water.
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一
　
は
じ
め
に

　

衲の
う
そ
う
じ
ゅ
ん

叟
馴
窓そ
う

が
、
下
総
国
の
本も
と
さ
く
ら

佐
倉
城
主
・
千
葉
勝か
つ

胤た
ね

の
下
命
を
受
け
、
歌
集

﹃
雲う

ん
ぎ
ょ
く玉
和
歌
抄
﹄︵
以
下
、﹃
雲
玉
抄
﹄
と
い
う
。︶
を
編
纂
し
た
の
は
、
京
都
大

学
本
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
永
正
十
一
年
︵
一
五
一
四
︶
四
月
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。

伝
本
は
ほ
ぼ
一
系
統
な
の
で
、
本
稿
は
﹃
新
編
国
歌
大
観
第
八
巻
私
家
集
編
Ⅳ
﹄

所
収
の
神
宮
文
庫
蔵
本
を
利
用
す
る
︵
注
1
︶。﹃
雲
玉
抄
﹄
は
、
約
五
八
〇
首
の

歌
が
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
約
二
〇
〇
首
が
自
詠
歌
と
い
う
私
撰
集
で
あ
る
。
し

か
し
、そ
の
内
容
は
、万
葉
歌
人
か
ら
同
時
代
の
武
家
歌
人
の
詠
歌
を
含
み
、物
語
、

軍
記
物
、
説
話
、
伝
承
な
ど
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
の
言
説
を
取
り
込
み
、
自
歌

創
作
の
た
め
に
利
用
す
る
と
い
う
中
世
和
歌
の
特
質
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
﹁
謡
曲
﹂
も
そ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。﹃
雲
玉
抄
﹄
の
歌

語
と
詞
章
が
共
通
す
る
謡
曲
は
﹁
阿あ

こ
ぎ漕
、
安
達
ケ
原
、
海あ

ま士
、
井
筒
、
善う

と知
鳥う

、

杜か
き
つ
ば
た若
、
葛か
ず
ら
ぎ城
、
加
茂
、
昭し
ょ
う

君く
ん

、
西
行
桜
、
桜
川
、
志
賀
、
当た
い
ま麻
、
龍
田
、
軒の
き
ば端

梅う
め

、
芭
蕉
、
松
風
、
三
井
寺
、
山や
ま
ん
ば姥
、
雪ゆ
き

鬼お
に

﹂
の
二
十
曲
に
及
ぶ
。
こ
の
う
ち
、﹃
雲

玉
抄
﹄
研
究
で
注
目
さ
れ
る
ツ
ー
ル
の
一
つ
で
あ
る
﹃
謡
曲
拾
葉
抄
﹄︵
注
2
︶

が
﹃
雲
玉
抄
﹄
を
謡
曲
詞
章
の
解
説
に
引
用
し
て
い
る
も
の
は
﹁
阿
漕
、
善
知
鳥
、

杜
若
、
葛
城
、
西
行
桜
、
桜
川
、
志
賀
、
当
麻
、
龍
田
、
軒
端
梅
、
松
風
、
三
井

寺
、
山
姥
﹂
の
十
三
曲
で
あ
る
。
こ
の
数
は
﹃
雲
玉
抄
﹄
と
い
う
中
世
歌
集
の
成

立
要
件
に
謡
曲
と
の
深
い
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

先
行
研
究
で
﹁
雲
玉
抄
と
謡
曲
﹂
を
論
じ
た
も
の
は
、
佐
々
木
雷
太
氏
に
二
本

︵
注
3
︶
み
ら
れ
る
が
、﹁
西
行
桜
﹂﹁
当
麻
﹂﹁
井
筒
﹂﹁
昭
君
﹂
を
取
り
上
げ
、﹃
雲

玉
抄
﹄の
七
六
番
歌
が﹁
西
行
桜
﹂を
、同
三
三
一
・
三
三
二
番
歌
と
そ
の
詞
書
が﹁
当

麻
﹂
を
本
歌
と
し
て
い
る
と
論
じ
、
謡
曲
を
和
歌
の
本
歌
に
位
置
付
け
る
可
能
性

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
室
町
中
・
後
期
に
お
い
て
謡
曲
を
本
歌
と
し
て
創
作
す

る
こ
と
は
、
決
し
て
特
殊
な
行
為
で
は
な
く
、
あ
り
得
べ
き
選
択
肢
の
一
つ
な
の

で
あ
る
。﹃
雲
玉
抄
﹄
の
﹁
序
﹂
に

近さ
い
つ
こ
ろ曾
万
葉
由ゆ

あ阿
み
と
て
詞
林
最
要
を
か
き
六
花
を
あ
つ
め
て
定
家
為
家
の

あ
と
を
け
が
せ
し
か
ど
も
、
そ
の
詠
歌
と
て
一
首
も
見
え
ず
、････

多
才

と
見
え
て
わ
が
も
の
な
し

と
あ
る
。
由
阿
弥
は
立
派
な
万
葉
研
究
を
残
し
た
が
、
自
詠
歌
は
一
首
も
な
い
と

批
判
し
て
い
る
。
衲
叟
に
と
っ
て
、
謡
曲
か
ら
歌
を
解
釈
す
る
こ
と
は
す
べ
て
新

た
な
自
作
の
た
め
に
行
う
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、﹃
雲
玉
抄
﹄
に
関
わ

る
謡
曲
の
う
ち
、ま
だ
先
行
研
究
が
未
着
手
と
な
っ
て
い
る
﹁
雪
鬼
﹂﹁
杜
若
﹂﹁
芭

蕉
﹂
を
取
り
上
げ
、
衲
叟
は
こ
れ
ら
の
謡
曲
を
ど
の
よ
う
に
﹃
雲
玉
抄
﹄
に
採
り

込
み
、
自
己
創
作
に
結
び
つ
け
た
か
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
三
曲
に
共
通
す

る
主
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
　
謡
曲
「
雪
鬼
」︵
注
4
︶
の
受
容

　
﹁
雪
女
﹂
に
纏
わ
る
伝
説
は
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
﹃
怪
談
﹄
が
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
雪
の
降
る
夜
、
白
い
衣
を
着
た
女
の
姿
で
現
れ
る
雪
の
精
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
精
霊
の
登
場
す
る
謡
曲
が
﹁
雪
鬼
﹂
で
あ
る
。
謡
曲
が
扱
う
季

節
は
春
秋
の
場
合
が
多
く
、
本
曲
の
よ
う
に
冬
で
あ
る
の
は
珍
し
い
が
︵
注
5
︶、

冬
と
い
っ
て
も
厳
冬
期
で
は
な
く
春
は
す
ぐ
そ
こ
ま
で
来
て
い
る
頃
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
曲
は
す
で
に
廃
絶
曲
と
な
っ
た
も
の
だ
が
、﹃
雲
玉
抄
﹄
に
本
曲
に
関

わ
る
説
話
が
掲
載
さ
れ
て
注
目
さ
れ
る
。

目
　
次

一　

は
じ
め
に

二　

謡
曲
﹁
雪
鬼
﹂
の
受
容

三　

謡
曲
﹁
杜
若
﹂
の
受
容

四　

謡
曲
﹁
芭
蕉
﹂
の
受
容

五　

お
わ
り
に
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業
平
朝
臣
の
歌
に　

わ
け
つ
つ
や
雪
の
か
た
の
の
夕
暮
に
ぬ
れ
ぬ
宿
か
す
人
し
な
き
か
な
︵
313
︶

か
く
よ
み
給
ひ
し
に
、
ひ
と
り
の
女
き
た
り
て

春
ま
で
の
ち
ぎ
り
は
露
も
し
ら
雪
の
ぬ
れ
ぬ
や
ど
り
を
か
り
の
身
に
し
て︵
314
︶

一
夜
ち
ぎ
り
て
と
も
な
ひ
か
へ
り
し
に
、
程
な
く
消
失
せ
ぬ
、
雪
の
せ

い
と
か
や

　

こ
の
三
一
一
三
番
歌
は
﹃
詞
花
集
﹄﹁
冬
部
﹂
一
五
二
番
歌
︵
注
6
︶
藤
原
長

能
の
和
歌
を
引
用
し
て
い
る
。

　
　
　
　

鷹
狩
を
よ
め
る

あ
ら
れ
ふ
る
か
た
の
の
み
の
の
か
り
ご
ろ
も
ぬ
れ
ぬ
や
ど
か
す
人
し
な
け
れ

は
︵
長
能
歌
︶

　

こ
の
歌
を
受
け
て
衲
叟
の
自
詠
歌
三
一
四
番
は
創
作
さ
れ
、
全
体
を
﹁
雪
女
﹂

の
説
話
に
創
作
し
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
長
能
歌
の
初
句
は
﹁
あ
ら
れ
ふ

る
﹂
で
、
降
っ
て
い
る
の
は
霰
だ
が
、
衲
叟
の
引
歌
で
は
﹁
雪
の
か
た
の
﹂
と
雪

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
も
あ
る
。
こ
の
長
能
歌
は
﹃
俊
頼
髄
脳
﹄︵
注
7
︶

に
引
用
が
あ
る
。そ
こ
に
は
こ
の
天
候
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
。概
説
す
る
と
、﹁
鷹

狩
﹂
を
題
に
、
藤
原
長
能
と
源
道
済
の
二
人
の
詠
ん
だ
歌
が
共
に
上
手
だ
っ
た
の

で
評
判
に
な
っ
た
。
長
能
歌
に
対
し
、
道
済
歌
は

ぬ
れ
ぬ
れ
も
な
ほ
か
り
ゆ
か
む
は
し
鷹
の
う
は
げ
の
雪
を
う
ち
は
ら
ひ
つ
つ

︵
道
済
歌
︶

　

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
互
い
に
勝
を
譲
ら
な
い
の
で
、
四
条
大
納
言
の
藤
原

公
任
に
判
を
求
め
た
と
こ
ろ
公
任
は
次
の
よ
う
に
判
じ
た
。
長
能
歌
は

も
ろ
も
ろ
の
ひ
が
事
の
あ
る
な
り
。
鷹
狩
は
雨
の
降
ら
む
ば
か
り
に
ぞ
、
え

せ
で
と
ど
ま
る
べ
き
。
霰
の
降
ら
む
に
よ
り
て
、
宿
か
り
て
と
ま
ら
む
は
、

あ
や
し
き
事
な
り
。
霰
な
ど
は
、
さ
ま
で
か
り
ご
ろ
も
な
ど
の
、
ぬ
れ
通
り

て
惜
し
き
程
に
は
あ
ら
じ

　

即
ち
、
鷹
狩
と
い
う
も
の
は
、
来
雨
だ
か
ら
と
い
っ
て
止
め
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
し
て
霰
で
宿
を
借
り
る
ほ
ど
濡
れ
そ
ぼ
つ
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
、
理
屈
が
あ
わ

な
い
と
し
て
い
る
。
一
方
、
道
済
歌
は
、
濡
れ
な
が
ら
も
一
層
、
狩
り
を
し
よ
う

と
い
う
鷹
狩
り
本
来
の
姿
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
道
済
歌
を
勝
と
し
た
、

と
云
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
霰
と
雪
と
い
う
景
物
の
捉
え
方
が
勝
敗
を
分
け
た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
言
説
を
踏
ま
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
衲
叟
は
﹁
あ
ら
れ
ふ
る
﹂
を
や
め
て
、

﹁
雪
の
か
た
の
﹂
に
変
え
て
、﹃
雲
玉
抄
﹄
に
収
録
し
た
と
思
わ
れ
る
。
霰
よ
り
雪

の
方
が
想
像
を
掻
き
立
て
や
す
い
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
古
歌

を
無
条
件
に
引
き
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
衲
叟
が
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
歌
論
書
を
踏

ま
え
て
、
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
に
沿
っ
て
歌
を
変
換
し
て
引
用
す
る
技
量
を
み
せ
て

い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
三
一
三
番
歌
に
お
け
る
衲
叟
の
創
意
は
長
能
歌
を
本
歌

に
﹁
業
平
朝
臣
の
歌
﹂
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
を
業
平
歌
と
す
る
こ
と
自
体

が
、
衲
叟
の
自
詠
歌
的
な
行
為
な
の
で
あ
る
。
衲
叟
が
捉
え
た
イ
メ
ー
ジ
、
創
意

と
は
一
体
何
か
、
を
次
に
考
え
た
い
。

　

交
野
は
、
桓
武
帝
が
、
広
く
山
野
を
駆
け
て
鳥
獣
を
楽
し
ん
だ
狩
場
と
さ
れ
、

行
幸
は
十
数
回
に
及
ん
だ
。
帝
の
遊
猟
が
あ
る
度
に
、
そ
の
下
の
皇
族
や
宮
廷
人

達
も
続
々
と
交
野
が
原
に
来
る
こ
と
に
な
っ
て
、
交
野
を
歌
に
詠
み
合
い
、﹁
河

内
国
﹂
の
歌
枕
の
地
と
な
っ
た
。
な
か
で
も
﹃
伊
勢
物
語
﹄﹁
八
二
﹂
は
業
平
と

惟
喬
親
王
の
交
友
の
地
で
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
て
い
る
。

む
か
し
、
惟
喬
の
親
王
と
申
す
親
王
お
は
し
ま
し
け
り
。
山
崎
の
あ
な
た
に
、

水
無
瀬
と
い
ふ
所
に
宮
あ
り
け
り
。
年
ご
と
の
桜
の
花
ざ
か
り
に
は
、
そ
の

宮
へ
な
む
お
は
し
ま
し
け
る
。
そ
の
時
右
の
馬
頭
な
り
け
る
人
を
常
に
率
て

お
は
し
ま
し
け
り
。
時
世
へ
て
久
し
く
な
り
に
け
れ
ば
、
そ
の
人
の
名
忘
れ

に
け
り
。狩
は
ね
む
ご
ろ
に
も
せ
で
酒
を
の
み
飲
み
つ
ゝ
、や
ま
と
歌
に
か
ゝ

れ
り
け
り
。
い
ま
狩
す
る
交
野
の
渚
の
家
、
そ
の
院
の
桜
い
と
お
も
し
ろ
し
。
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そ
の
木
の
下
に
お
り
居
て
、
枝
を
折
り
て
か
ざ
し
に
さ
し
て
、
上
中
下
み
な

歌
よ
み
け
り
。
馬
頭
な
り
け
る
人
の
よ
め
る
。

世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

と
な
む
よ
み
た
る
。
ま
た
人
の
歌
、

散
れ
ば
こ
そ
い
と
ゞ
桜
は
め
で
た
け
れ
う
き
世
に
な
に
か
久
し
か
る
べ
き

と
て
、
そ
の
木
の
下
は
立
ち
て
か
へ
る
に
、
日
暮
に
な
り
ぬ
。
御
供
な
る
人
、

酒
を
も
た
せ
て
野
よ
り
出
で
き
た
り
。
こ
の
酒
を
飲
み
て
む
と
て
、
よ
き
所

を
も
と
め
ゆ
く
に
、
天
の
河
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
至
り
ぬ
。
親
王
に
馬
頭
大
御

酒
ま
ゐ
る
。
親
王
の
の
た
ま
ひ
け
る
、﹁
交
野
を
狩
り
て
、
天
の
河
の
ほ
と

り
に
い
た
る
題
に
て
、
歌
よ
み
て
杯
は
さ
せ
﹂
と
の
た
ま
う
け
れ
ば
、
か
の

馬
頭
よ
み
て
奉
り
け
る
。

狩
り
暮
ら
し
棚
機
津
女
に
宿
か
ら
む
天
の
河
原
に
我
は
来
に
け
り

親
王
、
歌
を
か
へ
す
が
へ
す
誦
じ
給
う
て
、
返
し
え
し
給
は
ず
。
紀
有
常
御

供
に
仕
う
ま
つ
れ
り
。
そ
れ
が
返
し
、

一
と
せ
に
ひ
と
た
び
来
ま
す
君
ま
て
ば
宿
か
す
人
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
︵﹃
伊
勢

物
語
﹄﹁
八
十
二
﹂︶︵
注
8
︶

　
﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
﹁
狩
場
の
交
野
﹂﹁
桜
の
趣
﹂﹁
天
の
川
﹂
を
歌
い
上
げ
た
歌

物
語
と
な
っ
て
い
る
が
、
衲
叟
歌
が
取
り
込
ん
で
い
る
の
は
﹁
か
た
の
﹂﹁
夕
暮
﹂

﹁
宿
か
す
人
の
な
さ
﹂
を
場
面
と
す
る
が
、﹁
雪
﹂
や
﹁
女
﹂
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
か

ら
は
出
て
こ
な
い
。
つ
ま
り
、
衲
叟
歌
は
別
の
説
話
が
下
敷
き
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
。

　
﹁
交
野
﹂
は
次
の
よ
う
な
文
学
層
を
持
っ
て
い
る
。
交
野
を
多
く
の
歌
人
が
歌

に
し
た
が
、
中
で
も
﹃
新
古
今
集
﹄
春
歌
下
一
一
四
番
に
収
録
さ
れ
た
藤
原
俊
成

歌
が
最
も
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

摂
政
太
政
大
臣
家
に
五
首
歌
よ
み
侍
け
る
に　
　

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

ま
た
や
み
む
か
た
の
の
み
の
の
桜
が
り
花
の
雪
ち
る
春
の
あ
け
ぼ
の
︵
注
9
︶

　

再
び
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
こ
ん
な
光
景
を
。﹁
か
た
の
︵
交
野
︶﹂

の
桜
を
求
め
て
逍
遥
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
雪
さ
な
が
ら
花
の
散
る
春
の
曙
に
出

遭
っ
た
。
先
の﹃
伊
勢
物
語
﹄を
踏
ま
え
な
が
ら
、禁
野
で
あ
る﹁
か
た
の
﹂の﹁
カ

タ
﹂
に
﹁
難
い
﹂
の
意
を
掛
け
て
い
る
。
建
久
六
年
︵
一
一
九
五
︶
二
月
、
九
条

良
経
邸
歌
会
で
の
作
で
俊
成
は
八
十
二
歳
の
最
晩
年
の
も
の
で
あ
る
。

　

俊
成
歌
を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
、﹃
太
平
記
﹄
巻
第
二
﹁
俊
基
朝
臣
再
関
東

下
向
事
﹂
が
あ
る
。

落
下
の
雪
に
踏
み
迷
ふ　

片
野
の
春
の
桜
が
り　

紅
葉
の
錦
を
き
て
帰
る
、

嵐
の
山
の
秋
の
暮　

一
夜
を
明
か
す
程
だ
に
も　

旅
宿
と
な
れ
ば
も
の
う
き

に　

恩
愛
の
契
り
浅
か
ら
ぬ
、
わ
が
故
郷
の
妻
子
を
ば
、
ゆ
く
へ
も
知
ら
ず

思
ひ
置
き
、
年
久
し
く
も
住
み
馴
れ
し
、
九
重
の
帝
都
を
ば
、
今
を
限
り
と

顧
み
て
、
思
わ
ぬ
旅
に
出
で
た
ま
ふ
、
心
の
中
ぞ
哀
れ
な
る
︵
注
10
︶

　

こ
の
章
段
は
日
野
俊
基
が
後
醍
醐
帝
の
命
を
承
り
鎌
倉
幕
府
倒
幕
に
奔
走
し
た

が
、
捕
え
ら
れ
一
度
は
釈
放
さ
れ
る
も
、
再
度
謀
り
事
を
行
っ
た
と
し
て
、
つ
い

に
鎌
倉
に
送
ら
れ
斬
首
さ
れ
る
﹁
東
下
り
﹂
で
あ
る
。﹁
落
下
の
雪
に
踏
み
迷

ふ　

片
野
の
春
の
桜
狩
﹂
は
俊
成
歌
か
ら
﹁
か
た
の
の
み
の
の
桜
が
り
花
の
雪
ち

る
﹂
の
句
を
と
り
、
謀
反
の
夢
の
破
れ
を
落
花
の
感
覚
に
擬
え
て
い
る
。
そ
し
て
、

﹁
紅
葉
の
錦
を
き
て
帰
る　

嵐
の
山
の
秋
の
暮
﹂
は
﹃
拾
遺
集
﹄
秋
二
一
〇
番
の

藤
原
公
任
歌
﹁
朝
ま
だ
き
嵐
の
山
の
寒
む
け
れ
ば
紅
葉
の
錦
き
ぬ
人
ぞ
な
き
﹂
か

ら
歌
語
の
﹁
紅
葉
の
錦
﹂﹁
き
る
︵
着
︶﹂﹁
嵐
の
山
﹂
を
と
り
、
春
と
秋
の
対
比

表
現
の
技
法
を
際
立
た
せ
て
、﹁
交
野
﹂
は
﹁
難
し
︵
が
た
し
︶﹂
の
掛
詞
に
掛
け

る
。﹁
秋
の
紅
葉
﹂
は
﹁
血
潮
の
紅
﹂
を
﹁
き
る
︵
着
︶﹂
は
﹁
切
る
﹂
の
掛
詞
に

掛
け
、
処
刑
を
暗
示
す
る
。
俊
成
歌
の
情
景
を
う
ま
く
取
り
込
み
、
公
任
歌
の
歌

語
を
対
比
さ
せ
て
、
二
つ
の
和
歌
を
ペ
ア
リ
ン
グ
し
、
謡
の
よ
う
に
滑
ら
か
な
語

り
出
し
で
調
子
を
上
げ
、
能
楽
を
見
る
よ
う
な
躍
動
感
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
そ

し
て
、﹁
東
下
り
﹂
と
い
う
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
文
学
風
土
を
継
承
し
て
い
る
こ
と

も
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
交
野
は
文
学
的
に
は
歌
枕
、
そ
し
て
東
国
へ
と
導

く
起
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
特
に
東
国
歌
人
の
衲
叟
の
意
趣
に
適
っ
て
い
た
。

し
か
し
、こ
こ
に
、も
う
一
枚
加
わ
る
の
が
、﹁
落
下
の
雪
﹂
に
込
め
ら
れ
た
﹁
桜
﹂
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の
散
り
方
で
あ
る
。
桜
か
ら
雪
へ
、
と
い
う
連
想
が
一
人
の
﹁
女
﹂
を
登
場
さ
せ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
三
一
四
歌
に
現
れ
た
雪
女
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
、
寛

正
五
年
︵
一
四
六
四
︶
以
後
、
文
明
十
四
年
︵
一
四
八
二)

以
前
に
成
立
し
た
と

み
ら
れ
る
﹃
長
禄
記
﹄﹁
交
野
業
平
事
﹂︵
肥
前
島
原
松
平
文
庫
本
︶
に
次
の
よ
う

な
業
平
の
逸
話
が
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵
注
11
︶。

此
交
野
ニ
テ
一
年
セ
。
業
平
連
日
ノ
御
狩
在
リ
。
比
ハ
三
冬
ノ
末
。
雪
万
天

ニ
満
。
其
時
業
平
何
ト
ナ
ク
湿
ス
。
宿
借
ス
人
シ
無
レ
ハ
ト
御
口
號
在
シ
ニ
。

何
共
無
ク
女
来
テ
。
御
宿
ヲ
参
ラ
セ
ン
ト
云
フ
。
応
テ
イ
ザ
ナ
イ
テ
。
一
夜

契
給
シ
ニ
。
情
ノ
深
カ
リ
ケ
レ
ハ
。
都
ニ
列
テ
帰
リ
。
無
程
明
ル
春
ノ
長
閑

気
。
顔
ハ
セ
白
白
ト
成
ツ
ツ
。
姿
モ
消
テ
失
ニ
ケ
リ
。
雪
ノ
精
ト
ハ
其
時
コ

ソ
被
思
知
ケ
レ
。︵﹃
長
禄
記
﹄︶︵
注
12
︶

　
﹃
長
禄
記
﹄
は
応
仁
の
乱
の
元
凶
と
い
わ
れ
る
畠
山
義よ

し
な
り就
の
軍
記
で
あ
る
。
畠

山
氏
の
家
督
継
承
問
題
で
畠
山
持
国
の
養
子
政
長
と
実
子
義
就
の
争
い
が
描
か
れ

る
。
巻
末
に
﹁
文
明
十
四
年
仲
春
下
旬
之
比
如
本
写
之
畢
﹂
と
あ
り
、
衲
叟
と
同

時
代
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
義
就
が
河
内
国
に
転
戦
し
た
折
り
交
野
に
纏

わ
る
業
平
の
説
話
を
記
し
た
箇
所
が
当
該
の
も
の
で
あ
る
。﹁
河
内
国
の
交
野
は

そ
の
昔
、
業
平
が
鷹
狩
に
来
て
い
て
、
大
雪
の
日
に
見
舞
わ
れ
、
濡
れ
て
行
き
暮

れ
、
濡
れ
ぬ
宿
か
す
人
し
な
け
れ
ば
、
と
口
ず
さ
ん
で
い
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も

な
く
女
が
現
れ
、
宿
を
貸
す
と
導
い
た
。
業
平
は
契
り
を
こ
め
、
情
を
深
く
し
た

の
で
都
へ
連
れ
帰
っ
た
。
春
に
な
る
と
女
は
日
に
日
に
衰
え
を
み
せ
、
遂
に
姿
を

消
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
女
が
雪
の
精
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
﹂、
と
い
う

粗
筋
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
次
の
記
録
も
注
目
さ
れ
る
。﹃
雲
玉
抄
﹄
に
も
そ
の
名
を
留
め
、
衲
叟

や
東と

う
の
つ
ね
よ
り

常
縁
と
も
繋
が
り
の
深
い
連
歌
師
・
宗
祇
に
よ
る
﹃
宗
祇
諸
国
物
語
﹄
に

宗
祇
が
越
後
国
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
に
雪
女
を
見
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
概
要

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

あ
る
大
雪
の
日
、
未
明
に
宗
祇
が
厠
へ
行
こ
う
と
し
て
、
枕
元
の
戸
を
開
け

東
を
見
る
と
、
竹
藪
の
端
に
、
女
が
立
っ
て
い
た
。
背
丈
は
一
丈
︵
三
メ
ー

ト
ル
︶
ほ
ど
も
あ
り
、
肌
は
白
く
透
き
と
お
っ
て
、
白
い
ひ
と
へ
の
袖
を
着

て
い
た
。
二
十
歳
に
満
た
な
い
よ
う
だ
が
、
真
っ
白
な
髪
を
長
く
垂
ら
し
て

い
た
。
何
者
か
見
届
け
よ
う
と
す
る
と
す
ぐ
に
、
姿
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。

夜
が
明
け
て
こ
の
こ
と
を
人
に
尋
ね
る
と
﹁
そ
れ
は
雪
の
精
、
俗
に
い
う
雪

女
で
、
こ
ん
な
大
雪
の
年
に
は
、
稀
に
現
れ
る
﹂
と
い
う
。
私
︵
宗
祇
︶
は

不
審
に
な
っ
て
﹁
誠
に
雪
の
精
な
ら
ば
深
雪
の
時
に
こ
そ
出
る
べ
き
で
、
雪

の
消
え
失
せ
た
春
先
に
及
ん
で
出
る
の
は
雪
女
と
い
う
べ
き
か
﹂
と
云
へ
ば
、

人
は
﹁
花
は
散
ろ
う
と
し
て
美
し
く
咲
き
、
落
ち
ん
と
し
て
紅
葉
す
る
。
灯

は
消
え
ん
と
す
る
時
に
光
が
い
や
増
す
如
く
﹂
と
い
う
。
道
理
だ
。︵﹃
宗
祇

諸
国
物
語
﹄
巻
五
﹁
化
女
苦
朧
夜
雪
﹂
の
概
要
︶︵
注
13
︶

　

こ
れ
は
江
戸
期
に
書
か
れ
た
仮
名
草
子
な
の
で
、
宗
祇
に
仮
託
さ
れ
た
作
話
の

可
能
性
が
あ
る
が
、
雪
の
精
、
化
身
と
し
て
姿
を
現
わ
す
と
い
う
話
型
が
あ
り
、

雪
女
が
登
場
す
る
初
期
の
も
の
で
、
内
容
も
﹁
雪
女
の
姿
を
見
た
﹂
と
い
う
だ
け

の
素
朴
な
記
録
で
あ
る
︵
注
14
︶。﹃
伊
勢
物
語
﹄
と
融
合
し
て
、
最
後
は
雪
女
が

融
け
て
な
く
な
る
と
い
う
話
型
を
持
つ﹃
長
禄
記
﹄よ
り
は
古
い
と
思
わ
れ
る
。﹁
雪

女
﹂
の
祖
型
の
伝
承
が
東
国
に
す
で
に
あ
っ
て
、
宗
祇
周
辺
で
話
題
に
な
っ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
二
つ
の
言
説
の
畠
山
義
就
、
宗
祇
の
二
人
と
も
衲
叟

と
時
代
が
被
る
点
が
重
要
で
あ
る
。﹃
長
禄
記
﹄
や
﹃
宗
祇
諸
国
物
語
﹄
に
記
さ

れ
る
伝
承
を
衲
叟
が
宗
祇
か
ら
見
聞
し
て
、
謡
曲
﹁
雪
鬼
﹂
に
触
れ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
概
要
を
素
材
に
し
て
三
一
四
番
歌
を
記
す
動
機
と
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
応
仁
の
乱
下
の
旅
の
連
歌
士
宗
祇
が
齎
す
説
話
が
東

国
の
土
俗
的
素
地
と
し
て
敷
か
れ
、﹁
雪
鬼
﹂
が
齎
す
王
朝
文
学
と
融
合
し
、
在

原
業
平
の
和
歌
世
界
に
新
た
な
膨
ら
み
を
持
っ
た
中
世
世
界
が
成
立
す
る
か
ら
で

あ
る
。

　

衲
叟
が
見
た
と
思
わ
れ
る
謡
曲
﹁
雪
鬼
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

廃
絶
曲
な
の
で
原
曲
は
解
ら
な
い
が
、﹃
長
禄
記
﹄や﹃
雲
玉
抄
﹄を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
さ
せ
る
形
で
、
近
年
、
西
野
春
雄
氏
が
研
究
し
、﹃
未
刊
謡
曲
集　

続
十
六
﹄

に
復
元
曲
﹁
雪
鬼
﹂
を
掲
載
し
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
﹁
雪
鬼
﹂
は
伝
本
が
三
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系
統
︵
元
禄
二
年
版
本
系
、
新
謡
曲
百
番
系
、
福
王
流
系
︶
あ
る
が
諸
本
間
に
大

き
な
差
異
は
な
く
、
復
元
は
、
福
王
流
系
本
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
と
し
て

い
る
。こ

れ
は
一
所
不
住
の
僧
に
て
候
。
わ
れ
い
ま
だ
河
内
の
国
を
見
ず
候
ふ
ほ
ど

に
、
こ
の
た
び
思
ひ
立
ち
河
内
の
国
一
見
と
志
し
候
、･････

不
思
議
や
な

降
り
ま
さ
る
雪
嵐
の
う
ち
に
、
女
性
一
人
来
り
給
ひ
、
わ
れ
に
言
葉
を
か
け

給
ふ
。･････

こ
れ
は
交
野
の
禁
野
と
て
ゆ
え
あ
る
所
な
り
。
さ
て
も
在
原

の
業
平
こ
の
野
に
て
の
御
狩
の
時
、
に
は
か
に
雪
降
り
日
も
暮
れ
し
か
ば
、

立
ち
寄
り
給
ふ
べ
き
便
り
も
な
か
り
し
に
、
業
平
一
首
の
歌
に
、﹁
い
か
に

せ
ん
交
野
の
御
野
の
狩
衣
﹂﹁
濡
れ
ぬ
宿
貸
す
人
し
な
け
れ
ば
と
、
か
や
う

に
詠
じ
給
ひ
し
に
、
ひ
と
り
の
女
出
で
あ
ひ
て
、
お
ん
宿
を
貸
し
申
せ
し
な

り
、･･･

分
け
つ
つ
も
、
行
く
や
交
野
の
夕
暮
に
、
行
く
や
交
野
の
夕
暮
に
、

濡
れ
て
宿
貸
す
、
人
も
あ
り
け
り
、･････

在
原
の
業
平
は
、
君
の
仰
せ
に

従
ひ
こ
の
原
に
下
り
終
日
に
、
御
狩
の
あ
り
し
に
、
三
冬
の
末
つ
か
た
、
や

や
降
り
ま
さ
る
雪
嵐
の
、
冷
や
や
か
に
吹
き
落
ち
て
、
手
馴
れ
の
駒
も
立
て

か
ぬ
る
や
、････

そ
の
時
業
平
は
、
濡
れ
ぬ
宿
貸
す
人
し
な
き
と
口
ず
さ

み
た
り
し
に
、
ひ
と
り
の
女
来
り
つ
つ
、
一
夜
仮
寝
の
草
枕
、
契
り
を
こ
め

し
心
ゆ
え
、
や
が
て
、
伴
ひ
都
路
に
、
帰
る
や
年
も
立
つ
春
の
、
女
は
心
悩

ま
し
く
、
し
ぼ
め
る
花
の
色
な
う
て
、
匂
ひ
も
絶
ゆ
る
顔
ば
せ
の
、
し
ほ
し

ほ
と
な
り
果
て
て
、
日
影
に
消
え
し
女
こ
そ
、
交
野
の
雪
の
鬼
な
れ････

春
ま
で
の
契
り
は
露
も
白
雪
の
、
ぬ
れ
ぬ
や
ど
り
を
、
か
り
の
身
に
し
て
、

あ
ら
有
難
の
お
ん
弔
ひ
や
な
、
わ
れ
雪
鬼
の
女
な
る
が
、
御
僧
の
今
の
み
法

に
引
か
れ
、こ
れ
ま
で
顕
は
れ
参
り
た
り
、よ
く
弔
ひ
て
た
び
給
へ････

︵
謡

曲
﹁
雪
鬼
﹂
復
曲
本
︶︵
注
15
︶

　

こ
こ
で
は
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
鷹
狩
の
主
人
公
で
あ
る
惟
喬
親
王
は
在
原
業
平

に
代
わ
り
、
藤
原
長
能
歌
の
霰
に
難
渋
す
る
の
で
は
な
く
大
雪
に
宿
を
求
め
る
形

に
、
変
容
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
現
れ
た
里
の
女
と
契
り
を
交
わ
し
、
都
へ
連

れ
帰
る
が
、
春
の
長
閑
さ
と
は
裏
腹
に
、
女
は
ど
ん
ど
ん
弱
り
、
衰
弱
を
深
め
て
、

つ
い
に
消
え
る
。
そ
の
正
体
は
雪
の
精
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
﹃
長
禄
記
﹄
や
﹃
雲

玉
抄
﹄
の
話
型
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
雪
女
は
﹃
宗
祇
諸
国
物

語
﹄
が
説
く
よ
う
に
﹁
春
の
雪
に
﹂
表
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、﹁
交
野
↓
春
の
雪

↓
落
下
︵
桜
︶
↓
雪
女
↓
消
失
﹂
の
構
図
が
話
型
の
基
礎
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ

の
雪
女
は
﹁
俊
頼
髄
脳
↓
伊
勢
物
語
↓
俊
成
歌
﹂
と
い
う
文
学
世
界
か
ら
説
話
の

世
界
へ
の
切
り
替
え
の
転
換
点
的
存
在
と
な
る
。﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
業
平
の
﹁
色

好
み
﹂
の
物
語
で
あ
る
か
ら
、
業
平
の
説
話
に
﹁
雪
女
﹂
と
い
う
女
性
性
が
加
わ

れ
ば
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
が
踏
ま
え
ら
れ
や
す
い
。
雪
の
精
の
雪
女
が
一
人
の
女
性

と
な
っ
て
、
雪
の
中
に
姿
だ
け
を
見
せ
て
消
え
る
と
い
う
伝
承
の
位
置
か
ら
、
登

場
す
る
人
た
ち
と
関
わ
り
な
が
ら
自
己
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
か
ら
消
え
る
と
い

う
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
謡
曲
へ
大
き
く
飛
躍
し
て
い
っ
て
い
る
。
中
世
和
歌
が
こ
の

よ
う
に
在
地
伝
承
︵
土
俗
︶
と
既
存
の
物
語
︵
王
朝
文
学
︶
の
融
合
を
出
発
点
と

し
、
和
歌
を
﹁
背
伸
び
﹂
さ
せ
、
中
世
和
歌
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
は
和
歌
の
一

つ
の
在
り
方
で
も
あ
る
。

　
﹁
物
語
︵
伊
勢
物
語
︶
か
ら
和
歌
︵
長
能
歌
︶
へ
、
和
歌
︵
長
能
歌
︶
か
ら
次

の
和
歌
︵
俊
成
歌
︶
へ
、
次
の
和
歌
︵
俊
成
歌
︶
か
ら
別
な
物
語
︵
太
平
記
︶
へ
、

物
語
︵
太
平
記
︶
か
ら
説
話
︵
長
禄
記
︶
へ
、
説
話
︵
長
禄
記
︶
か
ら
謡
曲
︵
雪

鬼
︶
へ
、
謡
曲
︵
雪
鬼
︶
か
ら
第
三
次
の
和
歌
︵
雲
玉
抄
︶
へ
﹂
と
﹁
典
拠
↓
取

り
込
み
↓
再
構
成
﹂
と
い
う
受
容
、
影
響
の
構
図
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、﹃
雲
玉
抄
﹄
の
自
詠
歌
に
辿
り
着
く
ま
で
に
伊
勢
物
語
、
俊
頼
髄
脳
、

交
野
の
和
歌
、
太
平
記
、
長
禄
記
、
雪
鬼
、
宗
祇
の
説
話
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る

こ
と
を
み
て
き
た
。﹃
雲
玉
抄
﹄は
自
詠
歌
に
辿
り
着
く
ま
で
に
は
こ
の
よ
う
な﹁
取

り
込
み
↓
再
構
成
﹂
の
重
層
構
造
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。

三
　
謡
曲
「
杜
若
」︵
注
16
︶
の
受
容

　

日
野
俊
基
の
﹁
東
下
り
﹂
よ
り
は
古
く
文
学
に
結
晶
し
た
も
の
に
業
平
関
連
の

﹃
伊
勢
物
語
﹄
九
が
あ
る
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
要
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
て
、
京
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に
は
あ
ら
じ
。
あ
づ
ま
の
か
た
に
住
む
べ
き
国
求
め
に
、
と
て
ゆ
き
け
り
。

･････

三
河
の
国
、
八
橋
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
い
た
り
ぬ
。
そ
こ
を
八
橋
と
い

ひ
け
る
は
、
水
ゆ
く
河
の
く
も
で
な
れ
ば
、
橋
を
八
つ
わ
た
せ
る
に
よ
り

て
な
む
、
八
橋
と
い
ひ
け
る
。･･････

そ
の
沢
に
、
か
き
つ
ば
た
い
と
お

も
し
ろ
く
咲
き
た
り
。
そ
れ
を
見
て
、
あ
る
人
の
い
は
く
、﹁
か
き
つ
ば
た

と
い
ふ
五
文
字
を
句
の
か
み
に
す
え
て
、
旅
の
心
を
よ
め
﹂
と
い
ひ
け
れ
ば
、

よ
め
る
。

唐
衣
き
つ
ゝ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
か
れ
い
ひ
の
上
に
涙
落
し
て
ほ
と
び
に
け
り
。

︵﹃
伊
勢
物
語
﹄﹁
九
﹂﹂︶︵
注
17
︶

　

こ
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄﹁
九
﹂
の
﹁
東
下
り
﹂
を
典
拠
に
し
た
﹁
杜
若
﹂
と
は
次

の
よ
う
な
説
話
で
あ
る
。﹁
三
河
国
八
橋
の
沢
辺
の
杜
若
を
眺
め
て
い
た
諸
国
一

見
の
僧
の
前
に
一
人
の
女
が
現
れ
る
。
こ
の
地
で
折
句
を
詠
ん
だ
業
平
の
故
事
を

語
り
、
僧
を
庵
に
招
く
。
女
は
業
平
、
高
子
の
形
見
を
付
け
て
、
自
分
は
杜
若
の

精
だ
と
名
乗
る
。

﹁
色
も
ひ
と
し
ほ
濃
紫
の
、
な
べ
て
の
花
の
ゆ
か
り
と
も
、
思
ひ
な
ぞ
ら
へ

給
は
ず
し
て
、
と
り
わ
き
眺
め
給
へ
か
し
﹂

﹁
ま
こ
と
は
わ
れ
は
杜
若
の
精
な
り
。
植
え
置
き
し
昔
の
宿
の
杜
若
と
、
詠

み
し
も
女
の
杜
若
に
、
な
り
し
謂
は
れ
の
言
葉
な
り
。﹂

﹁
植
え
置
き
し
、
昔
の
宿
の
杜
若
﹂

﹁
色
ば
か
り
こ
そ
、
昔
成
け
れ
﹂

﹁
昔
男
の
名
を
留
め
て
﹂︵
以
上
、
謡
曲
﹁
杜
若
﹂︶︶︵
注
18
︶

　

杜
若
の
精
は
舞
を
舞
い
夜
の
白
む
頃
、
消
え
失
せ
る
。﹂
こ
の
謡
曲
の
章
段
に

対
応
し
て
衲
叟
は
﹃
雲
玉
抄
﹄
で
次
の
よ
う
に
記
す
。

杜
若
は
、
堀
川
以
来
は
春
に
用
ひ
た
れ
ど
、
後
撰
に
は
夏
に
入
り
た
れ

ば
、
女
に
よ
せ
て
申
す
ほ
ど
夏
部
に
い
れ
ぬ
、
そ
の
故
は
、
と
し
方
と

い
ふ
人
、
藤
原
の
か
つ
み
に
う
と
く
な
り
た
る
人
の
よ
み
て
杜
若
に
つ

け
て
つ
か
は
し
し

い
ひ
そ
め
し
昔
の
や
ど
の
杜
若
色
ば
か
り
こ
そ
か
た
み
な
り
け
れ
︵
119
︶

女
の
夢
に
返
し
け
る
歌

紫
の
色
に
い
で
ず
は
そ
れ
と
見
じ
い
と
ど
へ
だ
つ
る
宿
の
む
か
し
を
︵
120
︶

杜
若
の
せ
い
の
歌
な
り
、
こ
れ
よ
り
女
を
杜
若
と
い
ふ
事
あ
り
︵﹃
雲

玉
抄
﹄︶

　
﹃
雲
玉
抄
﹄
は
﹁
杜
若
﹂
に
つ
い
て
﹃
堀
河
百
首
﹄
で
は
﹁
春
部
﹂
と
な
っ
て

い
る
が
、﹃
後
選
集
﹄
は
﹁
夏
部
﹂
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
﹃
後
撰
集
﹄

巻
四　

良よ
し
み
ね
の
よ
し
か
た

岑
義
方
が
藤
原
か
つ
み
の
命
婦
に
杜
若
に
つ
け
て
贈
っ
た
歌
﹁
い
ひ

そ
め
し
昔
の
宿
の
か
き
つ
ば
た
色
ば
か
り
こ
そ
か
た
み
な
り
け
れ
﹂
︵﹃
後
撰
集
﹄

160
︶︵
注
19
︶
が
﹁
夏
部
﹂
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。﹃
雲
玉
抄
﹄
は
こ

の
﹃
後
撰
集
﹄
を
引
用
し
た
一
一
九
番
歌
に
一
二
〇
番
歌
の
返
歌
を
付
け
た
も
の

で
、返
歌
は
衲
叟
の
自
詠
歌
と
思
わ
れ
る
。﹃
謡
曲
拾
葉
抄
﹄は
こ
の﹁
杜
若
﹂の﹁
誠

は
わ
れ
は
杜
若
の
精
な
り
。
植
え
お
き
し
昔
の
宿
の
杜
若
と
よ
み
し
﹂
と
い
う
詞

章
の
解
釈
に
﹃
雲
玉
抄
﹄
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。︵
注
:﹃
雲
玉
抄
﹄
を

﹁
雲
玉
集
﹂
と
表
現
し
て
い
る
。︶

今
案
雲
玉
集
に
昔
の
宿
の
杜
若
と
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
を
夢
に
杜
若
の
精
、

女
に
成
て
紫
の
色
に
出
す
は
と
返
歌
し
け
る
也
。
然
る
を
此
謡
に
は
昔
の
宿
の

杜
若
と
云
歌
を
杜
若
の
精
の
よ
め
る
や
う
に
作
る
は
あ
や
ま
り
也
。
又
、
後
撰

集
及
雲
玉
集
に
上
五
文
字
﹁
い
ひ
そ
め
し
﹂
と
あ
る
を
﹁
植
置
し
﹂
と
う
た
ふ

は
相
違
也
。
又
、
此
謡
の
奥
に
此
歌
の
下
句
﹁
色
計
こ
そ
昔
成
け
れ
﹂
と
あ
る

も
相
違
せ
り
。
又
、
後
撰
に
義
方
と
有
、
雲
玉
に
は
と
し
か
た
と
有
。
但
し
、

後
撰
の
説
を
是
と
す
べ
し
。︵﹃
謡
曲
拾
葉
抄
﹄︶︵
注
20
︶

　

つ
ま
り
、﹃
謡
曲
拾
葉
抄
﹄
は
﹁
謡
曲
が
﹁
植
え
置
き
し
昔
の
宿
の
杜
若
﹂
の

歌
を
杜
若
の
精
が
詠
ん
だ
よ
う
に
作
る
の
は
誤
り
。
初
句
の
﹁
植
え
置
き
し
﹂
は

誤
り
。
謡
曲
の
後
半
に
あ
る
﹁
色
ば
か
り
こ
そ
昔
な
り
け
れ
﹂
と
い
う
謡
の
文
言
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も
誤
り
。﹃
雲
玉
抄
﹄
の
﹁
と
し
か
た
﹂
は
﹃
後
撰
集
﹄
に
﹁
義
方
﹂
と
あ
る
の

で
誤
り
。﹂
と
の
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、﹁﹃
雲
玉
抄
﹄
の
﹁
い
ひ
そ
め
し
﹂
は

正
し
い
が
、﹁
と
し
方
﹂
は
誤
り
、
謡
曲
﹁
杜
若
﹂
の
﹁
植
え
置
き
し
﹂﹁
昔
成
け
れ
﹂

は
誤
り
﹂
と
な
る
。
謡
曲
で
﹃
後
撰
集
﹄
歌
の
初
句
の
﹁
い
ひ
そ
め
し
﹂、
第
五

句
の
﹁
か
た
み
な
り
け
れ
﹂
が
各
々
、﹁
植
え
置
き
し
﹂﹁
昔
成
け
れ
﹂
に
変
え
ら

れ
て
使
わ
れ
て
い
る
、と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
古
注
︵
注

21
︶
で
あ
る
﹃
十
巻
本
伊
勢
物
語
注　

冷
泉
家
流
﹄
九
に

杜
若
ト
ハ
、
人
ノ
形
見
ニ
云
物
也
。
サ
レ
ハ
、
二
条
后
ノ
御
事
ヲ
、
御
方
ミ

ト
イ
ハ
ン
為
ニ
、
カ
キ
ツ
ハ
タ
ヲ
云
也
。﹃
後
撰
集
﹄
ニ
、

イ
ヒ
ソ
メ
シ
昔
ノ
宿
ノ
カ
キ
ツ
ハ
タ
色
ハ
カ
ハ
コ
ソ
形
見
也
ケ
レ

此
歌
ノ
心
、﹃
日
本
紀
﹄
云
、
民
部
少
将
橘
先
人
ト
云
人
、･････

人
ノ
形

見
ニ
ハ
杜
若
を
ヨ
メ
ル
也
。
サ
レ
ハ
、
業
平
モ
、
二
条
后
ノ
御
形
見
ノ
事
ヲ

思
出
テ
、
杜
若
ヲ
云
也
。

　
　

と
あ
り
、
一
方
、
同
じ
く
古
注
で
あ
る
﹃
増
纂
伊
勢
物
語
抄
冷
泉
家
流
﹄
九
は

か
き
つ
は
た
と
は
、人
の
か
た
み
を
云
物
也
。
さ
れ
は
、二
条
の
后
の
御
事
を
、

御
方
見
と
い
は
ん
か
為
に
、
か
き
つ
は
た
と
云
ふ
也
。﹃
後
撰
集
﹄
に
云
く
、

う
へ
を
き
し
昔
の
宿
の
杜
若
色
計
こ
そ
形
見
な
り
け
れ

﹃
日
本
紀
﹄
云
、
民
部
少
輔
光
久
と
云
人
、･･････

自
是
し
て
、
人
の
形
見

に
杜
若
を
読
也
。
さ
れ
は
、
業
平
も
二
条
の
后
の
御
形
見
の
事
を
思
ひ
出
て
、

杜
若
を
云
也
。

と
あ
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
衲
叟
と
禅

竹
の
職
能
の
差
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
禅
竹
は
﹃
歌
舞
髄
脳
記
﹄
に
﹁
此

神
楽
の
家
風
に
於
い
て
は
、
歌
道
を
以
て
道
と
す
。
歌
又
舞
な
り
。
此
歌
舞
、
又

一
心
な
り
。
形
な
き
舞
は
歌
、
詞
な
き
歌
は
舞
な
り
﹂︵
注
22
︶
と
記
し
、
歌
道

と
能
を
一
体
と
考
え
、
和
歌
を
重
視
し
た
能
楽
論
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
姿
勢

は
﹁
杜
若
﹄
で
在
原
業
平
を
、
又
謡
曲
﹁
定
家
﹂
で
は
藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王

を
描
く
よ
う
に
、
歌
人
達
を
モ
デ
ル
に
し
た
こ
と
か
ら
も
伺
い
知
れ
る
。
し
か
し
、

主
﹂
と
す
る
と
こ
ろ
は
古
註
を
通
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
中
世
の
業
平
像
の
劇
化

で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
歴
史
が
積
み
重
ね
て
き
た
伝
説
、
偽
説
、
ゴ
シ
ッ
プ
が
散

り
ば
め
ら
れ
、
史
実
や
真
実
よ
り
も
そ
れ
ら
を
新
た
な
創
意
の
た
め
の
素
材
と
し

て
扱
う
逞
し
さ
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
古
注
は
諸
本
が
流
布
し

て
い
て
、
利
用
に
際
し
て
、
禅
竹
は
増
纂
本
を
典
拠
に
し
た
﹁
う
え
を
き
し
﹂
を

引
き
、
衲
叟
は
一
一
九
番
に
十
巻
本
を
典
拠
に
し
た
﹁
い
ひ
そ
め
し
﹂
を
引
い
た
。

原
典
の
﹃
後
撰
集
﹄
に
辿
れ
ば
、
禅
竹
も
誤
り
に
気
付
い
た
だ
ろ
う
が
解
説
書
か

ら
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
間
違
い
と
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
下
句
の
﹁
形
見
な
り
け
れ
﹂
を
﹁
昔
成
け
れ
﹂
に
し
た
の
は
﹁
昔
﹂
と

い
う
時
間
的
経
過
を
際
立
た
せ
、
次
に
く
る
﹁
昔
男
﹂
と
響
き
合
わ
せ
る
た
め
の

故
意
の
改
変
と
も
考
え
ら
れ
る
。
禅
竹
に
と
っ
て
の
目
標
は
謡
に
よ
る
仏
教
的
世

界
観
の
演
出
で
あ
り
、
そ
の
為
の
和
歌
利
用
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
衲
叟
の
目
標

は
謡
曲
中
の
﹁
誠
は
わ
れ
は
杜
若
の
精
な
り
﹂
の
詞
章
を
利
用
し
た
一
二
〇
番
の

自
詠
歌
の
創
作
に
あ
る
。
作
歌
が
本
旨
で
あ
る
以
上
、
本
歌
は
正
し
く
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、作
者
名
の
﹁
義
方
﹂
は
﹁
と
し
か
た
﹂
と
誤
っ

て
い
る
な
ど
、
緻
密
な
考
証
と
は
い
え
な
い
。
両
者
に
は
典
拠
を
正
し
く
把
握
し

て
い
る
か
で
は
な
く
、
自
身
の
芸
術
領
域
を
拡
げ
る
た
め
に
は
異
説
、
誤
り
な
ど

に
拘
ら
な
い
姿
勢
が
み
て
と
れ
る
。

四
　
謡
曲
「
芭
蕉
」︵
注
23
︶
の
受
容

　
﹃
雲
玉
抄
﹄
五
一
一
番
所
収
歌
の
歌
は
﹁
鶏と
り

田た

耕
雲
﹂︵
注
:
名
前
の
﹁
鶏
﹂
は

異
体
字
が
は
っ
き
り
し
な
い
、
本
稿
で
は
仮
に
﹁
鶏
﹂
と
す
る
︶
と
い
う
出
自
不

明
の
歌
人
に
よ
る
引
歌
で
、衲
叟
の
自
詠
歌
で
は
な
い
。
し
か
し
、﹁
謡
曲
と
和
歌
﹂

と
い
う
視
点
に
お
い
て
重
要
な
問
題
を
含
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
本
稿
で
注
目
し

て
み
た
。

太
田
道
真
に
知
遇
せ
し
鶏
田
耕
雲
と
い
ひ
し
人
の
歌
に

さ
び
し
き
は
野
寺
の
秋
の
夕
間
暮
芭
蕉
に
か
か
る
雨
も
や
ぶ
れ
て
︵
511
︶
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﹃
雲
玉
抄
﹄
五
一
一
番
は
心
敬
が
判
詞
を
努
め
た
歌
会
に
、
太
田
道
灌
の
父
・

道
真
の
歌
友
と
思
わ
れ
る
耕
雲
の
歌
を
わ
ざ
わ
ざ
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

意
味
は
何
だ
ろ
う
。
左
注
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

此
歌
を
心
敬
合
点
し
、
雨
や
や
ぶ
る
る
ぬ
し
の
よ
し
仰
せ
け
る
と
や
、
と
て

も
あ
だ
し
事
を
、
上
句
を
も
歌
に
な
し
て
あ
ら
ば
や
、
能
能
詠
吟
し
給
へ
か

し
、
上
句
は
連
歌
な
り
、
又
雨
は
芭
蕉
に
や
ぶ
れ
て
芭
蕉
を
や
ぶ
ら
か
し
て
、

風
わ
た
る
野
寺
の
秋
の
さ
び
し
き
は
芭
蕉
に
か
か
る
雨
も
や
ぶ
れ
て
、
と
あ

ら
ま
ほ
し
︵
後
略
︶

　

耕
雲
の
歌
に
心
敬
は
合
点
し
た
が
、
衲
叟
は
納
得
し
て
い
な
い
。
耕
雲
歌
上
句

の
﹁
さ
び
し
き
は
野
寺
の
秋
の
夕
間
暮
﹂
と
下
句
の
﹁
芭
蕉
に
か
か
る
雨
も
や
ぶ

れ
て
﹂
の
付
け
方
が
和
歌
と
し
て
は
面
白
く
な
い
、
こ
れ
は
連
歌
で
あ
る
、
と
主

張
し
て
い
る
。﹁
雨
は
芭
蕉
に
破
れ
て
い
る
﹂
の
か
そ
れ
と
も
﹁
雨
が
芭
蕉
を
破
っ

て
い
る
の
か
﹂
破
る
主
体
と
破
ら
れ
る
客
体
を
問
題
視
し
て
い
る
。
結
局
、
和
歌

で
あ
る
な
ら
ば
、﹁
風
わ
た
る
野
寺
の
秋
の
さ
び
し
き
は
芭
蕉
に
か
か
る
雨
も
や

ぶ
れ
て
﹂
と
詠
む
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
衲
叟
は
﹁
芭
蕉
の
破
れ
﹂
と
い

う
構
図
を
注
視
し
て
い
る
。
こ
の
現
象
を
端
的
に
示
す
の
が
、
謡
曲
﹁
芭
蕉
﹂
で

あ
る
。﹁

芭
蕉
に
落
ち
て
松
の
声　

あ
だ
に
や
風
の
破
る
ら
ん
﹂

﹁
よ
し
や
思
へ
ば
定
め
な
き　

世
は
芭
蕉
葉
の
夢
の
中
に　

牡
鹿
の
鳴
く
音

は
聞
き
な
が
ら　

驚
き
あ
へ
ぬ
人
心
﹂

﹁
返
す
袂
も　

芭
蕉
の
扇
の　

風
茫
々
と　

も
の
す
ご
き
古
寺
の　

庭
の
浅

茅
生　

女
郎
花
刈
萓　

面
影
う
つ
ろ
ふ
露
の
間
に　

山
颪
松
の
風　

吹
き
払

ひ
吹
き
払
ひ　

花
も
千
草
も　

散
り
ぢ
り
に
な
れ
ば　

芭
蕉
は
破
れ
て　

残

り
け
り
。﹂︵
謡
曲
﹁
芭
蕉
﹂︶︵
注
24
︶

　

謡
曲
で
は
﹁
あ
だ
に
は
風
の
破
る
ら
ん
﹂
と
あ
り
﹁
風
﹂
が
芭
蕉
葉
を
破
っ
て

い
る
。
ま
た
、﹁
よ
し
や
思
へ
ば
定
な
き
。
世
は
芭
蕉
葉
の
夢
の
中
に
牡
鹿
の
鳴

く
音
は
聞
き
な
が
ら
驚
き
あ
へ
ぬ
人
心
﹂
と
芭
蕉
が
老
女
に
化
け
、
僧
と
無
常
感

に
つ
い
て
問
答
し
て
い
る
。﹁
世
は
芭
蕉
葉
の
夢
の
中
に
牡
鹿
の
鳴
く
音
﹂
と
あ

る
が
、﹃
雲
玉
抄
﹄
二
三
八
番
歌
に
、

鹿
の
歌
と
て

又
も
世
に
あ
は
ぢ
の
舟
路
か
ひ
ぞ
な
き
夢
の
つ
げ
の
と
我
は
い
ひ
し
か
︵
238
︶

こ
れ
は
、
つ
げ
野
の
し
か
、
淡
路
島
に
め
を
も
ち
て
二
み
ち
に
か
よ
ひ
し
が
、

あ
る
夜
、
を
し
か
の
夢
に
、
わ
が
身
に
芭
蕉
お
ひ
て
霜
の
お
き
け
れ
ば
か
れ

ぬ
と
見
て
、
め
し
か
に
か
た
る
に
、
さ
て
は
か
へ
る
と
て
み
ち
に
て
か
り
人

に
あ
は
ん
、
と
ま
れ
と
い
ひ
け
れ
ど
、
か
へ
る
に
、
舟
人
に
海
上
に
て
い
こ

ろ
さ
れ
ぬ
、
そ
の
晩
、
め
し
か
の
よ
み
し
と
な
り
、
蕉
鹿
の
夢
と
い
ふ
古
事
、

日
本
に
も
こ
れ
な
り
、
大
唐
に
此
古
事
各
別
な
り 

と
あ
る
。
二
三
八
番
歌
の
詞
書
は
﹁
昔
、
夢
野
︵
現
在
の
神
戸
市
兵
庫
区
︶
に
い

た
と
い
う
夫
婦
の
鹿
が
素
材
と
な
っ
て
い
る
。﹃
日
本
書
紀
﹄﹁
仁
徳
三
八
年
秋

七
月
﹂
の
条
や
﹃
摂
津
風
土
記
﹄
逸
文
に
見
え
る
伝
説
で
、
の
ち
和
歌
な
ど
に

も
よ
く
詠
ま
れ
て
い
る
。﹁
芭
蕉
の
夢
﹂︵
注
25
︶
は
中
国
戦
国
時
代
の
﹃
列
子
﹄

周し
ゅ
う
ぼ
く
お
う

穆
王
篇
に
あ
る
故
事
で
あ
る
。﹁
中
国
の
春
秋
時
代
、
鄭て
い

の
国
の
人
が
鹿
を
仕

留
め
て
芭
蕉
の
葉
を
被
せ
て
隠
し
た
が
、
隠
し
た
場
所
を
忘
れ
た
た
め
に
、
鹿
を

仕
留
め
た
の
は
夢
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
諦
め
た
﹂
と
い
う
も
の
。
芭
蕉
に
託

し
て﹁
夢
が
破
れ
る
﹂の
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
、﹃
雲
玉
抄
﹄

二
三
八
番
の
自
詠
歌
の
本
説
は
﹁
破
れ
る
﹂
を
中
核
に
し
て
、
謡
曲
﹁
芭
蕉
﹂
の

詞
章
と
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。﹃
雲
玉
抄
﹄は
二
三
八
番
歌
と
五
一
一
番
歌
は
各
々

独
立
し
て
配
置
さ
れ
、
無
関
係
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
謡
曲
で
は
、﹁
風
の

破
れ
﹂
と
﹁
夢
の
破
れ
﹂
を
芭
蕉
に
関
連
し
た
故
事
と
し
て
同
一
曲
に
取
り
込
ん

で
い
る
。
重
要
な
の
は
、
芭
蕉
は
﹁
破
れ
﹂
に
直
結
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

芭
蕉
と
い
う
植
物
は
中
国
原
産
の
バ
シ
ョ
ウ
科
の
多
年
草
で
、
バ
ナ
ナ
と
同

種
。
中
国
南
部
か
ら
渡
来
し
、
日
本
で
は
平
安
朝
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
た
。
夏
に

は
長
く
大
き
な
葉
を
広
げ
、
秋
に
は
そ
の
葉
が
ば
っ
さ
り
と
落
ち
る
。
芭
蕉
の
茎

は
大
木
の
よ
う
に
成
長
す
る
が
重
な
り
合
う
長
い
葉
鞘
で
で
き
た
偽
幹
が
直
立
す
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る
。
こ
れ
を
切
っ
て
も
中
に
木
質
部
が
な
く
、
諸
法
は
空
で
あ
る
と
の
喩
え
に
す

る
、
と
あ
る
︵
注
26
︶。
芭
蕉
は
存
在
に
お
い
て
、﹁
無
常
﹂
を
表
わ
す
植
物
だ
と

い
え
る
。﹁
風
に
当
た
れ
ば
破
れ
、
雨
に
あ
た
れ
ば
破
れ
、
夢
を
抱
け
ば
破
れ
る
﹂、

そ
れ
が
芭
蕉
で
あ
る
。
俳
句
の
十
月
の
季
語
に
﹁
破や

れ

芭ば
し
ょ
う蕉
﹂
が
あ
り
高
濱
虚
子
の

句
に
﹁
横
に
や
れ
終
に
は
縦
に
破
れ
芭
蕉
﹂
と
吟
じ
ら
れ
て
、
現
代
に
ま
で
﹁
芭

蕉
と
破
れ
﹂
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
を
保
っ
て
い
る
。

　

五
一
一
番
に
戻
れ
ば
、
引
歌
に
さ
れ
た
の
は
太
田
道
真
、
つ
ま
り
道
灌
の
父
の

歌
友
で
あ
る
。
道
真
は
﹃
雲
玉
抄
﹄
の
こ
の
箇
所
だ
け
に
、
唐
突
に
名
前
だ
け
が

出
て
く
る
︵
木
戸
孝
範
の
場
合
は
父
小
府
の
こ
と
を
五
〇
七
番
に
詳
し
く
記
す
︶。

何
も
説
明
を
付
し
て
い
な
い
が
、
衲
叟
の
引
歌
の
背
後
に
は
道
灌
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
い
。

衲
叟
と
道
灌
は
二
五
〇
、
二
五
一
番
に

か
か
る
身
の
な
ぐ
さ
め
草
の
か
げ
と
て
や
月
の
桂
の
世
に
お
ほ
ふ
ら
ん
︵
250
︶

こ
れ
は
、
太
田
道
灌
、
江
島
参
籠
の
時
、
一
座
一
の
歌
と
諸
人
申
せ
し
、
そ

の
時
同
題
に
て
、
衲
叟

世
に
も
れ
ぬ
月
の
桂
の
影
な
ら
で
何
を
心
の
や
ど
り
木
に
せ
ん
︵
251
︶

　

と
あ
り
江
の
島
参
籠
に
同
道
し
た
歌
友
同
士
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
道
灌
は
文
明
十
八
年
︵
一
四
八
六)

七
月
二
十
六
日
、
主
君
・
扇
谷
上
杉
定
正

に
よ
っ
て
相
模
の
糟
谷
で
暗
殺
、
横
死
を
遂
げ
る
。
そ
の
暗
殺
の
理
由
を
定
正
は

﹃
上
杉
定
正
状
﹄
に
述
べ
て
い
る
。﹁
都と

じ
ょ
う
ひ
ゃ
く

城
百
雉ち

に
過
ぐ
る
は
國
の
害
な
り
﹂。
つ

ま
り
﹃
春
秋
左
氏
伝
・
隠
公
元
年
﹄
の
故
事
を
引
用
し
て
、
地
方
の
諸
候
の
城
が

あ
ま
り
広
大
で
あ
り
す
ぎ
る
の
は
中
央
集
権
の
弱
化
と
な
り
、
国
の
害
と
な
る
。

道
灌
の
城
も
堅
固
で
あ
り
、
且
つ
家
政
を
独
占
し
た
た
め
に
家
中
に
不
満
が
起

こ
っ
た
、
し
か
も
道
灌
は
盟
主
で
あ
る
山
内
顕
定
に
謀
反
を
企
て
た
た
め
だ
︵
注

27
︶、
と
説
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
事
件
に
遭
遇
し
て
道
灌
の
三
回
忌
︵
長
享
二
年
︵
一
四
八
八
︶
七
月
︶
に
、

﹁
太
田
二
千
石
春し

ゅ
ん
え
ん
ど
う
か
ん

苑
道
灌
静せ
い

勝し
ょ
う

公
﹂
の
詩
を
霊
前
に
捧
げ
た
の
が
万ば
ん
り
し
ゅ
う

里
集
九く

と

い
う
禅
僧
で
あ
る
。︵
注
28
︶。

東
遊
、
遠
シ
ト
雖
モ
君
ノ
為
ニ
招
カ
ル

冤お
ん

血ち

、
端
無
ク
モ
九
霄し
ょ
う

ニ
濺そ
そ

グ

枕
ヲ
借
ル
コ
ト
三
年
ニ
シ
テ
、
裁わ

ず

カ
ニ
夢
ニ
見
ル

風
ハ
吹
ケ
ド
モ
、
芭
蕉
ヲ
破
却
セ
ズ
︵﹁
梅
花
無
尽
蔵
﹂、
原
文
は
漢
文
︶

　

こ
の
中
に
、﹁
芭
蕉
を
破
却
せ
ず
﹂
と
記
し
て
い
る
。
万
里
の
夢
に
芭
蕉
が
現

れ
、
芭
蕉
は
雨
風
に
抗
し
か
ね
て
破
れ
る
と
さ
れ
る
が
、
道
灌
に
擬
え
た
芭
蕉
は

破
れ
て
い
な
い
。
道
灌
は
軍
に
敗
れ
た
の
で
は
な
く
横
死
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
い

た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
定
正
は
道
灌
が
盛
り
の
芭
蕉
葉
の
よ
う
に

勢
力
を
拡
大
し
た
か
ら
脅
威
を
感
じ
て
こ
れ
を
破
っ
た
。
一
方
、
万
里
は
夢
に
見

る
道
灌
と
い
う
芭
蕉
葉
は
風
に
破
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
。
道
灌
は
生
前
万
里

の
庇
護
者
で
あ
り
、
道
灌
横
死
後
、
万
里
は
東
国
を
去
っ
て
い
る
。﹁
破
る
、
破

ら
れ
る
﹂
と
い
う
現
象
軸
に
芭
蕉
と
い
う
植
物
は
位
置
す
る
が
、
そ
の
中
身
は
木

軸
を
も
た
な
い
﹁
空
﹂
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
禅
の
悟
り
が
あ
る
。
衲
叟
の
﹁
芭
蕉

の
破
れ
﹂
へ
の
拘
り
は
東
国
を
駆
け
巡
っ
た
歌
友
た
ち
の
挽
歌
の
意
味
が
込
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
が
禅
僧
万
里
の
芭
蕉
を
道
灌
に
投
影
し
た
眼
差
し
な
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　

本
稿
が
取
り
上
げ
た
三
曲
は
金
春
禅
竹
作
も
し
く
は
禅
竹
作
と
見
做
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
三
曲
に
共
通
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
が
﹁
杜
若
﹂
の

詞
章
に
あ
る
﹁
草
木
国
土　

悉
皆
成
仏
﹂︵
注
29
︶
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
衲
叟
も

禅
竹
も
目
の
当
た
り
に
し
た
で
あ
ろ
う
滅
ぶ
も
の
す
べ
て
の
成
仏
が
あ
る
。﹁
芭

蕉
﹂
で
は
﹁
薬
草
喩
品
あ
ら
は
れ
て
草
木
国
土
有
情
非
情
も
み
な
こ
れ
諸
法
実
相
﹂

と
あ
る
。﹁
雪
鬼
﹂
で
は
﹁
有
情
非
情
は
隔
て
な
き　

こ
れ
ぞ
ま
こ
と
に
雪
鬼

の　

も
と
よ
り
わ
れ
は
鬼
に
は
あ
ら
ず
﹂
の
詞
章
に
通
底
す
る
。
つ
ま
り
三
曲
に

現
れ
た
﹁
杜
若
の
精
、
芭
蕉
の
精
、
雪
の
精
﹂
の
共
通
項
は
﹁
悉
皆
成
仏
﹂
の
象

徴
で
あ
る
。﹁
芭
蕉
﹂
に
﹁
そ
れ
非
情
草
木
と
言
つ
ぱ
ま
こ
と
は
無
相
真
如
の

体　

一
塵
法
界
の
心
地
の
上
に　

雨
露
霜
雪
の
形
を
見
す
﹂
と
し
て
、
非
情
の
草

木
で
は
あ
っ
て
も
、
実
は
不
変
の
実
相
を
備
え
て
い
て
一
塵
の
中
に
全
宇
宙
が
包

339（10） 　　（二階　健次）研究ノート　　
『雲玉和歌抄』の謡曲受容

―「雪鬼」「杜若」「芭蕉」を通して―



摂
さ
れ
る
と
い
う
真
理
か
ら
、
本
来
一
体
の
﹁
水
﹂
が
雨
露
霜
雪
の
姿
に
変
じ
、

草
木
も
そ
の
時
々
で
種
々
の
姿
を
見
せ
る
と
い
う
法
華
経
の
教
理
が
説
か
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
は
﹁
精
﹂
の
そ
れ
ぞ
れ
形
は
異
な
っ
て
も
元
は
﹁
水
﹂
で
あ
る
と
い

う
深
淵
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。﹁
沢
辺
の
杜
若
、
芭
蕉
の
露
、
消
え
る
雪
﹂
と
い

う
表
象
は
生
命
現
象
の
流
転
を
暗
喩
す
る
が
、
支
え
て
い
る
根
源
は
﹁
水
﹂
で
あ

る
。﹃
雲
玉
抄
﹄
の
五
八
一
番
の
巻
軸
歌
が
﹁
む
す
ぶ
手
に
清
き
こ
こ
ろ
を
あ
ら

は
し
て
な
が
れ
ぞ
い
づ
る
山
陰
の
水
﹂
と
結
ば
れ
て
い
る
の
も
、
衲
叟
の
軸
足
が

﹁
水
﹂
に
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

（7）　
﹃
歌
論
集
︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
八
七
︶﹄
小
学
館　

二
〇
〇
二

（8）　
﹃
伊
勢
物
語
﹄﹁
八
二
﹂︵
新
潮
日
本
古
典
集
成
︶
新
潮
社　

一
九
七
六　

九
六
~

九
七
頁

（9）　
﹃
新
古
今
集
﹄
巻
第
二
春
下
一
一
四
番　
﹃
新
編
国
歌
大
観　

第
一
巻
勅
撰
集
編　

第
四
版
﹄
角
川
書
店　

一
九
八
七　

二
一
九
頁

（10）　
﹃
太
平
記
一
﹄︵
新
潮
日
本
古
典
集
成
︶
新
潮
社　

一
九
七
七　

六
五
頁

（11）　

西
野
春
雄
﹁
能
面
雪
鬼
考
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
法
政
大
学
能
楽
研
究
所　

三
一
号　

二
〇
〇
七　

十
二
頁
に
徳
江
元
正
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
あ
る
。

（12）　
﹃
長
禄
記
﹄︵
続
群
書
類
従
第
二
十
輯
上　

訂
正
三
版
︶
続
群
書
類
従
完
成
会　

一
九
八
九 

二
四
六
頁 

（13）　
﹃
宗
祇
諸
国
物
語
﹄は
西
村
市
郎
右
衛
門
に
よ
る
江
戸
前
期︵
貞
享
二
年︵
一
六
八
五
︶

刊
︶
の
浮
世
草
子
。﹃
近
世
文
學
資
料
類
従
仮
名
草
子
編　

二
八
﹄
勉
誠
社　

一
九
七
七
に
所
収
。

（14）　

今
野
圓
輔
﹃
日
本
怪
談
集
[
妖
怪
篇
]﹄
社
会
思
想
社　

一
九
八
一
の
﹁
雪
女
﹂
の

項
目
に
は
①
雪
の
精
霊
、
化
身
と
し
て
姿
を
現
わ
す
も
の
、
雪
後
や
吹
雪
の
夜
に

白
い
女
の
姿
を
た
だ
遠
く
か
ら
見
か
け
、
自
然
へ
の
脅
威
の
畏
敬
と
し
て
雪
鬼
、

雪
神
信
仰
が
変
化
し
た
も
の
。
②
吹
雪
で
行
き
倒
れ
に
な
っ
た
者
の
霊
魂
が
出
て

来
る
幽
霊
話
。
③
女
を
風
呂
に
入
れ
た
ら
泡
に
な
っ
て
い
た
、
女
を
囲
炉
裏
に
あ

た
ら
せ
た
ら
融
け
た
と
い
う
類
の
話
。
の
三
系
統
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

（15）　
﹁
雪
鬼
﹂︵
復
曲
本
︶
田
中
充
編
﹃
未
刊
謡
曲
集　

続
十
六
﹄
古
典
文
庫　

一
九
九
五　

一
四
〇
~
一
五
一
頁
。

（16）　

金
春
禅
竹
作
と
考
え
ら
れ
る
。
精
・
神
仙
物
。
三
河
国
八
幡
に
立
ち
寄
っ
た
諸
国

一
見
の
僧
の
前
に
、
杜
若
の
精
が
現
れ
、
こ
の
地
で
折
句
を
詠
ん
だ
業
平
の
故
事

を
語
り
、
僧
を
庵
に
招
く
。
そ
し
て
、
業
平
と
高
子
の
后
の
形
見
の
冠
、
唐
衣
を

着
し
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
根
本
を
語
り
舞
う
。﹃
伊
勢
物
語
﹄﹁
九
﹂
や
﹃
伊
勢
物
語
﹄

古
注
を
典
拠
と
す
る
。

（17）　
﹃
伊
勢
物
語
﹄﹁
九
﹂︵
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
︶﹄
新
潮
社　

一
九
七
六　

二
一

~
二
三
頁

（18）　
﹁
杜
若
﹂
伊
藤
正
義
校
注
﹃
謡
曲
集
上
﹄︵
新
潮
日
本
古
典
集
成
︶﹄
新
潮
社　

一
九
八
三

（19）　
﹃
後
撰
集
﹄
巻
第
四
夏　

一
六
〇
番　
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
第
一
巻
勅
撰
集
編　

第

四
版
﹄
角
川
書
店　

一
九
八
七　

一
九
二
頁

（20）　
﹁
杜
若
﹂﹃
謡
曲
拾
葉
抄
﹄︵
国
文
註
釈
全
書
六
︶
す
み
や
書
房　

一
九
〇
七　

三
〇
四
頁

（21）　

片
桐
洋
一
、
山
本
登
朗
編
﹃
伊
勢
物
語
古
注
釈
大
成　

第
一
巻
﹄
笠
間
書
院　

二
〇
〇
四　

十
五
、八
五
頁

（22）　
﹃
世
阿
弥　

禅
竹
︵
日
本
思
想
大
系
二
四
︶﹄
岩
波
書
店　

一
七
七
四　

三
四
二
頁
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注　

釈

（1）　

伝
本
は
神
宮
文
庫
蔵
本
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
、
内
閣
文
庫
蔵
本
、
松
平

文
庫
蔵
本
、
黒
川
家
文
庫
蔵
本
な
ど
。
神
宮
文
庫
蔵
本
は
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
、

京
大
本
は
﹃
古
典
文
庫
﹄
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
奥
書
に
﹁
永
正
十
一
年
四
月
六

日　

作
者　

衲
叟
馴
窓
書
之
﹂
と
あ
る
。
更
に
﹃
八
洲
文
藻
﹄
に
﹁
源
貞
範
﹂
の

名
が
あ
る
。

（2）　

明
和
九
年
︵
一
七
七
二
︶
刊
。
犬
井
貞
恕 ︵
一
六
二
〇
~
一
七
〇
二
︶
撰
。﹁
能
本
﹂

﹁
謡
本
﹂
と
い
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
﹁
謡
曲
﹂
の
語
を
使
用
し
た
最
も
早
い
使
用

例
と
い
わ
れ
る
。

（3）　

佐
々
木
雷
太
﹁
雲
玉
和
歌
抄
と
謡
曲
﹂﹃
伝
承
文
学
研
究
﹄
六
〇
号　

二
〇
一
一

 

佐
々
木
雷
太
﹁
雲
玉
和
歌
抄
に
お
け
る
西
行
歌
と
撰
集
抄
﹂﹃
仏
教
文
学
﹄

三
六
・
三
七
号　

仏
教
文
学
会　

二
〇
一
四
・
九

（4）　

作
者
不
詳
の
複
式
夢
幻
能
、
金
春
流
と
い
わ
れ
る
。
旅
僧
が
雪
の
河
内
禁
野
の
片

野
で
女
に
宿
を
借
り
雪
鬼
と
業
平
の
恋
物
語
を
聞
く
。
そ
の
女
こ
そ
雪
鬼
で
、
僧

の
夢
に
現
れ
、回
向
を
謝
し
舞
を
舞
う
。﹃
詞
花
集
﹄
一
五
二
番
歌
を
典
拠
と
す
る
。

（5）　

三
宅
晶
子
﹁
も
み
じ
に
冷
淡
な
世
阿
弥
﹂︵﹃
中
世
文
学
の
回
廊
﹄︶
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
八　

四
九
八
頁
﹁
四
季
に
分
類
し
た
世
阿
弥
関
係
の
能
﹂
に
七
十
曲
中
の

﹁
冬
﹂
は
四
曲
と
あ
る
。

（6）　
﹃
詞
花
集
﹄
巻
第
四
冬
一
五
二
番
﹃
新
編
国
歌
大
観　

第
一
巻
勅
撰
集
編　

第
四
版
﹄

角
川
書
店　

一
九
八
七　

一
七
七
頁



ん
﹂

④　
﹃
万
葉
集
﹄
巻
一
〇
・
二
一
四
二
番
﹃
万
葉
集
三
﹄︵
岩
波
文
庫
︶
一
八
四
~

一
八
五
頁﹁
さ
を
鹿
の
妻
と
と
の
ふ
と
鳴
く
声
の
至
ら
む
極
み
な
び
け
萩
原
﹂。

鹿
は
一
夫
多
妻
な
の
で
、
秋
の
発
情
期
に
は
一
頭
の
雄
が
複
数
の
雌
を
率
い

る
現
象
が
歌
に
さ
れ
て
い
る
。

（26）　
﹁
芭
蕉
﹂﹃
岩
波
仏
教
辞
典
第
二
版
﹄
岩
浪
書
店　

二
〇
〇
二　

八
二
二
頁

（27）　
﹁
上
杉
定
正
状
﹂
小
澤
富
夫
編
・
校
訂
﹃
武
家
家
訓
・
遺
訓
集
成
﹄
ぺ
り
か
ん
社　

一
九
九
八　

一
〇
七
頁

 

﹃
春
秋
左
氏
伝
一
﹄︵
新
釈
漢
文
大
系
三
〇
︶
明
治
書
院　

一
九
九
八　

四
八
頁

（28）　

中
川
徳
之
助
﹃
万
里
集
九
︵
人
物
叢
書
︶
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
七　

一
七
一
頁

 

万
里
集
九
は﹃
江
戸
名
所
図
会
﹄巻
六
に﹁
孝
範
家
の
集
、武
蔵
国
豊
嶋
と
い
ふ
郡
に
、

入
江
か
け
た
る
所
に
住
み
は
べ
り
け
る
。
前
は
よ
し
芦
な
ど
茂
り
て
と
云
々
。
又

梅
花
無
尽
蔵
の
詩
の
序
に
、
木
戸
罷
釣
翁
と
号
し
、
共
に
武
野
の
佳
境
隅
田
の
上

流
に
寓
す
と
い
へ
り
﹂
と
あ
る
。
衲
叟
も
﹃
雲
玉
抄
﹄
の
﹁
序
﹂
に
﹁
若
年
の
比

武
州
江
城
辺
に
星
霜
を
お
く
り
し
﹂
と
あ
る
か
ら
、道
灌
の
江
戸
城
周
辺
に
、衲
叟
、

木
戸
孝
範
、
万
里
集
九
ら
が
住
み
着
い
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（29）　

非
情
の
成
仏
を
い
う
慣
用
語
。﹃
法
華
経
﹄
薬
草
喩
品
に
、
一
地
よ
り
、
毒
草
も
薬

草
も
生
え
る
が
、
一
雨
に
よ
っ
て
皆
薬
草
と
な
る
と
い
う
比
喩
を
以
て
非
情
の
草

木
の
成
仏
を
説
く
。﹁
非
情
﹂
と
は
感
情
を
持
た
な
い
植
物
、
鉱
物
の
こ
と
。

（23）　

金
春
禅
竹
作
。
精
・
神
仙
物
。
中
国
の
楚
の
国
瀟
水
に
山
居
す
る
僧
が
、
毎
夜
、

法
華
経
を
読
誦
し
て
い
る
と
女
が
現
れ
る
。
僧
は
女
を
庵
に
招
き
入
れ
、
薬
草
喩

品
を
聞
か
せ
る
と
芭
蕉
の
精
で
あ
る
と
告
げ
る
。
再
び
あ
る
月
の
夜
に
芭
蕉
の
精

は
現
れ
、
諸
行
無
常
を
唱
え
つ
つ
舞
を
舞
う
。
法
華
経
の
草
木
成
仏
、
維
摩
経
の

芭
蕉
、
蕉
鹿
の
夢
等
を
典
拠
と
す
る
。

（24）　
﹁
芭
蕉
﹂
伊
藤
正
義
校
注
﹃
謡
曲
集
下
﹄︵
新
潮
日
本
古
典
集
成
︶﹄
新
潮
社　

二
〇
一
五　

九
二
、九
九
頁

（25）　

①　
﹃
日
本
書
紀
﹄
巻
第
十
一 

仁
徳
天
皇
紀
︵﹃
日
本
書
紀
二
﹄︵
新
編
日
本
古

 
 

　

典
文
学
全
集
三
︶
五
二
~
五
四
頁
︶

 
卅
八
年
春
正
月
癸
酉
朔
戊
寅
、
立
八
田
皇
女
爲
皇
后
。
秋
七
月
、
天
皇
與
皇

后
、
居
高
臺
而
避
暑
。
時
毎
夜
、
自
菟
餓
野
、
有
聞
鹿
鳴
、
其
聲
寥
亮
而
悲
之
、

共
起
可
怜
之
情
。
及
月
盡
、
以
鹿
鳴
不
聆
、
爰
天
皇
語
皇
后
曰
﹁
當
是
夕
而

鹿
不
鳴
、
其
何
由
焉
。﹂
明
日
、
猪
名
縣
佐
伯
部
、
獻
苞
苴
。
天
皇
令
膳
夫
以

問
曰
﹁
其
苞
苴
何
物
也
。﹂
對
言
﹁
牡
鹿
也
。﹂
問
之
﹁
何
處
鹿
也
。﹂
曰
﹁
菟

餓
野
。﹂
時
天
皇
以
爲
、
是
苞
苴
者
必
其
鳴
鹿
也
、
因
語
皇
后
曰
﹁
朕
、
比
有

懷
抱
、
聞
鹿
聲
而
慰
之
。
今
推
佐
伯
部
獲
鹿
之
日
夜
及
山
野
、
卽
當
鳴
鹿
。

其
人
、
雖
不
知
朕
之
愛
以
適
逢
獮
獲
、
猶
不
得
已
而
有
恨
。
故
、
佐
伯
部
不

欲
近
於
皇
居
。﹂
乃
令
有
司
、
移
鄕
于
安
藝
渟
田
、
此
今
渟
田
佐
伯
部
之
祖
也
。

俗
曰
﹁
昔
有
一
人
、
往
菟
餓
、
宿
于
野
中
。
時
二
鹿
臥
傍
、
將
及
鶏
鳴
、
牝

鹿
謂
牝
鹿
曰
﹃
吾
今
夜
夢
之
、
白
霜
多
降
之
覆
吾
身
。
是
何
祥
焉
。﹄
牝
鹿
答

曰
﹃
汝
之
出
行
、必
爲
人
見
、射
而
死
。
卽
以
白
鹽
塗
其
身
、如
霜
素
之
應
也
。﹄

時
宿
人
、
心
裏
異
之
。
未
及
昧
爽
、
有
獵
人
、
以
射
牡
鹿
而
殺
。﹂
是
以
、
時

人
諺
曰
﹁
鳴
牡
鹿
矣
、
隨
相
夢
也
。﹂

②　
﹃
摂
津
風
土
記
﹄
逸
文
﹃
風
土
記
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
︶
四
二
七
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昔
者
、
刀
我
野
に
牡
鹿
あ
り
け
り
。
そ
の
嫡
の
牝
鹿
、
こ
の
野
に
居
り
け
り
。

そ
の
妾
の
牝
鹿
、
淡
路
の
国
の
野
嶋
に
居
り
け
り
。･･･

明
旦
、
牡
鹿
そ
の

嫡
に
語
り
て
云
ひ
つ
﹁
今
夜
の
夢
に
我
が
背
に
雪
零
り
お
け
り
と
見
き
﹂
と

い
ふ
。
ま
た
曰
ひ
つ﹁
す
す
き
村
生
ひ
た
り
と
見
き
。
こ
の
夢
は
何　

の
祥
そ
﹂

と
い
ふ
。
そ
の
嫡
、
夫
の
ま
た
妾
が
所
に
向
く
を
悪
み
、
乃
ち
詐
り
相
せ
て

曰
は
く
、﹁
背
の
上
に
生
ひ
た
る
草
は
、
矢
、
背
の
上
を
射
る
祥
そ
。
ま
た
雪

の
零
り
け
る
は
、塩
を
春
き
て
宍
に
塗
る
祥
そ
。
汝
、淡
路
の
野
嶋
に
渡
ら
ば
、

必
ず
船
人
に
遇
ひ
、
射
え
て
海
中
に
死
ら
む
、
謹
勿
ま
た
往
き
そ
﹂
と
い
ひ

け
り
。
そ
の
牡
鹿
、
感
恋
に
勝
へ
ず
、
ま
た
野
嶋
に
渡
り
け
り
。
海
中
に
て

遇
に
行
く
船
に
逢
ひ
、
終
に
射
殺
さ
れ
け
り
﹂
と
そ
い
ふ
。
故
、
こ
の
野
を

名
づ
け
て
夢
野
と
曰
ふ
。
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西
行
法
師
家
集
﹄︵﹃
新
編
国
歌
大
観
第
三
巻
私
家
集
Ⅰ
﹄︶
六
〇
五
頁
﹁
暁

鹿　

夜
を
の
こ
す
ね
ざ
め
に
聞
く
ぞ
哀
れ
な
る
夢
の
の
鹿
も
か
く
や
な
く
ら

　　（二階　健次）研究ノート　　
『雲玉和歌抄』の謡曲受容

―「雪鬼」「杜若」「芭蕉」を通して― 337（10）




