
心
敬
に
お
け
る
﹁
夕
べ
の
鐘
﹂

伊

藤

伸

江

一

連
歌
師
心
敬
が
宗
匠
と
し
て
参
加
し
た
、
京
都
本
能
寺
で
張
行
さ
れ
た
﹃
落

葉
百
韻注

１

﹄
に
は
、
初
折
裏
七
・
八
句
目
に
次
の
よ
う
な
付
合
が
見
ら
れ
る
。

あ
ら
ま
し
に
さ
そ
は
れ
そ
む
る
墨
の
袖

正
頼

ゆ
ふ
べ
の
鐘
の
涙
と
ふ
聲

心
敬

前
句
の
﹁
あ
ら
ま
し
﹂
と
は
、
よ
り
の
ぞ
ま
し
い
生
き
方
で
あ
る
出
家
の
道
に

進
む
望
み
。﹁
世
を
の
が
れ
た
い
気
持
ち
に
心
が
動
か
さ
れ
、
墨
染
の
僧
衣
を

ま
と
う
身
と
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
﹂
と
い
う
前
句
に
、
夕
暮
れ
時
の
鐘
の
、
涙

に
く
れ
る
我
身
を
訪
れ
て
く
る
声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

﹃
落
葉
百
韻
﹄
の
張
行
時
期
は
、
こ
の
百
韻
の
主
催
者
で
あ
る
日
明
上
人
が
本
能

寺
貫
主
と
な
る
康
正
二
年
︵
一
四
五
六
︶
以
後
、
寛
正
六
年
︵
一
四
六
五
︶
ま

で
の
時
期
と
推
定
で
き注

２

、
心
敬
に
関
し
て
言
え
ば
、
五
十
一
歳
か
ら
六
十
歳
の

時
期
で
あ
る
。
長
禄
三
年
︵
一
四
五
九
︶
に
は
和
歌
の
師
で
あ
る
正
徹
が
没
し
、

ま
た
応
仁
元
年
︵
一
四
六
七
︶
に
は
、
応
仁
の
乱
の
混
乱
に
都
を
立
ち
、
関
東

在
住
と
な
る
。
関
東
下
向
以
前
の
、
京
都
で
盛
ん
に
連
歌
活
動
を
行
な
っ
た
時

期
の
作
品
で
あ
る
﹃
落
葉
百
韻
﹄
の
付
合
に
見
ら
れ
る
﹁
ゆ
ふ
べ
の
鐘
﹂﹁
涙
と

ふ
聲
﹂
と
い
っ
た
言
い
回
し
に
は
、
心
敬
の
創
作
に
お
け
る
表
現
の
特
徴
の
一

つ
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
論
で
は
、﹁
夕
べ
の
鐘
﹂
の
句
を
手

が
か
り
と
し
て
、
心
敬
の
連
歌
、
和
歌
表
現
の
特
性
を
論
じ
て
い
き
た
い注

３

。

二

心
敬
が
詠
ん
だ
﹁
夕
べ
の
鐘
﹂
と
は
、
寺
院
に
お
い
て
時
を
知
ら
せ
る
た
め

に
鳴
ら
し
た
鐘
の
う
ち
、
夕
暮
れ
時
に
つ
か
れ
た
鐘
。
夕
暮
れ
時
の
薄
暗
さ
を

﹁
墨
染
﹂
と
も
表
現
す
る
こ
と
か
ら
、﹃
連
珠
合
璧
集
﹄
に
は
﹁
墨
染
ト
ア
ラ
バ
、

夕
べ
﹂
と
あ
り注

４

、﹃
落
葉
百
韻
﹄
で
は
、
前
句
の
﹁
墨
の
袖
﹂︵
﹁
墨
染
の
袖
﹂
と

二
七



同
意
で
あ
る注

５

︶
と
付
句
の
﹁
ゆ
ふ
べ
﹂
は
寄
合
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後
の

例
と
な
る
が
、﹁
行
く
秋
の
夕
の
鐘
も
心
し
て
け
ふ
の
一
日
よ
な
が
き
日
も
が

な
﹂︵
邦
高
親
王
御
集
・
九
月
尽
・

︶
の
歌
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ

133

の
鐘
に
よ
り
闇
が
た
れ
こ
め
て
世
の
光
景
が
一
変
し
て
行
く
と
い
う
意
識
が

あ
っ
た
。

さ
て
、﹁
夕
べ
の
鐘
﹂
に
関
し
て
、
和
歌
の
用
例
を
探
す
と
、
勅
撰
集
に
お
い

て
は
﹃
玉
葉
集
﹄
に
一
例
、﹁
山
ふ
か
み
ゆ
ふ
べ
の
か
ね
の
こ
ゑ
つ
き
て
残
る
嵐

の
音
ぞ
さ
び
し
き
﹂︵
雑
三
・

・
前
大
僧
正
慈
順
︶
が
存
す
る
の
み
で
、
そ
の

2200

他
も
﹃
延
文
百
首
﹄
に
一
例
︵
寄
鐘
恋
・

・
源
有
光
︶、﹃
頓
阿
勝
負
付
歌
合
﹄

2490

に
一
例
、﹃
草
根
集
﹄
に
十
例
、﹃
常
縁
集
﹄
に
一
例
、
時
代
が
下
り
﹃
柏
玉
集
﹄

に
三
例
︵
う
ち
二
例
は
同
一
歌
︶、﹃
邦
高
親
王
御
集
﹄
に
一
例
、﹃
雪
玉
集
﹄
に

一
例
見
ら
れ
る
の
が
主
な
出
現
例
と
な
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
乏
し
い
用
例
の

中
、
正
徹
の
﹃
草
根
集
﹄
の
用
例
が
十
例
と
多
い
の
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

加
え
て
、﹁
夕
べ
の
鐘
﹂
と
い
う
表
現
は
歌
題
に
も
存
す
る
が
、
歌
題
﹁
夕
鐘
﹂

の
使
用
傾
向
を
見
る
と
、
勅
撰
集
で
は
﹃
風
雅
集
﹄︵
雑
中
・﹁
夕
鐘
を
﹂・
伏
見

院
・

︶、
私
家
集
で
は
﹃
実
兼
集
﹄
に
各
一
例
、﹁
嵐
﹂
と
﹁
鐘
﹂
を
組
み
合

1661

わ
せ
た
京
極
派
的
な
詠
風
の
和
歌
の
題
と
し
て
出
現
す
る
。
そ
の
後
、
わ
ず
か

に
﹃
草
庵
集
﹄
に
一
例
見
ら
れ
た
後
は
、
や
は
り
﹃
草
根
集
﹄
に
六
例
︵
内
一

例
が
﹁
夕
鐘
﹂︶
使
わ
れ
、﹃
松
下
集
﹄
に
三
例
︵
う
ち
二
例
が
﹁
夕
鐘
﹂︶
使
わ

れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
は
﹃
雪
玉
集
﹄
に
﹁
古
寺
夕
鐘
﹂
の
形
で
一
例
と
、
ま
た

使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。﹃
草
根
集
﹄
で
は
、﹁
夕
鐘
﹂
の
み
な
ら
ず
﹁
雪

夕
鐘
﹂﹁
古
寺
夕
鐘
﹂﹁
山
寺
夕
鐘
﹂﹁
関
路
夕
鐘
﹂﹁
旅
行
夕
鐘
﹂
と
、
各
所
の

夕
暮
れ
に
鐘
を
添
え
た
。
よ
り
詳
細
な
情
景
を
表
現
す
る
題
と
し
て
展
開
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、﹃
松
下
集
﹄
の
三
例
中
に
一
例
﹁
行
路
夕
鐘
﹂
が
あ
る

こ
と
で
、
弟
子
の
正
広
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
が
、
正
徹
以
前
に

は
管
見
に
入
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
見
て
、
和
歌
に
お
け
る
﹁
夕
べ
の
鐘
﹂
の
モ
チ
ー
フ
は
、

正
徹
が
、
特
に
関
心
を
持
っ
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

﹃
草
根
集
﹄
の
﹁
夕
べ
の
鐘
﹂
の
語
句
を
含
む
歌
十
例
は
、
日
次
本
で
見
れ
ば
、

永
享
元
年
︵
一
四
二
九
︶
に
二
例
、
文
安
四
年
︵
一
四
四
七
︶
に
一
例
、
宝
徳

元
年
︵
一
四
四
九
︶
に
三
例
、
享
徳
二
年
︵
一
四
五
二
︶
に
一
例
、
長
禄
元
年

︵
一
四
五
七
︶
に
一
例
、
そ
の
他
巻
四
、
巻
六
の
年
次
不
詳
の
巻
に
各
一
例
あ
り
、

現
存
詠
草
を
見
て
も
幅
広
い
年
代
に
か
け
て
分
布
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
生
涯

に
わ
た
り
詠
み
お
い
て
い
よ
う
。
正
徹
の
歌
と
、
そ
の
詠
歌
事
情
を
見
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
る注

６

。

嵐
ふ
く
夕
の
鐘
の
声
お
ち
て
松
に
つ
れ
な
き
峯
の
白
雪

︵
永
享
元
年
一
月
十
日
・
畠
山
持
純
家
人
丸
法
楽
・
雪
夕
鐘
・

︶
1168

嵐
ふ
く
夕
の
鐘
も
行
秋
を
し
た
ふ
か
た
に
や
声
な
び
く
ら
ん

︵
永
享
元
年
九
月
廿
二
日
・
畠
山
義
忠
家
月
次
・
鐘
声
送
秋
・

︶
1320

二
八



し
づ
か
に
て
夕
の
鐘
の
こ
と
は
り
を
き
ゝ
い
る
ゝ
人
や
涙
お
つ
ら
ん

︵
文
安
四
年
八
月
廿
七
日
・
小
笠
原
浄
元
家
月
次
・
晩
鐘
・

︶
2545

待
人
も
た
の
め
す
つ
る
に
あ
ら
ざ
り
し
夕
の
鐘
を
さ
だ
か
に
ぞ
聞

︵
宝
徳
元
年
三
月
十
三
日
・
隠
岐
入
道
素
珍
家
月
次
・
契
待
恋
・

︶
5546

山
本
の
夕
の
鐘
も
霞
消
て
寺
の
前
田
に
か
は
づ
な
く
こ
ゑ

︵
宝
徳
元
年
三
月
十
八
日
・
武
田
信
賢
家
月
次
・
夕
田
蛙
・

︶
5560

野
べ
の
風
軒
の
草
ば
を
吹
ま
よ
ふ
夕
の
鐘
も
こ
ゑ
か
ろ
く
し
て

︵
宝
徳
元
年
九
月
廿
六
日
・
武
田
信
賢
家
月
次
・
野
亭
聞
鐘
・

︶
5959

は
つ
せ
山
江
に
こ
も
ら
ず
は
み
わ
川
に
夕
の
か
ね
の
こ
ゑ
や
聞
え
ん

︵
享
徳
二
年
二
月
廿
八
日
・
赤
松
教
貞
家
月
次
・
古
寺
夕
鐘
・

︶
7963

鳥
鳴
て
後
に
あ
ふ
よ
の
別
路
を
夕
の
か
ね
に
な
さ
ば
う
ら
み
じ

︵
長
禄
元
年
四
月
十
三
日
・
畠
山
賢
良
家
続
歌
・
暁
逢
恋
・

︶
9752

う
か
り
け
り
誰
が
待
里
を
契
と
て
夕
の
か
ね
に
春
の
行
ら
ん

︵
巻
四
・
暮
春
鐘
・

︶
2673

そ
こ
と
な
き
ゆ
ふ
べ
の
鐘
の
と
を
き
に
も
先
昔
よ
と
思
ひ
い
で
つ
ゝ

︵
巻
六
・
夕
鐘
・

︶
4860

さ
ら
に
、﹃
草
根
集
﹄
に
は
、
巻
六
に

か
ら

の
﹁
夕
鐘
﹂
題
歌

4860

4862

そ
こ
と
な
き
ゆ
ふ
べ
の
鐘
の
と
を
き
に
も
先
昔
よ
と
思
ひ
い
で
つ
ゝ

夕
暮
の
心
の
色
を
そ
め
そ
を
く
つ
き
は
つ
る
鐘
の
声
の
匂
ひ
に

う
し
や
今
嶺
の
雲
き
え
鐘
た
え
て
ゆ
ふ
べ
の
奥
の
く
ら
き
山
里

が
ま
と
め
て
置
か
れ
て
お
り
、
歌
の
中
に
﹁
夕
べ
の
鐘
﹂
と
い
う
表
現
は
な
い

も
の
の
、﹁
夕
鐘
﹂
題
歌

す
む
人
の
衣
に
お
ち
て
墨
染
の
色
を
ふ
か
む
る
夕
暮
の
か
ね

︵
宝
徳
元
年
五
月
八
日
・
永
泉
庵
法
楽
続
歌
・
夕
鐘
・

︶
5708

が
あ
り
、

夕
ま
ぐ
れ
鐘
つ
き
と
む
る
山
陰
に
声
う
ち
い
だ
す
法
ぞ
聞
ゆ
る

︵
康
正
元
年
二
月
廿
六
日
・
清
水
平
等
坊
円
秀
月
次
・
山
寺
夕
鐘
・

︶
8799

夕
日
さ
す
杉
村
お
ほ
ふ
逢
坂
の
関
寺
く
ら
き
鐘
の
こ
ゑ
か
な

︵
宝
徳
三
年
一
月
十
七
日
・
於
渋
川
義
鏡
家
・
関
路
夕
鐘
・

︶
6764

峯
こ
ゆ
る
袖
の
下
よ
り
つ
き
出
す
鐘
や
千
里
の
暮
お
ほ
ふ
ら
ん

︵
長
禄
元
年
十
二
月
十
七
日
・
山
名
政
清
家
月
次
・
旅
行
夕
鐘
・

︶
10115

と
夕
べ
の
鐘
の
鳴
る
状
況
を
よ
り
細
か
く
規
定
し
た
題
を
持
つ
和
歌
も
存
し

た
。
こ
れ
ら
の
彼
の
和
歌
は
、
京
極
派
和
歌
に
よ
る
嵐
の
音
と
響
き
合
う
鐘
の

音
の
描
写
を
受
け
、﹁
嵐
吹
く
夕
の
鐘
﹂
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
な
し
た
り
、
鐘

の
音
の
様
を
﹁
か
ろ
く
﹂、﹁
な
び
く
﹂
と
見
た
り
、
ま
た
鐘
を
受
け
と
め
聞
く

自
ら
の
心
象
風
景
へ
と
観
察
を
広
げ
て
行
っ
た
り
し
て
い
る
。
正
徹
は
鐘
の
音

に
強
い
関
心
が
あ
り
、
鐘
を
詠
む
和
歌
が
非
常
に
多
い
の
だ
が
、
そ
の
中
で
﹁
夕

べ
の
鐘
﹂
を
詠
ん
だ
和
歌
も
、
正
徹
独
特
の
特
異
な
表
現
を
詠
み
こ
ん
だ
和
歌

と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

続
い
て
連
歌
に
お
け
る
﹁
夕
べ
の
鐘
﹂
の
用
例
を
見
る
と
、
こ
ち
ら
も
多
く

二
九



は
な
く
、﹃
紫
野
千
句
﹄、﹃
菟
玖
波
集
﹄
に
一
例
ず
つ
存
し
た
後
、﹃
竹
林
抄
﹄、

﹃
新
撰
菟
玖
波
集
﹄
と
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
時
、﹃
竹
林
抄
﹄
の
例
は

あ
ら
ま
し
の
身
に
送
る
哀
さ

聞
き
果
て
ぬ
夕
の
鐘
に
寝
覚
し
て

心
敬
︵
雑
上
・

︶
1240

夕
の
鐘
に
帰
る
山
本

鳥
の
行
雪
の
杉
む
ら
か
す
か
に
て

心
敬

︵
冬
・

、
新
撰
菟
玖
波
集

︶

650

526

と
、
心
敬
自
身
の
句
と
、
心
敬
の
句
の
前
句
︵
作
者
不
明
︶
の
二
例
が
と
り
あ

げ
ら
れ
て
お
り注

７

、﹃
新
撰
菟
玖
波
集
﹄
も
三
例
中
一
例
が
﹃
竹
林
抄
﹄
に
見
ら
れ

た
心
敬
の
句
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
心
敬
周
辺
で
こ
の
語
句
が
頻
用

さ
れ
た
こ
と
を
思
わ
せ
よ
う
。

心
敬
が
正
徹
に
師
事
し
は
じ
め
た
の
は
、﹃
ひ
と
り
ご
と
﹄
や
﹃
所
々
返
答
第

一
状
﹄
の
記
述
か
ら注

８

、
永
享
元
年
︵
一
四
二
九
︶
あ
た
り
と
さ
れ
、
文
安
、
宝

徳
年
間
か
ら
は
交
渉
も
頻
繁
と
な
り注

９

、
長
禄
三
年
︵
一
四
五
九
︶
の
正
徹
没
ま

で
師
弟
関
係
は
続
い
て
い
る
。
彼
は
、
直
弟
子
と
い
っ
た
扱
い
で
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
が 注

、
正
徹
や
そ
の
門
下
の
僧
、
和
歌
を
正
徹
に
学
ぶ
畠
山
氏
の
被

10

官
の
武
士
た
ち
と
行
動
範
囲
、
交
友
範
囲
が
重
な
っ
て
い
る 注

。﹃
ひ
と
り
ご
と
﹄

11

に
は
、
都
に
お
け
る
在
々
所
々
の
月
次
の
会
、
ま
た
歌
連
歌
の
作
者
と
し
て
、

畠
山
匠
作
︵
賢
良
︶、
武
田
大
膳
大
夫
︵
信
賢
︶、
小
笠
原
備
前
︵
浄
元
︶
と
い
っ

た
、﹃
草
根
集
﹄
に
見
え
る
正
徹
が
参
加
し
た
歌
会
の
主
催
者
の
名
が
記
さ
れ
て

い
る
し
、
同
集

歌
の
詠
ま
れ
た
会
を
催
し
た
僧
円
秀
は
﹃
落
葉
百
韻
﹄
に
参

8799

加
し
て
い
る
。﹁
夕
べ
の
鐘
﹂
と
い
う
表
現
は
、
心
敬
の
現
存
す
る
和
歌
に
は
用

い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
連
歌
に
は
用
い
ら
れ
て
お
り
、
正
徹
と
の
間
で
、
作
歌
、

作
句
表
現
の
影
響
関
係
は
充
分
考
え
ら
れ
よ
う
。

三

日
没
時
、
時
を
知
ら
せ
る
た
め
に
つ
く
鐘
を
指
す
表
現
と
し
て
は
、﹁
入
相
の

鐘
﹂
が
既
に
存
す
る
。
こ
の
表
現
は
和
歌
、
連
歌
共
に
﹁
夕
べ
の
鐘
﹂
よ
り
も

は
る
か
に
多
用
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
心
敬
の
用
例
と
し
て
も
、

積
り
し
暮
は
数
も
覚
え
ず

罪
を
消
つ
入
相
の
鐘
の
声
〴
〵
に

心
敬
︵
竹
林
抄
・
雑
下
・

︶
1490

昨
日
よ
り
風
さ
へ
よ
は
る
年
こ
へ
て

永
祥

入
相
の
鐘
の
か
す
む
明
ほ
の

心
敬

︵
河
越
千
句
第
三
百
韻
・

︶
52

な
ど
が
あ
る 注

。﹁
入
相
の
鐘
﹂
は
、
七
音
で
あ
り
、
助
詞
が
必
要
な
場
合
に
は
字

12

余
り
に
な
る
。
だ
が
、﹁
山
寺
の
入
あ
ひ
の
か
ね
の
こ
ゑ
ご
と
に
け
ふ
も
く
れ

ぬ
と
き
く
ぞ
か
な
し
き
﹂︵
拾
遺
集
・
哀
傷
・
よ
み
人
し
ら
ず
・

︶、﹁
山
ざ
と

1329

の
は
る
の
夕
暮
き
て
見
れ
ば
い
り
あ
ひ
の
鐘
に
花
ぞ
ち
り
け
る
﹂︵
新
古
今
集
・

春
下
・
能
因
・

︶
等
、
著
名
な
和
歌
の
﹁
入
相
の
鐘
﹂
を
含
む
句
の
部
分
は

116
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字
余
り
で
あ
り
、
こ
の
語
句
に
関
わ
る
字
余
り
は
創
作
に
お
い
て
全
く
問
題
に

さ
れ
て
き
て
お
ら
ず
、
こ
の
意
識
は
心
敬
も
同
様
で
あ
っ
た
。
勿
論
、﹁
夕
べ
の

鐘
﹂
の
方
が
助
詞
を
用
い
た
時
に
、
字
余
り
に
な
ら
ず
す
ん
な
り
と
句
に
な
じ

む
こ
と
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、﹃
落
葉
百
韻
﹄
の
付
合
で
は
﹁
墨
の
袖
﹂
と

の
言
葉
の
縁
か
ら
﹁
ゆ
ふ
べ
﹂
が
選
択
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
う
し
た
関
係
も
考

え
ら
れ
る
の
だ
が
、
な
ぜ
心
敬
は
﹁
ゆ
ふ
べ
の
鐘
﹂
を
﹁
入
相
の
鐘
﹂
以
外
に
、

意
識
的
に
採
用
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
句
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
心
敬
は
、﹁
鐘
﹂
を
表
現
し
た
和
歌
や
連
歌
を
ど
う
詠
ん
で
い
た

の
か
を
検
討
し
て
み
る
。

お
ぼ
つ
か
な
い
づ
ち
よ
り
来
て
い
づ
く
に
か
行
ら
ん
鐘
の
夕
暮
の
声

︵
心
敬
集
・
応
仁
二
年
百
首
・
無
常
・

︶
273

﹃
心
敬
集
﹄

歌
は
、
空
間
に
広
が
っ
て
い
く
、
夕
暮
れ
時
の
鐘
の
音
の
と
ら

273

え
ど
こ
ろ
の
な
さ
を﹁
無
常
﹂題
に
て
詠
む 注

。﹃
徒
然
草
﹄二
百
二
十
段
に
も﹁
凡
、

13

鐘
の
声
は
黄
鐘
調
な
る
べ
し
。
是
、
無
常
の
調
子
、
祇
園
精
舎
の
無
常
院
の
声

な
り 注

﹂
と
あ
っ
た
。
夕
暮
れ
時
の
鐘
の
音
の
ゆ
ら
め
き
、
消
長
を
詠
む
歌
は
、

14

京
極
派
和
歌
に
﹁
た
え
だ
え
に
か
ね
の
ひ
び
き
も
ま
じ
る
な
り
あ
ら
し
の
ま
つ

の
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
こ
ゑ
﹂︵
伏
見
院
御
集
・
鐘
疎
・

︶、
正
徹
に
﹁
淡
と
消
ぬ
興

1205

津
し
ほ
あ
ひ
に
よ
び
出
づ
る
鐘
の
み
さ
き
の
夕
暮
の
声
﹂︵
草
根
集
・
鐘
声
何

方
・

注

︶
な
ど
先
例
が
あ
る
。
正
徹
歌
は
﹁
和
歌
の
浦
や
沖
つ
潮
合
に
浮
か
び

7365 15

出
づ
る
あ
は
れ
我
身
の
よ
る
べ
知
ら
せ
よ
﹂︵
新
古
今
・

・
家
隆
︶
を
本
歌
と

1761

し
て
お
り
、
家
隆
の
歌
で
は
泡
沫
の
様
子
に
我
身
の
よ
る
べ
な
い
様
が
重
ね
ら

れ
て
い
た
が
、
正
徹
歌
で
は
夕
暮
れ
の
鐘
の
音
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

そ
の
ま
ま
、﹁
無
常
﹂
題
で
示
さ
れ
た
心
敬
の
意
識
に
つ
な
が
っ
て
く
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

さ
ら
に
連
歌
で
は
、
鐘
の
ひ
び
き
を
次
の
よ
う
に
詠
む
。

う
き
身
に
今
日
も
く
ら
す
は
か
な
さ

世
中
を
思
へ
ば
鐘
の
ひ
ゞ
き
に
て

此
世
の
幻
化
ま
ぼ
ろ
し
の
、
き
た
り
し
か
た
、
さ
れ
る
所
も
し
ら
ぬ
は
、

さ
な
が
ら
鐘
よ
り
い
で
た
る
ひ
ゞ
き
の
、
ゆ
く
ゑ
も
し
ら
ぬ
に
似
た
る

と
也
、
十
縁
生
六
喩
経
な
ど
の
心
を
、
一
句
の
う
ち
に
、
申
し
あ
ら
は

し
侍
る
歟
。

︵
芝
草
句
内
岩
橋
上 注

︶
16

は
て
し
ら
ぬ
旅
を
お
も
へ
る
暮
ご
と
に

き
の
ふ
の
鐘
や
ひ
と
の
世
の
中

こ
れ
も
、
万
法
の
し
ば
し
も
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
き
を
、
昨
日
の
か
ね

の
こ
ゑ
の
ご
と
し
と
也
、
ま
こ
と
に
諸
法
は
昨
日
の
か
ね
の
ご
と
く
、

二
た
び
か
へ
る
事
侍
ら
ず
哉
。

︵﹃
芝
草
句
内
岩
橋
上
﹄︶

こ
の
よ
う
に
鐘
の
音
を
と
ら
え
る
姿
勢
は
、
例
句
︵﹁
世
中
を
思
へ
ば
鐘
の
ひ
ゞ

き
に
て
﹂︶
の
自
注
に
よ
り
、
こ
の
世
の
出
来
事
の
、
生
起
し
ま
た
過
ぎ
去
る
あ

り
さ
ま
を
、
鐘
の
響
き
に
た
と
え
て
考
え
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
思
い

か
ら
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る 注

。
自
注
に
言
う
﹁
十
縁
生
﹂
と
は
、﹃
大
日
経
﹄

17
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住
心
品
の
十
縁
生
句
、
幻
・
陽
焔
・
夢
・
影
・
乾
闥
婆
城
・
響
・
水
月
・
浮
泡
・

虚
空
華
・
旋
火
輪
の
譬
喩
で
あ
り
、﹁
六
喩
﹂
は
﹃
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
﹄
の
六

喩
﹁
一
切
有
為
法

如
夢
幻
泡
影

如
露
亦
如
電

應
作
如
是
観 注

﹂
に
あ
る
夢
・

18

幻
・
泡
・
影
・
露
・
雷
で
あ
り
、
世
の
さ
ま
を
表
す
鐘
の
音
は
、﹁
幻
﹂
に
た
と

え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る 注

。
19

こ
う
し
た
、
鐘
の
音
の
消
長
に
無
常
を
感
ず
る
心
敬
の
思
い
は
、
他
に
も
﹃
熊

野
千
句
﹄
第
二
百
韻
の
次
の
よ
う
な
付
合

黄
昏
に
そ
こ
と
も
わ
か
ぬ
鐘
な
り
て

行
助

時
う
つ
り
行
世
こ
そ
夢
な
れ

心
敬

に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る 注

。
即
ち
、
心
敬
は
時
の
う
つ
り
行
く
世
の
あ
り
さ

20

ま
を
夢
の
よ
う
と
思
い
、
そ
れ
を
黄
昏
の
暗
さ
の
中
で
ど
こ
か
ら
聞
こ
え
て
き

た
と
も
わ
か
ら
な
い
鐘
の
音
に
感
じ
た
と
し
て
、
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
寛

正
三
年
二
月
二
十
七
日
張
行
の
何
人
百
韻
に
お
け
る
付
合

は
や
長
月
は
冬
の
お
も
か
げ

行
助

一
と
せ
の
夢
や
鐘
に
も
覚
ぬ
ら
む

心
敬

も 注

、
早
く
も
過
ぎ
た
一
年
の
月
日
を
鐘
に
よ
り
﹁
夢
﹂
に
た
と
え
て
思
い
返
す
。

21心
敬
に
と
っ
て
鐘
の
音
は
、
お
ぼ
つ
か
な
い
も
の
、
行
方
の
わ
か
ら
な
い
も
の

で
あ
り
、
そ
の
響
き
の
特
性
が
、
幻
と
も
夢
と
も
思
わ
れ
る
、
年
月
と
共
に
変

わ
り
ゆ
く
世
の
無
常
な
さ
ま
を
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
考
え
て
行
く
と
、
彼
に
と
っ
て
、
鐘
の
音
は
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
内
包
し
伝
え
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
聞
い
た
時
に
、
意
味
を
持

ち
、
心
情
に
訴
え
か
け
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
音
を
﹁
声
﹂
と
表
現
す
る
の

だ
が
、
鐘
の
音
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
一
般
に
仏
道
の
教
え
を
表
現
す
る
音

と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、﹁
の
り
の
こ
ゑ
に
き
ゝ
ぞ
わ
か
れ
ぬ
な
が
き
夜
の
ね
ぶ

り
を
さ
ま
す
あ
か
月
の
か
ね
﹂︵
玉
葉
集
・
釈
教
・

・
高
弁
上
人
︶
等
が
あ
り
、

2736

連
歌
で
は
﹃
新
撰
菟
玖
波
集
﹄
に
次
の
付
合
が
あ
る 注

。
22

聞
き
知
ら
ぬ
耳
に
も
触
れ
よ
法
の
声

夕
べ
の
鐘
に
帰
る
釣
舟

︵
雑
二
・

・
権
大
納
言
実
隆
︶

2761

さ
ら
に
、
先
に
見
た
﹃
竹
林
抄
﹄
に
採
ら
れ
た
心
敬
の
付
合

積
り
し
暮
は
数
も
覚
え
ず

罪
を
消
つ
入
相
の
鐘
の
声
〴
〵
に

も
、
西
行
の
﹁
た
の
も
し
な
よ
ひ
あ
か
つ
き
の
か
ね
の
お
と
も
の
お
も
ふ
つ
み

も
つ
き
ざ
ら
め
や
は
﹂︵
山
家
集
・
恋
・

︶
を
意
識
し
、
恋
の
前
句
か
ら
句
境

711

を
釈
教
へ
と
転
換
し
て
お
り
、
恋
の
も
の
思
い
の
罪
を
消
し
、
釈
教
の
道
に
誘

う
鐘
の
声
を
詠
ん
で
い
る
。

そ
し
て
、こ
う
し
た
中
、﹃
心
敬
集
﹄に
は
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
和
歌
が
あ
っ

た
。

お
の
づ
か
ら
む
な
し
き
法
を
唱
ふ
ら
し
夜
深
き
鐘
の
遠
近
の
声

︵
心
敬
集
・
夜
釈
教
・

︶
358

﹁
む
な
し
き
法
﹂
と
は
、﹃
般
若
経
﹄
の
こ
と
で
あ
り 注

、
心
敬
は
、
応
仁
二
年
百

23
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首
で
も
﹁
大
空
を
た
ゞ
我
物
と
思
ふ
哉
む
な
し
き
法
を
占
む
る
心
は
﹂
と
詠
み
、

や
は
り
﹁
む
な
し
き
法
﹂
で
空
観
を
表
現
し
て
い
た
。
彼
は
、
鐘
の
声
は
、
仏

道
の
中
で
も
と
り
わ
け
空
の
教
え
を
唱
え
て
い
る
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ

る 注

。
24こ

れ
は
、
心
敬
独
吟
何
路
百
韻 注

︵
成
立
年
次
不
詳
・
発
句
﹁
心
あ
ら
ば
今
を
な

25

が
め
よ
冬
の
山
﹂・
東
北
大
学
附
属
図
書
館
蔵
︶
に
も

鐘
ひ
ゞ
く
日
影
や
更
に
過
ぬ
ら
ん

け
ふ
を
も
し
ら
ず
空
し
世
中

果
も
な
く
我
あ
ら
ま
し
を
急
ぐ
旅

と
の
句
の
連
続
が
あ
り
、
鐘
の
響
き
に
世
の
む
な
し
さ
が
想
起
さ
れ
、
む
な
し

い
世
を
生
き
る
自
ら
の
生
を
た
ど
っ
て
出
家
へ
の
思
い
を
詠
む
こ
と
か
ら
も
確

認
で
き
よ
う
。

心
敬
が
、﹁
世
中
を
思
へ
ば
鐘
の
ひ
ゞ
き
に
て
﹂
の
自
注
で
引
い
て
い
た
﹃
大

日
経
﹄
の
十
縁
生
も
、
先
に
成
立
し
た
﹃
般
若
経
﹄
の
内
容
を
受
け
継
い
だ
も

の
で
あ
り 注

、
心
敬
が
鐘
の
声
に
感
ず
る
仏
道
思
想
は
、
と
り
わ
け
﹃
般
若
経
﹄

26

の
示
し
た
空
の
思
想
な
の
で
あ
っ
た
。

四

次
に
心
敬
句
に
お
け
る
﹁
涙
と
ふ
聲
﹂
と
い
う
表
現
を
考
え
る
。﹁
涙
と
ふ
﹂

は
、
鐘
の
声
が
泣
き
濡
れ
て
い
る
私
の
袖
の
涙
を
訪
れ
て
く
る
と
い
う
意
で
あ

る
。
鐘
が
﹁
と
ふ
﹂
と
い
う
表
現
は
、
例
え
ば
﹁
ひ
と
り
ね
の
こ
よ
ひ
の
霜
は

い
か
に
と
も
鐘
よ
り
ほ
か
の
と
ふ
人
も
が
な
﹂︵
壬
二
集
・
冬
暁
・

︶
の
よ
う

1407

に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、﹁
涙
と
ふ
﹂
と
い
う
語
句
の
従
来
の
用
法
は
、﹁
ま
ち
わ

び
て
深
け
ゆ
く
月
の
影
の
み
や
ね
ぬ
夜
の
袖
の
涙
と
ふ
ら
む
﹂︵
新
後
撰
集
・
恋

三
・
法
眼
兼
誉
・

︶
の
よ
う
に
、
月
光
が
袖
の
涙
を
訪
れ
る
形
容
で
あ
り
、

986

鐘
と
結
ば
れ
た
和
歌
や
連
歌
の
例
は
非
常
に
珍
し
い
。
心
敬
の
句
は
、
鐘
音
が

﹁
と
ふ
﹂
以
前
に
涙
に
く
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は

な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
当
該
付
合
を
み
る
と
、

あ
ら
ま
し
に
さ
そ
は
れ
そ
む
る
墨
の
袖

正
頼

ゆ
ふ
べ
の
鐘
の
涙
と
ふ
聲

心
敬

で
あ
っ
た
。
類
似
の
付
合
と
し
て
、

あ
ら
ま
し
の
身
に
送
る
哀
さ

聞
き
果
て
ぬ
夕
の
鐘
に
寝
覚
し
て

心
敬︵

竹
林
抄
・
雑
上
・

︶
1240

あ
ら
ま
し
の
み
に
と
を
き
山
の
は

修
茂

け
ふ
も
聞
う
き
身
を
鐘
に
は
ぢ
も
せ
で

心
敬

︵
河
越
千
句
第
二
百
韻
・

︶
37

が
あ
げ
ら
れ
る
。﹁
聞
き
果
て
ぬ
～
﹂
の
句
は
、﹁
聞
き
果
て
ぬ
夕
の
鐘
﹂、
そ
し

三
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て
﹁
鐘
に
寝
覚
し
て
﹂
と
、
夕
べ
の
鐘
と
暁
の
鐘
の
意
を
重
ね
て
使
用
す
る
事

に
よ
り
、
夕
暮
れ
か
ら
次
の
朝
ま
で
の
夜
の
時
間
を
示
す
。
出
家
が
か
な
わ
な

い
ま
ま
に
、
鐘
か
ら
鐘
ま
で
の
夜
の
時
間
を
無
為
に
過
ご
し
て
い
る
そ
の
な
さ

け
な
さ
を
﹁
哀
さ
﹂
と
す
る
の
で
あ
る
。﹁
け
ふ
も
聞
～
﹂
の
句
は
、
や
は
り
仏

道
に
入
り
た
い
と
志
し
て
は
い
て
も
か
な
わ
ず
、
仏
の
教
え
に
は
遠
く
隔
た
っ

て
い
る
自
分
を
﹁
う
き
身
﹂
と
し
、
そ
ん
な
身
の
ま
ま
で
う
か
う
か
と
す
ご
し

て
い
る
時
の
経
過
を
﹁
け
ふ
も
﹂
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
句
で
は
、﹁
は
ぢ
も

せ
で
﹂
鐘
を
聞
い
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
実
、
内
省
し
強
く
恥
じ
て
い

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
付
句
の
表
現
か
ら
、
鐘
を
聞
く
身
の
側

に
、
俗
身
の
ま
ま
に
時
の
流
れ
の
中
で
す
ご
す
自
ら
の
歩
み
を
思
う
悔
恨
の
気

持
ち
が
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

当
該
付
合
で
は
、
正
頼
の
句
は
、﹁
出
家
せ
ね
ば
と
い
う
思
い
に
動
か
さ
れ
て

僧
と
な
る
﹂
と
、
本
懐
が
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。
正
頼
の
句
に
あ

る
﹁
墨
の
袖
﹂
と
は
、
出
家
の
身
、
特
に
僧
位
僧
官
な
ど
に
関
係
の
な
い
僧
と

し
て
の
あ
り
さ
ま
を
さ
す
と
思
わ
れ
る 注

。
だ
が
、
た
と
え
出
家
し
て
い
る
状
況

27

を
詠
む
句
を
受
け
た
と
し
て
も
、
僧
で
あ
れ
俗
人
で
あ
れ
、
仏
道
を
慕
う
人
と

し
て
お
の
れ
の
人
生
の
時
間
を
悔
や
み
な
が
ら
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
、
そ
の
思

い
が
心
敬
の
句
表
現
の
根
底
に
存
し
て
い
る
。
鐘
の
音
は
、
既
に
あ
る
そ
う
し

た
心
の
内
の
思
い
に
対
し
て
新
た
に
訪
れ
て
き
て
、
自
ら
に
付
随
す
る
仏
教
的

な
要
素
を
示
し
、
さ
ら
な
る
思
い
を
か
き
立
て
て
加
え
る
と
い
う
働
き
を
し
て

い
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
心
敬
の
句
に
は
、
鐘
の
音
を
受
け
止
め
た
時

に
そ
れ
に
応
じ
る
心
の
内
面
の
存
在
が
感
得
さ
れ
る
。

鐘
の
音
の
﹁
と
ふ
﹂
様
子
に
、﹁
と
ふ
﹂
を
受
け
て
応
じ
る
思
い
の
存
在
を
は
っ

き
り
と
表
現
し
た
和
歌
と
し
て
、
管
見
で
は
、
正
徹
に
、
長
禄
二
年
︵
一
四
五

八
︶
二
月
八
日
に
詠
ま
れ
た
次
の
一
首
が
あ
る
。

枕
と
ふ
暁
の
か
ね
の
声
た
え
て
こ
た
へ
ん
方
も
な
き
思
か
な

︵
草
根
集
・
暁
鐘
・

︶
10247

こ
の
時
、
正
徹
の
和
歌
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
西
行
の
和
歌
が
思
い
出
さ
れ
る
。

あ
か
つ
き
の
あ
ら
し
に
た
ぐ
ふ
か
ね
の
お
と
を
心
の
そ
こ
に
こ
た
へ
て
ぞ

き
く

︵
千
載
集
・
雑
中
・
題
不
知
・

︶
1149

こ
の
歌
は
西
行
が
﹃
御
裳
濯
河
歌
合
﹄
三
十
一
番
左
に
自
撰
し
て
お
り
、
俊
成

も
﹁
殊
に
甘
心
す
﹂
と
勝
た
せ
た
歌
。
心
の
底
か
ら
鐘
の
音
に
感
応
し
て
い
く

姿
勢
は
、﹁
と
ふ
﹂
鐘
の
声
に
は
、
自
ら
の
思
い
が
﹁
こ
た
ふ
﹂
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
詠
む
正
徹
の
姿
勢
に
重
な
る
。
さ
ら
に
正
徹
は
﹁
と
ふ
﹂
と
鐘
の
音
を

表
現
し
、﹁
と
ふ
﹂﹁
こ
た
ふ
﹂
と
い
う
鐘
の
音
と
の
交
流
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
な
お
、
夕
暮
れ
時
の
鐘
の
和
歌
に
用
い
ら
れ
た
﹁
と
ふ
﹂﹁
こ
た

ふ
﹂
の
対
比
表
現
は
、

暮
れ
は
つ
る
あ
ら
し
の
そ
こ
に
こ
た
ふ
な
り
宿
と
ふ
山
の
入
相
の
鐘

︵
続
千
載
集
・
羈
旅
・
題
し
ら
ず
・

・
永
福
門
院
︶

812
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に
既
に
見
ら
れ
る
。
京
極
派
和
歌
は
、﹁
ゆ
き
く
れ
て
宿
と
ふ
山
の
遠
か
た
に

し
る
べ
う
れ
し
き
い
り
あ
ひ
の
鐘
︵
玉
葉
・
旅
・

・
前
大
僧
正
道
昭
︶﹂、﹁
ひ

1201

び
き
く
る
い
り
あ
ひ
の
か
ね
を
し
る
べ
に
て
け
ふ
の
や
ど
と
ふ
み
ね
の
ふ
る
て

ら
︵
伏
見
院
御
集
・
寺
・

︶﹂
の
よ
う
に
、
入
相
の
鐘
が
、
夕
暮
れ
時
に
一
夜

1625

の
宿
を
求
め
る
︵﹁
宿
と
ふ
﹂︶
旅
人
が
人
家
の
在
処
の
見
当
を
付
け
る
よ
す
が

と
な
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
詠
ん
で
い
た
。
永
福
門
院
歌
は
、
こ
の
モ
チ
ー
フ

の
中
に
さ
ら
に
﹁
と
ふ
﹂﹁
こ
た
ふ
﹂
の
相
対
を
組
み
入
れ
、
鐘
を
﹁
こ
た
ふ
﹂

と
感
じ
受
け
止
め
る
人
と
鐘
と
の
交
流
を
表
現
し
た
巧
み
さ
を
持
っ
て
い
た
。

正
徹
の
歌
は
、
永
福
門
院
歌
同
様
、
鐘
の
音
と
人
と
の
相
互
の
交
流
を
詠
み
な

が
ら
、
永
福
門
院
歌
と
は
相
違
し
て
鐘
音
の
﹁
と
ふ
﹂
状
況
を
詠
む
も
の
で
あ

り
、
こ
の
点
は
、
暁
の
鐘
で
は
あ
る
が
、
心
敬
の
句
の
状
況
と
共
通
す
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
も
や
は
り
正
徹
の
詠
歌
表
現
の
心
敬
へ
の
影
響
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う 注

。
28

五

夕
暮
時
は
、
光
が
か
げ
り
薄
暗
く
な
る
時
間
帯
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
触

発
さ
れ
る
物
思
い
に
ふ
け
る
時
と
さ
れ
る
が
、
心
敬
の
作
品
に
お
い
て
は
ど
の

よ
う
な
思
い
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
寛
正
四
年
六
月
廿
三
日
張
行
の
唐
何
百
韻 注

に
次
の
よ
う
な
付
合
が

29

あ
る
。

あ
ら
ま
し
に
の
み
年
は
へ
に
け
り

道
賢

お
も
ひ
つ
ゝ
た
ゞ
な
が
む
る
は
夕
に
て

心
敬

こ
の
付
合
で
は
、
前
句
の
出
家
を
し
た
い
と
い
う
長
年
の
願
望
の
モ
チ
ー
フ
を

受
け
、
夕
暮
れ
時
に
、
す
べ
な
く
物
思
い
に
ふ
け
る
さ
ま
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
時
、
付
句
は
、
仏
道
の
教
え
に
遠
い
自
ら
の
あ
り
さ
ま
を
思
い
返
し
悔
恨

の
念
に
と
ら
わ
れ
る
様
子
と
な
る
。

ま
た
、
何
木
百
韻 注

︵
成
立
年
次
不
詳
・
発
句
﹁
雪
の
折
か
や
が
末
野
は
道
も

30

な
し
﹂・
天
満
宮
文
庫
蔵
︶
に
は

心
無
人
の
夕
は
む
な
し
く
て

宗
悦

す
ゝ
む
る
鐘
を
哀
と
も
き
け

心
敬

と
あ
り
、﹁
こ
こ
ろ
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
し
ら
れ
け
り
し
ぎ
た
つ
沢
の
秋
の

夕
暮
﹂︵
新
古
今
・
秋
上
・

・
西
行
︶
に
よ
り
、
前
句
の
﹁
心
無
﹂
と
﹁
夕
﹂

362

に
、﹁
哀
﹂
を
付
け
て
い
る
。
西
行
歌
の
影
響
の
下
、﹁
ひ
た
す
ら
に
心
な
き
身

の
秋
な
ら
ば
ゆ
ふ
べ
の
空
に
物
は
お
も
は
じ
﹂︵
新
続
古
今
集
・
秋
上
・

・
中

426

納
言
為
藤
︶
等
の
数
多
く
の
和
歌
に
、
秋
の
夕
は
特
別
に
感
深
い
時
と
意
識
さ

れ
て
い
る
の
は
論
を
ま
た
な
い
。
心
敬
は
、
西
行
歌
の
イ
メ
ー
ジ
の
色
濃
い
夕

べ
を
詠
む
前
句
に
、
仏
の
教
え
を
伝
え
る
鐘
の
音
を
付
け
、
仏
道
へ
と
い
な
ざ

う
の
で
あ
る
。
心
敬
も
秋
の
夕
べ
の
す
ば
ら
し
さ
を
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
、

﹃
心
敬
有
伯
へ
返
事
﹄
で

三
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幽
玄
体
は
心
に
も
云
ひ
顕
は
し
難
く
、
秋
の
夕
の
俤
の
色
も
な
く
声
も
無

が
如
し
。
し
か
は
あ
れ
ど
、
あ
は
れ
知
人
の
心
に
は
し
み
と
を
り
侍
る
如

し
。

と
述
べ
、
幽
玄
体
の
連
歌
に
つ
い
て
説
明
す
る 注

際
に
具
体
的
な
様
相
と
し
て
と

31

り
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
無
名
抄
の
﹁
幽
玄
の
体
﹂
の
説
明

の
例
示
部
分
﹁
た
と
へ
ば
、
秋
の
夕
暮
れ
空
の
景
色
は
、
色
も
な
く
声
も
な
し
。

い
づ
く
に
い
か
な
る
故
あ
る
べ
し
と
も
覚
え
ね
ど
、
す
ゞ
ろ
に
涙
こ
ぼ
る
ゝ
ご

と
し
﹂
を
念
頭
に
置
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る 注

が
、
そ
う
し
た
先

32

行
の
歌
論
を
咀
嚼
し
、
そ
れ
に
賛
同
し
た
、
目
に
は
っ
き
り
見
え
る
景
物
も
な

く
、
物
音
も
な
い
秋
の
夕
べ
の
さ
ま
こ
そ
が
、
あ
は
れ
を
知
る
人
に
感
動
を
与

え
る
と
す
る
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
﹁
色
も
な
く
声
も
無
が
如

し
﹂
と
い
う
形
容
は
、﹃
金
剛
般
若
経
﹄
の

若
以
色
見
我

以
音
声
求
我

是
人
行
邪
道

不
能
見
如
来

と
い
う
、
仏
の
姿
、
形
を
も
っ
て
仏
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
教
え
の
表

現
か
ら
来
て
い
る
。
心
敬
は
、
形
容
し
難
く
も
存
す
る
夕
闇
の
世
界
に
、
空
観

に
よ
る
世
の
実
相
の
把
握
を
重
ね
観
じ
て
お
り
、
そ
れ
が
最
も
よ
く
感
じ
ら
れ

る
時
が
秋
の
夕
べ
と
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

世
の
無
常
の
あ
り
さ
ま
を
思
う
と
い
う
心
敬
の
姿
勢
は
、
文
明
二
年
︵
一
四

七
〇
︶
七
月
に
兼
載
に
与
え
た
﹃
岩
橋
﹄
の
跋
文
で

此
世
の
無
常
遷
変
の
こ
と
は
り
身
に
と
を
り
、
何
の
上
に
も
忘
ざ
ら
ん

人
の
作
な
ら
で
は
、
ま
こ
と
に
は
感か

ん

情せ
い

あ
る
べ
か
ら
ず
。
詞
は
心
の
使
と

い
へ
り
。
げ
に
も
只
今
消
え
侍
ら
ん
此
身
の
不
思
議
を
忘
れ
て
、
有
相
道

理
の
上
の
み
の
作
に
て
は
、
ふ
と
り
結
構
な
る
も
理
な
ら
ず
や
。

と
述
べ
る 注

こ
と
で
、
句
作
の
根
本
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
寛

33

正
四
年
の
著
作
で
あ
る
﹃
さ
さ
め
ご
と
﹄︵
草
案
本
系
統
︶
に
お
い
て
も
、﹁
尊

宿
の
語
り
侍
り
し
。
い
づ
れ
の
道
も
お
な
じ
事
に
侍
れ
ど
も
、
特
に
此
の
道
は
、

感
情
・
面
影
・
余
情
を
む
ね
と
し
て
、
い
か
に
も
言
い
残
し
理
な
き
所
に
幽
玄
・

哀
れ
は
あ
る
べ
し
と
な
り
。﹂
と
﹁
感か

ん

情せ
い

﹂
を
句
の
め
ざ
す
べ
き
姿
の
条
件
に
あ

げ
る
と
共
に
、
言
葉
で
は
説
明
し
え
な
い
秀
歌
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
表
現
す

る
。

定
家
卿
詠

秋
の
日
の
う
す
き
衣
に
風
た
ち
て
行
く
人
待
た
ぬ
す
ゑ
の
し
ら
雲

清
岩
和
尚
歌

秋
の
日
は
糸
よ
り
よ
わ
き
さ
ゝ
が
に
の
雲
の
は
た
て
に
荻
の
上
風

こ
れ
ら
の
秀
歌
、
ま
こ
と
に
法
身
の
體
、
無
師
自
悟
の
歌
な
る
べ
し
。

言
葉
に
は
こ
と
わ
り
が
た
か
る
べ
し
。
巫
山
の
仙
神
女
の
姿
、
五
湖
の
煙

水
の
面
影
は
、
言
葉
に
は
あ
ら
は
す
べ
か
ら
ず
。

若
以
色
見
我

以
音
声
求
我

是
人
行
邪
道

不
能
見
如
来

我
覚
本
不
生

出
過
語
言
道

︵
諸
過
得
解
脱
︶
遠
離
於
因
縁

知

空
等
虚
空
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こ
こ
で
は
、
す
ば
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
言
葉
で
は
説
明
で
き
な
い
秀
歌
の
様

を
、
秋
の
夕
の
説
明
と
同
じ
﹃
金
剛
般
若
経
﹄
の
偈
と
、﹃
大
日
経
﹄
の
偈
と
で

表
現
せ
ん
と
し
て
い
る
。
両
経
は
﹁
世
中
を
思
へ
ば
鐘
の
ひ
ゞ
き
に
て
﹂
の
句

の
自
注
に
も
引
か
れ
て
い
た
。
秀
歌
の
理
解
を
偈
に
よ
っ
て
示
す
姿
勢
は
、
歌

道
・
連
歌
道
と
仏
道
と
を
同
一
視
す
る
心
敬
の
考
え
方
の
根
源
を
示
そ
う 注

。﹃
金

34

剛
般
若
経
﹄﹃
大
日
経
﹄
が
教
え
る
、
無
常
を
理
解
し
、
空
観
に
よ
る
世
界
把
握

を
な
す
姿
勢
は
、
心
敬
の
創
作
の
根
源
に
存
し
、﹁
夕
べ
の
鐘
﹂
の
句
を
生
み
出

し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

六

鐘
の
音
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
心
敬
の
表
現
は
、
正
徹
の
詠
歌
技
法
の
影
響
を

色
濃
く
受
け
る
が
、鐘
の
音
の
響
き
は
じ
め
る
前
の
空
間
を
表
現
に
織
り
込
み
、

そ
こ
か
ら
和
歌
、
連
歌
の
世
界
の
時
を
始
め
る
と
い
う
独
自
の
視
点
の
作
品
が

見
受
け
ら
れ
る
。﹃
落
葉
百
韻
﹄
の
彼
の
句
に
は
、﹁
夕
べ
﹂
と
い
う
時
に
あ
っ

て
、
自
ら
の
内
面
を
仏
道
思
想
に
照
ら
し
見
つ
め
返
し
て
い
る
心
に
、
鐘
の
音

の
も
た
ら
す
仏
の
教
え
の
内
容
が
、
あ
ら
た
め
て
響
い
て
く
る
こ
と
が
表
現
さ

れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
正
徹
の
歌
は
ど
う
か
。
彼
の
歌
に
も
、

し
づ
か
に
て
夕
の
鐘
の
こ
と
は
り
を
き
ゝ
い
る
ゝ
人
や
涙
お
つ
ら
ん

︵
草
根
集
・
晩
鐘
・

︶
2545

の
よ
う
に
、心
敬
と
同
じ
く
夕
べ
の
鐘
の
音
の
届
け
る
仏
教
思
想
を
詠
み
こ
み
、

音
に
よ
り
感
情
が
生
み
出
さ
れ
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
が
あ
る
。
類
歌
と
し
て

は
、

そ
こ
と
な
き
ゆ
ふ
べ
の
鐘
の
と
を
き
に
も
先
昔
よ
と
思
ひ
い
で
つ
ゝ

︵
草
根
集
・
夕
鐘
・

︶
4860

が
あ
り
、
鐘
の
声
の
消
え
た
後
に
た
ゆ
た
う
心
情
を
感
じ
さ
せ
る
歌
に

夕
暮
の
心
の
色
を
そ
め
ぞ
を
く
つ
き
は
つ
る
鐘
の
声
の
匂
ひ
に

︵
草
根
集
・
夕
鐘
・

︶
4861

が
あ
る
。
そ
し
て
、
正
徹
の
最
晩
年
に
あ
た
る
長
禄
二
年
七
月
十
七
日
に
詠
ま

れ
た
和
歌
に

鐘
も
た
え
風
も
音
せ
ぬ
夕
暮
の
心
に
や
ど
を
か
る
こ
ゝ
ろ
か
な

︵
草
根
集
・
夕
幽
思
・

︶
10471

が
あ
っ
た
。
こ
の
歌
に
至
り
、
鐘
や
風
の
﹁
音
﹂
も
な
く
な
り
、
薄
暗
く
﹁
光
﹂

も
な
く
な
り
か
け
た
夕
暮
時
に
、
心
の
中
に
も
の
思
い
が
入
り
こ
ん
で
い
く
様

を
詠
む
。
だ
が
い
ず
れ
の
歌
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
正
徹
の
関
心
は
鐘
の
音

が
鳴
っ
て
い
る
期
間
と
音
の
消
え
た
後
に
向
け
ら
れ
、
響
き
の
消
失
に
と
も
な

い
立
ち
現
れ
て
く
る
世
界
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

だ
が
、
心
敬
は
、
鐘
の
音
が
響
く
前
、
夕
暮
れ
時
に
な
っ
た
世
界
を
意
識
し

て
い
る
。
心
敬
に
は
、
夕
暮
れ
で
あ
る
こ
と
の
、
心
へ
の
影
響
へ
の
関
心
が
強

三
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く
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
夕
暮
れ
時
を
、
最
も
仏
の
教
え
に
よ
り
そ
う
こ
と
の
で

き
る
、
そ
れ
ゆ
え
に
幽
玄
な
思
い
に
心
を
染
め
る
こ
と
の
で
き
る
時
と
考
え
て

い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
夕
暮
れ
時
に
わ
き
い
づ
る
心
性
の
世
界
に
新
た
に
働
き

か
け
る
要
素
と
し
て
、
鐘
の
音
を
迎
え
い
れ
、
そ
の
響
き
が
心
の
中
に
起
こ
す

波
紋
を
見
つ
め
詠
み
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。

論
中
の
和
歌
の
引
用
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
よ
る
。

注

注
１

﹃
連
歌
貴
重
文
献
集
成

第
四
集
﹄︵
昭
和
五
五
・
勉
誠
社
︶
所
収
。

注
２

伊
藤
伸
江
・
奥
田
勲
﹁
本
能
寺
蔵
﹃
落
葉
百
韻
﹄
訳
注
︵
一
︶
付
．
落

葉
百
韻
翻
刻
及
び
解
説
﹂︵﹃
愛
知
県
立
大
学
日
本
文
化
学
部
論
集
国
語
国

文
学
科
編
第
一
号
︵
文
学
部
論
集
国
文
学
科
編
通
巻

号
︶﹄・
二
〇
一
〇
・

58

三
︶
に
お
い
て
考
察
し
た
。

注
３

心
敬
の
和
歌
・
連
歌
の
実
作
に
お
け
る
﹁
鐘
﹂
の
用
例
に
関
し
て
は
、

菅
基
久
子
氏
の
論
と
、
そ
れ
を
も
ふ
ま
え
た
稲
田
利
徳
氏
の
先
行
研
究
が

あ
る
。
菅
基
久
子
﹃
心
敬

宗
教
と
芸
術
﹄︵
二
〇
〇
〇
・
創
文
社
︶、
稲
田

利
徳
﹁
心
敬
︱
仏
教
思
想
と
作
品
︱
﹂︵
仏
教
文
学
講
座
第
四
巻
﹃
和
歌
・

連
歌
・
俳
諧
﹄︵
平
成
七
・
勉
誠
社
︶︶
。

注
４

﹃
連
珠
合
璧
集
﹄
の
引
用
は
﹃
連
歌
論
集
一
﹄︵
昭
和
六
〇
・
三
弥
井

書
店
︶
に
よ
る
。

注
５

﹃
連
珠
合
璧
集
﹄
の
﹁
墨
染
﹂
の
項
に
、﹁
衣
袖
な
ど
に
い
ふ
べ
し
。

又
只
墨
の
袖

墨
の
衣
と
も
い
ふ
。﹂
と
説
明
さ
れ
る
。

注
６

﹃
草
根
集
﹄
の
引
用
は
﹃
私
家
集
大
成
﹄
第
五
巻
所
収
日
次
本
系
統
の

書
陵
部
蔵
御
所
本
に
よ
る
。
私
に
清
濁
を
付
し
た
。

注
７

﹃
竹
林
抄
﹄
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
竹
林
抄
﹄︵
一
九
九

一
・
岩
波
書
店
︶
所
収
野
坂
元
良
氏
本
に
よ
る
。

注
８

﹁
清
岩
和
尚
に
、
卅
年
は
日
夜
の
事
に
侍
し
か
ど
も
、
一
の
事
を
も
耳

に
と
ゞ
め
ず
、
い
さ
ゝ
か
の
悟
を
得
侍
ら
ざ
り
し
。
今
は
、
千
た
び
悔
ひ
、

足
摺
を
し
て
侍
る
ば
か
り
な
り
﹂︵﹃
ひ
と
り
ご
と
﹄︶、
ま
た
﹁
三
十
年
の
庭

訓
﹂︵﹃
所
々
返
答
第
一
状
﹄︶
と
の
記
述
に
よ
る
。

注
９

稲
田
利
徳
﹃
正
徹
の
研
究
﹄︵
昭
和
五
三
・
笠
間
書
院
︶
第
一
篇
第
三

章
第
五
節
﹁
正
徹
と
心
敬
﹂。
稲
田
氏
は
、
こ
の
論
に
お
い
て
、﹃
草
根
集
﹄

に
お
け
る
心
敬
の
名
の
登
場
は
宝
徳
二
年
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
心
敬

が
﹃
所
々
返
答
第
二
状
﹄
で
述
べ
る
三
井
寺
仏
地
院
で
の
十
四
ヶ
度
の
歌

合
も
宝
徳
年
間
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
、
両
者
の
交
渉
が
文
安
・

宝
徳
年
間
頃
か
ら
頻
繁
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

注

稲
田
氏
は
注
９
論
で
、
例
え
ば
﹃
草
根
集
﹄
で
の
心
敬
に
関
す
る
表
現

10﹁
権
律
師
心
恵
と
い
ふ
聖
﹂
等
か
ら
、
正
徹
側
の
心
敬
に
対
す
る
意
識
が
疎

三
八



遠
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

注

文
安
三
年
正
月
二
十
日
に
は
、
畠
山
修
理
大
夫
入
道
賢
良
の
月
次
歌

11会
が
あ
り
、﹃
堯
孝
法
印
日
記
﹄
に
よ
っ
て
正
徹
と
心
敬
の
同
席
が
わ
か
る
。

ま
た
﹃
ひ
と
り
ご
と
﹄
は
歌
連
歌
の
作
者
先
達
と
し
て
﹁
畠
山
匠
作
・
同
名

阿
波
守
・
同
名
左
衛
門
佐
・
一
色
左
京
大
夫
・
武
田
大
膳
大
夫
・
小
笠
原
備

前
入
道
﹂
と
述
べ
、
心
敬
と
こ
う
し
た
人
々
の
近
さ
が
類
推
さ
れ
る
。
さ

ら
に
﹃
落
葉
百
韻
﹄
の
連
衆
に
は
、
正
徹
と
懇
意
で
あ
っ
た
清
水
寺
の
僧
円

秀
や
、
和
歌
を
正
徹
に
学
び
、
連
歌
で
は
心
敬
に
指
導
を
あ
お
い
だ
僧
伝

芳
、
畠
山
氏
の
被
官
井
上
忠
英
ら
が
お
り
、
正
徹
と
心
敬
の
属
し
た
文
化

圏
が
現
実
に
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

注

﹃
河
越
千
句
﹄
の
引
用
は
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
五
﹄︵
昭
和
五
九
︶

12所
収
内
閣
文
庫
本
に
よ
る
。
私
に
清
濁
を
付
し
た
。

注

﹃
心
敬
集
﹄
の
引
用
は
和
歌
文
学
大
系
﹃
草
根
集

権
大
僧
都
心
敬
集

13再
昌
﹄︵
平
成
一
七
・
明
治
書
院
︶
に
よ
る
。

注

第
三
句
は
類
題
本
で
は
﹁
う
か
び
出
づ
る
﹂
で
あ
る
。

14
注

﹃
徒
然
草
﹄
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
方
丈
記

徒
然
草
﹄

15︵
一
九
八
九
・
岩
波
書
店
︶
に
よ
る
。

注

﹃
芝
草
句
内
岩
橋
上
﹄
の
引
用
は
、﹃
心
敬
集

論
集
﹄︵
昭
和
二
一
・

16吉
昌
社
︶
に
よ
る
。
私
に
清
濁
を
付
し
た
。

注

稲
田
氏
注
３
論
文
。
ま
た
湯
浅
清
﹃
心
敬
の
研
究
﹄︵
昭
和
五
二
・
風

17

間
書
房
︶
第
二
章
第
四
節
﹁
無
常
﹂
に
も
引
か
れ
る
。

注

﹃
金
剛
般
若
経
﹄
の
引
用
は
岩
波
文
庫
﹃
般
若
心
経

金
剛
般
若
経
﹄

18︵
一
九
六
〇
・
岩
波
書
店
︶
に
よ
る
。

注

こ
の
点
に
つ
い
て
、
稲
田
氏
は
、
注
３
論
文
に
お
い
て

歌
は
﹁
無
常

19

273

は
鐘
の
音
だ
け
で
な
く
、
自
身
を
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
﹁
幻
化
﹂
と

認
識
し
、
そ
の
来
し
方
、
行
く
末
を
知
ら
ぬ
不
定
を
詠
嘆
し
て
い
る
と
み

て
と
れ
る
﹂
と
す
る
。
聞
く
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

注

﹃
熊
野
千
句
﹄
の
引
用
は
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
五
﹄︵
昭
和
五
九
︶

20所
収
静
嘉
堂
文
庫
本
に
よ
る
。

注

当
該
百
韻
の
引
用
は
貴
重
古
典
籍
叢
刊
５
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭
和
四

21七
・
角
川
書
店
︶
に
よ
る
。
私
に
清
濁
を
付
し
た
。

注

﹃
新
撰
菟
玖
波
集
﹄
の
引
用
は
、﹃
新
撰
菟
玖
波
集
全
釈
﹄
底
本
で
あ

22る
筑
波
大
学
藏
本
︵
ル
二
二
〇
︱
三
四
︶
に
よ
る
。

注

例
え
ば
、
寂
然
の
﹃
法
門
百
首
﹄

歌
注
に
﹁
般
若
に
は
空
の
理
を
あ

23

94

か
せ
ば
、
む
な
し
き
法
と
は
云
ふ
な
り
﹂
と
あ
る
。

注

稲
田
氏
注
３
論
文
に
も
言
及
さ
れ
る
。

24
注

当
該
百
韻
の
引
用
は
貴
重
古
典
籍
叢
刊
５
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭
和
四

25七
・
角
川
書
店
︶
に
よ
る
。
私
に
清
濁
を
付
し
た
。

注

櫻
岡
寛
﹁
般
若
経
﹂︵﹃
岩
波
講
座
日
本
文
学
と
仏
教
第
六
巻

教
典
﹄

26︵
一
九
九
四
・
岩
波
書
店
︶
参
照
。
な
お
、
櫻
岡
氏
は
、
中
世
の
文
学
作
品

三
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に
お
い
て
は
、
空
観
を
説
く
﹃
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
﹄
の
喩
が
無
常
を
表
す

も
の
と
し
て
混
同
さ
れ
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
る
と
述
べ
ら
れ

る
。
心
敬
作
品
も
そ
の
一
例
か
。

注

﹃
草
根
集
﹄
永
享
二
年
十
二
月
三
日
詠
の
詞
書
に
﹁
海
印
寺
の
僧
正
、

27弟
子
の
持
宝
禅
師
に
華
厳
宗
管
首
な
ど
ゆ
づ
り
て
、
ひ
た
す
ら
墨
の
袖
の

や
う
に
な
り
て
、
萱
ぶ
き
の
所
作
て
か
た
は
ら
に
こ
も
り
ゐ
ら
れ
た
る
よ

し
聞
き
侍
り
て
、
ま
か
り
と
ぶ
ら
ひ
し
﹂
と
あ
り
、﹁
墨
の
袖
﹂
は
僧
綱
と

関
係
が
な
い
遁
世
の
あ
り
さ
ま
を
さ
す
か
と
推
定
さ
れ
る
。

注

正
徹
に
は
﹁
月
の
と
ふ
霜
夜
の
夢
を
さ
め
ね
と
や
枕
う
ご
か
す
暁
の

28鐘
﹂︵
草
根
集
・
巻
五
・
寒
夜
月
・

︶
と
い
う
、
月
が
訪
れ
る
こ
と
と
鐘

4039

が
音
を
た
て
て
訪
れ
る
こ
と
を
同
時
に
詠
む
和
歌
も
あ
っ
た
。
光
と
音

︵
音
波
の
振
動
︶
を
共
に
訪
れ
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
、
こ
う
し
た
点
も
、

﹁
涙
と
ふ
﹂
を
鐘
の
な
す
わ
ざ
と
し
た
心
敬
の
表
現
に
近
く
、
注
意
す
べ
き

類
似
の
詠
歌
表
現
か
と
思
わ
れ
る
。

注

当
該
百
韻
の
引
用
は
貴
重
古
典
籍
叢
刊
５
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭
和
四

29七
・
角
川
書
店
︶
に
よ
る
。
私
に
清
濁
を
付
し
た
。

注

当
該
百
韻
の
引
用
は
貴
重
古
典
籍
叢
刊
５
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭
和
四

30七
・
角
川
書
店
︶
に
よ
る
。

注

﹃
心
敬
有
伯
へ
返
事
﹄
の
引
用
は
木
藤
才
蔵
校
注
﹃
連
歌
論
集
三
﹄

31
︵
昭
和
六
〇
・
三
弥
井
書
店
︶
所
収
大
阪
天
満
宮
蔵
長
松
写
本
に
よ
る
。

注

木
藤
才
蔵
氏
に
よ
る
﹃
連
歌
論
集
三
﹄︵
昭
和
六
〇
・
三
弥
井
書
店
︶

32頭
注
。

注

岩
橋
跋
文
の
引
用
は
、
木
藤
才
蔵
校
注
﹃
連
歌
論
集
三
﹄︵
昭
和
六
〇
・

33三
弥
井
書
店
︶
所
収
本
能
寺
本
に
よ
る
。

注

木
藤
才
蔵
氏
は
、﹁
姿
言
葉
づ
か
ひ
の
幽
遠
の
句
﹂
の
説
明
を
、
こ
れ

34ら
の
偈
文
で
し
め
く
く
っ
た
の
は
、
真
に
す
ぐ
れ
た
和
歌
連
歌
は
、
感
覚

や
思
量
で
は
把
握
し
切
れ
な
い
如
来
の
本
体
、
そ
れ
は
言
語
の
表
現
を
超

え
た
不
生
不
滅
で
空
の
境
地
を
体
感
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
を
説
き
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
﹂
と
述
べ
る
。

︵
同
氏
﹁
数
奇
と
道
心
︱
正
徹
と
心
敬
の
場
合
︱
﹂︵﹃
佛
教
文
学
﹄
第

巻
・

20

一
九
九
六
・
三
︶︶

［
付
記
］
こ
の
論
は
、
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