
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報

・第
九
号
く
昭
和
五
十
六
年
三
月
).

ご

永
福
門
院
百
番
御
虐
歌
合
に
う
い
て

.
・丁

表

現

と

成

立
「

、

.

石

薹
月

.㌧

、

充

:

子

・

一
、
構
成
及
び
他
集
と
の
関
係

「本
書

の
伝

本
と
し
て
は

「
右
永
福
門
院

百
番
御
自
歌

合
以
猪
苗
代
謙
庭
本
書

写
校
合
了
」
と
.い
う
奥
書

の
あ
る
鳶
群
書
類
従
本

、(
巻

二
一
;

)

の
他
を
聞

か

な

い
。

且

つ
ハ

「
杜
撰
」

「
玉
石
混
淆
」

と
評
ざ

れ
る
構
成

で
あ
り
、
集

の
成
立
年

次

も
、
.自
撰

か
他
撰

か
と
い
う

こ
と

さ
え
解

り
な

い
。ど
作
者

の
永
福
門
院

は
、
.

京
極
派

の
代
表
的
歌

人
の

一
人

で
あ
り
な

が
ら
、
『
玉
葉
集
』
『
風
雅
集
』

入
集

歌

は
二
十

四
首
、
『
続
千
載
集
』
『
続
後
拾
遺
集
』
『
新
千
載
集
』
・
『続

現
葉
集
』

、『
臨
永
集
』

『
松
花
集
』
な
ど
と

い
う

二
条
派
系
勅
私
撰
集

の
入
集
歌

二
.十

四

首

と
同
数
で
あ
る

こ
と
、
そ

の
他

の
作

品
で
も
伝
統
的
歌
風

の
作

が
四
十
数
首

(
岩
佐
美
代
子
氏

の
分
類
に
よ
る

臨
鯨
舗
噺
磁
叭
駒
珊
醗
炉
昭
姐
)
と
多

い
こ
と
が
特

徴
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
自

歌
合
の
成

立
に
も
関

わ
る
こ
と
と
し

て
、
そ

の
理
由
が
様
々
に
推

測
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
五

の
成
立

論
に
お

い
て
触

れ
よ
う

と
思
う

。

∴
今

は
、
構

成
や
他
集

と
の
関
係

に
見
ら
れ

る
特
徴
的
な
事
実
を
ま
と
め
て

お

く
に
留

め
る
。
ヒ列

挙
す

る
と

、F

一
、

『
二
十
番
歌
合
』
と

の
ご
首

の
他
、
歌
合
歌
集
類
と

の
重
複
が
な

い
。

二
、

『
玉
葉
集
』

『
風
雅

集
』
の
い
ず

れ
と
も
重

複
が
少
な
い
が
、
特

に
恋

歌
に
お

い
て
重
複

が
少

な
い
。

三
、・
元
応

～
元
徳
年

問
成

立
の
二
条
派

系
勅
私
撰
集

と
の
重
複

が
、

入
集
総

数
と

の
比

に
お
い
て
高
率

で
あ
る
。

四
、
編
纂
意
図

が
は

っ
き
り
し
な

い
。

五
、
同

一
主
題

・
同

一
発
想

の
作
晶
が
見
受
け
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
完

成
作

'.ど
そ

の
試
作
、
習
作
と

い
う

形
が
見
ら
れ
る
反
面
、

」『
風
雅
集
』
中
の
自

然
観
照
歌
は
ほ
ぼ
全
て
含
ま
れ
る
等
、
選
択

上
の
矛
盾

が
あ
呑
。

'
六
、
自
歌
合
う
,⊥
ハ
十

二
番
左
の

.「
あ
ま
を
と
め
」

の
歌

が

.
「

ヒ
あ

ま
を
と
.め
袖
ひ
る
が

へ
す
夜

な
夜

な
の
月
を
雲

居
に
息

ひ
や

る
か
な

,

ど

い
う
原
作

で
な
く
、

『続

千
載
集
』

入
集

の
際

二
条
為
世

が
独
断

で
直
し

て
悶
着
を
起

し
た
。

あ

ま
を
と

め
袖

ふ
る
夜
半

の
風
さ

む
み
月
を
雲
居
に
思
ひ
や
る
か
な

・
の
改
作

で
採
∵り
れ

て
い
る
。
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
福
田
秀
一
『中
世
和
歌
史

の
研
究
』
昭
47

角
川
書
店
刊
四
一
四
頁
参
照
)

以

上
の
六
点

で
あ
る
。
後
段

の
成
立
論
で
詳

し
く
述

べ
た

い
が
、
と
り
敢
え
ず

自
歌
合

の
構
成
全
体

の
輪
郭
を
述

べ
た
。
以

下
、
.最

初
に
西

季
歌

・
恋
歌

・
雑
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歌

の
部
立
毎
に
、
表
現
技
法

の
特
質
を
探
り

つ
つ
、
本
書

の
作

品
と
し

て
の
性

格
を
捉
え

た
い
。

二
、

四
季

歌

に

つ
い
て

京
極
派

の
、

「
心
」

の
尊
重

に
よ
る
自
己
投
影
と

い
う
詠
作
方
法
が
、
特
に

発
揮

さ
れ

て
い
る
の
が
叙
景
歌

で
あ
る
。
そ

の
叙
景
歌
に

お
い
て
、
女
院

の
求

め
た
も

の
を

、
次

の
三
点

か
ら
分
析
し
た

い
。
即
ち
、
e
素
材
に

つ
い
て
、
◎

作
者

の
対
象

へ
の
視
線

と
距
離

、
⇔
情
景

の
時

・
凝
視

の
時
、

こ
の
三
点
で
あ

る
。

O

素

材
に

つ
い
て

歌
に
詠

み
込
ま
れ
て
い
る
素
材

(背
景
と
形
容

に
使

わ
れ
て
い
る
も

の
を
除

く
)
で
嘱
特

に
用
例

の
多

い
も
の
は
風

・
雨

・
月

・
,花

・
夕
暮

で
あ

る
。
又
、

同
じ
風
で
も

「
梅

さ
く
軒
の
春
の
夕
風
」

(
六
番
右
)

の
よ
う

に
嗅
覚
的
な
も

の
、

「
柳

ひ
と
も
と
春
風
ぞ
吹

く
」

(
七
番
右
)

の
よ
う

に
視
覚
的
な
も

の
、

「
朝

け

の
窓
の
風

の
涼

し
さ
」

(
廿
九
番
左
)

の
よ
う

に
触
覚
的
な
も

の
と
、

採

り
上
げ

方
は

一
様

で
な
い
。

ひ
と

つ
の
事
物

・
現
象

を
あ
ら

ゆ
る
感
覚

で
捉

え
、
没
我
し

て
詠

む
こ
と
、

「
と
も
か
く
も
心
を
ま
か
せ
て
」
詠

む
こ
と
を

よ
し

と
し

た
京
極
派
ら
し

い
姿

勢
で
あ
る
。

さ
ら
に
素
材
の
色
彩

に
注
目
し

て
み
よ
う

。

雪

・
雲

・
霜

・
卯
の
花

・凵尾
花

な
ど
白

系
統

は
十

三
種
類

、
三草

・
松

・
竹

と

い

っ
た
緑
系
統
が
十
五
種
類
と
、
素
材

の
中

で
こ
の
二
色

が
際

立

っ
て
多

い
。

白
と
緑

の
組
合
せ
か
ら
生
じ
る
清

澄
さ
、
清
冽
感

、
す

が
す
が
し

い
馨
し
さ
な

ど
は
、
永
福
門
院

の
歌

の
生
命

と
も

い
え
る
特
徴

で
あ

る
。

こ
の
色
彩

に
加

え
て
日

・
月

・
稲
妻

と
い

っ
た
光
と

、
夜

・
夕
暮

・
木
陰
と

い

っ
た
闇
や
影
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
風

・
雨

・
鳥

・
虫

と
い
う
動
き

が

加
わ
る
。
色
彩
だ
け
で
は

一
幅

の
絵

に
過
ぎ

な
い
が
、
光
や
影

で
奥
行

き
を
与

え
ら
れ
た
時
、
立
体

的
な
世
界
と
な
る
。
そ
こ
に

一
瞬

の
、
或

は
ゆ
る
や

か
な

動
き
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
世
界

に
生
命

と
時

の
流
れ

が
生
ず

る
。
作

り
物
め
世
界
で
な
く
、
見
た
ま
ま
、
聴

い
た
ま
ま
を
詠

ん
だ

、
そ
う
思

わ
せ
る

世
界
な

の
で
あ
る
。

京
極
派

の
叙
景
歌
で
写

生
が
重
視
さ
れ
て

い
る
の
は
、
従
来

よ
り
指
摘
さ
れ

て
い
た
点
で
あ
る
。
し
か
し
注
意
し
た
い
の
は
写
生
即
ち
写
実

、
で
は
な
い
こ

と

で
あ
る
。
写
生
も
、
作

者

の
鋭

い
感

覚
と
観
察
力

で
裏
打

ち
さ
れ
て
い
る
。

い
か
に
克
明
な
写
生
で
も
、
我

々
は
あ
く
ま
で
も
作
者

の
眼
を
通
し

て
の
、
歌

と
し

て
の
風
景
を
見

て
い
る

の
で
あ
る
。

今

一
度
素
材
を
見
よ
う
。
素
材
を
挙
げ
て

い
て
気

づ

く

の

は
、

一
首
中

に

二
、
又

は
三
種
類

の
素
材
が
あ
る
と

い
う
点
が
あ
る
。
さ

ら

に

一
歩
進

め
る

と

、
そ
れ
ら
が
大
き
な
背
景
で
あ
る
自
然
と
、
点
景
と
も
い
え
る
小
さ
な
自

然

で
あ
る

こ
と
が

わ
か
る
。

夕
つ
く
日
軒
ば

の
影
は
う

つ
り
き
え
て
花

の
上
に
そ
し
ば
し
残

れ
る

と

い

っ
た

一
点
を
凝
視
し
た
り
、

枯
れ

て
お
つ
る
木

の
葉

の
上
に

か
か
れ
ば
や
時
雨

の
音
も
も
ろ
く
聞
ゆ
る

の
よ
う

に
じ

っ
と
聴
き

入
る
こ
と
に
よ
り
、
大
き
な
風
景
を
感
じ
さ

せ
る
歌

が

多

い
の
で
あ

る
。

そ
れ

は
、
必
ず
し
も
風
景
で

は
な
く
轟
心

の
動
き

の

一
瞬

で

も

あ
る
。
点

で
全
体
を
引
き
締
め
、、
或
は
全
体
を
見
渡
し
て
点
を
推
し
測
る
、

そ
う

い
う
作
者

の
移

ろ
い
、
凝
視
す
る
視
線
を
追
う
こ
と

の
重
要
性
を
指
摘
し

た

い
。⇔

作
者

の
対
象

へ
の
視
線
と
距
離

先
程

か
ら
繰
り
返
し
指
摘
し

て
い
る

の
は
、
歌
中

の
視
線
が
重
な
り

、
移

ろ

一
、80
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っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
こ
れ
は
女
院

の
歌
風
の
大

き
な
特
徴

で
あ

る
と
考
え

る
。
そ
こ
で
四
季
歌

一
二
四
首
に

つ
・い
て
、
作

品
の
中

に
設
定

さ
れ

て
い
る
視

点
を
、
便
宜
的

に
類
別
し
て
挙
げ

て
み
る
。

視
線

上中

、

下

距

離

・
近

、
景

中

景

遠

景

近

景

中

景

遠

・景

近

景

中

景

遠

景

春111751210

,

夏331120100

秋361a-
,

噌
⊥

・

500

冬021111140

右

の
表

で
わ
か
る
通
り
、

一
、二
四
首

の
う
ち
、
対
象
を
見

つ
め
て
詠
ん
だ

と

思

わ
れ

る
歌

は
六
十
首

に
す
ぎ
な

い
。
あ
と

の
六
十
四
首
は
宀
想
像

力
を
働

か

せ
て
、
ま
る
で
目
前

の
風
景

の
よ
う
に
詠

ん
だ
歌
と
、
聴
覚
の
み
、
又
は
聴
覚

か
ら
浮
か
ぶ
心
象
風
景
を
詠

ん
だ
歌

の
二
通
り
に
分
け
ら
れ
る
。

実
際
に
写
実
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
歌

か
ら
わ
か
る
の
は
、
日
常

眼
に
す

る

自

然

へ
の
愛
着
と
、
冷
静

で
的
確

な
観
察
力

の
鋭
さ
で
あ
る
。
し

か
も
見

た
も

の
を
そ
の
ま
ま
で
な
く
、
心
に
抱

き
締

め
て
自
分

の
も

の
に
し

て
か
ら
詠

む
ひ

た
む
き
さ
が
伝

わ
る
。

遙

か
彼
方

の
自
然

を
思
い
遣

っ
た
歌

に
も

、
そ
の
観
察
力
を
基

に
し
た
想
像

が
詠

ま
れ
て
い
る
。
し

か
し

、
そ

の
野
山

や
里
の
風
景

の
中

に

作

者

は

い
な

い
。
体
験
が
な

い
と

い
う

こ
と
も
あ
る
が
、
完

成
作

と
習
作

の
混

っ
た
状
態

と

い
う
、
本
書

の
も

つ
特
徴
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
実

景
そ
の
も

の
よ
り
も
対
象

・
を
客
観
的
に
描
写
し
て
詠
む
こ
と
が
要
求

さ
れ
た
京
極
派

に
と

っ
て
、.
遠

い
風

景
を
想
像
し

て
詠

む
こ
と
が

一
種
の
練

習
だ

っ
た
の
か
も
し

れ
な

い
と

思
う
。

残
り

は
聴
覚
で
詠

ん
だ
と

い
え
る
歌
で
あ
る
。,
鳥

や
虫

の
声
音

、
風
や
雨

の

音
を
聞
く
こ
と
に
よ
り
想
像

し
、
心
動

い
た
も

の
を
詠

ん
で
い
る
。
た
だ

し
、

音
を
詠
み
込

ん
だ
歌
は
多
数

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
実
景

が
ほ
と

ん
ど
或

は
全
く

詠
ま
れ
て

い
な
い
歌
を
重
視
し
た

い
。
全
身

を
耳
に
し

て
捉
え

た
音

に
触
発
さ

れ
た
、
心
象
風
景

の
歌
で
あ
る
。

・

音
が
す
る
と

い
う
事
は
、
闇
と
閑
け
さ
を

一
層
際

立
た
せ
る
。
音

の
す

る
前

後
め
閑
け
さ
は
同
じ
も

の
で
は
な
い
。
何

か
を

聞
い
た
こ

と

で

得

だ

閑
け
さ

は
、
、
音
も
色
彩
も
全
て
呑
込
ん
だ
深

い
も

の
と
な
る
。
そ
し

て
音

は
、

い
つ
か

止

ん
で
し
ま
う

。
こ
こ
で
も

一
瞬

の
、
又
は
し
ば
し

の
時

が
経

つ
の
を
じ

っ
と

見

つ
め
、,
音

が
心
に
広
が

っ
て
い
く

の
を
待

つ
作
者

が
い
る
ρ
ま
た
、

四
季
歌

全
体

に
散

り
ば

め
ら
れ
た
聴
覚
的
表
現
を
見

て
い
く
と

、・
聴
覚
的
と

い
う

の
は

京
極

派

の
叙
景
歌

を
詠

む
際

の
基
本
的
な

、
非
常

に
大

切
な
姿
勢

で
あ
る
と
言

っ
て
よ

い
と
思
う

。
聴

こ
え
る
も

の
に
自
分

の
心
を
深
く
溶
け
込
ま

せ
、
そ
こ

に
冴
え
冴
え
と
し

た
感
覚
美

の
世
界
を
築

い
て
い
る
の
で
あ

る
。

、
⇔

情
景

の
時

」・
凝
…視

の
時

こ
こ
で
は
歌

に
詠

ま
れ
て
い
る
時
刻

と
、
歌

に
流

れ
て
い
る
時

の
素
早
さ
又

は
長
、さ
と

い
う
、

二
種

の
時

を
考

え
よ
う

。

ま
ず

、
歌

に
詠

ま
れ
て

い
る
、
情
景

の
時
、
時
刻

に

つ
い
て
。
表
現
に
、
時

に
関
す
る
も

の
が
あ
る
歌
は
、

朝

春

五
首

・
夏

四
首

・
秋

六
首

ひ
冬
七
首

夕

・
晩

春
十
七
首

・
夏
七
首

・
秋

二
十

二
首

・
冬
十

一
首

【81【



で
あ
る
。

朝
に
は
、
夜
か
ら
朝

へ
の
移

ろ

い
、
新

し

い

一
日
の
始
ま
り

の
朝

が
あ
る
。

ま
だ
色
彩

の
な

い
、
光
と
闇
、
黒
と
白

の
世
界

。
そ
こ
に
刻

々

と

光

が

広
が

り
、
色
彩

の
増

し
て

い
く
様

に
眼
を
こ
ら

す
作
者

が
い
る
。
昨

日
の
続
き

の
闇

の
中
で
自

分
自
身

を
見

て
い
た
作
者

は
、
新
し

い

一
日
の
訪
れ

に
気
づ
き
、
外

の
世
界
の
、
日
々
繰
り

返
す

、
し

か
し

日
々
新
し

い
変
化

に
眼
を
移
す
。
そ

の

時

、
観

照
す
る
と
い
う

よ
り
も

、
む
し
ろ
作
者
と
自
然
と

は

一
体
と
な

っ
て
存

在

す
る
。

夕
の
歌

は
四
季
歌

の
半
数
近
く
を
占

め
、
秀
作
も
多

い
。

落

陽
し
始

め
る
と
、

一
刻
も
同

じ
状
態

で
は
い
な

い
。
闇
に
沈

み
、
月
が
昇

り
、
昼
と
は
別

の
光

で
満

た
さ
れ
、
月
も
庭
も
木
も
ど

ん
ど

ん
姿
を
変
え
る
。

朝

、
新
し

い
生
命

を
得

た
か
の
よ
う

に
輝
や

い
た
風
景
が
、
そ

の
日
の
生
命
を

燃
や
し

尽
く
す

よ
う

に
次
第

に
静
ま
り

か
え

っ
て
い
く
。
同
じ
月
や
木
や
庭
が

刻
々
と
違
う
姿
を

見
せ
る
時

、
そ
れ

は
、

ひ
と

つ
の
も

の
を
見

っ
め
て
詠
む
と

い
う
姿
勢

の
作

者
に
と

っ
て
は
、
歌

の
修
練

の
時

で
も
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

と
り
わ
け
四
季
歌
に
お
け
る
夕

の
歌

に
は
、
主
観
を
排
し

て
自
然
描
写
に
徹

し

た
姿

、
光
線

や
色
彩

の
把
握

、
時
間
的
推
移

の
描
写
、
対
象

の
動
的
把
握
、

こ
れ
ら
京
極
派
歌

風
の
特
質
と
さ
れ

る
も

の
が
全

て
見
ら
れ
る
と

い
う

こ
と
を

強
調

し
て
お
き

た
い
。

・

次

に
凝
視

の
時
。
歌
を
詠

む
際
に
対
象
を
瞬
聞
的
に
捉
え
て

い
る
か
、
時
間

を

か
け
て
推
移
を
捉
え

て
い
る
か
、
そ

の
時
間
性

の
特
質
を
見
て

い
こ
う

。

主
観
を
排
し

て
写
実
を
、
と

い
う

手
法

か
ら
す
る
と
、
作
品
は
自
ず
と
絵
画

的
な
も

の
に
な

る
よ
う

に
思

わ
れ
る
。
だ
が
、
決

し
て

「絵

の
よ
う

な
」
美
し

い
歌

で
は
な

い
。
動

か
な
い
絵

で
は
な

い
。
今
ま
で
も
私

は
作
者

の
凝
視
に

つ

い
て
述
べ
て
き

た
。
そ
の
凝
視

は
移
り
変

わ
る
色
、
光
、
生
命
を
端
的
に
三
十

一
文
字

に
込
め
る
た
め

の
作

業
な

の
で
あ
る
。

凝
視

と
い

っ
て
も
、
そ

の
時

の
中
で

一
瞬
に
し
て
目
に
焼
き
付

い
た
風
景
を

詠

ん
だ
歌
も
あ
る
し
、
長

い
時
を
か
け
た
移

ろ

い
を
詠

ん
だ
歌
も
あ

る
。

一
瞬

の
光
景
と
は
、
光
や
音
や
風
を
捉

え
た
も
の
で
あ
る
。
時

の
流

れ
に
身

を
委
ね
、
対
象
と

一
体

化
し
た
歌

の
多

い
中
、

一
瞬

を
捉

え
た
歌

は
事
実
を

ひ

ら
り
と
詠
ん
だ
だ
け
で
あ
り

、
処

々
に
配

さ
れ
た
こ
の
種

の
歌

は
、
中
憫
紙

に

一
滴
落
と
さ
れ
た
原
色

の
よ
う

な
効

果
が
あ
る
。

一
方
で
長

い
凝
視

の
歌
が
在

る
が
、
こ
れ
も

冗
漫

に
流

れ
て
は
い
な

い
。

先
に
素
材

・
視

点
に
お

い
て
大
な

る
も

の
と

小
な

る
も

の
が
重
な

っ
て
歌
を

引
き
締
め
て

い
る
と
述
べ
た
が
、
凝
視

の
時

に
も
当

て
は
ま

る
よ
う
だ
。

も
ろ
く
な
る
桐

の
枯
葉

は
庭

に
落

ち
て
嵐

に
ま
じ

る
村
雨

の
音

と

い
う
歌

(
四
十
九
番
右
)

に
お
い
て
言

え
ば

、
枯

れ
て
風

に
揺
れ
、
終
に

は

枝
を
離
れ
る
葉
を
観
察
し
て

い
る
時

間
と
、
落

ち
た
後

、
三
句
目

の
後

の
時

の

経
過
。
そ
し
て

一
度
止

っ
た
か
の
よ
う

な
時

の
後

、
枯
葉

に
当

る
雨

の
音
。
枯

葉
を
見

つ
め
て

い
る
作

者
と
、
雨

の
音
で
時
の
流

れ
に
気
づ

く
作

者

が

重

な

り
、
庭
に
落
ち
る
枯
葉
と

い
う

長

い
時
間

と
、

一
瀕
り
降

る
雨

と
い
う

二

つ
の

映
像

・
時

間
が
凝
縮
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

重
な
り
合

っ
た
時
間
を
詠
む
と

い
う
方
法

が
、
深

い
奥
行

き
を
感
じ
さ

せ
、

詩
的
な
緊
張
感
を
も
た
ら
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

四
季
歌
を
見
て
き
て
、
視
覚

・
聴

覚
を
大

切
に
し

た
写
実
的
手
法
、
色
彩
や

光
線
を
詠
む
繊
細
さ
、
対
象

の
動

き
の
把
握

、
時

の
流
れ
を
描
く

こ
と
等
、
京

極
派

の
特

質
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を

同
じ
く
指
摘

し
た
。
ま

た
、
歌

の
中

に
見

ら
れ
る
視

点
の
移

ろ

い
や
、
時
間

の
二
重
構
造
的
詠

み
方
な
ど
、
表
現
方
法

の

特
質
も
、
あ

わ
せ
て
読

み
と
る
こ
と
が

で
き

る
と
思
う
。

一
.
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最
も
注
目
さ
れ
る

の
は
、
豊
か
な
感
受
性

で
対
象

を
捉
え

つ
つ
も
感
情

に
溺

れ
ず
、
自
然
描
写
に
徹
し
よ
う

と
し
た
作
者

の
姿
勢

で
あ
る
。

三
、

恋
歌

に

つ
い
て

京
極
派
歌
人
は
叙
景
歌
が
本

領
で
、
恋
歌
は
不
得
手

と
さ
れ
る
中

、
永
福
門

院
は
優

れ
た
恋
歌
を
多
く
残
し

た
。
永
福

門
院

は
京
極

派
の
恋
歌

に
お
け
る
最

高

峰
と
さ
れ
る
か
ら
、
京
極
派

の
恋

歌
と
い
う
問

題
を
考
え
る
為

に
も
、
女
院

の
恋
歌
を
分
析
す
る
と

い
う
作

業
は
重
要

な
意
味

を
も

つ
と
思
う

。

接
近

の
方

法
は

い
ろ

い
ろ
あ

り

う

る

が
、
こ
こ
で
は

「
あ

は
れ
」
と

「
う

し
」
と

い
う

、

ご
語
か
ら
見
て
行

き
た
い
。

卜

「
あ
は
れ
」
と

「
う

し
」

と

京
極
派
好

み
の
詞
と

い
わ
れ
、
実
際

、
抒
情
歌

に
多
く
用

い
ら
れ

て
い
る
。

自
歌
合
の
恋
歌

二
十
番

四
十
首
中

、

「
あ

は
れ
」

は
七
首

に
、

「
う
し
」
は

九
首
に
も
使

わ
れ
て
い
る
。
他

の
表
現
で

は

「
悲
し
」

が
三
首
、

「
つ
ら
し
」

四
首

「
恨
」

二
首
だ

か
ら

、
多

い
と
言

っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。

「
あ
は
れ
」
と
は

「
相
手
や
事
態

に
対
す

る
自
分

の
愛
情
、
愛
惜

の
気
持
ち

を
表

わ
し

、
平
安
時
代
以
後

は
、
多
く
悲
し

み
や
し

み
じ

み
と
し
た
情
感
あ
る

い
は
仏

の
慈
悲
を
表

わ
す
」
語

で
あ
り
、

「
う
し
」
は

「
事

の
応
対
に
疲
れ
、

不
満

が
い

つ
も
内
攻
し

て
つ
く
づ
く
晴
れ
な

い
気
持
ち
」
で

あ

る

と

い
う

。

(『
岩
波

古
語
辞
典
』
)
「
あ

は
れ
」
も

「
う
し
」

も
相
手
よ
り
自
分

の
心
を
覗

き

込
む
よ
う
な

、
内
向
的
な
気
分

が
主
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
悲
し
」

と

か

「
つ
ら
し
」
と

い
う

、
他

か
ら
受
け
る
も

の
で
な

い
と
こ
ろ
に
、
ま
ず

自

分

の
愛
を
抱
き
締

め
て
育

て
よ
う
と

い
う
気
持
ち
が
感
じ
ら
れ
る
。

安
ら

か
な

心
持

ち
で
い
よ
う
、
そ
れ
を
乱
す
恋
な
老
し

ま

い
と
思

っ
て

い
た

の
に
、
い

つ
の
間

に
か
あ

の
人
に
恋
し
て
し
ま

っ
た
。
恨
め
し
く
も
あ
る
人
だ

け
れ
ど
、
自
分

の
気
持
ち
を
大
切
に
し
よ
う
、
そ
う

決
め
た
の

に

会

え

ば

つ

い
、
責
め
る
言
葉
が
も
れ
る
の
は
、
こ
の
気
持

ち
が
ま
だ
浅
薄
な

せ
い
だ

ろ
う

か
。
そ
ん
な
苦
し

い
自

問
を
し

て
い
る

の
だ
。

自
分
の
心
、
愛

さ
え
も
突

き

つ
め
れ
ば
揺
ら
ぎ
や

す
い
、
疑

わ
し

い
も

の
で

は
な

い
か
。
変

ら
ぬ
唯

一
の
心
な
ど
な
い
の
で
は
な

い
か
。
相

手

の

愛

を
求

め
、
相
手
の
心
変

わ
り
を
嘆

く
か
わ
り
に
、
自
分

の
心
の
深

み
を
め
ぞ
き
込

ん

で
し

ま
う

の
で
あ

る
。

一
見
不

思
議

に
思
わ
れ
る
の
は
先

に
述

べ
た

よ
う

に
、
待

つ
恋
や

つ
ら

い
恋

の
歌

が
多

く
、
玉
葉
風
雅

に
あ

っ
た
輝
や
く
ば

か
り

の
恋

の
歓
び
を
詠

ん
だ
歌

が
見

ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
伏
見
院
と
も
仲
睦
ま
じ
く
、
後
宮
生
活
も
和
や

か
で
あ

っ
た
と

い
う

の
に
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
女
院

の
恋
歌
に
見
立

て
の
趣
向
や
、
物
語
的
性
格

の
認

め
ら
れ

る
こ
と

が
指
摘

さ
れ

て
い
る
が
、
そ

の
前

に
、
女
院
が
実
生
活
で
女
性

と
し

て
幸

せ
だ

っ
た
か
ら

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
夫
を
信
じ
て

い
ら
れ
る
と

い

う

、
乱
世

に
関

わ
り
な

い
女
と
し

て
の
幸
福

の
中
に

い
た
女
院
に
は
、
限
り
あ

る
時

、
刹

那
的
な
恋
、
悲
恋
で
あ
れ
ば
詠

ん
だ
で
あ
ろ
う
、
眼
も
眩
む
歓
び

は

遠
い
も

の
な

の
で
あ

る
。

詠
風

の
幼
な

い
ま
で

の
若

々
し
さ
、
拙
な
さ
。
自
歌
合
の
恋
歌
に
は
若

き
永

福
門
院

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
懸
命
に

「
心
」
を
詠
む
こ
と
を
目
指
し

、

自
然
と

一
体
化
し

て
詠

ん
だ
歌
人

の
眼
は
、
自
分
の
心
を
も

い
ろ

い
ろ
な
場
面

で
直
視
し
た
。
正
直
す
ぎ
る
程
の
正
直
さ
は
移
ろ
う

も
の
、
は
か
な
い
も

の
を

直
観
的
に
見
抜
き
、
人
生
そ

の
も

の
を
見
ば
る
か
す
深

い
眼
差
し
を
持

つ
歌
人

へ
と
育
て
た

の
で
あ
ろ
う
。
自
歌
合
の
恋
歌
は
そ
の
前

段
階

の
、
何

が
詠

め
る

か
、
ど
こ
ま
で

「
心
」
を
詠
め
る
の
か
試
し
て
み
よ
う

、
そ
ん
な
決
意
を
秘

め

た
若

い
歌
、
女
院
自
身
も
歌
も
若

い
頃

の
歌
と
言
え
る
の
で
は
な

い

か

と

思
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・つ

。

四
、

雑

歌

に

つ
い
て

雑
歌
に

は
、

い
ろ

い
ろ
な
性
格
が
含
ま
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
に
明
確

な
性

格
付
け
は
で
き
な

い
が
、
言

い
換
え
れ
ば

そ
れ
だ
け

一
首

の
歌

に

つ
い
て
、
想

像

・
鑑
賞

の
余
地
が
あ
る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

さ
て
宀
自

歌
合
の
雑

歌
は
十
八
番
三
十

六
首

あ
る
。
自
歌
合

の
二
割
弱
あ

る

の
だ
か
ら
、
永
福

門
院

の
雑
歌
を
見

る
に
は

『
玉
葉
集
』

『
風
雅
集
』
よ
り
も

良

い
資
料

と
言

え
る
。

自
然
を
詠

ん
だ
歌

は
十

一
番
あ
る
が
、
述
懐
歌

一
首
と

『
続
千
載
集
』
で
は

旅
と
秋

の
部

に
入
れ
ら
れ
た

の
が
各

一
首
含
ま
れ

て
い
る
。

素
材
で

い
え
ば
、
夕
暮

・
夕
暮
雨

・
雨

の
歌
が
多
く
、
他
に
も
壁

・
月

・
空

.
松
風
等
、
京
極
派
好

み
の
も

の
が
多

い
、
技
巧

・
歌
風
で
は
京
極
派
風
が
大

半
だ
が
、

『
玉
葉
集
』

の
若
々
し
さ
、
明
る
さ
よ
り
も
、
感
情

を
排

し
た
自

然

と

の

一
体

感
、
清
澄
な
感
じ
、
視

聴
覚

か
ら

の
繊
細

な
描

写
な
ど

『
風
雅
集
』

に
近
い
。
だ
が
、
説
明

的
で
盛
り
上
り

に
欠
け
る
点
な
ど

『
風
雅

集
』
歌

風
の

前

段
階
と
思
わ
れ
る
。

釈

教
歌

は
逆
に
伝
統
的
歌

風
の
作
ば

か
り

、
と
言

え
る
。
旅
歌
も
同
様

で
あ

る
。
ま
る
で
雑

の
部

の
体
裁

を
整

え
る
た
め
に
選
び

出
し

た
よ
う

で
あ

る
。
叙

景

歌

.
抒

情
歌
こ
そ
が
自
己
の
最
高

の
表

現
で
あ
れ
ば

、
雑
だ

か
ら

と
気
負

っ

ヘ

へ

て
感
情
を

込
め
る
こ
と
も
な
い
。
自
然

を
見

つ
め
て
そ
の
内

に
、
人
生
も
う

き

世
も
見
た
女
院

で
あ
れ
ば

、
釈
教

・
旅

と
い
う
分
類

に
こ
だ

わ
る
こ
と
も
な

か

っ
た

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

述
懐
歌
に
目
を
転
じ
る
と
、
九
十

八
番
以
降

の
六
首
に
す
ぎ
な

い
が
、
他

の

雑
歌
と
ま
る
で
違
う
世
界
で
あ
る
。
ま
だ
若
く
、
硬
さ

の
感
じ
ら
れ
る
歌
風

の

か
わ
り
に
あ
る
の
は
、
来
し
方
を
振
り
返

っ
た
よ
う

な
切
実
さ
、
死

に
後
れ
た

我
が
身
の
愛
し

さ
、

つ
ら
さ

、
過
ぎ
た

日
々

へ
の
感
傷

に
直

に

触

れ

た
よ
う

な

、
歌
風

で
あ

る
。
.そ
れ
ら

は
晩
年

の
作

で
あ

る
こ
と
を
思
わ
せ
る
よ
う

な
内

容

で
あ
り
、

こ
れ
迄
見

た
歌

々
と

は
、
遙

か
な
時

の
隔
た
り
を
感
じ
さ

ぜ
る
。

そ
し

て
雑
歌
全
体
を
見
れ
ば
、
京
極
派
歌
風

の

一
定

の
水
準
ま
で
は
達
し
た

歌

、
と
り

た
て
て
難
も
な

い
が
見
所
も
な

い
と

い
う
伝

統
的
歌
風

の
歌
、
等

々

い
ろ
い
ろ
な
年
代

の
永
福
門
院
が
顔
を

の
ぞ
か

せ
て

い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
雑

の
部
が
な
け
れ
ば
、
自
歌
合

の
性
格
は
も

っ
と
明
確

に
な
る
が
、
女
院

の
全
体
像

は
か
え

っ
て
霞

ん
で
し
ま
う

の
で
は
な

い
か
、
そ

の
よ

う

な

疑

問

を
、
読

む
者
に
残
す
よ
う
な
性
格
が
窺
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

五
、

成

立

に

つ
い
て

今

ま
で
、
四
季
歌

・
恋

歌

・
雑
歌

の
部
立
に
沿
い
な
が
ら

、
自
歌

合
の
詠
風

や
技
法

を
探

っ
て
き

た
。
自
歌

合
に
は
習
作

か
ら
完
成
作
ま

で
含
ま

れ
て
い
る

こ
と
も
あ
り

、
永
福

門
院

の
歌

へ
の
姿
勢

や
傾
向
等
全
体
的

に
捉

え
ら
れ
た
。

で
は
、
こ
の
集
自
体

の
編
纂
姿
勢

は
ど
う

か
、
い

つ
頃
編
ま
れ
た

の
か
、
.編

者

は
誰

か
、
成
立

に
関
し

て
考
え

て
み
た

い
。

第

一
に
撰
歌
意
識

に

つ
い
て
。

自
歌
合

の
性
格

で
最
も
注
目
す

べ
き

は
、
京
極
派
歌
風
と
伝
統
的
歌
風

の
作

が
混
在
し
て

い
る
こ
と
、
し
か
も
各

々
習
作
的
作
品
か
ら
勅
私
撰
集
に
撰
入
さ

れ
た
完
成
品
ま
で
、
巾
広
く
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
だ
ろ
う

。

こ

の
こ
と
は
従
来

「
杜
撰
」
と
評
さ
れ
て

き
た
。
だ
が
、
な
お
丁
寧

に
見

る

と
、
京
極
派
歌
風

の
作

、,
伝

統
的
歌
風

の
作

と
も
習
作

が
約
半
数

を
占

め
、
完

成
作
は

二
十
四
首
と
同
数
で
あ
る
。
又
、
恋
歌

に
し

て
も

。
玉
葉

・
風
雅

と
の

重
複

は
四
首
に
過
ぎ
な

い
が
、

二
条

派
系
歌
集
と
の
重
複
歌

は
、
そ
も

そ
も
数
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少
な

い
中

の
五
首
。
そ
し
て
そ

の
五
首

は
、
入
集
歌
の
中

で
は
比
較
的
質

の
高

い
作
品
な

の
で
あ
る
。
伝

統
的
歌
風

の
作

品
の
重
複

数
、
い
わ
ば

入
集

で
き

る

歌

の
数
に
合
わ
せ
た
と
も
受
け
取
れ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
杜
撰
と
評
さ
れ
て
は

い
る
が
、
撰

歌
基

準

は

と

も

か

く
、
数
的
バ
ラ

ン
ス

へ
の
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。
京
極
派
風
な
る
も

の
と
、
伝

統
的
な
素
養
、
永
福
門
院

の
二
面
と
も
冷
静

に
見

つ
め
る
、
客
観
的

立
場

に
立

つ
編
集
者

の
姿
勢
が
そ
こ
ご
こ
に
見
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

私

の
採
る
よ
う
な
中
立
者
的
立
場

の
編
者
と

い
う
考

え
は
、
京
極
派

的
歌

風

の
し
か
も
未
熟

な
習
作

を
多
数
撰
入
し

て
い
る
点
で
、
自
撰
説

に
立

つ
岩
佐
美

代

子
氏
に
よ

っ
て
否
定

さ
れ
て
い
る
。

・
確
か
忙
そ

の
説
に
は
説
得
力
が
あ
る
が
、
自
撰

で
あ
る
必
要

は
な

い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
中
立
者
的
立
場
の
者
で
あ

っ
て
も
、
私
的

公
的
交
際

に
お
い
て

永

福
門
院

と
親

し

い
関
係

に
あ

っ
て
お
か
し
く

な

い
し

、
そ
う

い
う
者

が
、
共

通

の
思

い
出

の
た
め
に
又
は
女
院

の
足
跡
を
残

す
た
め
に
編

ん
だ
と

い
う

こ
と

も
あ
り
得
る

の
で
あ
る
。
実
際

に
、

」永
福
門
院

の
伝
統
的
歌
風

を
も

つ
贈
答
歌

は
存

在
す
る
し

、
編

者
に
親

近
者

を
想
定
す

る
に
し

て
も
伯

母
に
亀
山
后

の
今

出

川
院

、
妹

に
亀

山
妃

の
昭
訓
門
院

、
後
醍
醐
后

の
後
京
極
院
を
は
じ

め
、
そ

の
皇

子
達

で
あ

る
大
覚
寺
統

の
人

々
、
西
園
寺
家

の
者
、
御
所
内

の
者
等
、
多

数
挙
げ
ら
れ

る
の
で
あ

る
。
両
歌
風

の
バ
ラ

ン
ス
を
と

っ
た
、
言

い
換

え

れ

ば

、
両
派

に
気
兼
し
た
と
す
れ
ば

、
二
条
家

の
者
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
う

す
れ

ば

「
あ
ま
を
と
め
」

の
改
作

の
形
で

の
入
集
と

い
う

の
も
説
明
が

つ
く

の
で
あ

る
。次

に
、
自
然
観
照
歌
と
恋
歌

の
秀
歌

の
入
集
数

の
差

に

つ

い

て

考

え
て
み

る
。こ

れ
を
考
え
る
上
で
大

切
な
事
実

は
、
自
然
観

照
歌

は
京
極
派

が
誕
生
す
る

以
前
に
、
そ
れ
に
近

い
歌
風
の
、
実
景

に
即
し

た
清
新

な
叙
景
歌

が
、
伝
統
的

歌
風
に
飽
き
足
ら
な
く
な

っ
た
高
位

の
宮
廷
人

の
問

で
作
ら
れ

て
い
た
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

二
条

派

・
京
極
派
を
問

わ
ず

～
自
然
観
照
歌
を
受
け

入
れ
る
素

地
が
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
だ
。

趣
味

的
に
詠

ん
で
い
た
歌

風
を

公
の
場

に
持
出

せ
ば

、
反
感

は
持

つ
だ
ろ
う

が
、
歌
自
体

の
評
価

は

一
応

理
解
さ
れ
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
そ
れ
が
、

自

然
観

照
歌

へ
は
比
較
的
暖

か
い
眼

が
注

が
れ
、
秀
歌
を
見
極

め

る

眼

も
出

来

、
入
集
も
秀
歌
を
見
落

さ
な

い
と

い
う
結
果

に
表

わ
れ
た

の
で

は
な

い
だ
ろ

う

か
。

そ
れ
に
対
し
恋
歌

は
、
王
朝
和
歌
以
来

の
伝
統
が
、
詠
む
時
、
場
所
ま
で
も

定

め
、
連
綿

と
続

い
て
き
た
の
で
あ

る
。
物
語

へ
の
愛
好
は
強

い
が
、
そ

の
場

を
借
り

た
り

せ
ず
自
分

の
心
を
詠
も
う
と

い
う
試

み
は
、
あ
ま
り
に
突
飛
で
当

惑

さ
れ

た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

無
論

、
成
立
期
に
秀
歌
と
さ
れ
る

『
風
雅
集
』
恋
歌

の
、
深

い
歌
境
が
生
ま

れ

て
い
な

か

っ
た
と

は
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、

『
玉
葉
集
』
の
、
若
々
し

い
感

情

の
あ
や
を
歌

っ
た
歌
、
物
思

い
の
不
思
議
さ
を
掘

り
下
げ

、
自

問
自
答
す

る

よ
う
な
歌
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
秀
歌
の
何

首
か
な
ど
は
、
ま

る
で
無
視
し

た

よ
う
に
採

っ
て

い
な

い
。
こ
の
事
は
自

然
観

照
歌
の
撰
歌

眼
を
考

え
る
と

、
京

極
派
が
異
端

の
少
数
派
で
あ

っ
た
と
い
う

事
実
を

ひ
し

ひ
し
と
感

じ
さ
せ
る
。

和
歌
が
呼
吸
す
る
こ
と
や
話
す

こ
と

と
同
じ
く
ら

い
自
然
で
、
生
き
る
術
で

も
あ

っ
た
時
代

、
和
歌
観

の
相
違

は
価
値
観

の
相
違
に
も
通
じ
る
も

の
だ

っ
た

の
で
あ
ろ
う

か
ら

、
理
解
者

で
あ

る
編
者

で
も

、
と
ま
ど

い
困
惑
し
て
避
け
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
っ

次

に
成
立
時
期

に
関
し
て
、

こ
れ
迄
述
べ
た
表
現

の
挫
格
を
踏
ま
え

て
述

べ

て
み
よ
う
。
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四
季
歌
で

は
、
繊
細
な
神
経
と
視

・
聴
覚
を
主
に
し
た
鋭

い
観
察
力

に
よ
り

実
景

を
あ
り
あ
り
と
描
き
出
す
と

い
う

、
京
極

派
の
庶
…幾
し

た
自
然
観

照
歌
を

詠
む
こ
と
が
で
き
た
と
、
既

に
指
摘
し

た
。
恋
歌

で
は
伝
統
的
歌
風

の
多

い
中

に
、
観
察
眼
は
感
じ
ら
れ
る
も
の
の
、
若

々
し

く
こ
な
れ
な

い
歌
が
見
受
け
ら

れ
た
。
そ
し
て
雑
歌

は

『
風
雅
集
』

の
前
段
階
と
思

わ
れ

、
特

に
述
懐
歌
で

は

人
生
も
晩
年

に
達
し

た
女
院
を
浮

か
び
上
が
ら

せ
る
。

歌

に
見

る
永
福
門
院

は
、
お

っ
と
り
し
た
姫

君
か
ら
、
新
歌
風
と
取
り
組
む

懸
命

な
習
作
期

、
派

の
リ
ー
ダ

ー
と
し

て
自
ら

に
厳
し
く
課
し
た
時
期
、
人
生

を
振

り
返
り
、
派
の
行

く
末
を
案

じ
な

が
ら
も
達
観

の
心
境
に

入
ろ
う
と
し
て

い
る
姿

、
と
数
十
年
も

の
流

れ
を
感
じ

る
。

岩
佐
氏

は
、
成
立
時
期
を
夫
伏
見
院
と
母
顕
子

の
相
次
ぐ
死
に
悲
し
み
、
そ

れ
に
基
づ
く
生
涯

へ
の
回
顧
反
省
を
動
機
と
し

て
、
文
保

二
、
三
年
頃
自
撰
さ

れ

た
も
の
と
す
る
が
、
≧
こ
の
説

に
は
疑
問
が
残

る
。

確

か
に
初
め

て
庇
護
を
失
な

い
、

一
人
で
歩
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た

が
、
持
明
院
統

、
京
極
派
と
も
自
ら
が
盛
り
立
て
、
念
願

の
勅
撰
集
を
と
決
意

を
固

め
た

で
あ

ろ
う
女
院
が
、
自
分

の
過
去

の
記
念
を
と
考

え
る
だ

ろ
う

か
。

ま
だ
京
極
派
歌
風
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
な
の
だ
。
後
伏
見

・
花
園

の
皇
子

や
グ

ル
ー
プ
の
者
を
引

っ
張

っ
て
、
押
し
も
押

さ
れ
も

せ
ぬ

一
派
に
育

て
、
悲
願

で

あ

っ
た
勅
撰
集
を
編
む
こ
と
。
そ
の
た
め
に
も
持

明
院
統

に
皇
統
を

と
、
伏
見

院

の
遺

志
を
叶

え
る
こ
と
が

一
人
に
な

っ
た
永
福
門
院

の
悲
し

み
を

い
や
し
、

生
き
る
意
欲

を
湧

か
せ
る
唯

一
の
仕
事
だ

っ
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
回
想

す

る
に
は
悲
歎

は
ま
だ
あ
ま
り

に
深
く
、
生

々
し

い
の
で
あ

る
。

そ
れ
故

「
手
す
さ
び

に
」
の
歌
を

は
じ

め
、
述
懐
歌
も
、

こ
う
し
た
悲
し
み

を
胸

に
秘
め

て
や

る
だ
け

の
事

は
や
り
、
見
る
だ
け

の
こ
と

は
見
た
と

い
う

思

い
の
濃
く
な

っ
た
晩
年
ま

で
、

心
の
中
で
自
ら
を
奮

い
立
た

せ
、
昇
華
さ

せ
た

悲
し
み
の
発
露

な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う

か
。

「
こ
し
方
を
偲
」
び

(
九
十
八
番

右
)
、

「
人
の
う

へ
の
は
か
な
き
事
」

(九
十
九
番
左
)
や

「
目
の
ま

へ
に
見
聞

き
し

ひ
と
の
な
き
数
」

(同
上
右
)
を
思
う

の
は
、
直
前

の
悲
し

み
で
は
な
く

、

む
し

ろ
、
自
分

の
長

い
人
生
と
そ
こ
で
見
た
乱
世

の
有
り
様

と
を

重

ね

合

わ

せ
、
よ
う
や
く

口
に
出

せ
る
よ
う
に
な

っ
た
女
院

の
静
か
な
述
懐

と

も

読

め

る
。
伏
見
院
を
失
な

い
、
為

兼
は
失
脚

し
、
父
実
兼

は
大
覚
寺
統
支
持

に
回
る

と

い
う
文
保
年
間

の
悲
歎
と
失
意
は
、
生
涯
で
最
初

の
、
最
大

の
も

の
で
あ

っ

て
も
最
後

の
も

の
で
は
な
か

っ
た
の
だ

か
ら
。

故
に
、
私

は
成
立
時
期

を
晩
年
、
鎌
倉
幕
府

が
倒

れ
、後
伏
見
院

が
出
家
し

、

西
園
寺
公
宗
が
死
に
、
花
園
院
も
出
家

と
、
怒
濤

の
よ
う
な
南
北
朝
時
代
直
前

の
失
意

の
時
代

で
は
な

い
か
と
推

測
す

る
。
で
は
、
誰

が
、
何

の
た
め
に
。

こ
れ
は
や
は
り
、
女
院
の
身
近

に
い
る
者

が
、
そ
の
な

つ
か
し

い
人
柄
を
慕

っ
て
そ

の
思

い
出
と
、
他
所
な
が
ら
見

た
京
極
派

の
道
程

の
標
べ

の
た
め
に
、

公
に
表
わ
さ
な
く
と
も
よ
い
。
ひ

っ
そ
り

と
せ
め
て
自
分

の
子
孫

に
は
伝
え

た

い
、
そ
ん
な
熱

い
思
い
の
た
め
で
は
な

か

っ
た

ろ
う

か
。
永
福
門
院
に

は
考
え

も

つ
か
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。

「
あ
ま
を
と
め
」
事
件
以
来
、
歌
集
な
ど

い
ず

れ
成

る
べ
き

『
風
雅
集
』
以
外
、
厭

わ
し

い
だ
け
だ

っ
た
の
か
も
知

れ
な

い
。
撰
者
が
昔

の
事
な
ど
も
よ
く
知
ら
な

い
の
に
、
何

気
な

い
詠
草

ま
で
欲
し

が
る
の
を
、
女
院

は
笑

い
こ
そ
す
れ
、
何

の
た
め
に
と
詮
索

も
し
な
か

っ
た
の

で
は
な

い
か
。

幼
な

い
頃
よ
り
心
に

か
け
、
後
伏
見

・
花
園
両
院

と
も
親
し

く
、
女
院
も
息

子

の
友
と
し
て
、
血
縁
者
と
し
て
、
そ

の
高
貴

な
が
ら
孤
独

な
境

遇

に

同

情

し
、
豊
か
な
才
能
を
愛
し
た
皇

子
、
そ
の
名

は
、
亀

山
院
遺
子

、
恒
明
親

王
。

『
永
福
門
院

百
番
御
自
歌

合
』

の
編
者

は
、
敢

え
て
あ
げ
れ
ば
そ

の
よ
う
な
人

物

で
は
な
い
だ

ろ
う

か
と
思
う

の
で
あ

る
。
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研

究

室

だ

よ

り

の

と
う
あ
き
お

か
ん

◇

新
任

と
し
て
、
神
野
藤
昭
夫
先
生

が
着
任
さ

れ
ま
し

た
。
本
学

で
は
中
古

文
学
を
担
当
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

◇

佐
佐
木
幸
綱
先
生

は
昭
和
五
十
五
年
度
国
内
留
学
者

と
し
て
、
早
稲

田
大

学

に

一
年
間
留
学

さ
れ
ま
し
た
。
来
年
度
は
、
和

田
英
道
先
生
が

一
年
問
、

早
稲

田
大
学

に
留
学

さ
れ
ま
す
。

そ
の
間

の
中
世
文
学
演
習
は
、
松
尾
葦
江

先
生

(東

京
女
学
館
短
期
大
学
)

が
ご
担
当

に
な
り
ま
す
。

◇

聖
心
女
子
大
学
教
授

の
目
崎
徳
衛
先
生
を

お
招
き
し

て
、
恒
例

の
国
文
学

科
主
催

に
よ

る
講
演
会
が
、
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
目
崎
先

生
は
日
本

の
中
古

・
中
世
文
化
史
が
ご
専
門

で
、

こ
の
日
も
王
朝

社
会

の
中
で
息
づ

い
て
い
た

和
歌
に

つ
い
て
、
ま
た
百
人

一
首

に

つ
い
て
も
お
話

し
て
い
た

だ

き

ま

し

た
。演

題

「
和
歌
と
王
朝

の
文
化

」

日
時

六
月

二
十
七
日

(金
)

午
後

二
時

四
〇
分
～
四
時

一
〇
分

場
所

四
〇
七
講
義
室

◇

昭
和
五
十
四
年
度

跡
見

学
園
特
別

研
究
助
成
費

に
よ

る
研
究
発
表
会
が
開

催

さ
れ
、
国
文
学
科

か
ら

は
川
平
均
先
生

が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

題

目

藤
原
定
家

「
僻
案
抄
」

に

つ
い
て

ー
歌

人
に
お
け

る

〈
学
〉
と

〈
歌
>
1

日
時

六
月

ご
十

八
日

(
土
)
午
前
九
時

一
〇
分
～
九
時
五
〇
分

場̀
所

四
〇

二
合
同
教
室

◇

新
三
年
生

に
対
す
る
ゼ
ミ
説
明
会
が
、
去
る

一
月
三
十
日
に
行
わ

れ
ま
し

た
。
担
当

の
先

生
方

か
ら

そ
れ
ぞ
れ
専
門
分
野
に

つ
い
て

の
お
話
が
あ
り
、

そ
の
後

は
個

々
の
演
習
室

に
別

れ
て
さ
ら

に
詳
し

い
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

◇

学

生
部

次
長
と
し

て
ご
活
躍
下

さ

っ
た
和

田
英
道
先
生

は
、
昭
和
五
十
五

年
十
月
三
十

一
日
付

を
も

っ
て

二
年
間

の
任
期
を
終

え
ら

れ
ま
し
た
。、
若
さ

と
バ
イ
タ
リ

テ

ィ
ー
で
数
々

の
お
仕
事
を
こ
な
さ
れ
、
大
学
発

展
の
た
め
に

ご
尽
力
下
さ

い
ま
し
た
。
ど
う
も
ご
苦
労
さ
ま
で
し

た
。

◇

学
長

の
山
崎

一
穎
先
生
と
事
務
局
長

の
室
伏
信
助

先
生
は
、
新

ス
タ

ッ
フ

,

を
迎
え
、
引

き
続
き
任
務
に
あ
た

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
四
月
に
本
学

に
戻
ら
れ

る
佐
佐
木
幸
綱
先
生
は
、
図
書
館
長
に
ご
就
任

の
予
定

で
す
。

◇

昨
年
設
立
さ
れ
た
跡
見
学
園
女
子
大
学
生
活
協

同
組
合
も

一
年
目

を
迎
え

て
、
学
生
や
教
職
員

の
需
要
も
増
え
、
次
第
に
充
実

し
て
き
て
お
り
ま
す
。

橋
本
研

一
先
生

は
理
事
長
と
し
て
忙
し

い
日
々
を
過
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

◇

新

し
い
建
物

は
グ
リ
ー

ン

・
ホ
ー

ル
と
名

づ
け
ら
れ
、
去
る
十

二
月
十
九

日

(
金
)
に
落
成
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
名

の
と
お
り
外
壁

は
薄
緑
色

に
塗
ら
れ
、
正
面
は
ほ
と
ん
ど
ガ
ラ

ス
張
り
で
た

い

へ
ん

明

る

い

感
じ

で

す
。

一
階
は
五
百
席
余
り
の
食
堂

、

二
階
は
二
十
二
名
定
員

の
会
議
室

二
室

と
、
ブ

ル
ー

の
カ
ー
ペ

ッ
ト
に
白

い
椅
子

と
テ
ー
ブ

ル
を
配
置

し
た
百
席
余

、り

の
サ

ロ
ン
、
ま
た
生
協
の
販
売
店

も
は
い

っ
て
お
り
ま

す
。
人

工
芝
を
敷

き

つ
め
た

テ
ラ

ス
に
も
テ
ー
ブ

ル
と
椅

子
が
設

け
ら

れ
、
校
庭

は

も

ち

ろ

一留』



ん
、
都

心

の
高

層
ビ

ル
や
遠
く
連

な
る
山
々
ま

で
が

一
望
さ
れ
ま
す
。

◇

昭
和
五
十
四
年
度

の
国
文
学
科
卒
業

生
の
就
職
率

は
約

86
%

と
高
く

、
主

な
就
職
先
は
商
社
、
製
造
業
な
ど
で
す
。
ま
た
教
職

に

つ
く
人
も
毎
年
増
加

し

て
お
り
ま
す
。

◇

,・室
伏
信
助
先
生
が
次

の
著
書

を
刊
行

さ
れ
ま
し

た
。

『
角
川
新
国
語
辞
典
』
(
共
著
)

角

川
書
店

・
一
、
入
○
○

円

、

◇

例
年
ど
お
り
こ
と
し
も

ゼ
ミ
旅
行

が
行

わ
れ
、
各

ゼ
ミ
と
も
親
交
を
深
め

ま
し
た
。
日
程

は

つ
ぎ

の
と

お
り

で
す
。

〈
室
伏

ゼ
ミ
〉

・
五
十

五
年
十

一
月
二
十

二
日
～

二
十
四

且

(
三
年
)
京
都

五
十

五
年
九
月
三

日
～
五
日

(
四
年
)
芦

ノ
湖

〈
川
平
ゼ
ミ
〉

・五
十

五
年
十

一
月

二
十

一
揖
～

二
十

四
日

(
三
年
)
京
都

〈
神
野
藤
ゼ
ミ
〉

五
十

五
年
十

一
月

二
十

日
～

二
十

二
日

(
三
年
)
京
都

五
十

五
年
七
月

二
十
七

日
～

二
十
九
日

(
四
年
)
箱
根

〈
和
田
ゼ
ミ
〉

五
十

五
年
十

一
月

二
十

}
日
～

二
十
四
日

(
三
年
)
.
京
都

五
十
五
年
九
月
十

八
日
～

二
十
日

(
四
年
)
清
里
高
原

〈
小
川
武
彦
ゼ
一ミ
〉

五
十

五
年

入
月

二
十
七

日
～
三
十
日

(
三
年
)
金
沢

・
輪
島

・
永

平
寺

〈
小
川
辰
雄
ゼ

ミ
〉

五
十

五
年
九
月

二
十

四
日
～

二
十
七
日

(
四
年
)
伊

賀
上
野

・
石
山

・

京
都

〈
山
崎
ゼ

ミ
〉

五
十

六
年

二
月

八
日
～
十

日

(
三
年
)
神
戸

・
倉
敷

五
十
六
年

二
月
十
四

日
～
十
六
日

(
四
年
)
伊

豆

・
修
善
寺

〈
菊
地
ゼ

ミ
〉

五
十
五
年
十

一
月

二
十

日
～

二
十

二
日

(
三
年
)

京
都

〈
鈴
木
ゼ

ミ
〉

五
十
五
年
十

一
月

二
十

二
日
～

二
十
四
日

(
三
年
)
、軽
井
沢

・
戸
隠

・

小
諸

五
十
五
年
九
月
十

八
日
～

二
十

日

(
四
年
)
軽
井
沢

・
戸
隠

・
小
諸
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