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頁

「
今
鏡
」
に
お
け
る
「
た
ま
は
り
給
ふ
」

川
　
岸
　
敬
　
子

は
じ
め
に

院
政
期
に
成
立
し
た
「
今
鏡
」
の
「
た
ま
は
る
」
に
次
の
用
例
が
あ
る
。

例

同
じ
后
と
申
せ
ど
、
や
む
ご
と
な
く
を
は
し
ま
す
。
久
し
く
内
へ
参
ら
せ
給
は
ざ
り
け
る
頃
、
内
よ
り
、

　
あ
や
め
草
か
け
し
訣
の
ね
を
た
え
て
さ
ら
に
恋
ぢ
に
ま
ど
ふ
頃
か
な

と
侍
け
む
。
御
返
は
忘
れ
侍
に
け
り
。
東
宮
に
を
は
し
ま
し
㌧
時
の
御
息
所
に
、
こ
の
御
堂
の
六
の
君
参
り
給
て
、
内
侍
督
と
聞
へ

給
し
、
後
冷
泉
院
の
今
の
東
宮
に
を
は
し
ま
し
㌧
、
う
み
置
き
た
て
ま
つ
り
て
失
せ
給
に
し
か
ば
、
こ
の
宮
は
、
其
後
参
り
給
へ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
り
。
故
内
侍
督
の
御
も
と
に
も
、
「
霞
の
う
ち
に
思
ふ
心
を
」
と
詠
ま
せ
給
け
る
御
歌
、
給
給
ひ
け
る
と
聞
侍
し
も
の
を
。
（
一
七

頁
一
六
行
）

右
は
、
『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
（
、
）
の
本
文
篇
に
よ
る
。
（
た
だ
し
、
一
部
句
読
点
を
改
め
た
。
）
凡
例
に
よ
る
と
、
本
文
は
畠
山
本
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二
六

で
あ
り
、
表
記
は
「
直
ち
に
畠
山
本
の
原
文
に
復
元
出
来
る
や
う
に
し
た
。
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
傍
線
部
の
原
文
は
「
給
た
ま
ひ
け
る

と
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
影
印
本
（
、
）
（
第
二
帖
六
ウ
一
）
で
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
「
給
」
を
総
索
引
で
は
「
た
ま
は
る
」
の

項
に
入
れ
て
お
り
、
傍
線
部
を
「
た
ま
は
り
た
ま
ひ
け
る
と
」
と
読
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
と
」
で
引
用
さ
れ
る
文
を
「
（
後
朱
雀

天
皇
ガ
）
故
内
侍
督
の
御
も
と
に
も
～
御
歌
た
ま
は
り
た
ま
ひ
け
る
」
と
見
て
、
「
た
ま
は
る
」
を
尊
敬
語
、
「
た
ま
は
り
た
ま
ふ
」
を
二

重
敬
語
と
と
る
こ
と
は
出
来
る
。

　
畠
山
本
を
活
字
化
し
た
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
今
鏡
』
を
底
本
と
す
る
『
今
鏡
全
釈
』
も
「
賜
は
り
給
ひ
け
る
と
（
3
）
」
と
読
み
（
原
文

が
「
給
た
ま
ひ
け
る
と
」
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
）
、
「
さ
し
上
げ
ら
れ
た
と
」
と
、
与
え
る
意
の
口
語
訳
を
付
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
刊
行
の
『
続
世
継
』
を
底
本
と
し
た
『
今
鏡
』
も
「
賜
は
り
給
ひ
け
る
と
（
、
）
」
と
読
み
、
「
お
贈
り

な
さ
っ
た
と
」
と
、
尊
敬
語
の
現
代
語
訳
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
『
今
鏡
』
は
表
記
を
原
文
に
復
元
で
き
な
い
よ
う
だ
が
、
国
立
国
会
図

書
館
蔵
本
（
5
）
に
よ
っ
て
見
る
と
、
「
た
ま
は
り
給
ひ
け
る
と
」
（
第
一
　
十
九
ウ
一
〇
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
「
故
内
侍
督
の
御
も
と
に
も
」
の
「
に
」
を
動
作
の
目
標
・
到
達
点
で
な
く
、
動
作
の
場
所
を
表
す
も
の
と
と
れ
ば
、
「
故
内

侍
督
の
御
も
と
で
も
、
後
朱
雀
天
皇
が
～
と
お
詠
み
に
な
っ
た
御
歌
を
い
た
だ
き
な
さ
っ
た
」
と
、
「
た
ま
は
る
」
を
謙
譲
語
と
し
て
解
釈

す
る
こ
と
が
出
来
る
。
「
た
ま
は
る
」
は
本
来
謙
譲
語
な
の
で
、
こ
の
方
が
自
然
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
敬
語
史
の
観
点
か
ら
見
て
尊

敬
語
の
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
「
給
た
ま
ひ
」
を
「
た
ま
は
り
た
ま
ひ
」
と
読
ん
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

ら
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
テ
キ
ス
ト
は
『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
で
あ
る
。

尊
敬
語
の
「
た
ま
は
る
」



　
小
久
保
崇
明
氏
は
八
巻
本
「
大
鏡
」
に
尊
敬
語
の
「
た
ま
は
る
」
の
用
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
尊
敬
語
「
た
ま
は
る
」
の
発
生

に
つ
い
て
の
諸
説
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
6
）
氏
は
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、

　
　
　
尊
敬
語
の
「
給
は
る
」
の
発
生
は
、
『
平
家
物
語
』
の
頃
で
あ
ろ
う
か
。
（
，
）
と
も
あ
れ
、
八
巻
本
『
大
鏡
』
に
、
尊
敬
語
「
給
は
る
」

　
　
と
思
し
き
使
用
例
が
あ
る
の
は
、
注
目
し
て
よ
い
。

　
　
　
な
お
、
千
葉
本
系
の
『
大
鏡
』
諸
本
に
は
、
（
略
）
と
「
た
ま
ふ
」
と
あ
っ
て
、
「
給
は
る
」
と
は
な
い
。
こ
れ
な
ら
、
全
く
問
題

　
　
は
な
い
。
（
8
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
氏
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ
　
　

　
　
　
八
巻
本
『
大
鏡
』
は
、
流
布
本
系
に
属
し
、
そ
の
成
立
は
、
「
少
く
と
も
平
安
末
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
し
か
し

　
　
な
が
ら
、
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
寛
永
の
末
ご
ろ
ま
で
に
整
版
さ
れ
た
も
の
で
、
語
彙
・
語
法
か
ら
見
る
と
、
後
世
的
用
法
が
散
見
さ

　
　
れ
、
善
本
で
あ
る
千
葉
本
系
の
諸
本
よ
り
、
か
な
り
劣
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
（
g

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
八
巻
本
「
大
鏡
」
の
尊
敬
語
「
た
ま
は
る
」
は
、
こ
の
敬
語
の
早
い
時
期
の
用
例
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。

　
『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
（
m
）
の
「
た
ま
わ
る
」
の
項
で
は
「
（
中
世
以
降
の
用
法
）
物
な
ど
を
く
れ
る
の
意
の
尊
敬
語
。
く
だ
さ

る
。
た
ば
る
。
た
も
う
る
。
た
も
る
。
」
と
し
て
、
建
保
七
年
（
一
二
一
九
）
成
立
の
「
た
ま
き
は
る
」
（
底
本
は
乾
元
二
年
く
＝
二
〇
三
v

　
　
　
「
今
鏡
」
に
お
け
る
「
た
ま
は
り
給
ふ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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二
八

貞
顕
奥
書
金
沢
文
庫
蔵
本
）
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。

五
節
（
せ
ち
）
の
所
々
へ
つ
か
は
す
つ
い
で
に
、
候
（
さ
ぶ
ら
）
ふ
か
ぎ
り
の
人
々
に
薫
物

衣
筥
（
こ
ろ
も
ば
こ
）
の
ふ
た
に
人
の
か
ず
に
し
た
が
ひ
て
お
き
な
ら
べ
て
給
は
る

（
た
き
も
の
）
大
き
に
ま
う
が
し
て
、

　
こ
れ
が
尊
敬
語
の
「
た
ま
は
る
」
の
初
出
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
早
く
て
「
た
ま
き
は
る
」
成
立
の
鎌
倉
時
代
前
期
ま
で

に
、
遅
く
て
底
本
書
写
の
鎌
倉
時
代
末
期
ま
で
に
、
尊
敬
語
の
「
た
ま
は
る
」
が
現
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
今
鏡
」
で
、
尊
敬
語
の
「
た
ま
は
る
」
と
読
み
得
る
の
は
、
天
皇
を
使
用
対
象
と
す
る
問
題
の
一
例
の
み
で
あ
り
、
「
た
ま
ふ
」
を
伴

っ
て
い
る
。
畠
山
本
は
「
列
帖
装
の
桝
型
本
で
、
全
二
十
三
帖
か
ら
成
る
。
付
属
の
古
筆
了
佐
の
極
書
に
よ
れ
ば
、
最
初
の
一
帖
は
転
法

輪
三
条
公
敦
の
筆
と
あ
り
、
室
町
時
代
の
補
写
で
あ
る
が
、
残
り
二
十
二
帖
は
鎌
倉
時
代
中
期
の
書
写
と
い
わ
れ
、
現
存
最
古
の
完
本
で

あ
る
。
」
（
n
v
と
さ
れ
る
。
「
給
た
ま
ひ
け
る
と
」
は
第
二
帖
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
箇
所
に
は
鎌
倉
時
代
中
期
ま
で
の
敬
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
鎌
倉
時
代
前
期
成
立
の
「
た
ま
き
は
る
」
に
尊
敬
語
「
た
ま
は
る
」
の
初
出
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
畠
山
本
「
今
鏡
」
に
尊
敬
語
「
た

ま
は
る
」
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
無
理
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
数
十
年
の
間
に
「
た
ま
ふ
」
を
付
加
す
る
ほ
ど

敬
意
の
度
合
い
が
低
下
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
尊
敬
語
に
「
た
ま
ふ
」
を
付
加
す
る
現
象

が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
小
久
保
崇
明
氏
は
、
鎌
倉
時
代
中
期
を
下
ら
な
い
写
本
で
あ
る
専
修
寺
蔵
本
「
水
鏡
」
に
「
あ
そ
ば
し
給
ふ
」
が
一
例
あ
る
こ
と
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
（
－
2
）
ま
た
、
近
衛
甲
本
「
大
鏡
」
に
「
き
こ
し
給
ふ
」
（
言
ウ
意
）
一
例
、
「
奉
り
給
ふ
」
（
乗
ル
・
着
ル
意
）
二
例
が
見
ら



れ
る
こ
と
に
関
連
し
て
「
為
手
尊
敬
の
動
詞
に
、
為
手
尊
敬
の
補
助
動
詞
『
給
ふ
』
の
添
う
現
象
の
現
出
す
る
の
は
、
院
政
期
を
ま
た
ね

ば
な
ら
ず
、
『
鎌
倉
時
代
に
1
彩
し
く
出
て
来
る
』
も
の
で
あ
る
。
」
（
1
3
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
今
鏡
」
の
「
た
ま
は
り
た
ま
ふ
」
は
、
こ

の
現
象
が
、
鎌
倉
時
代
に
生
じ
た
尊
敬
語
「
た
ま
は
る
」
に
ま
で
波
及
し
た
と
見
れ
ば
、
説
明
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
「
今
鏡
」
に
は
最
高
敬
語
「
た
ま
は
す
」
が
九
例
（
確
例
）
あ
る
。
い
ず
れ
も
地
の
文
の
用
例
で
、
使
用
対
象
は
天
皇
・
院
五
例
、

后
一
例
、
関
白
二
例
、
大
臣
一
例
で
あ
る
。

例例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

師
走
の
四
日
に
は
、
入
道
殿
か
く
れ
さ
せ
給
ぬ
れ
ば
、
年
も
か
は
り
て
春
の
初
の
節
会
な
ど
も
と
～
ま
り
て
、
位
な
ど
賜
は
す
る
事

も
、
程
過
ぎ
て
ぞ
侍
り
け
る
。
（
一
四
頁
三
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

式
部
大
輔
永
範
、
夢
に
見
た
て
ま
つ
り
た
る
と
て
、
詩
三
つ
作
り
て
賜
は
せ
た
る
中
に
、
（
略
）
と
作
ら
せ
給
へ
り
け
る
と
見
て
、
和

し
て
奉
ら
む
と
し
け
る
程
に
、
驚
き
に
け
り
。
（
＝
二
〇
頁
一
行
）

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
尊
敬
の
二
重
敬
語
「
た
ま
は
り
た
ま
ふ
」
を
天
皇
に
用
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
部
分
が
「
と
聞
侍

し
も
の
を
」
で
引
用
さ
れ
て
お
り
、
話
し
手
の
口
吻
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
（
可
能
性
が
あ
る
）
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
　
「
今
鏡
」
の
「
た
ま
は
る
」
の
表
記

　
一
に
お
い
て
、
問
題
の
箇
所
は
、
敬
語
史
と
の
関
係
で
尊
敬
の
二
重
敬
語
の
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
一
一
と
三
に

お
い
て
は
「
給
」
の
表
記
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
「
給
た
ま
ひ
」
を
「
た
ま
は
り
た
ま
ひ
」
と
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
「
た
ま
は
り
」
を

　
　
　
「
今
鏡
」
に
お
け
る
「
た
ま
は
り
給
ふ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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「
給
」
で
表
記
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
こ
れ
が
適
切
か
ど
う
か
検
討
し
よ
う
。

　
「
今
鏡
」
の
、
他
の
「
た
ま
は
る
」
、
す
な
わ
ち
謙
譲
語
の
「
た
ま
は
る
」
二
九
例
は
、
次
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
。

給
は
る
（
一
六
）

た
ま
は
る
（
一
）

給
る
（
一
）

た
ま
は

賜
る
（
六
）

賜蒙給

はT
るこ
（

）

三
〇

つ
ま
り
、
謙
譲
語
の
「
た
ま
は
る
」
を
「
給
」
で
表
記
し
た
、
そ
し
て
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
用
例
が
二
例
あ
る
。

例例

（
略
）
年
老
ひ
た
る
女
房
の
、
「
あ
れ
は
御
腹
の
そ
こ
な
は
せ
給
へ
る
を
、
御
法
の
蔵
と
は
侍
も
の
を
」
と
申
け
れ
ば
、
「
さ
も
い
は

れ
た
る
事
、
さ
も
あ
ら
む
」
と
て
、
ま
な
の
御
あ
は
せ
ど
も
と
ン
の
え
て
、
た
て
ま
つ
り
侍
け
れ
ば
、
「
材
木
細
て
、
や
ぶ
れ
た
る

宝
蔵
つ
く
ろ
ひ
侍
ぬ
」
と
そ
聞
ゑ
給
け
る
。
（
二
六
二
頁
六
行
）

十
月
に
大
内
造
り
出
し
て
渡
ら
せ
給
。
殿
や
門
な
ど
の
額
は
、
関
白
殿
書
ン
せ
給
。
宮
造
り
た
る
国
司
な
ど
七
十
二
人
と
か
、
位
給

け
り
。
（
七
七
頁
七
行
）
菅
総
索
引
で
は
「
た
ま
ふ
」
の
例
と
な
っ
て
い
る
。
海
野
氏
は
「
位
給
は
り
け
り
（
辺
）
」
竹
鼻
氏
は
「
位
賜
は

り
な
ど
し
て
（
1
5
）
」
と
読
ん
で
い
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
尊
敬
語
の
「
た
ま
は
り
」
に
「
給
」
を
用
い
て
、
「
た
ま
は
り
た
ま
ひ
」
を
「
給
た
ま
ひ
」
と
表
記
し
て
い
る
こ
と
は

認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
謙
譲
語
の
「
た
ま
は
る
」
が
「
た
ま
ふ
」
に
接
続
す
る
時
は
、
「
給
は
り
給
ふ
」
「
給
は
り
給
」
「
給
は

　
た
ま

り
給
ふ
」
の
よ
う
に
、
読
み
を
「
た
ま
は
り
」
と
確
定
し
得
る
表
記
を
し
て
い
る
。



例例 例

（
略
）
す
み
ぞ
め
な
り
け
れ
ば
、
人
く
あ
や
し
く
思
え
り
け
る
に
、
昔
劉
り
け
る
御
文
ど
も
を
、
色
紙
に
す
き
て
、

法
の
料
紙
と
な
さ
れ
た
り
け
る
な
り
け
り
。
（
二
五
七
頁
一
二
行
）

同
じ
き
五
年
七
月
廿
三
日
、
女
御
と
聞
へ
給
て
、
四
位
の
御
位
給
は
り
給
。
（
五
一
頁
九
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
川
の
院
位
に
即
か
せ
給
ひ
し
日
、
摂
政
に
な
ら
せ
給
ひ
、
同
じ
き
四
年
、
内
舎
人
の
随
身
給
は
り
給
ふ
。
（
一
　
一
頁
一
二
行
）

御

　
こ
の
事
実
は
、
尊
敬
語
の
「
た
ま
は
り
た
ま
ひ
」
が
「
給
た
ま
ひ
」
と
表
記
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
を
い
さ
さ
か
た
め
ら
わ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
た
だ
、
謙
譲
語
を
用
い
た
「
た
ま
は
り
た
ま
ふ
」
と
尊
敬
語
の
「
た
ま
は
り
た
ま
ふ
」
の
「
た
ま
は
り
」
の
表
記
が
同
じ
で
あ

る
必
要
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
尊
敬
語
の
「
た
ま
は
り
た
ま
ふ
」
で
あ
る
が
故
に
、
謙
譲
語
を
用
い
た
「
た

ま
は
り
た
ま
ふ
」
と
は
異
な
る
表
記
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
む
し
ろ
積
極
的
に
捉
え
て
よ

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

三
　
　
「
た
ぶ
」
の
可
能
性

　
「
給
た
ま
ひ
」
の
「
給
」
を
「
た
ま
は
り
」
以
外
の
語
と
し
て
読
む
可
能
性
を
探
る
。

　
「
た
ま
ひ
」
で
は
同
語
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
た
び
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
『
延
慶
本
平
家
物
語

「
た
び
た
ま
ふ
」
が
一
例
見
ら
れ
る
。

本
文
篇
〔
1
6
）
』
に
は

「
今
鏡
」
に
お
け
る
「
た
ま
は
り
給
ふ
」

＝
＝



例

　
明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
四
五
〇
号
　
　
（
二
〇
｝
○
・
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

「
程
フ
レ
バ
時
ノ
程
モ
オ
ボ
ツ
カ
ナ
ク
思
進
候
二
、
念
ギ
帰
参
テ
ム
」
ト
申
ケ
レ
バ
、
母
上
オ
キ
上
リ
給
テ
、
昨
日
ヨ
リ
流
ル
、
涙

二
御
目
モ
ク
レ
テ
、
筆
ノ
立
所
モ
ソ
コ
ハ
カ
ト
無
レ
ド
モ
、
只
思
フ
心
計
ヲ
コ
マ
ぐ
ト
書
給
テ
、
斉
藤
六
ニ
タ
ビ
給
ヘ
バ
、
ヤ
ガ

テ
走
帰
ニ
ケ
リ
。
（
下
四
八
六
頁
六
行
）

　
こ
の
よ
う
に
「
た
ぶ
」
で
あ
れ
ば
、
二
重
敬
語
の

ひ
」
の
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
今
鏡
」
の
「
た
ぶ
」
の
確
例
は
、

例例例

「
た
び
た
ま
ふ
」
の
用
例
が
あ
る
の
で
、
「
今
鏡
」
の
「
給
た
ま
ひ
」
も
「
た
び
た
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
元
二
年
三
月
四
日
、
花
の
宴
せ
さ
せ
給
て
、
「
歌
の
師
は
鶯
に
し
か
ず
」
と
か
い
ふ
題
賜
び
て
、
桂
折
る
心
み
あ
り
と
聞
え
侍
き
。

（
二
〇
頁
一
六
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

そ
の
中
に
、
六
条
の
右
の
大
臣
の
中
納
言
と
聞
ゑ
給
し
折
、
そ
の
若
君
胡
飲
酒
舞
ひ
給
。
御
前
に
召
し
て
、
御
衣
賜
ぶ
に
、
祖
父
の

内
大
臣
と
て
を
は
せ
し
、
座
を
立
ち
て
拝
し
給
け
る
は
、
土
御
門
の
お
と
ゴ
と
そ
聞
ゑ
給
し
。
（
二
八
頁
八
行
）

さ
て
院
よ
り
御
使
あ
り
て
、
（
略
）
と
て
、
美
濃
ン
国
と
か
や
、
御
荘
の
券
奉
ら
せ
給
へ
り
け
れ
ば
、
参
り
つ
か
ま
つ
る
男
女
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
　
　
　
ヨ
　
　
　
　

か
れ
望
み
け
れ
ど
、
み
ゆ
き
告
げ
き
こ
ゑ
け
る
随
身
に
預
け
賜
び
け
る
と
そ
聞
ン
は
べ
り
し
。
（
一
一
〇
頁
八
行
）

の
三
例
で
あ
る
。
使
用
対
象
は
天
皇
二
例
と
后
一
例
で
あ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
（
1
7
）
』
「
た
ぶ
」
の
項
の
「
語
誌
」
に
は
「
平

安
時
代
に
な
る
と
、
与
え
る
者
と
与
え
ら
れ
る
者
と
の
身
分
差
が
極
め
て
大
き
い
場
合
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
タ
マ
フ
が
行
為
者
を
尊
敬

す
る
方
向
に
意
味
が
働
く
の
に
対
し
、
タ
ブ
は
受
け
手
を
卑
め
る
方
向
に
働
く
よ
う
に
な
る
。
」
と
あ
る
。



　
「
今
鏡
」
の
「
た
ぶ
」
三
例
の
与
え
る
者
と
与
え
ら
れ
る
者
を
見
る
と
、
〔
後
朱
雀
天
皇
↓
学
生
〕
〔
後
冷
泉
天
皇
↓
中
納
言
の
若
君
〕

〔
小
野
の
后
↓
随
身
〕
で
あ
る
。
第
二
例
の
与
え
ら
れ
る
者
が
後
の
太
政
大
臣
雅
実
で
あ
り
、
地
の
文
に
お
い
て
「
た
ま
ふ
」
で
待
遇
さ

れ
て
い
る
の
が
気
に
な
る
が
、
当
時
は
「
若
君
」
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
三
例
い
ず
れ
も
、
与
え
る
天
皇
ま
た
は
后
と
、
与
え
ら
れ

る
者
と
の
身
分
差
が
大
き
い
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
「
給
た
ま
ひ
」
の
用
例
は
、
〔
後
朱
雀
天
皇
↓
内
侍
督
〕
で
あ
る
。
こ
の
内
侍
督
は
天
皇
の
東
宮
時
代
に
御
息
所
に
な
っ

た
、
御
堂
（
道
長
）
の
六
の
君
で
あ
り
、
後
冷
泉
天
皇
の
母
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
与
え
る
後
朱
雀
天
皇
と
の
身
分
差
は
比
較
的
小
さ
い
。

　
右
の
こ
と
か
ら
「
給
た
ま
ひ
」
が
「
た
び
た
ま
ひ
」
で
あ
る
可
能
性
は
む
し
ろ
低
い
と
言
っ
て
よ
い
。
「
た
ま
は
り
た
ま
ひ
」
で
あ
る
と

考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
　
他
作
品
の
「
た
ま
は
り
た
ま
ふ
」

　
こ
こ
で
、
そ
の
後
の
鏡
物
を
見
て
み
る
と
、
応
永
書
写
の
蓬
左
文
庫
本
を
本
文
の
底
本
と
し
た
『
水
鏡
本
文
及
び
総
索
引
（
－
8
）
』
に
も
、

学
習
院
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
の
室
町
時
代
古
写
本
を
底
本
と
し
た
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
増
鏡
（
四
）
』
に
も
、
尊
敬
語
「
た
ま
は
り
た

ま
ふ
」
の
用
例
は
な
い
。
「
増
鏡
」
の
次
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

例

こ
の
入
道
殿
の
御
弟
に
、
其
比
、
右
大
臣
実
雄
と
き
こ
ゆ
る
、
姫
君
あ
ま
た
も
ち
給
へ
る
中
に
、
す
ぐ
れ
た
る
を
ら
う
た
き
物
に
思

し
か
し
つ
く
。
今
上
の
女
御
代
に
出
給
べ
き
を
、
や
が
て
そ
の
つ
い
で
、
文
応
元
年
、
入
内
あ
る
べ
く
お
ぼ
し
を
き
て
た
り
。
院
に

も
御
気
色
た
ま
は
り
給
。
（
一
一
＝
九
頁
九
行
）

「
今
鏡
」
に
お
け
る
「
た
ま
は
り
給
ふ
」

三
三



明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
四
五
〇
号
　
　
（
二
〇
一
〇
・
一
）

三
四

　
「
御
気
色
た
ま
は
り
給
」
に
つ
い
て
、
頭
注
で
は
「
こ
の
入
内
を
お
許
し
に
な
る
お
気
持
ち
を
お
示
し
に
な
っ
た
。
」
と
n
［
語
訳
し
、
「
た

ま
は
り
給
」
を
院
を
主
語
と
す
る
尊
敬
語
と
見
て
い
る
。
し
か
し
、
「
気
色
賜
は
る
」
は
「
気
色
取
る
」
の
謙
譲
語
で
、
「
意
中
を
承
る
。

御
意
を
伺
う
。
」
の
意
で
あ
る
と
、
『
古
語
大
辞
典
（
2
0
）
』
「
け
し
き
」
の
項
に
も
あ
る
。
「
右
大
臣
は
院
に
も
御
意
を
伺
い
な
さ
っ
た
。
」
で

十
分
意
味
が
通
じ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
「
た
ま
は
り
」
は
謙
譲
語
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
そ
の
ほ
か
、
ほ
ぼ
鎌
倉
時
代
中
期
ま
で
の
成
立
と
さ
れ
る
「
愚
管
抄
」
「
保
元
物
語
」
「
平
治
物
語
」
「
平
家
物
語
」
「
閑
居
友
」
「
今
物
語
」

「
宇
治
拾
遺
物
語
」
「
撰
集
抄
」
「
十
訓
抄
」
「
古
今
著
聞
集
」
「
唐
物
語
」
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
」
「
弁
内
侍
日
記
」
「
海
道
記
」
「
東
関

紀
行
」
（
2
1
v
に
も
尊
敬
語
「
た
ま
は
り
た
ま
ふ
」
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。
（
2
2
）

　
こ
れ
ら
の
点
か
ら
は
、
「
今
鏡
」
に
尊
敬
の
二
重
敬
語
「
た
ま
は
り
た
ま
ふ
」
を
認
め
る
こ
と
に
疑
問
が
残
る
。

お
わ
り
に

　
畠
山
本
「
今
鏡
」
の
「
給
た
ま
ひ
」
を
尊
敬
の
「
た
ま
は
り
た
ま
ひ
」
と
読
む
こ
と
に
つ
い
て
、
尊
敬
語
「
た
ま
は
る
」
の
発
生
時
期
、

「
た
ま
ふ
」
付
加
の
現
象
、
「
た
ま
は
る
」
の
「
給
」
表
記
の
妥
当
性
、
「
給
」
を
「
た
び
」
と
読
む
可
能
性
、
な
ど
の
点
か
ら
検
討
し
た

と
こ
ろ
で
は
、
敬
語
史
の
面
か
ら
も
、
表
記
の
面
か
ら
も
可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
見
た
限
り
で
は
、
他
の
作

品
に
尊
敬
の
「
た
ま
は
り
た
ま
ふ
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
畠
山
本
「
今
鏡
」
の
「
給
た
ま
ひ
」
は
尊
敬
の
二
重
敬
語
「
た
ま
は
り
た
ま
ひ
」
の
可
能
性
を
有
す
る
が
、
鎌

倉
時
代
中
期
ま
で
の
確
例
が
認
め
ら
れ
る
ま
で
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
な
謙
譲
語
「
た
ま
は
る
」
に
よ
り
解
釈
し
て
お
く
の
が



穏
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

注

（
1
）
榊
原
邦
彦
ほ
か
編
『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
　
一
九
八
四
年
）

（
2
）
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
『
今
鏡
　
上
』
（
財
団
法
人
日
本
古
典
文
学
会
　
一
九
八
六
年
）

（
3
）
海
野
泰
男
著
『
今
鏡
全
釈
（
上
・
下
）
』
復
刻
版
（
パ
ル
ト
ス
社
　
一
九
九
六
年
）
上
五
四
頁
七
行

（
4
）
竹
鼻
績
全
訳
注
『
今
鏡
　
上
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
　
一
九
八
四
年
）
一
〇
一
頁
三
行

（
5
∀
刊
記
は
「
慶
安
三
年
孟
春
仲
旬
　
中
野
道
伴
刊
行
」
で
あ
る
。

（
6
）
小
久
保
崇
明
著
『
水
鏡
と
そ
の
周
辺
の
語
彙
・
語
法
』
（
笠
間
書
院
　
二
〇
〇
七
年
）
四
｝
二
頁

（
7
）
小
久
保
氏
は
「
『
御
衣
た
ま
は
り
給
へ
り
し
を
』
小
考
ー
『
た
ま
は
る
』
に
つ
い
て
ー
」
（
『
語
文
』
第
六
九
輯
　
一
九
八
七
年
一
二
月
）
に
お
い
て

　
　
も
、
「
た
ま
は
る
」
に
つ
い
て
「
尊
敬
語
即
ち
為
手
尊
敬
語
の
用
例
が
顕
現
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
中
世
に
入
っ
て
か
ら
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

　
　
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）
（
6
）
同
書
四
＝
二
頁

（
9
）
（
6
）
同
書
三
九
八
頁
　
　
「
　
」
内
は
松
村
博
司
『
歴
史
物
語
　
改
訂
版
』
（
塙
書
房
　
一
九
七
九
年
）
一
三
九
頁
か
ら
の
引
用
。

（
1
0
）
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
ほ
か
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
第
八
巻
（
小
学
館
　
二
〇
〇
一
年
）

（
1
1
）
（
4
）
同
書
（
下
）
解
説
六
二
二
頁

（
1
2
）
（
6
）
同
書
四
四
頁

（
1
3
）
小
久
保
崇
明
著
『
大
鏡
の
語
法
の
研
究
　
続
』
（
桜
楓
社
　
一
九
七
七
年
）
五
六
頁
　
『
　
』
内
は
根
来
司
「
鎌
倉
時
代
の
文
語
に
お
け
る
『
給
ふ
』
」

　
　
　
「
今
鏡
」
に
お
け
る
「
た
ま
は
り
給
ふ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
四
五
〇
号
　
　
（
二
〇
一
〇
・
一
）

三
六

　
　
（
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
六
一
年
一
月
）
か
ら
の
引
用
。
根
来
氏
は
こ
の
種
の
も
の
と
し
て
、
擬
古
物
語
な
ど
の
「
つ
か
は
し
給
ふ
」
「
お
ぼ
し
給

　
ふ
」
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
（
3
）
同
書
上
三
一
四
頁
二
行

（
1
5
）
（
4
）
同
書
上
四
七
〇
頁
二
行

（
1
6
）
北
原
保
雄
ほ
か
編
『
延
慶
本
平
家
物
語
　
本
文
篇
上
・
下
』
（
勉
誠
社
　
一
九
九
〇
年
）
　
検
索
は
同
索
引
篇
（
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。

（
1
7
）
（
1
0
）
同
書

（
1
8
）
榊
原
邦
彦
編
『
水
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
　
一
九
九
〇
年
）

（
1
9
）
岩
佐
正
ほ
か
校
注
『
神
皇
正
統
記
　
増
鏡
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
五
年
）
　
検
索
は
、
門
屋
和
雄
編
『
増
鏡
総
索
引
』
（
明

　
治
書
院
　
一
九
七
八
年
）
に
よ
る
。

（
2
0
）
中
田
祝
夫
ほ
か
編
『
古
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
　
一
九
八
三
年
）

（
2
1
）
岡
見
正
雄
ほ
か
校
注
『
愚
管
抄
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
七
年
）
・
永
積
安
明
ほ
か
校
注
『
保
元
物
語
　
平
治
物
語
』
（
日
本

　
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
一
年
）
・
坂
詰
力
治
ほ
か
編
『
保
元
物
語
総
索
引
』
（
武
蔵
野
書
院
　
一
九
八
一
年
）
・
坂
詰
力
治
ほ
か
編
『
平

　
治
物
語
総
索
引
』
（
武
蔵
野
書
院
　
一
九
七
九
年
）
・
（
1
6
）
同
書
・
峰
岸
明
ほ
か
編
『
閑
居
友
本
文
及
び
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
　
一
九
七
四
年
）
・

　
三
木
紀
人
全
訳
注
『
今
物
語
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
　
一
九
九
八
年
）
・
渡
辺
綱
也
ほ
か
校
注
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店

　
一
九
六
〇
年
）
・
増
田
繁
夫
ほ
か
編
『
宇
治
拾
遺
物
語
総
索
引
』
（
清
文
堂
　
一
九
七
五
年
）
・
安
田
孝
子
ほ
か
編
『
撰
集
抄
自
立
語
索
引
』
（
笠
間
書

　
院
二
〇
〇
一
年
）
・
泉
基
博
編
『
十
訓
抄
本
文
と
索
引
』
（
笠
間
書
院
一
九
八
二
年
）
・
永
積
安
明
ほ
か
校
注
『
古
今
著
聞
集
』
（
日
本
古
典
文
学

　
大
系
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
六
年
）
・
有
賀
嘉
寿
子
編
『
古
今
著
聞
集
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
　
二
〇
〇
二
年
）
・
池
田
利
夫
編
『
唐
物
語
校
本
及
び
総

　
索
引
』
（
笠
間
書
院
　
一
九
七
五
年
）
・
井
狩
正
司
編
著
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
校
本
及
び
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
　
一
九
六
九
年
）
・
新
編
日
本
古



　
典
文
学
全
集
『
中
世
日
記
紀
行
集
』
（
小
学
館
　
一
九
九
四
年
）
の
中
の
岩
佐
美
代
子
校
注
・
訳
「
弁
内
侍
日
記
」
・
江
口
正
弘
編
『
海
道
記
語
彙
及

　
び
漢
字
索
引
』
（
笠
間
書
院
　
一
九
七
九
年
）
・
熊
本
女
子
大
学
国
語
学
研
究
室
編
『
東
関
紀
行
本
文
及
び
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
　
一
九
七
七
年
）

（
2
2
）
伊
奈
恒
一
氏
は
「
『
た
ま
は
る
』
お
よ
び
同
系
語
に
つ
い
て
（
そ
の
二
）
」
（
『
語
文
』
第
十
四
輯
　
一
九
六
三
年
一
月
）
に
お
い
て
、
氏
が
尊
敬
語

　
と
見
る
、
平
安
時
代
中
期
以
降
の
「
た
ま
は
る
」
の
用
例
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
鎌
倉
時
代
中
期
ま
で
の
尊
敬
語
「
た
ま
は
り
た
ま
ふ
」
の
確
例

　
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
伊
奈
氏
の
説
に
つ
い
て
は
小
久
保
崇
明
氏
の
論
（
7
）
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
か
わ
ぎ
し
・
け
い
こ
　
商
学
部
教
授
）

「
今
鏡
」
に
お
け
る
「
た
ま
は
り
給
ふ
」

三
七


