
歌

枕

・
交
野
-

詩
的
個
性

の
展
開

す

る
場

吉

田

究

一
、

思

ふ

心

と

歌

枕

①

野

を
よ
ま

ば
、

さ
が
野

・
か

た
野

・
み

や
ぎ
野

・
春

日
野
な
ど

よ
む

べ
し

(
能
因
歌
枕

)

②

桓
武
帝
以
来
、
「
放
鷹
遊
猟
」
の
地
と
し
て
歴
史
に
出
現
し
て
き
た
交
野
の
地

〔
注

一
〕

は
、
『
伊
勢
物
語
』
八
十

二
段
に
お
い
て
歌
枕
と
し
て
の
地
歩
を
確
保
し
た
。

渚

の
院
に

つ
ら
な
る
遊
猟

の
地
と
し
て
、

「
う
ま

の
頭
な
り
け
る
人

(在
原
業
平
)
」

の

世

の
中
に
た
え
て
桜

の
な
か
り
せ
ば
春

の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

狩
り
暮
ら
し
た
な
ば

た

つ
め
に
宿
か
ら
む
天

の
河
原
に
我
は
来

に
け
り

の
二
首
と

「
又
人

(紀
有
常
)
」

の

③

散
れ
ば

こ

そ
い
と

ど
桜

は
め

で
た

け
れ

う
き
世

に
な

に
か
久
し

か

る

べ
き

を

現
出

せ
し
め

た

の
で
あ

る
。

古

今

以
後
、

幾
多

の
歌

人

に
よ

っ
て
詠

み
継

が
れ

て
ゆ

く

彼

の
地

は

『
能

因
歌
枕

』

に
お

い
て
早
く

も

代
表

的
な
野

と
し

て
挙
げ

ら
れ

て
あ

っ
た
。

歌

に
詠

ま
れ

る
場
と
し

て

の
歌
枕

は
、
単

に
地

理
的

な
外

面
的
位

置

の
名

の
謂

に
留

ま
ら

ぬ
こ
と

は
言

う
ま

で
も

な

い
。

〔
注

二
〕

ソ
ノ
所

ノ
名

ニ
ョ
リ

テ
歌

ノ

ス
ガ

タ
ヲ

カ
ザ

ル
ベ

シ
…

モ
シ
歌

ノ

ス
ガ
タ

ト
名

所

ト
カ

キ
ァ

ハ
ズ

ナ

リ

ヌ
レ
バ
、
事

タ
ガ

ヒ
タ

ル
ヤ

ウ

ニ
テ
、

イ
ミ
ジ
キ
風

情

ア

レ

④

ド
ヤ
ブ

レ
テ
キ

コ
ユ
ナ
リ

(無
名

抄
)

う
た
び
と

夫

々
の
歌
枕
に
は
、
必
ず
そ
れ
個
有

の
風
情
が
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
風
情
は
幾
多

の
歌
人
が
そ
の
地

の
名
に
か
か
わ
る
こ
と
に
お

い
て
、
歴
史
的
に
人
工
し
て
あ
ら
し

歌
枕

・
交
野

詩
的
個
性
の
展
開
す
る
場
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歌
枕

・
交
野

詩
的
個
性
の
展
開
す
る
場

な
ど
こ
ろ

め
た
も

の
に
外
な
ら
な
い
。
名
所
と
は
ま
さ
に
名

に
お
い
て
あ
る
所
の
謂
で
あ

っ
た
。
名

に
お

い
て
と
は
、
物
自
体
よ
り
も
そ
の
名
の
も

つ
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
が
様
々
に

展
開
す
る
可
能
性
に
お
い
て
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
名
と
は
、
言

い
換
え
れ
ば
意
味
と
し
て
内
面
化
さ
れ
た
歴
史
的
な
語
彙
で
あ
る
。
こ
の
内
面
化
さ
れ
た
意
味

そ
の
も

の
が
所
の
名

の
風
情
に
外
な
ら
な
い
。

一
首
を
創
作
す
る
歌
人
の
個
性
的
な
風
情
が
所
の
名

の
場
的

一
般
的
風
情
に

相
依
相
待
す
る
時
、

歌

の
姿
が
成
る
。

個
性
的
な

「
イ
ミ
ジ
キ
風
情
」
が
真

の

「
イ
ミ
ジ
」
を
得
る
に
は
、

「
所
ノ
名
」

の
風
情
と
相
依
相
待
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
。

(「
深
き
心
」
と

[
う
ち
聞
き
き
よ
げ
な
姿
」
と
が
)
と
も

に
得
ず
な
り
な
ば
、

い
に
し

へ
の
入
多
く
本
に
歌
枕
を
置
き
て
、

末
に
思
ふ
心
を
あ
ら
は
す
。

(新
撰

⑤

髄
脳
)

な
ど
こ
ろ

こ
こ
に
お
い
て
、
歌
枕
は
狭
義

の
名
所

の
謂
か
ら
、
表
現
上
の
語
彙
の
語
彙
性
と
い
う
広
義
を
帯
び

て
く
る
。

こ
の
広
義
ー
根
底
的
な
意
味
は
、
本
来
名

の
名
た
る
所
か

ら
由
来
し

て
い
た
。

そ
の
広
義
と
は
、

『
文
章
の
中
心
に
な

っ
て
、
そ
の
生
命
を
握

っ
て
ゐ
る
単
語
、
或
は
句
の
意
味
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
は
、
こ
れ
を
逆
に
、
文
章

中
略

に
は
、

必
お
か

な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
生
命

の
あ

る
語
と

い
ふ

こ
と

に
な

っ
て
ゐ

る
。

…
…

歌

で
は
、
特

別

に
、

歌
ま

く
ら

と
言

ふ
。

即
、
歌

ま
く
ら
ご

と

の
意
味

で
あ

る
。

、

、

、

、

、

⑥

だ
か
ら
、
歌

一凱
び
に
文
章

の
上
の
、

一
種
の
て
く
に

つ
く
を
、
意
味
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
』

(折

口
信
夫
)
と
言
え
よ
う
。

場
的

一
般
的
風
情
と
は
、
資
材
と
し
て
の
語
彙

の
内
な
る
、
歴
史
的

に
荷
わ
れ
た
意
味

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
折

口
信
夫
は

「
歌
ま
く
ら
ご
と
」
を

「
魂
を
こ
め
て
献
上

す
る
」
魂

の
こ
も

っ
た
言
葉
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
が
、
立
場
を
言
葉
の
歴
史
性
に
置
く
な
ら
ば
、
個
性
的
表
現
が
、
真
に
個
性
と
し
て
立
ち
、
言
葉

の
意
味

の
歴
史

へ
と
推
参
し

て
ゆ
く

「
場
」
と
し
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

も
と

こ
の

「
場
」
的

一
般
的
風
情
と
個
性
的
風
情
と
が
相
依
相
待
す
る
の
が

「
表
現
場
」
で
あ
る
。

「
表
現
場
」
と
は
、
歌

の
本
に
置
か
れ
た

「
歌
枕
」
が
自

ら

を

否

定

し
、

歌
の
末
に
置
か
れ
た

「
思
ふ
心

(個
的
風
情
)
」
を
活
か
す
と
同
時
に
、

個
的
風
情

(思
ふ
心
)
が
自
己
否
定
的
に
自
ら
を
歌
枕

へ
と
相
対
化
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に

よ

っ
て
成
る
。

圃
文
章

の
中
心
に
な

っ
て
、
そ
の
生
命
を
握

っ
て
ゐ
る
単
語
、
或
は
句
」
と
い
う

の
は
、
自
己
否
定
的

に
こ
そ
個
性
的
な
る
も
の
の
上
に
現
成
す
る
場
的

一
般
的
風
情

と
し
て
の
歌
枕
の
主
体
的
側
面

で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、

「
文
章
に
は
、
必
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
生
命

の
あ
る
語
」
と
は
、
個
性
的
な

圏
思
ふ
心
」
と
い
え
ど

も
、
歴
史
的
語
彙
に
お
い
て
、
自
己
否
定
的
に
現
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
個
性
的
主
体

の
運
命
的
側
面
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
公
任
の

『
新
撰
髄
脳
』

で
は
、

こ
の
両
者　

が
そ
れ
ぞ
れ
歌
の
本

・
末

に
置
か
れ
て
相
関
す
る
の
が
最
底
限

の
伝
統
的
な
表
現
様
式
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
確
か
に
具
体
的
詠
作

の
場
合
は

コ

種
の
て

一130一



　

　

　

　

く
に

つ
く
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

で
は
ま
だ
表
現
の
本
質
的

一
面
を
荷
う

「
歌
枕
」
に
つ
い
て
十
分
言
い
尽
し

て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

表
現
の
本
質
的

一
側
面
を
荷
う
と
は
、

「
心
を
本
と
し

て
詞
を
取
捨
」

〔
注
三
〕
す
る
時
に
お
い
て
、
生
命
あ
る
詞
を
取
捨
し

て
初
め
て
、
心
は
歴
史
的
に
主
体
と
し

て
立

つ
の
と
同
時
に
、
生
命
あ
る
詞
が
個
性
的
表
現
の
生
命
に
支
え
ら
れ
て
あ
る
相
関
々
係

の

一
端
を
荷
う

の
謂
で
あ
る
。
両
者
は
、
自
己
否
定
的
に
相
関
し

つ
つ
も
な

お
、
自
ら
で
あ
り
得
る
所

に
、
表
現
が
個
性
的
で
あ
る
と
同
時

に
亦
、
す
ぐ
れ
て
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
の
意
義
が
存
し
、
言
葉
の
歴
史
が
変
換
し

つ
つ
な
お
も
主
体
的

で

あ
る

こ
と

の
意
義
が
存
す
る
。

広
義
の
i
根
底
的
な
意
味
で
の
i
歌
枕
と
は
、
か
か
る
意
味

に
お
い
て
、

「
表
現
場
」
に
お
い
て
自
己
否
定
的
に
展
開
し
、
個
性
的
表
現
を
個
性
的
な
ら
し
め
る
歴
史

的
な

「
場
」

で
あ

っ
た
。

「
表
現
場
」
と
は
同
時
に
、
歌
人
の
個
性
が
個
性
の
ま
ま
に
、
自
己
否
定
的
に
歴
史

へ
と
開
け
る
場
で
も
あ
る
。
か
か
る
歴
史

へ
の
開
示
の
証

　

　

し
が
公
任

の
言
う

「
う
ち
聞
き
き
よ
げ
な
姿
」
で
あ
り
、

「
表
現
場
」
と
個
性
な
ら
ぬ
、
生
き
て
死
す
個
体
と
の
か
か
わ
り
方
が
、
次
章
で
示
す
よ
う

に
、
和
歌
の
解
明

の
出
発
点
を
な
す
の
で
あ
る
。

な
ど
こ
ろ

⑦

さ

て
、
交

野
と

は
、

名

所
と
し

て
は
、

「
ア
フ

コ
ト

ニ
モ
、

カ

タ
ノ

ノ
ミ
ノ
ト

モ
、

タ
カ

ガ
リ

ニ
ヨ

ム
」

(
和
歌
初

学
抄
)

所

で
あ

る
。

こ

の
名
所

を
場
と

し

て
展
開

し

て
ゆ
く

具
体
的

な
歌
人

の
個
体

的
な
か
か

わ
り

方
を
考

え

て
み
た

い
。

表

現
場

に
の
ぼ

っ
た
場

と
し

て

の
歌
枕
と

は
、
具

体

的

に
は

い
か

な
る
も

の
で
あ

っ
た

の
か
。

今

一
度

、
場

と
し

て

の
具
体

的

な
意
味

を
確

認
し

て
お
く
必
要

が

あ
る
。

例

え
ば
、

王
朝

末
期

の
歌
入
、

藤
原
俊

成

に
と

っ
て

の
歌
枕

の
あ

り

よ
う
を
典

型
的

に
示

す

の
が

次

の

一
首

で
あ

る
。

⑧

わ
が
思
ふ
入
に
見
せ
ば
や
も
ろ
と
も
に
隅
田
川
原

の
夕
暮

の
空

(長
秋
詠
藻

9
3
)

「
隅
田
川
」
は
周
知
の
如
く
、

『
伊
勢
物
語
』
九
段
中

に
在

る
。

「
は
や
舟
に
乗
れ
、
日
も
暮
れ
ぬ
」
と
い
う
渡
守
に
促
さ
れ
て
の

名
に
し
負
は
ば

い
ざ

こ
と
と
は
む
宮
こ
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や

を
背
景
に
、
夕
暮

の
中
、

「
わ
が
思
ふ
人
」
の
安
否
を
気
遣
う
心
を
俊
成
的

に
本
歌
取
り
し
た
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は

「
隅
田
川
」
と
は

「
武
蔵

の
国
と
下

つ
総
と

の

中

に
」
流
れ
る
川
に
外
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

所
が
、
万
葉
集

・
巻
三
に
は
、

マ
ツ

チ

ヤ

マ
ユ
フ

ロ
ェ
ユ
キ

テ

イ
ホ

サ
キ

ノ

ス
ミ

ダ

ガ

ハ
ラ

ニ

ヒ
ト
リ
カ

モ

ネ

ム

亦
打
山
暮
越
行
而
雇
前
乃
角
太
河
原
《
猫
可
毛
將
宿

(
万
葉
集

2
9
8
)

歌
枕

・
交
野

詩
的
個
性
の
展
開
す
る
場
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歌
枕

・
交
野
ー

詩
的
個
性
の
展
開
す
る
場

が

あ

っ
て
、
俊
成

歌
と

の
か

か

わ
り
も
、

「
暮
」

と

「
夕

暮

の
空

」

・
「
猫
可

毛
將
宿
」

と

「
も

ろ
と
も

に
す

(住
)
み
た
」

と

の
対
比
を

言
う
ま

で
も

な
く
、
亦

深

い

の

で
あ
る
。

万
葉
歌

の

「
角
太

河
」

と

は
、

歌

に
も

あ
る

よ

う
に
、

大
和
国

か
ら

紀
伊

の
国

へ
と
、

「
亦
打

山
」
を

越
え

た
所

に
流
れ

て
い
る
。

伊
勢

物

語
歌
と

万
葉
歌

は
、
夫

々
別
個

の
発
想

か
ら
成

っ
て
い
る
か
ら

、
両

歌

の
連

関
を

言

う

こ
と

は

難
く
、
俊

成

歌

に
よ

っ
て
両
歌

が
止
揚

さ
れ
た

と
考
え

る
外

は

な

い
。

入

を
待

つ
こ
と

切
な
る
夕
暮

に
、

「
猫
可

毛
將
宿

」

か

の

「
角
太

河
」

と
、

「
わ
が

思

ふ
人
は
あ

り
や

な
し

や
」
と

思
い
遣

っ
た

か

の

「
隅

田
川
」

と
を
、

「
も

ろ
と

も

に
隅
田

(住

み
た
)
」

と

い
う
情

念

の
表
現

に
止
揚

し
た

の
で
あ

る
。

こ
こ
に
お

い
て
、

具
体

と

し

て

の
外
面

的
地

理
的
な
位
置

の
問

題
は
、

は

る
か

に
後

退
し

て
い
る
。

た
だ

に
、

「
猫
可

毛
將
寝
」
ー
「
わ
が
思

ふ
人
は

あ

り
や
な

し
や
」

の
意
味

を
荷

っ
た
、

「
す

み

た

(住

み
た
)

川
」

の
音

的
連
想

だ
け
が

問
題
な

の
で
あ
る
。

交
野

へ
翻

っ
て
も
、

『
和
歌

初
学
抄
』

で
、

「
ア
フ

コ
ト

ニ
モ
、

カ
タ

ノ

(難
)

ノ
ミ
ノ
ト

モ
」

と
云

わ
れ

た

よ
う

に
、

「
歌
枕

」
と

は
、

意
味
を
荷

っ
て
、
音

的
連

想

を
成

立

さ
せ

る
、
表

現
上

の
場
的
語

彙

な

の
で
あ

る
。

よ
し

の
山

は

い
つ
く

そ
と
、

入
た
つ

ね
待

ら
ば
、

た
だ

花

は
吉
野
、

紅
葉

は
竜

田
と
よ
む

こ
と
と

思

ひ
知

り

て
よ
む
ば

か
り

に
て
、

伊
勢

や
ら
む
、

日
向

や
ら

ん
し

⑨

ら
ず

と
答
ふ

べ
き
な
り
。

い
つ

れ

の
国
と
お

ぼ
え

て
用

な
し

(徹
書

記
物
語
)

と

い
う

認
識

の
俊

成
的

な
あ
ら

わ
れ
方

と
言
う

よ
り
も
、

王
朝
末

期

の

「
歌
枕

」
認
識

の
典
型

と
見

て
良

い
と

思
わ
れ

る
。

小
稿

に
お

い
て
は
、

こ

の
よ

う
な
王
朝

末
期

の

「
歌
枕

」

の
意

味
を
根

底

に
お

い
て
、

歌
枕
ー

交
野

と

い
う
場

に
お

け

る

二
人

の
歌

人
ー

俊
成
と

西
行
ー

の
歌

を
解

明

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

「
表

現
場

」
と
か

か
わ

る
と

こ
ろ

の
生
き

て
死
す

、
個

性
な
ら

ぬ
個
体

11
個
入

の

あ
り
方

を
解

明
し

て
み
た

い
と

思
う
。

〔注

一
〕
交
野
と
は
、

「片
野
の
原
は
今
山
田
村
牧
野
村
川
越
村
牧
野
町
等
に
わ
た
る
。

天
之
川

・
穂
谷
川

・
舟
橋

川
の
三
水
其
間
を
平
行
し
て
淀
川
に
注
ぐ
。

卑
底
の
丘
陵
淀
川
に
起
伏

す
。
即
古
の
遊
猟
の
地
な
り
。
島
立
原
百
重
原
渚
岡
原
等
の
称
あ
り
」

(大
日
本
地
名
事
書
)
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

〔注
二
〕
奥
村
恒
哉

『歌
枕
』
第

一
章
で
は
、
八
代
集
に
詠
み

こ
ま
れ
た
地
名
を
中
心
に
、

『伊
勢
物
語
』

・
『
源
氏
物
語
』
の
地
名
が
歌
枕
の
内
容
を
豊
富
に
し
て
い
る
。

と
述
べ
、
六
条

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

家
歌
学
で
は
、
地
名
の
列
挙

・
集
成
が
そ
の
ま
ま
歌
学
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ

っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

〔
注
三
〕
定
家

『
毎
月
抄
』
で
は

「さ
れ
ば

『
心
を
本
と
し
て
詞
を
取
捨
せ
よ
』
と
亡
父
卿
も
申
し
置
き
侍
り
し
」
と
述
べ
る
。

二
、

A

花

そ

こ

の
世

の

・
俊

成

摂
政
太
政
大
臣
家
に
、
五
十
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
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⑩

又
や
み
む
か
た
の
の
み
の
の
桜
狩
花
の
雪
散
る
春

の
あ
け
ぼ
の

〔
注

一
〕

俊
成
と
交
野
と
が
か
か
わ
る
歌

の
中
で
は
最
も
典
型
的
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
歌
枕

・
交
野
を
場
的
背
景
と
し
て
の
詠
出
で
あ
り
、

『
伊
勢
物
語
」
八
十

二

段
を
歴
史
的
背
景
と
し
て
作
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

狩
を
桜
-
狩
に
詠
み
な
し
、
落
花
を
散
る
雪
に
見
立
て
る
、
俊
成
流
の
詠
出

の
技
法
は
、
そ
れ
と
し
て
、
中
心
を
な
す

一
首

の
心
は
、
業
平
歌
な
ら
ぬ

「
又
人

(紀
有

常
)
」
の

「
散
れ
ば

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

に
歌
わ
れ
た
無
常

の
思
い
を
、
俊
成
的
に
翻
し
て
い
る
所
に
あ
る
。

あ
り
つ
ね

所

で
、
有

常

の
無
常

の
歌

は
、

小
野

小
町

の

「
花

の
色

は
う

つ
り

に
け
り

な

い
た
づ

ら

に
我

身
世

に
ふ

る
な
が

め
せ
し

ま

に

(古

今

和
歌
集

1
1
3
)
」

と
ま

さ

に
好

対

照
を
な
す

所

に
、

そ

の
特
徴
を

有
す

る
。

小

町
歌

に
は

、

我
身

の
移

ろ
い

に
対
す

る
詠
嘆

の
底

に
、

実

は
、
無

常

に
浸
か
さ
れ

て
ゆ
く

「
花

の
色

」

に
対
し

て

の
絶

望

が
、

咽
移
り

に
け

り
な
」

の
嘆
き

の
徹
底

と

し

て
待

っ
て

い
る

の
だ
。

そ
し

て

こ
こ
に

こ
そ
、

小

町

の
嘆

き
が
、

人
間

的
や

さ
し
さ

へ
と
昇
華

さ
れ

る

一
首

の
面

目
が

あ

る
の
だ

が
、

こ
の
絶

望
を

知
的

理
解

の
対
象

と
す
る

と

こ

ろ
に
、
有
常

の

「
う

き
世

に
な

に
か
久

し
か

る

べ
き

」
と

い
う
知
性

の
認

識
が

あ
る
。

こ

の
認
識
か

ら
し

て
初あ

り

め

て

「
散
れ
ば

こ
そ

い
と

ど
桜

は
あ

で
た
け
れ

」
と

い
う

無

常
か
ら

の
自
由

を
得

た
桜

の
、

は
か

な

い
か

ら

こ
そ

の
美

し
さ

の
詠

出
が

あ

る
。

し
か

し

な
が

ら
、

こ
の
有

つ
ね常

の
無
常
か
ら
の
自
由
と
い
え
ど
も
、
小
町
歌

の
嘆
き
を
そ
の
本
質
か
ら
翻
転
し
た
と
言
う
よ
り
は
、
あ
く
ま
で
、
知
的
観
念
的
な
対
照
と
し

て
の
詠
出

の
域
を
出
な
い

と
言
え
よ
う
。
観
念
的
な
知
を
立

て
て
無
常
を
こ
え
よ
う
と
す
る
所
に
、
無
常
の
認
識
の
真

の
徹
底
は
な

い
。

王
朝
末
期
の
俊
成
の
翻
転
は
、
こ
の
観
念
的
な
認
識

の
仕
方
を
、
も
う

一
度
、
我
身
と

い
う
個
体
を
通
し
て
、
現
実

の
入
生

の
時
か
ら
見
な
お
そ
う
と
い
う
と

こ
ろ
に

あ

っ
た
。
即
ち
、
小
町
の
絶
望
か
ら
の
、
有
常
的
回
復

の
仕
方
を
翻
し

て
、
再
び
俊
成
自
ら
が
自
ら
を
個
体
と
し

て
反
省
し
、
人
間
的
時
問
の
無
常

へ
と
、
自
覚
的
に
絶

望
し
て
ゆ
く
の
が
、

「
又
や
見
む
ー
か
た

(難
)
の
」

の
詠
出

に
外
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の

「
又
や
見
む
i
難
」
と
い
う
自
問
ー
自
答
か
ら
成
る
俊
成

の
認
識
は
、

い
わ
ば

一
も
の
の
見
え
た
る
光
」

〔
注
二
〕

に
ま
み
え
て
、
そ
の

「
光
の
姿
」
を
、

「
交
野

の
み

の
の
桜
狩
花
の
雪
散
る
春
の
ー
あ
け
ぼ
の
」
と
言
葉
に
言
い
留
め
よ
う

と
も
、
自
ら
の
人
生
に
お
い
て
は
、
そ
の

「
あ
け
ぼ
の
」

の
光

に
、
又
も
ま
み
え
る
こ
と
ー
難
し
と

い
う
個
体
H
個
入
的
な
嘆
き
と
し

て
あ
ら
わ
れ
く
る
所

に
そ
の
特
徴

が
あ
る
。

こ
の
、
個
ー
人
と
し
て
の
嘆
き
の
詠
出
は
、
二
十
代
後
半
期

の

『
述
懐
百
首
」

〔
注
三
〕
を
引
合

に
出
す
ま
で
も
な
く
、
俊
成

の
終
生
の
主
題
に
流
れ
て
い
た
。
俊
成

は
、
お
の
ず
か
ら
こ
み
あ
げ
て
く
る
、
個
人
と
し
て
の
嘆
き
を
、
人
生

の
折

々
に
転
換
し

つ
つ
も
、
な
お
、
生
き

て
死
ぬ
、
人
生
を
個
的
に
生
き
て
あ
る
こ
と
の
迷
い
の

歌
枕

・
交
野
i

詩
的
個
性
の
展
開
す
る
場
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歌
枕
・
交
野
ー

詩
的
個
性
の
展
開
す
る
場

系
を
、
文
学

に
お
い
て
は
根
底
的
に
翻
転
し
お
お
せ
る
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
王
朝
末
期
の
入

で
あ

っ
た
。

⑪

釈
阿

(俊
成
法
名

)

は
や
さ
し
く
艶

に
、

心
も
深
く

あ
は
れ

な

る
所
も

あ
り
き
。

殊

に
愚

意

に
庶

幾

す

る
姿
な

り

(後
鳥

羽
院

御

口
伝
)

と

い
う
、
同

時
代
人

の
共
感

を
よ

ぶ
、

「
や
さ

し
く
艶
」

な
る
姿

の
理
由
も
、

こ
こ
に
あ

っ
た
と
考

え
ら

れ

る
。

ぞ

俊

成
が

ま
み

え
る

こ
と

を
希
求
し
、

そ
し

て
遂

に
は
、

そ
れ
か

ら
外
れ

て
あ

る
こ
と
を
自
覚

せ
ざ

る
を

得

な
か

っ
た

「
も

の
の
み
え

た
る
光
」

と
は
、
何

で
あ

っ
た

の

か
。

心
な
き

こ

＼
う
も
な

ほ
ぞ

つ
き

は

つ
る
月

さ

へ
す
あ

る
住
吉

の
浜

(長

秋
詠
藻

2

4
8
)

月

の
光

に
真

如
を
見

、

そ
れ
に
絶
対

的
な
受
身

と
し

て
包

ま
れ

て
あ

る
自

己

の
心
を

見
る

「
こ

＼
ろ
ー

す

む
i

月
」

で
あ
る
。
自

ら

の

「
な
き
」

心
が

「
つ
き
は

つ
る
」

と

い
う
全
き
自

己
否

定

に
お

い
て
し

か
、

「
月

」

の
光

は

対
応
し

て
こ
な

い
の
で
あ
る
。
し
か

し

な
が

ら

、
俊

成

に
お

い
て
は
、

自
ら

を
絶
対

的
に
包

ん
で
あ

る
月

に
、

自

己
否
定

的

に
相
関

し

つ
つ
も
、

な
お
も
、

そ
こ
か
ら
始

発
す

る
真

の
主
体

性
を

見
出
す

こ
と
は
、

不
可

能

で
あ

っ
た
。

秋

の
月
ま
た
も

あ

ひ
見
む
わ
が

心

つ
く
し

な
は

て
そ

更
科

の
山

(長
秋

詠
藻

4
4
)

月
に
ま

み
え
る
時

は
時
、

「
ま
た
も
1

更

に
ー

あ
ひ
見
む

」
と

思
う
時

は
、

そ
れ

と
は
別

の
時

と

し

て
、

二
元
分
化

し

て
、
俊
成

の
主
体

的
な
個
体

H
肉
体

を
貫

い
て

い

る

の
は
、

依
然

と
し

て
、

後
者

の
時

間

で
あ

っ
た
。

そ
れ

で
は
、
俊
成

に
と

っ
て
、
彼

自
ら

で
あ
り
な
が

ら

、

な
お
も
相
関

を
開
く

こ
と

の
で
き

る
も

の
と

は
何

で
あ

っ
た

の
か
。

照
る
月
も
雲

の
よ

そ

に
ぞ
行

め
ぐ
る
花

そ

こ
の
世

の
ひ
か

り
な

り
け
る

(長
秋

詠
藻

5
0

4
)

天
空

な
ら
ぬ
地

上

の
も

の
な

る
無
常

の
花

に
、

人
間
的
時

間

の
系

に
お
い

て
ま

み
え
る

こ
と

の
で
き
る
、

光
を
見
出

し
た

の
で
あ
る
。

こ

の
世

の
も

の
な
る
、
無
常

の
花

に

こ
そ
、

人
生

的
に
ま

み
え
る
光
を

見
出
し

た
俊

成

で
は

あ

っ
た

が
、
同
時

に

そ
の
光
を
俊
成

は
懐
疑

せ

ざ

る
を
得

な

い
。

の
り

道
遠
く
な
に
た
つ
ぬ
ら
む
山
桜
お
も

へ
ば
法
の
花
な
ら
な
く
に

(長
秋
詠
藻

1
6
)

法
の
花
な
ら
ぬ
、
無
常
の
こ
の
世
の
光
と
し
て
の
花
に
、
懐
疑
し

つ
つ
も
な
お
、
あ
こ
が
れ
て
ゆ
か
ざ

る
を
得
な
い
人
の
心
の
謎
を
、
俊
成
は
歌
う
。

そ
ら

山

桜
さ
く

よ
り
空

に
あ
く
が

る

＼
人

の
心
や

み
ね

の
し

ら
く

も

(長

秋
詠
藻

9
)

山
腹

を
這

い
登
る
よ
う

に
し

て
、

お

の
ず
か

ら
山
桜

へ
と

「
あ
く

が

」
れ

て
ゆ
く

「
人

の
心
」
を

「
み
ね

の
し
ら

く
も
」
と

詠
じ

つ
つ
、
俊

成

の
心

に
は
、

人

の
心
の
謎
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へ
の
思

い
が

準

備
さ
れ

て

い
る
。

人

の
心
は
、

ま
さ

に

「
見
ね

」

の

「
知
ら
」

[
く
も

」

の
如
き
、

そ

れ

と
は
か

り
知
る

こ
と

の
で
き

な

い
謎

で
あ

っ
た

の
だ
。

「
見
ね
」

の

幽
知
ら

(ず

)
」

の
ま
ま

で
の
人

の
心

の
謎

は
、

再
び

述
懐

さ
れ

る
。

崇
徳

院

近
衛

殿

に
御

幸
あ

り
し

日
、

遠
尋

山
花

と

い
ふ

心
を

よ
ま

せ
給

し
時
よ

め

る

面

影

に
花

の
姿

を
さ

き
だ

て

＼
い
く

へ
こ
え
き

ぬ
峯

の
し

ら
く
も

(長
秋

詠
藻

2

0
7
)

こ
の
歌

が
、
俊

成
自

ら

の
否

定

に
も
か
か

わ
ら
ず
、

「
世

ニ
ア

マ
ネ

ク
」

俊
成

の
代
表

歌
と

さ
れ

て
い

た

と
い
う

(
『
無
名

抄
』

俊
成
自

讃
歌

ノ
事
)
、
「
や
さ

し
く
艶

」

な

る
姿

の
あ

り
か

は
ど

こ
に
あ
る

の
だ

ろ
う
か
。

一
首
は

、

「
花

(
の
見

え
た

る
光
)

の
姿

(
い
ひ
と

ど
め
た
表

現
)
」

を

面
影

に
髪
髭

と
さ

せ

て
、

そ
れ
を
自

ら

の
人

生

の
時

の
、

将
来

へ
の
導

き
と
し

て
、

人
生
を

生
き

つ
つ
、

幾

重
に
も
時

の
峯
を

越
え

る

の
で
あ

る
が

、

そ
の
時
を

生
き

て
、

ま

み
え

た
も

の
は
、

「
花

の
姿
」

を
見

透

す

こ
と

の
で
き

ぬ
、

ま
さ

に
不
可

知

の
白
雲

の
如

き
、
不

確

実
性

の
影

で
あ

っ
た
と
云

う

の
で
あ
る
。

同
時
代

人

は
、

こ
の
不
確

実
性

の
影
を
求

め

て
、

人
生

の
時

の
峯

を

幾
重

越
え

た

で
あ

ろ
う
俊

成

の
述
懐

に
、

「
や
さ
し
く

艶

」
な

る
姿
を

見
た

の

で
あ

ろ
う
が

、
俊
成

自
身

は
、

『
イ
サ
、

ヨ
ソ

ニ

ハ
サ

モ
ヤ
定

メ
侍

ル
ラ

ン
。

知
リ
給

ヘ
ズ

(無
名

抄

)』

と
答

え

て
、

あ
く

ま

で
秋

風
が

「
身

に
し

み

て
」

実
感

で
き

る
あ
り

方

へ
と

求
め

て

や
ま

な

い
の
で
あ

る
。

〔
注
四
〕

[
我

は
か
な

は
ぬ
道

に

て
肉

を

の
み
よ
め

り
」
と

子

の
定

家

に
述
懐

し

た
と

い
う
伝
説

も
、

あ
と

一
歩

、
真

如

の
骨

法

に
踏

み
込
む
事

を
た
め

ら

い
続

け
た
偉

大
な

る

平
凡

の
生
涯

の

「
や
さ
し

く
艶
」

な

る
姿
を
呪
愉

し

て
い

る
か

の
よ

う
で
あ

る
。

結

局
、
俊

成

の
安

心
せ

る
在

り
方
は
、
共

時

的

に
は
、

他
者

(無
常

の
も

の
)
と

の
相

関

に
開

く

こ
と

で
あ
り
、

通
時

的

に
は
、
面

々
受
授

の
歴
史
的
連
続

性

へ
の
信

頼

に
帰
着

す

る
。

恋
せ
ず

は
入

の
こ

＼
う
も

な
か
ら
ま

し
も

の

＼
あ
は

れ
も

是
よ
り
そ

し

る

(長
秋

詠
藻

3

5
2
)

か

ぎ
り

な
き
命

と
な

る
も

な

べ
て
よ
の
も

の

＼
あ
は

れ
を
知
れ

ば

な
り
け

り

(同

4
1

1
)

恋
と

い
う

心

の
動

き
に
典

型
的

に
具

体
化
す

る

よ
う

に
、

他
者

の
相
関

に
開
け

て
初
め

て
、

「
も

の

の
あ

は
れ
」

を
知

る
我

が

立
ち
、

そ

の
我

が
他
者

と

の
相
関

に
お

い

て
、

「
か
ぎ

り
な
き
命

」

へ
の
証

し

の
可
能

性
を
得

る
と

詠
じ

る
の

で
あ

る
。

が
、
他

者
と

の
相
関

に

お

い
て
初

あ

て

「
も

の

の
あ

は
れ
」
を

知

る
我

が
主
体

的

に
立

つ

と
は
言

い
得

て
も
、

そ

の
主
体

的

な
る
我
が

即
ち
、

永
遠

へ
と
保
障

さ
れ

る

こ
と
は
、
可

能

で
あ

ろ
う

か
。

い
か

に
も

俊

成
的

な
る
永
遠

へ
の
転

換

で
あ

っ
た
。

法

華
経

・
授

学
無
学

人

記
品
第

九
中

の
偏

「
寿

命

無
有

量
、

以
慾
衆

生
故

」

に
述

べ
る
よ
う

に
、

恒
沙

の
如
き

衆

歌
枕

・
交
野
i

詩
的
個
性
の
展
開
す
る
場
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歌
枕

・
交
野

詩
的
個
性
の
展
開
す
る
場

生
に
お
い
て
、

正
法

・
正
覚
の
転
じ
て
ゆ
く
永
遠
性
の

一
般
論
的
正
し
さ
は
、

さ
て
お
き
、

俊
成
の

「
も

の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
、

個
人
の
具
体
的
生
は
、
依
然
と
し

て
、
無
常
の
も

の
で
は
な
か

っ
た
の
か
。
何
故
な
ら
、
王
朝
末
期
と
い
う
時
代
と
、

そ
れ
を
生
き
た
俊
成

の
人
生
は
、
直
裁

に
永
遠
に
推
参
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
具
体

的
で
あ
り
、
文
化
的
で
あ

っ
た
。

撰
集
の
や
う
な
る
こ
と
し
け
る
時
、
ふ
る
き
入

の
う
た
ど
も

の
あ
は
れ
な
る
な
ど
見
て
よ
め
る
。

ゆ
く
す
ゑ
は
我
を
も
し
の
ぶ
人
や
あ
ら
む
昔
を
思
心
な
ら
ひ
に

(長
秋
詠
藻
4
7
6
)

は
な
た
ち
花
を
人
く

よ
み
け
る
に

た
れ
か
ま
た
花
橘

に
思
ひ
い
で
む
我
も
む
か
し
の
ひ
と

＼
な
り
な
ば

(同

2
2
6
)

我

の
終
極
的
な
存
在

の
証
し
H
実
感
は
、
終
極
的
な
個
体
と
し
て
の
我
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

「
む
か
し
を
思
」
人

一
般

の

「
心
な
ら
ひ
」
に
託
さ
れ
て
あ
る
。

「
た
れ

　

へ

　

か
」
が
自
己
の
今
と
同
様

「
ま
た
」
自
己
を
想
い
出
す
で
あ
ろ
う
そ
の
時
に
お
い
て
、
自
己
で
あ
る
こ
と
な
ら
ぬ
、
あ

っ
た
こ
と
の
証
し
が
成
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
・

文
化
を
荷
う
も
の
と
し
て
の

「
言
葉
」
の
永
遠
性
に
、
自
ら
の
主
体
性
を
翻
転
さ
せ
た
と
こ
ろ
か
ら
成
る
発
想
で
あ
る
。
俊
成
に
と

っ
て
の
場
と
し
て
の
資
材
言
語
は
、

単
に

「
独
立
性
の
中
心
を
欠
く
、

平
面
的
な
る
顕
は
な
存
在

〔
注
五
〕
」
で
は
な
い
の
と
同
様
に
、

自
己
も
亦
、

「
他
者
に
お
い
て
自
己
を
顕
は
に
な
し

つ
つ
自
己
を
実

現
す
る
〔
注
五
〕
」
体

の
も

の
で
も
な
か

っ
た
が
、
面
々
受
授
す
る
言
葉
の
歴
史

の
連
続
的
側
面

に
の
み
自
己
を
託
し
て
、
個
体
と
し
て
の
か
け
が
え
の
な
い

「
今
」
に
お

け
つ
じ
よ
う

け

る
生

死
の
決
定

に
は
と

ど

い
て
い
な

い
の
で
あ

る
。

う
た
と

い
ふ
も

の
な
か

ら
ま
し
か

ば

い
ろ
を

も
か
を

も
し

る
人
も

な
く
な

に
を
か

は
も

と

の

こ

、
う

と
も

す

べ
き

(古
来
風

体
抄
)

こ
れ

は
浮
言

綺
語

の
た

は
ぶ
れ

に
は
に
た
れ

ど
も

こ

と

の
ふ
か
き

む
ね
も
あ

ら
は
れ
、

こ
れ

を
え

ん

と
し

て
ほ
と

け

の
み
ち

に
も
か

よ
は
さ
む

(同
)

の
認
識
も

、
言
語

で
あ

っ
て
以
来

の
存
在

証
明

に
傾

い
て

、

「
よ

＼
に
流

れ

て
絶

へ
せ

ぬ
」

言

の
葉

に
、

「
む

な
し
き
名

を
ば
を

の
つ
か
ら

の
こ
さ

む
事

(長
秋
詠
藻

1

0
0
)
」
を

託
し

て
自

己
証
明
す

る

こ
と

に
、

結
末

す
る

の

で
あ

る
。

か

け
が

え
な
く
、

主
体

的
個
と
し

て
生
き

て
あ

っ
た

で
あ

ろ
う
俊

成

の
生

は
、

「
も

と

の
こ

＼
ろ
」

の

認
識
や

「
ほ
と

け

の
み
ち

に
も
か

よ
は
さ
む

」

の
覚
悟

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

「
や
さ
し
く

艶
」

な
る
嘆
き

の
姿

の
中

に
、
お

ぼ

ろ
げ

に
か
く
さ
れ

て
ゆ

く

の
で
あ

っ
た
。

終

極

的
な
、
彼
自

身

の
死
は
、
つ
い

に
謎

の
ま

ま
に
残

さ
れ

た
。

荒
渡
る
秋
の
庭
こ
そ
哀

な
れ
ま
し
て
消
え
な
む
秋
の
夕
暮

(千
吾

番
歌
飴
)
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み
ず
か

ら
が
消

え
果

て
る
、
秋

の
夕
暮

は
、

「
か
ぎ

り

な

き

い

の
ち
」

と
な

る
は
ず

の

一
も

の
の
あ

は
れ

」
を

超

え
て
、
言

葉

に
よ

る
表

出
を
拒

絶

し
た
言

語
道
断

そ

の

も

の
と

し

て
、

混
迷

の
中

に
あ

っ
た
。

こ
の
俊

成

に
し

て
、
歌

枕

・
交
野

と
は
、

ま

さ
に
自

己
否

定

的
に
相
関

し

て
ゆ
か
ざ

る

を
え
な

い

言
葉

の
歴

史

の
場

の
典

型

で
あ

っ
た
。

か

の

「
又

や
見

む
」

と
は
、

「
も

の
の
見
え
た

る
光

」

に
ま

み
え

ん
と
し
、

な
お
も

限

り
あ

る
地

上

の
も

の
と
し

て
、
地

上

の
も

の
な

る
花
と

の
相
関

に
、

自

己
を
開

け

つ
じ
よ
う

か
ざ
る
を
得

な
か

っ
た
人
間

一
般

の
運
命
と
い
う
俊
成
的
認
識
の
謂
で
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
光
そ
の
も
の
と
、
足
下
に
お
い
て
合

一
し
、
決
定
す
る
永

遠
を
自
覚
す

る
に
は
あ
ま
り
に
早
い
時
代
の
人
で
あ

っ
た
俊
成
は
、

「
み
ね
の
ー
し
ら
1
雲
」
の
如
き

「
花

の
姿
」
を
、

「
交
野
の
み
の
桜
狩
」
と
し
て
と
ら
え
、

「
花

の
雪
散
る
春

の
あ
け
ぼ
の
」
の
光
の
も
と
な
る
、
地
上
の
者
な
る
王
朝
末
期
の
人
の
運
命
を
作
歌
す
る
の
で
あ

っ
た
。

王
朝
の
最
後
の
人
で
あ

っ
た
俊
成
に
と

っ
て
の
歌
枕

・
交
野
と
は
、
花

の
姿
が
面
影
に
髪
髭
す
る
光
の
中

の
場
で
あ
り
、
自
ら
の
人
生
の
時
と
対
立
し

て
、
個
体
と
し

て
の
体
験
の
と
ど
か
ぬ

「
し
ら
1
雲
」

の
彼
方

の
場
で
も
あ

っ
た
の
だ
。
こ
こ
に
、
表
現
場
と
か
か
わ
る
俊
成
の
個
体
的
特
性
を
見
る
。

〔注

一
〕

こ
の
歌
は
、
以
来
、
幾
多
の
歌
学
書
に
、

名
歌
と
し
て
あ

つ
か
わ
れ
る
例
が
多
い
が
、
特
に
、
定
家
の

『
近
代
秀
歌
」

(自
筆
本
)
で
は
、
小
町
の

「
花
の
色
は
…
」
歌
と
、
紀
友

則
の

「
久
方
の
光
の
ど
け
き
…
」
歌
と
の
間
に
配
列
さ
れ
て
い
て
、
永
遠
と
無
常
と
の
問
題
を
定
家
風
に
解
釈
し

て
い
た

一
っ
の
暗
示
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

〔注
二
〕
服
部
土
芳

『
三
冊
子
』
に

「
句
作
り
に
師
の
詞
あ
り

『物

の
見
え
た
る
光
、
い
ま
だ
心
に
消
え
ざ
る
う

ち
に
い
ひ
と
む
べ
し
』
…
是
み
な
そ
の
境
に
入

っ
て
、

物
の
さ
め
ざ
る
う
ち

に
取
り
て
姿
を
究
む
る
教
な
り
」
と
あ
る
に
よ
る
。
芭
蕉
の
認
識
は
、
い
わ
ば
中
世
的
な
る
も
の
の
総
括
と
し
て
あ

っ
た
。

中
世

へ
の
折
目
と
し
て
俊
成
を
考
え
る
時
、
こ
の
用
語
を
あ
て
は

め
る
こ
と
も
ゆ
る
さ
れ
る
と
思
う
。

〔
注
三
〕

『
長
秋
詠
藻
上
』
に

「堀
川
院
御
時
の
百
首
題
を
述
懐
に
よ
せ
て
よ
み
け
る
歌
、
保
延
六
七
年

(俊
成
廿
七
八
才
)

の
こ
ろ
の
事
に
や
」
と
あ
る
。
俊
成
の
作
歌
活
動
は
、
こ
の
述

懐
の
嘆
き
を
原
点
に
、
九
十

一
年
の
生
涯
に
展
開
し
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

〔
注
四
〕

『
無
名
抄
』
に
よ
れ
ば
、
俊
成
が
自
ら
自
讃
歌
と
し
た
の
は
、

「夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
う
づ
ら
な
く
な
り
深
草
の
里
」
で
あ
る
と
い
う
。

〔
注
五
〕
波
多
野
精

一
「
時
と
永
遠
』
第
二
章

一
節

・
文
化

に
よ
る
。
な
お
小
稿

の

「文
化

・
文
化
的
」
の
用
語
も
、
氏
の
説
に
負

っ
て
い
る
。

B

花

の
も

と

に

て

・
西
行

天
王
寺

へ
ま
ゐ
り
け
る
に
、
交
野
な
ど
申
す
わ
た
り
過
ぎ
て
見
は
る
か
さ
れ
た
る
所
の
侍
り
け
る
を
問
ひ
け
れ
ば
天
の
川
と
申
す
を
聞
き
て

}
宿
か
ら
む
」
と
い
ひ
け

む

こ
と
を
思
ひ
出
さ
れ
て
詠
み
け
る
。

歌
枕

・
交
野
-

詩
的
個
性
の
展
開
す
る
場
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歌
枕

・
交
野
-

詩
的
個
性
の
展
開
す
る
場

あ
く

が
れ
し

天

の
河
原
と
き

く
か

ら
に
昔

の
な

み

の
そ

で
に
か
か
れ

る

〔
注

一
〕

西
行

は
、

自

ら
の
切
実
な

る
体

験

の
折

々
を
、
作

歌

へ
と

直
結
す

る
歌

人

で
あ

る
。

西
行

に
と

っ
て
、

過
去
と

は
、
今

の
自
ら

の
思

い

の
中

に
、

ひ
と

き
わ

切
実

に
思
い

出
さ

れ

て
あ
る
輝
き
を

云
う
。

此

処
に
お
け

る
今

の
自

己

の
あ
り

よ
う
ー

あ
ら

せ
ら
れ

て
あ
る
あ

り
よ

う

を
も
含

め

て
ー

だ
け
が
作

歌

の
主
題
と

な
る
。
同
時

に
、

一
つ

の
空
間

、
今

の
時

に
何

を
見
聞
き

し
、

そ

の
対

象

に
よ

っ
て
ど

の
よ

う
に
心
が
動
か

さ
れ

る
か
、

そ

の
ま

さ
に
微

妙

な
心

の
動
き

の
み
が
、
作

歌

の
動

機
と

な
る
。

主
題

と
動

機
が
即

一
不
離
な

る
、

謂
わ
ば
、

現
存
在

の
歌

人

で
あ

っ
た
。

西
行

の

「
あ
く
が
れ

」
と
は
、

単
に
、

心
が
身

を
出

で

て
、
さ
ま

よ
う
、
現

実
か
ら

の
遊
離

の
謂

で
あ

る
王
朝
的
伝
統

〔
注

二
〕

を

一
歩
、

踏
み
超

え
た
所
か

ら
発
想

さ
れ

て
い
る
。

西
行

に
お

い
て
遊

離
を
云

う

の
な
ら
、

そ
れ

は
、
身

と
心
と

の
即

一
を

さ
え
ぎ

る
浮
世

か

ら

の
、

心
身

ぐ
る

み
の
全
的

の
が
れ

い
で

の
問

題

で
あ

る
。

こ

の
、

西
行

的
な
る

「
旅
」

の
原
点
が
ま
さ

に
狂

お
し
く
も

西
行
を

か
り
た

て

て
、
動
機

と
主
題

と

の
距

離

を
無
限

に
接
近
さ

せ

て
、

ひ
と
と
き

の
安
住

を
も
許
さ

な
い

の

で
あ

る
。

⑱

心
か
ら

心
に
物
を
思

は
せ

て
身
を
苦

し
む

は
我
身

な

り
け

り

(山
家

集

8
3
2
3
)

こ
の
西
行

の
、

心
身
ぐ

る
み

の
即

一
的
表

現

に
お

い
て
は

、
動

機
と

主
題
と

の
即

一
性

が
、

更

に
、

西

行
を
あ

ら
し
め

て
い
る
宇
宙
世

界

へ
の
即

一
性

と
相
待

っ
て
、

西

行

の
歌

の
解

明
を
は

な
は
だ
困
難

な
も

の
と

し

て
い
る
。

西
行

歌

は
、
即

自
的

な
る
も

の
の
も

つ
伝

説

性

の
彼
方

に
あ

っ
て
、

そ
の
実
像

は
、

我

々
の
表
現
場

の
次
元

で

は
、

は
な

は
だ

と
ら

え
難

い
も

の

に
な

っ
て

い
る
の

で
あ

る
。

〔
注

三
〕

西
行

は
お
も
し

ろ
く

て
し
か
も

心
殊

に
深
く

あ
は
れ

な
る
。

あ

り
が
た
く
出
来

し
が

た
き
か

た
も

共

に
あ
ひ
か

ね
て
見

ゆ
。

生
得

の
歌
人
と
お
ぼ

ゆ
。

こ
れ

に
よ

り

て
、

お

ぼ
ろ
げ

の
人

の
ま
ね
び

な
ど
す

べ
き
歌

に
あ
ら

ず
。

不
可

説

の
上
手

な
り
。

(後

鳥
羽
院
御

口
伝
)

同

時
代

人
に
さ
え
、

陶
不
可
説

」
と
さ
れ

た
西
行

歌

の
解

明

は
、

今
も
な

お
不
可
説

な

の
で
あ

ろ
う
か

。

旅

に
あ

っ
て
、

西
行

は
、

交
野

の
地

に
立

っ
て
い
た

。

「
あ
く
が

れ
し
」
昔

の
歌
人

・
業
平

へ
の
思

い
が
、

単

な
る
事

柄

の
歴
史

と
し

て
思

い
出

さ
れ

る

の
で
は
な

く
、

こ

の
交
野

・
天

の
河
と

い
う
現
実

の
具
体

的
な
場

に
お

い
て
、
ま
さ

に
自
ら

の
体

験

で
あ

る

「
あ

く
が
れ
」

と
即

一
し
た
時

に
初

め

て
、

他
老
な

る
昔

の
人
が

思

い

出
さ
れ

て
く

る
の

で
あ

る
。

春

の

一
日
、

あ

て
ど
な
く
さ
ま

よ

っ
た

昔

の
歌

入

へ
の
思

い
が
、

同

じ
く
今
、

心
身

ぐ
る

み
旅

に

「
あ

く
が
れ

」

つ

つ
、

心

の
中

に
天

の
河
な
る

歌
枕

に

「
あ
く
が
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れ

L

て

い
た
、

自

ら
の
思

い
に
重

な
る

や
、

そ

の
思

い

出

の
直

観
が

西
行

に
は
、
自

ら

の
目
か
ら
流

れ

る
涙

と
な
り
、

袖

に
伝
う
と

云
う

の

で
あ

る
。

こ

こ
に
お

い
て
、

西
行

に
お

け
る
歌
枕
と

は
、

俊

成
流

の
、

歴
史

的
意

味

を
荷

っ
た
場

と
し

て

の
語
彙

で
あ

る
こ
と
を

一
歩

超

え
た
、

自
己

と
歴
史

の
即

一
す
る

具
体
的
場

で
あ

っ
た

の

だ
。

そ
し

て
、

「
昔

の
波
」

が
、
即

ち
今

の

「
な

み

(だ

)
」

と

な
る

西
行

の
実

感

に
こ
そ
、
か

け
が

え
な
く

西
行

的

な
る
存
在

の
証

し
が
あ

る
。

こ
の
時

空

と
自
他

と

の
差

別
を

超
え
た
、
本

来
不

透
明

で
あ

る
は
ず

の
、
他

者

へ
の
思

い
出

が
、
か

え

っ
て
自

己
を
も
透

徹

す

る
直

観
と

し

て
自

己
を
支

え
る

の

で
あ

る
。
他

者
を
他

者

な
る

ま

ま

で
透
徹

す
る
た
あ

に

は
、

自
他

を
支

え
る
根

底
か

ら
自

己
を
も

透
徹
し

て
い
な
け
れ
ば

な
ら

な

い
。

自
他

を
支

え
る
根

底
と

は
、
自

他
を
貫

い
て
あ
る
、

生
き
と

し

生

け

る
者

の
運
命
-
無

常

へ
の
観
入

で
あ

っ
た
。

無
常

で
あ

る
者
が
真

に
輝
く

時

に
ま
み

え
る
、

そ

の
観
入

の
刻

々
に
お

い
て
、

西
行
は
、

言
語

を
絶
し

た
個
体

の
表

現

で
あ

る
涙

を

実
感
し
た
。

お
ほ
か

た

の

つ
ゆ

に
は

な

に
の
な

る
や
ら
ん

た
も

と
に
置

く
は
涙

な
り

け
り

(山

家
集

7

2
7

7
)

に
お

け
る
涙
も

こ
れ

で
あ

る
。

他
者

の
思

い
、
も

し
く

は
思

い
出
と

は
、
自
他

を
透
徹

す

る

こ
の
時

に
お

い
て

の
み
あ
り
、

そ
れ
が

西
行

の
生

に
お

い
て
は
、

こ

の
時

に

お

け

る
涙

の
体

験

に
な

っ
て
あ
ら
わ

れ

る
の

で
あ

る
。

そ

こ
に
お

い
て
は
、
他

者

は
そ

の
中

心

を
、

運
命

に
透
徹
さ

れ
た
ま

ま

で
、

他
者

で
あ
り
、

自

己
は

そ
の
主
体

性

な

が

ら
の
自

己
と
し

て
、

絶
対

の
時

に
立

た
さ
れ

て
、

立

っ
て
い
た
。

と
ふ
人
も

お
も

ひ
絶

え

た
る
山

里

の
淋

し
さ

な
く

ば

住

み
憂

か

ら
ま
し

(
山
家
集

7

9
2

9
)

「
淋
し

さ
」

と

は
何

物
か

の
不

足
を
云

う

の
で
は
な

く

、

自

己
が
、

そ

の
主
体

性
な
が

ら

の
自

己

で

あ
り
う

る
中

世
的

な

る
自
由

へ
の
開
放

を
云

う

の
で
あ
る
。

こ

の

旧
淋

し
さ

」

に
お

い
て

「
お
も

ひ
絶

え
た

る
ー

と

ふ
入

」

と

の
根

底

的
な
連
帯

が
成

る

の

で
あ
る
。

こ

こ
に
至

っ
て
、
俊
成

に
お
け
る

が
如
き

、
歴

史
的

な
場
と

し
て

の
語
彙
1

歌
枕

は
、
す

で

に
超

え
ら
れ

て
、
動

機
を
主

題
と
し

て
即

一
あ
ら

し
め

る
、
謂

わ
ば
真

言

的

発
言

の
み
が

流
れ

て
ゆ
く
。

こ
れ

が
西
行

の

「
表

現

場

」

で
あ
る
。

そ
し

て
、

西
行

に

と

っ
て
の
歌

枕
と

は
、

こ

の
自
他

を
透
徹

す

る
時
が
現

成
す

る
、

具
体

的
場

で

あ

っ
た

こ
と

は
先

に
も

の

べ
た
。

西
行

の
旅

は
、

こ

の
具

体
的
場

に

ひ
か
れ

て
進
む
。

⑭

俊
成
は
、
先

の

一
お
ほ
か
た
の
…
」
歌
に
対
し
て
、

「
詞
浅
き
に
似

て
心
殊

に
深
し

(御
裳
濯
川
歌
合
十
八
番

.
判
詞
)
」

と
述
べ
た
が
、

そ

の
歴
史
的
な
意
味
の
場

と
し
て
の
資
材
言
語
の
彫
琢
は

「
浅
き
」
に
せ
よ
、

「
詞
か
ざ
ら
ず

(同
廿
番
)
」
と
い
え
ど
、
又

「
只
詞

(同
廿
三
番
)
」

で
あ
る
に
せ
よ
、
真
言
的
発
言
で
あ
る

「
表

現
場
」
そ
の
も

の
の
形
成

の
た
め
に
は
、
か
か
る
歴
史
は
裁
断
さ
れ
、
超
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

歌
枕

・
交
野
-

詩
的
個
性
の
展
開
す
る
場

一139一

費`



歌
枕

・
交
野
ー

詩
的
個
性
の
展
開
す
る
場

け

つ
じ

よ
う

そ
し

て
、
か
か

る
表

現
場

に
お

い
て
、

西
行

の
す

べ
て

の
生

と
死
は
、

す

で
に
決
定

し

て
い
た
。
表

現
場

に
お
け
る
、

自
己
と
他

者
と

の
透
徹

こ
そ
、

西
行

の
す

べ
て

の
生

で
あ
り
、

同
時

に
死
を
も
完
結

し

て
い
た
。

こ

の
透
徹

こ
そ
、

西
行
が
言

い
遺
し

た
と

い
う
、

⑮

和

歌

は
常

に
心
す
む

故

に
悪

念
な
く

て
、
後
世

を

思
も

そ

の
心
を
す

、
む
る
な
り

(西
行

上
人
談

抄
)

と

い
う
、
さ
び

し
く
も

「
心
す
む

」
お
も

い

の
根
拠

で
あ

っ
た
。

西
行

の
和

歌
弟
子
蓮

阿

(
西
行
上
人

談

抄
筆
者
)

も
亦
、

和

歌
好

み
し
心

に

て
道

心
を

好
め
ば
、

ま

こ
と

に

心
ち
ら
さ
ず

や
す
か

り
け
り

(同
)

と
証
言
し

て

い
る
。

す

べ
て

の
生

の
根
拠

で
あ

り
、

同
時

に
死
を
も

完
結

す

る
西
行

の

「
表

現
場

」
と
は
、
彼

の

「
行
住

座
臥

(同

)
」

の
時

間

の
謂

で
も
あ

っ
た
。

そ

し
て
、

そ
の
刻

々

の
生

死

の
透
徹
が
、
彼

の
表

現
場

と
し

て
の
人
生

そ

の
も

の
で
あ

っ
た
。

言
葉

の
歴
史

へ
自

ら

の
主
体

的

生
を

翻
転
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
も

、
な
お
、

自
ら

の
死

の
問

題

を
解
き

え
な
か

っ
た
俊
成
と

は
、

ま

こ
と

に
対
照

的
と

言
わ

ね
ば

な

ら
ぬ
。

〔
注
四
〕

花

に
あ
か

で

つ
ひ
に
消

え

な
ば

山
ざ
く

ら
あ

た
り

を
去

ら
ぬ
霞

と
を
な
ら

む

(長
秋

詠
藻

2

1
4
)

と
詠

じ
た
俊
成

に
対
し

て
、

散

る
花

を
惜
し
む

心
や
と

ゴ
ま
り

て
ま

た

こ
ん
春

の
た

ね

に
な

る

べ
き

(山
家
集

7

1
0
7
)

と

「
春

の
種
」
た

る
自
己

の
死
を
自
覚
し

え
た
根

拠
が

、

こ

こ
に
あ
る
。

そ
し

て
、

イ

し

た

ね
が

は
く
は
花

の
も
と

に
て
春

死
な
む

そ

の
き

さ

ら
ぎ

の
望
月

の
頃

(山
家
集

7

0
5
8
)

と
い
う
、

決
定

に
照
応
し

て
殉

じ
る

こ
と
も
結

果
と
し

て
は
、
可
能

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

こ

の
詠
出

に
お
け

る
、

刻

々
の
生
死
と
自
他

差
別

の
透
徹

に
お

い
て
、

西
行

の
歌
は

成
る
。

我

寄

ヲ
讃
事

ハ
遥
世

ノ
常

二
異

也
。

花

・
郭
公

・
月

・
雪
都

テ
万
物

ノ
興

二
向

テ

モ
、

凡
所
有

相

皆
是
虚

妄
ナ

ル
事
眼

ニ
サ

ヒ
キ
リ
耳

二
満
リ
、

又
讃
出

所

ノ
嵜
句

⑯

ハ
皆
是
眞
言
非
ヤ
、
花
ヲ
讃
共
ケ

ニ
花
ト
思
事
無
、
月
詠

ス
レ
共
實

二
月
共
不
存
、
如
是

シ
テ
縁

二
任

セ
興

二
随
テ
讃
置
所
也

(栂
尾
明
恵
上
人
伝
上
)

と
明
恵

に
語

っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
西
行
の
発
想

の
あ
り
か
は
、
対
象
を

「
虚
妄
」
と
見
て

「
花
ヲ
讃
共
ケ

ニ
花
ト
思
事
無
、
月
詠

ス
レ
共
實

二
月
土
ハ不
存
」
と
い
う
、
ま

さ
に
自
他
の
透
徹
に
あ

っ
た
。

〔
注
五
〕
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そ
し

て
そ

の
再
び

「
虚
妄

」

な
る
歌

の
あ

り
か

は
、

紅

虹
タ
ナ
引

ハ
虚
空

イ

ロ
ト

レ
ル

ニ
似

タ
リ
、
白

日
嚇

ケ

ハ
虚

空
明

ラ
カ

ニ
似

タ
リ
、
然
共

虚

空

ハ
本

明

ナ

ル
物

ニ
モ
非

、
又

イ

ロ
ト

レ

ル
物

ニ
モ
非
、
我

又
此

虚

空
如

ナ

ル
心
ノ
上

二
於
種

々
ノ
風

情

ヲ
イ

ロ
ト

ル
ト

雛
更

二
躍

跡
無

(同
)

と
、
虚

空
に
お
け

る

「
紅

虹
」
・
「
白

日
」

の
か
が

や
き

に
し

て
即

ち

「
更

二
醗
跡
無

」
と
語

る

の
で
あ

る
。

こ
こ

に
生

死
決
定
す

る
西
行

の
終
結

的

「
表

現
場

」
を
見

る

こ
と
が

で
き

る
。

こ
の
言
を
、
か

の
俊

成

の

「
ゆ
く
す

ゑ
は
我
を
も

し

の
ぶ
人
や
あ
ら
む

昔
を

思
心

な
ら

ひ

に

(長

秋
詠
藻

4

7
6
)
」

と
対

照
さ

せ
る
な

ら
、
西
行

的

生
の
透
徹

の
姿
も

ひ
と
き
わ
浮
び

上

っ
て
く
る

で
あ
ろ

う
。

面

々
受
授

の
文
化
的

歴
史
性

の
裁

断

こ

そ
、
西
行

の
面
目

で
あ

っ
た
。

我
は

「
ゆ
く
す

ゑ
」

の
人
に
思

い
出

さ
れ

て
初

め

て
我

で
あ

る
の
で
は
な
く

、
謂
わ
ば
、

自

己

の
真
実
を
今

に

「
思

い
出
す
」

そ

の
思

い
出

し

の
時

に
お

い

て
の
み
自

己
な

の
で
あ

る
。

場
的

一
般
的
風
情

を

即
個
的
風
情

へ
と
透
徹
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
具

体
的

場

の
具
体
性
が

再
び
浮

上
し
、

そ

こ
に
立

つ
歌
人

西
行

の
具
体

的

生
が

生
き

ら
れ

て
あ

っ
た
。

〔注

一
〕
板
本
六
家
集

『山
家
集
』
に
よ
る
。
な
お

『御
裳
濯
川
歌
合
』
廿
九
番
左
に
あ
り
、
俊
成
に
よ

っ
て

「
幽
玄
の
体
な
り
」
と
評
さ
れ
た
。
但
し
、
先
の
俊
成
歌

「
又
や
見
む
…
」
の

よ
う
に
、
後
の
歌
論
書
類
で
名
歌
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
た
例
を
見
な
い
こ
と
は
西
行
歌
と
し
て
は
ま
こ
と
に
象
徴
的
で
あ
る
。

(第
三
章
参
照
)

〔
注
二
〕
西
行
に
お
け
る
伝
統
的
語
意

の
転
換
は
例
が
多

い
が
、

こ
れ
も

そ
の

一
例
で
あ
る
。

「
と
も
す
れ
ば

四
方
の
山
辺
に
あ
く
が
れ
し
心
に
身
を
も
任
せ
つ
る
か
な

(後
拾
遺
1
0
2

1
)
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
心
が
身
を
は
な
れ
て
、
非
現
実
の
中
に
さ
ま
よ
う
の
が
伝
統
的
用
法
で
あ
る
。

〔
注
三
〕
先
賢
の
西
行
論
は
と
も
す
れ
ば
、
人
物
歴
史
の
考

証
に
傾
い
て
、
文
学
表
現
の
立
場
か
ら
、
西
行
と
取
り
組
ん
だ
も
の
は
皆
無
に
等
し
い
。

小
論
も
亦
、
西
行
の

一
側
面
を
接
線
の

如
く
か
す
め
去
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
幾
度
か
の
試
論
の

一
出
発
点
と
な
る
つ
も
り
で
あ
る
。

〔
注
四
〕
西
行
の
再
来
を
自
覚
的
に
行
為
し
た
芭
蕉
の
言
が
し
ば
し
ば
遠
近
法
的
に
西
行
像
を
う
か
び
あ
が
ら
せ

て
く
れ
る
。

「表
現
場
」
に
お
け
る
生
死
の
決
定
を

『
三
冊
子
』
に
お
け
る

芭
蕉
の
言
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち

「
学
ぶ
事
は
つ
ね

に
あ
り
。

席
に
望
ん
で
、
文
台
と
我
と
の
間
に
髪
を
入
れ
ず
、
思
ふ
事
速
か
に
出
で
て
、
こ
こ
に
至
り
て
迷
ふ
念
な
し
、
文
台
引

き
下
せ
ば
、
す
な
は
ち
文
故
な
り
」
こ
の

「
す
な
は
ち
文
故
な
り
」
に
芭
蕉

の
生
の
決
定
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

〔
注
五
〕

『
笈
の
小
文
』
に
は
、
再
び
芭
蕉
の
証
言
が
登
場
す
る
。

「
風
雅
に
お
け
る
も
の
、
造
化

に
従
ひ
て
四
時
を
友
と
す
。

見
る
所
花
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
、
思
ふ
と
こ
ろ
月
に

あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」
と

一
転
さ
れ
た
立
言
の
中
に
よ
り

一
層
具
体
化
し
て
、
歴
史
を
貫
く
西
行
的
永
遠
性

の
意
味
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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三
、

を

は
り

遂

げ

け

る

こ
と

壮

年

の
む
か
し

よ
り
、

た
が

ひ

に
を

の
れ
を

し
れ

る

に
よ
り
て
、

歌
枕

・
交
野
ー

詩
的
個
性
の
展
開
す
る
場

二
世
の
ち
ぎ
り
を
む
す
び
を
は
り
に
き
、
各
老
に
の
ぞ
み
て
後
、
離
居
は
山
河
を
隔
る
と
い

へ
ど



歌
枕

・
交
野
ー

詩
的
個
性
の
展
開
す
る
場

も
、

む
か
し

の
芳
契

は
、
旦
暮

に
わ
す

る

＼
こ
と
な
し

(御

裳
濯

川
歌
合

}
番
判
詞
)

と

旧
来

の
友

宜
を

の
べ
る
俊
成

は
、

先

の

「
願
は

く
は

…
」
歌

に
対

し

て
、

か
く

よ

み
た
り
し
を
を

か
し
く

見
給

ひ
し

こ
と

に

つ
ひ

に

二
月
十

六
日

望

の
日
を
は

り
遂
げ

け

る

こ
と
哀

に
有

り
が

た
く
覚

え
て
か

き

つ
け

＼
る
。

願
置

き
し
花

の
本

に

て
終
り

け
り
蓮

の
上
も

違
は
ざ

ら
な
む

(
長
秋
詠

藻

7
4
7
)

と
、

自
ら

の
生

の
根
拠
を

超
え
た
中

世

の
開

拓
者

の
死
を

王
朝
流

に
回
向
す

る
。

時

に
同

じ
歌
枕

に
か
か

わ
り

つ

つ
、
同

じ
時
代

を
生
き

つ

つ
も

そ

の
個
性

を
対
照
的

に
現

じ
た

二
人

で
あ

っ
た
。

俊

成
に
と

っ
て

の
歌
枕

と
は
、
自

己
否

定
的

に
相

関

し

て
ゆ
く

こ
と
に
よ

っ
て
、
個
性

の
表
現
が

成
る

歴
史
的

な
場

で
あ

り
、

そ
の
個
性

の
証
し
も
、

こ

の
場

に
お

い
て
成

る
も

の
で
あ

っ
た
。

そ

こ
に
、

王
朝

の
末

を
生

き

た

人

の
存
在

証
明
が

あ

っ
た
。
俊
成

の
こ
の
歴
史

に
対
す

る
信
頼
と

自
己
否

定
的
相
関

は
、
崩

壊

す

る
王
朝

の
内

実
を
辛

う
じ

て
支

え
た

の
で
あ

っ
た
が
、

な
お
も

生
き

て
死
す

個
体

の
謎

は
謎

の
ま
ま

で

「
ま
し

て
消

え

な
む
秋

の
夕

暮
」

へ
と
ど

く

こ
と
は

な
か

っ
た

の

で
あ

る
。

し
か

し
な
が

ら
、

俊
成

の
交

野
詠
出

「
又
や
見

む
…

」

が
後

の
世

に

「
和
歌

は
な
が

め

て
き

く

に
よ

き
歌
は
し

み
じ

み
と
き

こ
ゆ

る

(八
雲

口
伝
)
」
歌

の
典

型
と
し

て
、

人

口
に
膳
灸

さ
れ

て
ゆ
く

の
は
、

ま
さ

に
、

詠

み
ー

読
む

人

の

「
こ
ゑ

に

つ
き
て

(古
来

風

体

抄
)
」

時
空

を
超

え
て
存

在
し

て
ゆ
く
歌

の
姿

の
あ
り

よ
う

の

「
や

さ
し
く

艶
」

な
る
と

こ
ろ
を
示
し

て
、
作

者

の
生

死
を
包

ん
で

い
る

の

で
あ

る
。

肉

の
嘆

き
は
、

嘆
き

の
ま
ま

に
、
無

常

の
人
に
お

い
て

「
や
さ
し

く
艶

」

に
亦
、

永
遠

の
課
題

と
し

て
あ

る
。

一
方
、

西
行

に
と

っ
て
の
歌
枕

と

は
、

ま

さ
に
生

死
決

定

の
具
体
場

で
あ
り
、

そ

の

[
時
」

の
場

へ
と
旅

し

て
、
「
心
を
歌

に
な
し

(西
行

上
人
談
抄
)
」
う
る

「
行

住

座
臥

(同

)
」

の
場

で
あ

っ
た
。

そ
し

て
西
行

に
お
け

る

コ

体

ノ
尊
像

(栂
尾

明
恵
上

人
伝
)
」

の
如

き
表

現
が
、
我

々
に
思

い
出
さ

れ

て
あ

る
の
は
言
葉

の
歴

史
性

へ

け

つ
じ
よ
う

の
信
頼

に
起
因
す

る

の
で
は
な
く
、

西
行

の
決
定

の

「
真

言
秘

密

(同
)
」

の
お

の
ず

か

ら
な

る
調

べ
が
、

永
遠

へ
と
賭

け
ら
れ

て
あ

る
と

こ

ろ
に
あ

る
。

永
遠

へ
と
賭

け
ら
れ

た

「
心
す

む
」
歌

の
心
は
、

⑰

事

に
む
き

て
は
そ

の
事

に
な
り
か

へ
り

…
心

の
ま

ま

に
詞

の
に

ほ
ひ
ゆ
く

(
為
兼

卿
和

歌
抄
)

風
雅

の
誠

の
伝
統

と
し

て
、
中
世

の
核

心
を
開

い

て
ゆ

く

の
で
あ
る
。

こ
の
透
徹
も
亦

、
現

存
在

の
人

に
と

っ
て
永
遠

の
課
題

で
あ
る
。

〔
注

一
〕

具

体
と

し

て
あ

る
と
同
時

に
、

永

遠
な

る
も

の
に
ま

み
え
ら
れ

て
あ
る
人

に
と

っ
て
、

俊
成
も

西

行
も
、

そ

の
生
が

足
下

の
も

の
と
し

て
、

見

出
さ
れ

る
は
ず

で
あ
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る

。
〔注

一
〕
中
世
最
後
の
人
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
芭
蕉
は
、
こ
の
永
遠
性
の
具
体
的
あ
り
方
を

「風
雅

の
誠
」
と
考
え
て
い
た
。

「
西
行
の
歌
に
お
け
る
、
雪
舟
の
絵
に
お
け
る
、

お
け
る
そ
の
貫
道
す
る
も
の
は

一
な
り

(笈
の
小
文
)」
こ
の

コ

な
る
」
も
の
こ
そ
、
西
行
が
立

っ
た
、
自
他
差
別
の
透
徹
の
具
体
場

(風
雅
の
誠
)
で
は
な
か

っ
た
か
。

利
休
の
茶
に

○ ○ ○ ●1301100●00● ● ●00

出
典

一
覧

日
本
歌
学
大
系

巻
二

能
因
歌
枕

続
日
本
紀
、
延
暦
二
年
の
項
に

「行
幸
交
野
、
放
鷹
遊
猟
」
と
あ
る
の
に
よ
る
。

古
典
大
系

伊
勢
物
語
八
十
二
段

日
本
歌
学
大
系

巻
三

無
名
抄

日
本
歌
学
大
系

巻

一

新
撰
髄
脳

折
口
信
夫
全
集

巻
十

枕
草
紙
解
説

日
本
歌
学
大
系

巻
二

和
歌
初
学
抄

古
典
大
系

長
秋
詠
藻

(以
下
同
)

日
本
歌
学
大
系

巻
五

徹
書
記
物
語

古
典
大
系

新
古
今
和
歌
集
1
1
4

日
本
歌
学
大
系

巻
三
後
鳥
羽
院
御
口
伝

国
歌
大
観

長
秋
詠
藻

古
典
大
系

山
家
集

(以
下
同
)

群
書
類
従

巻
二
百
十
七

御
裳
濯
川
歌
合

日
本
歌
学
大
系

巻
二

西
行
上
人
談
抄

栂
尾
明
恵
上
人
伝
上
、
興
福
寺
本

(高
山
寺
資
料
叢
書
第

一
冊
)
よ
り
。

古
典
大
系

為
兼
卿
和
歌
抄
よ
り
。
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す
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