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45明治時代における詠史歌の意味（一）

　
与
謝
野
晶
子
が
御
歌
所
派
な
ど
を
旧
派
と
呼
ん
で
「
明
治
の
旧
派
の
や
う
に

独
創
の
な
い
、
進
歩
の
無
い
、
平
凡
陳
腐
な
、
回
顧
的
、
常
識
的
、
概
念
的
、

非
情
熱
的
な
題
材
に
の
み
停
滞
し
て
い
る
も
の
」
（
注
1
）
と
批
判
し
た
の
は
、

明
治
三
十
年
代
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
日
本
的
と
称
す
る
中
で
詠
ま
れ
た

歌
の
在
り
方
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
、
御
歌
所
の
長
官
は
高
崎
正
風
で

あ
り
、
香
川
景
樹
の
流
れ
を
汲
む
税
所
敦
子
、
小
出
粂
、
大
口
鯛
二
、
阪
正
臣
、

そ
れ
に
黒
田
清
綱
等
が
、
晶
子
の
最
も
批
判
さ
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
人
々
の
歌
業
は
、
現
在
の
所
、
資
料
が
整
理
さ
れ
、
そ
れ
が
十
分
な

研
究
批
判
に
耐
え
得
る
状
態
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
晶
子
の
歌
の

革
新
性
が
異
常
に
強
調
さ
れ
て
叙
述
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
。

　
先
に
「
黒
田
清
綱
の
歌
業
」
と
題
し
た
論
稿
に
お
い
て
、
黒
田
清
綱
の
和
歌

に
関
す
る
業
績
を
概
観
し
た
（
注
2
）
。
そ
れ
は
改
め
て
明
治
の
和
歌
の
全
体

像
を
捉
え
て
み
た
い
た
め
の
一
ス
テ
ッ
プ
で
あ
っ
た
が
、
清
綱
に
つ
い
て
ま
ず

取
り
上
げ
た
の
は
、
そ
の
養
子
黒
田
清
輝
と
の
絵
画
と
の
関
係
を
考
え
る
た
め

で
も
あ
っ
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
同
じ
く
黒
田
清
綱
に
焦
点
を
絞
り
な
が
ら
、

な
お
も
う
少
し
違
っ
た
視
点
か
ら
問
題
を
設
定
し
て
み
た
い
。

　
黒
田
清
綱
の
私
撰
集
『
歴
代
歌
撰
』
は
、
和
歌
の
歴
史
を
神
代
か
ら
の
連
続

と
捉
え
、
そ
れ
を
『
万
葉
集
』
『
新
葉
和
歌
集
』
を
含
む
二
十
一
の
勅
撰
和
歌

集
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
歌
は
天
皇
の
権
威
の
下
に
日
本
国

の
歴
史
を
形
成
し
て
き
た
と
主
張
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
更

に
黒
田
清
綱
の
私
家
集
で
あ
る
『
瀧
園
歌
集
』
全
三
編
の
中
に
設
け
ら
れ
た
「
詠

史
」
と
部
立
さ
れ
た
部
分
に
最
も
良
く
現
わ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
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一
　
『
詠
史
百
首
』
を
め
ぐ
っ
て

　
『
瀧
園
歌
集
』
の
初
編
か
ら
三
編
に
は
、
　
コ
詠
史
」
の
部
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
の
歌
集
の
中
で
「
詠
史
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
部
立
が
立
て
ら
れ
た
の

は
江
戸
時
代
後
期
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

　
『
和
歌
大
辞
典
』
（
注
3
）
の
「
詠
史
和
歌
」
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
「
歴
史

上
の
事
実
ま
た
は
人
物
を
題
と
し
て
詠
ん
だ
和
歌
。
「
続
日
本
紀
」
中
の
史
実
「
聖

徳
帝
王
有
名
諸
臣
」
を
撰
び
和
歌
を
詠
ん
だ
の
に
始
ま
る
。
以
後
、
天
慶
六
（
九

四
三
）
年
日
本
紀
動
軸
和
歌
ま
で
詠
ま
れ
た
が
、
そ
の
後
の
展
開
は
な
か
っ
た
」

云
々
と
あ
る
。
こ
の
説
明
は
『
日
本
書
紀
』
と
い
う
歴
史
書
に
関
わ
っ
て
詠
史

歌
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
狭
い
範
囲
で
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
佐
々
木
信
綱
氏
も
『
増
訂
　
和
歌
史
の
研
究
」
（
注
4
）
に
お
い
て
「
詠
史
」

の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
佐
々
木
氏
は
、
「
橘
曙
覧
が
詠
史
の
歌
」
の
一
節
を

設
け
て
、
詠
史
の
概
略
、
そ
の
概
念
及
び
橘
曙
の
詠
史
歌
を
考
察
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
詠
史
歌
を
四
分
類
し
て
「
1
、
そ
の
人
ま
た
事
が
ら
を
そ
の
ま
ま

叙
七
た
る
も
の
　
2
、
評
論
論
賛
を
加
へ
た
る
も
の
　
3
、
比
喩
縁
語
を
も
て

あ
や
な
し
た
る
も
の
　
4
、
そ
の
人
の
心
に
な
り
て
よ
み
た
る
も
の
」
と
、
詠

歌
態
度
上
の
問
題
と
し
て
詠
史
の
歌
を
捉
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
橘
曙
覧
の

詠
史
歌
を
『
志
濃
夫
廼
舎
家
集
」
の
四
十
余
首
に
み
て
、
「
曙
覧
が
い
か
な
る

人
格
を
慕
う
て
そ
を
歌
に
詠
じ
た
か
と
い
ふ
点
、
随
っ
て
曙
覧
の
人
格
も
わ
か
る
」

と
曙
覧
の
個
人
的
な
興
味
の
対
象
と
し
て
、
「
楠
公
」
か
ら
「
頼
山
陽
」
に
至

る
人
物
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
橘
曙
覧
は
慶
応
四
年
（
一

八
六
八
）
に
没
し
た
歌
人
で
あ
り
、
後
に
正
岡
子
規
に
よ
っ
て
、
そ
の
写
生
的

な
個
人
の
特
殊
な
感
覚
が
評
価
さ
れ
る
。
従
っ
て
佐
々
木
氏
が
、
詠
史
歌
を
こ

の
よ
う
な
詠
法
上
の
点
、
個
人
的
興
味
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
整
理
し
た
の
も

首
肯
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
詠
者
の
生
き
た
時
代
を
考
え

る
と
き
、
詠
史
和
歌
を
こ
の
よ
う
な
評
価
と
視
点
で
済
ま
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

例
え
ば
、
曙
覧
の
『
志
摩
天
北
舎
家
集
』
に
詠
じ
ら
れ
た
］
頼
山
陽
」
の
歌
は
「
外

史
朝
廷
お
も
ひ
に
ま
す
ら
を
を
　
励
ま
せ
た
り
し
功
績
お
ほ
か
り
」
（
注
5
）

と
あ
る
。
朝
廷
を
助
け
る
た
め
に
、
ま
す
ら
を
で
あ
り
、
も
の
の
ふ
の
武
士
が

勇
を
奮
っ
た
の
は
全
て
『
日
本
外
史
』
を
著
し
た
山
陽
の
功
績
で
あ
る
と
詠
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
曙
覧
に
と
っ
て
は
、
外
国
の
勢
力
に
迎
合
し
な
が
ら
開
国

へ
と
向
か
う
江
戸
時
代
後
期
の
一
状
況
を
嘆
き
、
天
皇
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
き

た
国
家
を
重
く
み
る
山
陽
の
功
を
讃
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
臣
下
の
在
り
方
で
あ
る
と
曙
覧
は
評
価
し
、
国
家
を
意
識
し
た
詠
史
歌
を
詠

じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
そ
の
ま
ま
明
治
時
代
に
引
き
継
が
れ
、
明
治
国

家
の
成
立
過
程
に
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
「
詠
史
歌
」
が
詠
み
出

さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
態
を
良
く
現
し
て
い
る
も
の
と
し
て
ま
ず
、
明
治
初
期
の
加
藤

千
浪
の
『
詠
史
百
首
』
正
続
を
取
り
上
げ
、
明
治
中
期
の
『
内
外
詠
史
歌
集
』
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を
そ
の
中
間
点
と
し
、
そ
の
系
譜
上
に
黒
田
清
綱
の
詠
史
歌
を
位
置
付
け
、
そ

の
背
景
か
ら
、
晶
子
の
和
歌
を
み
て
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
加
藤
千
浪
の
『
詠
史
百
首
』
正
続
は
『
続
日
本
歌
学
全
書
　
第
十
一
編
　
明

治
名
家
家
集
』
（
注
6
）
に
収
め
ら
れ
（
以
下
、
こ
の
本
を
翻
刻
本
と
称
す
る
）
、

続
い
て
『
現
代
短
歌
大
系
第
一
巻
』
（
注
7
）
に
正
編
の
み
が
収
め
ら
れ
て
、

全
文
を
容
易
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
泉
冬
三
氏
の
労
作
『
明

治
大
正
短
歌
資
料
大
成
　
第
二
巻
』
（
注
8
）
を
置
い
て
み
る
と
、
明
治
に
な

っ
て
ま
ず
コ
詠
史
」
の
名
を
以
て
詠
ま
れ
る
歌
集
は
、
加
藤
千
浪
の
『
詠
史
百
首
』

で
あ
る
。

　
『
詠
史
百
首
』
を
詠
ん
だ
加
藤
千
浪
は
、
『
現
代
短
歌
大
系
第
一
巻
』
の
「
収

載
歌
人
小
伝
」
、
ま
た
『
和
歌
大
辞
典
』
の
「
加
藤
千
浪
」
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
お
よ
そ
の
生
涯
は
判
明
し
て
い
る
（
文
化
七
年
生
、
明
治
十
年
没
）
。
し

か
し
、
そ
の
伝
に
お
い
て
「
と
く
に
詠
史
歌
に
名
が
あ
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
詠
史
百
首
』
の
成
立
時
期
は
不
明
で
あ
っ
た
し
、
ど

の
よ
う
な
意
味
で
評
価
で
き
る
か
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
架
蔵
本
を

紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
成
立
年
代
は
確
定
で
き
る
か
と
思
わ

れ
る
。

　
架
蔵
本
は
、
縦
二
六
・
四
㎝
、
横
一
八
・
五
㎝
の
桜
紙
、
袋
綴
の
一
冊
。
表

紙
は
本
文
料
紙
と
同
じ
楮
紙
で
、
そ
の
中
央
に
直
接
「
千
浪
　
詠
史
百
首
」
と

二
行
に
記
さ
れ
て
い
る
。
全
墨
付
き
七
葉
、
第
一
丁
表
に
「
詠
史
百
首
」
と
内

題
が
あ
り
、
第
二
行
に
百
首
の
第
一
首
め
に
あ
た
る
歌
の
題
が
「
神
武
天
皇
」

と
あ
り
、
そ
の
下
に
続
い
て
「
千
浪
」
と
あ
る
。
人
名
と
和
歌
一
首
が
各
一
行

に
記
さ
れ
て
い
る
。
第
七
丁
裏
に
は
「
木
村
重
成
」
の
歌
が
あ
っ
て
本
文
が
終

わ
っ
て
い
る
。
従
っ
て
本
書
は
、
そ
の
正
編
の
み
で
あ
る
。
「
木
村
重
成
」
の

歌
の
あ
と
、
一
行
を
お
い
て
「
明
治
二
年
己
巳
十
一
月
源
興
院
主
純
宏
渉
の
も

と
め
に
よ
り
て
　
荻
園
主
人
千
浪
詠
」
と
二
行
に
記
さ
れ
て
い
る
。
源
興
院
主

純
宏
渉
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
本
書
は

明
治
二
年
十
一
月
の
成
立
で
あ
る
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
確
定
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
し
た
が
っ
て
続
編
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
明
治
二
年
十
↓
月
以
降
、

千
浪
の
没
年
の
十
年
十
↓
月
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
架
蔵
本

を
検
討
し
て
み
る
と
、
事
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
そ
れ
は
歌
の
順
番
、
語
句

に
相
違
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
正
編
と
続
編
と
の
歌
が
入
れ
替
わ

っ
て
い
る
こ
と
が
最
も
大
き
な
原
因
で
あ
る
。
架
蔵
本
は
第
三
温
め
に
「
武
内

宿
弥
」
と
し
て
「
呉
竹
の
よ
の
長
人
と
の
ら
し
し
も
　
す
く
な
る
ふ
し
の
あ
れ

　
は
な
り
け
り
」
の
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
続
編
の
第
五
多
め
に
あ

た
る
も
の
で
あ
る
。
架
蔵
本
は
こ
こ
に
一
首
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
翻
刻
本
の

九
十
五
番
に
当
た
る
「
加
藤
清
正
」
の
歌
が
な
く
、
都
合
百
首
と
な
っ
て
い
る
。

架
蔵
本
も
百
首
歌
と
し
て
は
完
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
正
編
と
続
編
は
、

単
純
に
正
編
を
補
完
す
る
た
め
に
続
編
が
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
判

明
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
明
治
二
年
の
「
も
と
め
に
」
よ
る
「
詠
史
百
首
」
の
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正
編
は
、
続
編
と
し
て
詠
じ
て
い
た
歌
を
書
留
め
た
も
の
の
中
か
ら
編
纂
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

　
正
編
と
続
編
と
の
関
係
は
、
補
完
関
係
で
な
い
と
す
れ
ば
、
正
続
二
集
は
目

的
を
異
に
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
正
編
の

み
に
限
っ
て
も
、
架
蔵
本
と
翻
刻
本
と
は
、
目
的
を
異
に
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
は
指
摘
で
き
る
。

　
正
編
は
、
「
神
武
天
皇
」
に
始
ま
り
、
「
木
村
重
成
」
の
歌
に
終
わ
っ
て
い
る
。

第
一
気
圧
の
「
神
武
天
皇
に
つ
い
て
は
「
神
懸
ふ
み
ま
し
し
ょ
り
萬
世
に
　
う

こ
く
こ
と
な
き
高
御
座
哉
」
と
、
詠
ま
れ
て
い
る
。
神
武
天
皇
が
日
本
国
を
治

め
初
め
て
以
来
、
そ
の
高
き
位
は
厳
然
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
意
で
あ
る
。

こ
の
歌
に
続
い
て
は
「
神
功
皇
后
」
を
「
日
の
本
に
あ
ま
る
光
を
た
ら
し
姫

ひ
と
の
国
ま
て
た
ら
は
し
に
け
り
」
と
詠
ん
で
い
る
。
日
本
国
中
に
そ
の
威
光

を
十
分
に
発
揮
し
た
姫
は
、
他
国
ま
で
も
そ
の
威
力
を
示
さ
れ
た
と
「
息
長
余

足
姫
」
の
本
名
の
呼
称
に
引
き
か
け
て
詠
ん
で
い
る
。
次
の
第
三
臨
め
に
架
蔵

本
は
、
「
武
内
宿
弥
」
と
し
て
「
呉
竹
の
よ
の
長
人
と
の
ら
し
し
も
　
す
く
な

る
ふ
し
の
あ
れ
は
な
り
け
り
」
が
く
る
。
「
武
内
宿
弥
」
が
別
名
と
し
て
も
つ
「
呉

竹
の
よ
の
長
人
」
の
意
味
は
、
宿
弥
が
真
率
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
り
、
第
二
重
め
と
連
想
的
に
も
よ
く
続
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

翻
刻
本
の
よ
う
に
第
三
首
目
に
「
日
本
武
尊
」
の
「
も
の
の
ふ
の
鏡
と
も
見
よ

大
御
名
に
　
か
け
の
よ
ろ
し
き
や
ま
と
心
を
」
の
歌
が
く
る
と
、
武
勇
の
誉
れ

高
き
日
本
国
の
古
代
人
を
強
調
す
る
姿
勢
が
強
く
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

翻
刻
本
の
九
十
五
番
「
加
藤
清
正
」
の
歌
は
「
鬼
と
の
み
思
ひ
の
ほ
か
の
清
さ

へ
　
あ
れ
ば
や
人
も
な
び
き
よ
り
け
り
」
で
あ
る
。
加
藤
清
正
は
単
な
る
虎
を

も
拉
ぐ
武
勇
で
の
み
で
な
く
、
人
の
心
の
優
し
さ
で
人
々
の
声
望
を
集
め
た
と

い
う
意
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
二
番
前
に
「
豊
太
閤
」
の
「
日
の
本
に
さ
る
物

あ
り
と
犬
じ
も
の
　
唐
人
さ
へ
も
か
し
こ
み
に
け
り
」
が
あ
り
、
朝
鮮
征
討
に

向
か
っ
た
豊
臣
秀
吉
の
武
勇
と
良
く
相
侯
っ
て
、
一
種
の
完
成
物
語
と
な
っ
て

し
ま
う
。
つ
ま
り
、
清
正
の
歌
の
「
人
」
は
、
日
本
人
と
限
る
事
無
く
、
朝
鮮

の
人
々
を
も
含
む
も
の
と
理
解
さ
れ
る
余
地
を
残
し
て
く
る
。
こ
れ
は
明
治
十

年
代
に
向
か
っ
て
盛
ん
と
な
る
「
征
韓
論
」
を
肯
定
的
に
、
む
し
ろ
賛
同
す
る

形
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
翻
刻
本
八
、
九
番
に
百
済
の
伊
企
劃
と
そ
の

妻
大
葉
子
が
新
羅
の
攻
撃
に
対
し
て
大
和
心
を
奮
っ
て
戦
っ
た
と
す
る
（
こ
の

件
は
『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
二
十
三
年
七
月
の
条
に
よ
る
も
の
と
お
も
わ
れ

る
が
）
歌
の
心
に
も
通
ず
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
政
治
的
な

立
場
が
強
く
表
に
で
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
正
編
の
最
後
と
な
る

百
首
め
は
「
木
村
重
成
」
の
歌
で
「
今
は
に
も
こ
こ
ろ
を
こ
め
し
た
き
も
の
の

　
硬
く
は
し
き
名
は
世
に
に
ほ
ひ
け
り
」
と
詠
じ
て
い
る
。
重
成
は
出
陣
の
最

後
の
時
に
当
た
っ
て
も
、
心
を
込
め
て
兜
に
香
を
泣
き
し
め
た
優
雅
な
風
情
の

武
士
で
あ
っ
た
と
称
賛
し
て
い
る
。
こ
れ
は
二
十
三
番
（
翻
刻
本
で
は
二
十
二
番
）

に
「
清
少
納
言
」
を
詠
じ
て
「
巻
あ
け
し
を
す
の
と
や
ま
の
雪
に
こ
そ
　
ふ
か
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き
心
は
あ
ら
は
れ
に
け
り
」
と
、
御
簾
を
懸
け
て
雪
見
を
し
た
風
雅
な
心
を
讃

え
た
歌
の
心
と
一
脈
通
ず
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
武
勇
の
士
も
単
な
る
力
の

象
徴
と
な
る
武
士
で
は
な
く
、
雅
び
を
解
す
る
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
風
雅
の

武
士
に
相
混
じ
っ
て
、
風
雅
の
女
性
な
ど
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た

翻
刻
本
七
十
五
、
七
十
六
、
七
十
七
番
で
は
、
橘
正
成
、
橘
正
行
、
北
畠
顕
家

な
ど
を
惜
愛
す
る
情
を
詠
じ
て
お
り
、
南
朝
方
の
立
場
に
立
っ
て
歴
史
を
正
当

化
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
正
編
全
体
で
は
、
南
朝
を
正
統
と
す
る
判
断
の
上
に
、
武
勇
と
風
雅
を
解
す

る
人
々
を
讃
え
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
武
勇
の
人
も
風
雅
の
伝
統
の
な
か
に

生
き
て
い
た
こ
と
を
詠
ず
る
こ
と
こ
ろ
に
本
書
の
主
眼
が
あ
っ
た
も
の
と
理
解

さ
れ
よ
う
。
そ
れ
が
架
蔵
本
に
お
け
る
明
治
二
年
の
千
浪
の
心
情
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
翻
刻
本
は
、
明
治
十
年
代
に
近
い
頃
の
「
征

韓
論
」
に
組
す
る
心
情
を
よ
り
強
く
現
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
一
方
、
続
編
は
「
仁
徳
天
皇
」
を
詠
じ
た
「
弥
来
る
許
す
の
煤
に
知
ら
れ
け

り
　
煙
も
し
げ
き
き
み
が
め
ぐ
み
は
」
に
始
ま
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
見
ら
れ

る
仁
徳
天
皇
の
政
の
事
績
を
平
凡
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
八
十
七
首

に
は
「
許
由
」
を
詠
じ
以
下
百
首
め
の
「
孔
明
」
ま
で
十
四
首
を
中
国
の
偉
人

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
形
は
、
明
治
時
代
半
ば
に
至
る
多

く
の
歌
集
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
例
え
ば
、
明
治
十
三
年
五
月
に
出
版
さ
れ
た
『
類

題
明
治
新
和
歌
集
』
（
猿
渡
容
盛
が
、
及
ぶ
か
ぎ
り
の
多
く
の
人
々
の
歌
を
題

別
に
編
纂
し
た
書
）
で
は
、
そ
の
詠
史
の
部
は
、
神
代
に
始
ま
り
大
石
良
雄
に

至
る
日
本
人
を
対
象
に
十
五
首
、
中
国
の
愚
王
か
ら
張
良
に
至
る
の
八
首
を
集

め
画
し
て
い
る
。

　
典
型
的
な
日
本
と
中
国
の
偉
人
を
歴
史
の
中
で
語
り
継
ぐ
こ
と
の
伝
統
は
、

古
く
平
安
時
代
の
仏
教
説
話
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
、
仏
教
の
三
国
伝
来
話
に

求
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
い
ま
、
そ
の
方
法
は
新
し
い
明
治
と
い
う
時
代
の

中
で
、
ま
た
蘇
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
蘇
る
と
い
う
よ
り
は
、
日

本
と
い
う
国
を
理
解
す
る
た
め
の
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
た
ほ
う
が

良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
言
っ
た
か
ら
と
て
、
こ
の
続
編
は
、

ま
た
、
単
純
な
中
国
と
日
本
の
対
照
に
よ
る
英
雄
讃
美
集
と
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
続
編
の
七
十
七
首
め
に
「
光
比
」
を
あ
げ
、
八
十
六
首
め
ま
で
を
『
源

氏
物
語
』
の
主
要
な
女
性
を
も
っ
て
詠
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
三
二
」
を
「
隈

も
な
く
す
き
と
ほ
り
た
る
心
よ
り
　
世
に
光
る
と
は
い
ひ
始
め
け
む
」
と
光
源

氏
の
名
前
の
謂
れ
を
詠
み
上
げ
て
い
る
。
文
学
作
品
な
ど
に
も
配
慮
す
る
広
く

人
生
を
見
る
眼
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
続
編
に
お

い
て
も
、
武
勇
に
勝
れ
た
人
物
を
取
り
上
げ
る
単
純
な
英
雄
論
と
は
な
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
の

　
こ
の
よ
う
な
評
価
を
と
り
あ
え
ず
下
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
『
内
外
詠
史

歌
集
』
と
の
比
較
に
お
い
て
、
そ
れ
な
り
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
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二
　
『
内
外
詠
史
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

　
　
『
内
外
詠
史
歌
集
』
（
注
9
）
は
「
新
代
の
み
ま
つ
り
ご
と
、
し
げ
く
お
は

し
ま
す
う
ち
に
も
、
ふ
り
に
し
道
を
興
し
給
は
む
の
大
御
心
に
や
お
は
し
ま
す

ら
ん
。
御
ま
へ
ち
か
く
侍
ふ
ら
ふ
人
々
に
題
を
賜
は
り
て
歌
を
奉
ら
し
め
給
ふ

こ
と
、
一
日
も
お
こ
た
ら
せ
給
は
で
、
あ
ま
た
年
に
な
り
ぬ
れ
ば
（
引
用
に
当

た
っ
て
は
、
平
仮
名
の
原
文
に
適
宜
漢
字
を
宛
て
た
）
」
と
始
ま
る
序
文
に
明

ら
か
な
よ
う
に
、
和
歌
道
の
再
興
を
も
願
っ
た
明
治
天
皇
の
御
側
に
近
く
仕
え

た
人
々
が
、
天
皇
か
ら
の
出
題
を
得
て
、
そ
の
詠
歌
の
書
き
留
め
が
多
く
な
っ
た
。

中
で
も
、
詠
史
歌
に
つ
い
て
は
研
鎖
を
積
ん
で
多
く
の
歌
を
得
た
の
で
、
初
心

の
人
の
た
め
に
と
、
高
崎
正
風
の
許
し
を
得
て
、
立
所
敦
子
が
出
版
す
る
に
至

っ
た
と
い
う
。
御
歌
所
歌
人
の
税
所
敦
子
の
編
纂
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
明

治
二
十
八
年
六
月
に
出
版
さ
れ
た
上
下
二
冊
の
本
で
あ
る
。
高
崎
正
風
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
当
時
の
御
歌
所
長
官
で
あ
り
、
配
所
敦
子
は
そ
の
下
に
日
々
精

励
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
本
書
は
、
明
治
天
皇
側
近
の
意
識
を
最
も
明
確
に
し

た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
詠
歌
は
、
当
代
の
人
々
に
限

ら
ず
、
江
戸
時
代
の
国
学
者
を
初
め
、
鎌
倉
時
代
の
藤
原
定
家
、
更
に
は
平
安

時
代
の
も
の
ま
で
を
集
め
て
お
り
、
詠
史
歌
の
集
大
成
を
計
っ
た
か
と
思
わ
れ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

詠
歌
の
対
象
と
さ
れ
た
人
々
は
、
日
本
に
対
し
て
中
国
を
含
む
外
国
と
に
分

類
さ
れ
る
歴
史
上
の
著
名
人
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
本
書
の
題
名
を
「
内
外
」

と
し
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
つ
い
て
は
、
神
代
之
部
と
し
て
三
十
二
人
、

以
下
同
じ
く
天
皇
之
部
に
四
十
一
人
、
皇
后
之
部
に
五
人
、
皇
子
之
部
に
二
十

八
人
、
人
臣
之
部
に
四
百
三
十
二
人
（
人
物
以
外
に
そ
の
人
に
関
わ
る
歌
を
も

付
加
し
て
い
る
）
、
隠
逸
之
部
に
十
九
人
、
釈
史
之
部
に
二
十
六
人
、
女
流
之

部
に
八
十
人
を
あ
げ
て
い
る
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
外
国
之
部
と
し
て
二
百

人
を
上
げ
て
い
る
が
、
中
国
は
百
七
十
三
人
、
二
十
七
人
が
他
の
外
国
人
で
あ

る
。

　
そ
の
お
よ
そ
の
時
代
と
人
物
を
知
る
目
安
と
し
て
そ
の
初
め
と
終
わ
り
の
人

物
を
上
げ
る
と
、
神
代
之
部
は
天
壌
中
主
尊
（
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ノ
ヌ
シ
）
か
ら

ウ
ガ
ヤ
キ
ア
ヘ
ズ
尊
ま
で
、
天
皇
之
部
は
神
武
天
皇
か
ら
後
村
上
天
皇
ま
で
、

皇
后
之
部
は
佐
保
姫
命
か
ら
建
礼
門
院
ま
で
、
皇
子
之
部
は
五
山
命
か
ら
良
純

親
王
ま
で
、
人
臣
之
部
は
可
美
真
手
命
か
ら
二
宮
尊
徳
ま
で
、
隠
逸
之
部
は
浦

島
子
か
ら
池
大
雅
ま
で
、
通
史
之
部
は
道
昭
法
師
か
ら
僧
月
照
ま
で
、
女
流
之

部
は
補
足
姫
か
ら
玉
蘭
女
ま
で
、
外
国
之
部
は
中
国
は
神
農
か
ら
賓
客
頭
櫨
（
び

ん
つ
る
）
ま
で
と
、
他
の
外
国
は
釈
迦
か
ら
試
薬
賓
（
ジ
ョ
セ
ブ
イ
ン
）
ま
で

で
あ
る
。

　
こ
の
単
純
な
一
覧
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
通
り
、
ま
ず
日
本
は
神
代
之
部
か
ら

始
ま
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
神
代
か
ら
が
正
統
な
歴
史
と
し
て
語
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
神
代
の
一
番
に
歌
わ
れ
る
の
は
天
津
中
主
尊
で
、
渡
忠
秋
の
詠
で
「
ひ
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と
り
こ
そ
な
り
出
け
ら
し
久
方
の
　
あ
め
に
さ
き
た
ち
天
に
お
く
れ
て
」
と
あ
る
。

天
地
が
出
来
上
が
っ
た
後
に
、
独
り
生
ま
れ
た
神
と
言
う
の
は
『
古
事
記
』
『
日

本
書
紀
』
の
い
ず
れ
に
も
記
事
が
あ
る
。
し
か
し
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
一
書

に
拠
る
文
で
あ
っ
て
、
書
紀
本
文
で
は
課
程
煙
毒
が
第
一
の
神
で
あ
る
。
こ
れ

は
天
皇
の
部
の
第
二
番
に
、
国
宮
詣
尊
と
し
て
、
村
田
春
海
の
詠
「
あ
し
か
ひ

の
浪
の
き
さ
し
も
遠
か
ら
ず
　
天
津
日
嗣
の
始
と
お
も
へ
は
」
が
置
か
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
古
事
記
』
を
根
底
に
置
い
た
歴
史
意
識
と
み
て
良
い
で

あ
ろ
う
。
『
古
事
記
』
は
天
御
中
主
神
を
天
地
の
初
発
の
神
と
し
て
お
り
、
以

下
五
神
を
あ
げ
、
こ
れ
を
別
天
神
と
し
て
、
次
に
国
語
立
神
を
上
げ
る
形
が
確

立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
降
に
詠
ま
れ
る
神
々
の
記
事
は
『
古

事
記
』
に
拠
っ
て
い
る
と
必
ず
し
も
限
定
で
き
る
も
の
で
な
く
、
『
日
本
書
紀
』

も
同
様
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
天
皇
之
部
の
初
め
は
「
仁
徳
天
皇
」
で
九
首
が
並
ぶ
。
そ
の
一
番
は
、
先
に

記
し
た
加
藤
千
浪
の
歌
で
あ
る
。
仁
徳
天
皇
の
民
へ
の
哀
れ
み
は
、
天
皇
の
資

質
と
し
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
仁
徳
天
皇
の
九
首
目
の

歌
と
し
て
、
渡
忠
秋
の
「
人
の
よ
と
な
り
て
三
十
も
し
一
文
字
は
　
大
御
歌
こ

そ
は
し
め
な
り
け
れ
」
を
あ
げ
、
和
歌
を
詠
ず
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
が
天
皇

に
求
め
ら
れ
る
資
質
と
し
て
あ
る
と
み
る
こ
と
に
も
通
じ
て
い
よ
う
。
仁
徳
天

皇
は
、
更
に
第
三
番
で
「
大
君
は
か
み
に
し
ま
せ
は
御
軍
に
　
や
た
か
ら
す
さ

へ
い
て
て
っ
か
へ
き
」
と
詠
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
天
皇
は
神
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。

　
天
皇
之
部
は
「
後
村
上
天
皇
」
の
コ
ニ
吉
野
の
青
峰
か
苔
の
む
し
ろ
に
も

天
津
日
か
け
は
く
も
ら
さ
り
け
り
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。
南
朝
方
の
正
統
性
を

順
徳
天
皇
の
後
、
亀
山
天
皇
、
後
醍
醐
天
皇
と
続
け
て
、
後
村
上
天
皇
の
没
後

も
威
光
は
消
え
な
か
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
南
朝
方
へ
の
思
い
は
皇
子

之
部
の
構
成
の
仕
方
に
も
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。
式
子
内
親
王
の
後
は
、
全

て
南
朝
方
の
皇
子
で
あ
っ
て
、
宗
尊
親
王
、
護
良
親
王
、
宗
艮
親
王
、
懐
良
親
王
、

良
純
親
王
と
続
い
て
、
こ
れ
ら
親
王
の
悲
し
い
運
命
へ
の
同
情
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
皇
子
之
部
の
初
め
で
は
五
下
命
を
詠
じ
て
「
流
矢
を
い
き
と
ほ
ろ
し
み
か

ま
山
に
　
雄
た
け
ひ
ま
し
て
か
く
り
ま
し
剣
」
と
あ
る
。
神
武
天
皇
東
征
に
当

た
っ
て
、
紀
の
国
館
山
に
あ
っ
て
矢
傷
の
た
め
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
（
『
古
事
記
』

中
巻
、
神
武
天
皇
の
条
に
よ
る
か
）
を
、
雄
々
し
い
死
と
讃
え
て
い
る
。
こ
れ

　
は
惟
喬
親
王
を
詠
じ
て
「
よ
を
す
て
て
を
の
山
深
く
す
み
そ
め
の
　
弔
い
か

は
か
り
露
け
か
り
け
ん
」
と
あ
っ
て
、
不
遇
な
身
と
な
っ
た
親
王
に
涙
を
禁
じ

得
な
い
心
を
詠
ず
る
心
境
と
も
通
じ
て
い
る
。
全
般
に
皇
子
之
部
に
は
悲
哀
の

情
が
流
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。

　
人
臣
之
部
で
は
、
同
じ
く
神
武
天
皇
の
東
征
に
際
し
て
、
大
和
宇
陀
の
地
に

お
い
て
の
道
臣
命
の
功
（
『
古
事
記
』
中
巻
、
神
武
天
皇
の
条
に
よ
る
か
）
を
、

享
長
が
「
秋
つ
し
ま
大
和
の
く
に
は
道
臣
の
　
み
ち
ひ
き
ょ
り
そ
ひ
ら
け
そ
め

け
る
」
と
詠
じ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
大
和
の
国
の
政
の
「
導
き
の
道
」
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を
作
っ
た
の
は
道
臣
命
の
功
績
に
よ
る
と
の
記
述
は
『
日
本
書
紀
』
に
「
汝
、

忠
あ
り
て
且
つ
勇
あ
り
。
ま
た
能
く
導
の
功
あ
り
。
是
を
以
て
、
汝
が
名
を
改

め
て
道
臣
と
す
」
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
の
神
武
天
皇
即
位
前

六
月
の
条
の
訓
に
よ
る
）
と
あ
る
の
に
拠
っ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
に
拠
っ
た

だ
け
で
は
、
そ
の
功
の
具
体
的
な
内
容
を
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
『
日
本

書
紀
』
に
拠
っ
て
、
そ
の
功
を
忠
と
勇
と
し
て
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
臣

の
在
り
方
は
、
忠
と
勇
に
象
徴
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
良
い
も
の
が
こ
こ
に
は
見

え
て
く
る
。
人
臣
四
百
三
十
二
人
を
通
し
て
一
貫
し
た
理
念
を
抽
出
す
る
こ
と

は
難
し
い
も
の
の
、
こ
の
道
臣
命
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
観
点
は
か
な
り
の
正
し

を
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
平
射
門
が
起
こ
し
た
事
件
は
、
反
乱
と
し

て
厳
し
く
糾
弾
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
重
道
は
「
く
れ
竹
の
園
生
と
し

ひ
て
な
の
る
と
も
　
ま
か
れ
る
ね
さ
し
末
通
ら
め
や
」
と
、
例
え
一
時
は
正
当

を
唱
え
て
の
将
門
の
事
件
で
は
あ
っ
て
も
、
根
本
が
誤
っ
て
い
る
か
ぎ
り
長
く

は
続
か
な
い
も
の
だ
と
い
う
。
平
清
盛
に
対
し
て
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
小
野
務

は
「
の
も
山
も
み
な
我
も
の
と
い
も
か
こ
の
　
は
ひ
ひ
ろ
こ
る
も
哀
れ
一
と
き
」

と
詠
ず
る
。
野
山
に
至
る
ま
で
全
て
が
我
が
も
の
と
、
そ
の
威
を
誇
っ
て
も
、

そ
れ
は
一
時
の
事
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
い
ず
れ
の
歌
に
も
、
あ
る
正
し
い
根

底
が
守
ら
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
評
価
さ
れ
な
い
視
点
が
厳
と
し
て
あ
る
。

　
南
朝
方
を
正
統
と
す
る
視
点
は
、
こ
の
人
臣
之
部
に
お
い
て
は
明
確
す
ぎ
る

ほ
ど
に
現
わ
れ
て
い
る
。

　
北
朝
方
の
始
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
足
利
尊
氏
に
対
し
て
は
十
首
が
詠
ま

れ
て
い
る
。
↓
番
目
に
は
村
山
松
根
が
「
い
か
な
れ
は
歪
み
な
も
と
の
に
こ
り

豊
富
も
あ
ま
た
の
よ
に
流
れ
け
ん
」
と
い
う
。
悪
の
根
源
で
あ
る
こ
の
濁
り

水
は
、
い
か
な
る
由
縁
で
永
い
世
の
中
を
流
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
余
り

に
永
く
尊
氏
の
系
統
が
続
い
て
き
た
こ
と
へ
の
嫌
悪
と
も
言
う
べ
き
情
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
二
番
目
に
は
八
木
真
門
の
「
南
さ
す
楠
の
大
枝
の
か
れ
し
よ
り

　
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
ふ
く
あ
ら
し
か
な
」
が
並
ぶ
。
南
朝
を
守
っ
た
楠
氏
、
特

に
大
枝
で
あ
る
正
成
の
死
後
は
、
嵐
の
ご
と
く
尊
氏
は
意
の
赴
く
ま
ま
に
振
る

舞
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
続
く
八
首
も
み
な
同
じ
趣
旨
で
あ
っ
て
、
尊
氏
を
悪

の
権
現
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
南
朝
方
の
人
臣
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
称

讃
の
嵐
の
な
か
に
い
る
。
楠
正
成
に
は
六
十
首
、
楠
正
行
に
は
三
十
七
首
、
児

島
高
徳
に
は
三
十
八
首
、
源
親
房
に
は
三
十
七
首
、
新
田
義
貞
に
は
二
十
七
首
、

名
和
長
年
に
は
二
十
四
首
な
ど
と
多
く
の
歌
を
あ
げ
て
い
る
。
代
表
と
な
る
人

に
つ
い
て
　
首
ず
つ
を
あ
げ
て
み
れ
ば
、
楠
正
成
は
忠
秋
の
「
か
つ
ら
き
の
神

と
も
神
と
は
か
り
け
ん
　
跡
こ
そ
千
よ
の
守
り
な
り
け
れ
」
が
あ
る
。
神
と
な

っ
た
正
成
は
、
葛
城
の
神
と
も
計
略
を
練
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
御
蔭
に

よ
り
末
々
の
世
に
至
る
ま
で
神
の
守
り
は
続
い
て
い
る
こ
と
だ
と
、
神
格
化
さ

れ
た
正
成
を
詠
ず
る
。
正
行
に
は
広
満
の
「
い
か
は
か
り
み
に
し
み
に
け
ん
桜

井
の
　
さ
と
す
言
葉
の
ふ
か
き
匂
ひ
は
」
が
あ
る
。
父
正
成
と
の
桜
井
の
駅
で

の
別
れ
の
言
葉
は
い
か
に
深
く
心
に
し
み
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
情
を
寄
せ
て
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い
る
。
児
島
高
徳
は
中
島
真
誠
が
「
武
士
の
や
ま
と
心
を
さ
く
ら
木
に
　
う
つ

せ
は
よ
よ
に
か
を
る
か
ら
う
た
」
と
詠
ず
る
。
後
醍
醐
天
皇
へ
の
武
士
と
し
て

の
心
を
漢
詩
に
現
し
て
、
桜
の
樹
に
彫
り
こ
ん
だ
そ
の
大
和
心
は
何
時
ま
で
も

匂
い
続
け
て
い
く
こ
と
だ
と
、
大
和
心
に
現
わ
れ
る
忠
誠
の
心
を
誉
め
て
い
る
。

源
親
房
に
は
飯
田
年
毎
の
歌
が
「
神
な
が
ら
天
つ
日
嗣
の
つ
た
は
れ
る
　
し
る

し
は
き
み
か
文
に
み
え
け
り
」
と
あ
る
。
親
房
が
著
し
た
『
神
皇
正
統
記
』
に

よ
っ
て
、
神
の
国
の
正
統
は
美
事
に
伝
わ
っ
た
と
、
そ
の
功
の
大
き
い
こ
と
を

讃
え
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
多
く
『
太
平
記
」
に
拠
っ
て
史
実
と
し
て
語
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
千
浪
の
集
『
詠
史
百
首
』
に
お
い
て
と
り
あ
げ
た
「
征

明
渡
」
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
千
浪
の
歌
に
お
い
て
豊
臣
秀
吉
と
加
藤
清
正

の
歌
で
意
味
を
問
う
た
。
こ
こ
で
も
同
じ
く
秀
吉
の
歌
を
見
る
に
、
六
首
記
さ

れ
る
う
ち
の
一
首
が
八
田
知
紀
の
詠
で
「
大
そ
ら
に
か
け
り
し
龍
の
末
つ
ひ
に

　
よ
も
の
海
さ
へ
の
ま
ん
と
そ
せ
し
」
と
あ
る
。
日
本
の
空
を
駆
け
め
ぐ
っ
た

龍
は
、
遂
に
四
方
の
海
ま
で
を
も
飲
み
込
も
う
と
し
た
と
、
そ
の
威
勢
の
良
い

こ
と
は
言
う
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
評
価
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

清
正
に
つ
い
て
は
、
八
首
の
う
ち
六
首
ま
で
が
韓
国
に
足
跡
を
記
し
た
こ
と
を

歌
っ
て
い
る
。
山
本
則
忠
は
「
風
を
お
こ
す
虎
て
ふ
名
の
み
聞
て
た
に
　
草
木

を
の
の
く
も
ろ
こ
し
か
原
」
と
詠
ず
る
。
風
を
巻
き
お
こ
す
虎
の
名
を
聞
く
だ

け
で
、
韓
国
の
草
木
は
恐
れ
戦
く
と
い
う
。
虎
を
倒
し
た
と
い
う
清
正
の
名
の

高
さ
を
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
柄
は
簡
単
に
は
「
征
韓
論
」
の
妥

当
性
に
は
結
び
つ
い
て
こ
な
い
。
そ
れ
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
西
郷
隆
盛

の
詠
ま
れ
方
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
西
郷
隆
盛
は
明
治
の
人
物
と
し

て
は
一
番
多
く
八
首
を
数
え
る
。
そ
の
中
で
「
征
韓
論
」
に
関
係
あ
る
と
見
る

こ
と
の
出
来
る
の
は
一
首
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
綱
安
の
「
つ
る
き
を
れ
駒
は

た
ふ
れ
し
か
ら
歌
を
　
謡
ひ
し
時
や
か
な
し
か
り
け
ん
」
で
あ
る
。
剣
も
折
れ

駒
は
倒
れ
て
敗
戦
と
な
る
韓
を
討
つ
歌
を
歌
っ
た
と
き
は
、
ど
ん
な
に
悲
し
か

っ
た
こ
と
か
と
同
情
を
呼
ぶ
様
と
な
っ
て
い
る
。
他
は
薩
摩
の
海
に
散
っ
て
い
っ

た
こ
と
を
悲
し
む
歌
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
八
首
め
は
弘
済
に
よ
っ
て
「
千

年
川
清
き
そ
こ
ひ
は
み
え
な
か
ら
　
な
と
に
ご
る
名
を
世
に
流
し
け
ん
」
と
詠

ま
れ
て
い
る
。
西
郷
の
事
績
は
清
き
心
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
る

も
の
の
、
な
お
濁
る
名
を
残
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
か
ず
に
い
ら
れ
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
尊
皇
撲
夷
の
論
を
抱
き
、
僧
月
雪
と
共
に
西
下
し
、
ま
た
「
征

韓
論
」
に
も
敗
れ
て
命
を
終
わ
る
西
郷
に
は
、
も
う
一
つ
大
き
な
立
場
か
ら
の

視
点
が
欠
け
て
い
た
こ
と
が
指
弾
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
二
年
に
は
、

西
郷
の
復
権
は
あ
っ
た
も
の
の
、
『
内
外
詠
史
歌
集
』
が
編
纂
さ
れ
る
二
十
年

代
後
半
で
は
、
ま
だ
評
価
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
千
浪
が
『
詠

史
百
首
』
で
見
せ
た
明
治
初
年
頃
と
の
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
『
内
外
詠
史
歌
集
』
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
外
国
之
部

に
詠
ま
れ
た
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
人
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
高



い
評
価
を
特
に
弱
め
る
よ
う
な
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
続

く
西
欧
の
人
に
対
し
て
の
認
識
に
は
特
異
な
も
の
が
伺
わ
れ
る
。
そ
の
特
異
性

と
は
、
余
り
に
低
い
評
価
で
あ
り
、
そ
れ
は
余
り
の
無
知
に
基
づ
く
も
の
と
見

ら
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
華
盛
頓
（
ワ
シ
ン
ト
ン
）
」
を

詠
ん
で
二
十
首
を
あ
げ
る
も
の
の
「
国
を
お
も
ふ
心
づ
く
し
も
し
ら
れ
け
り

う
ち
な
ひ
き
た
る
民
の
草
葉
に
」
と
董
子
御
方
は
い
う
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

建
国
に
尽
く
し
た
そ
の
尽
力
の
大
き
さ
を
、
人
民
の
言
葉
か
ら
知
る
こ
と
が
出

来
る
と
い
う
。
そ
の
ワ
シ
ン
ト
ン
の
心
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
と

い
え
ば
「
身
に
あ
た
る
玉
は
ご
ろ
も
に
と
と
ま
り
て
　
つ
ら
ぬ
く
も
の
は
誠
也

け
り
」
と
小
出
燦
は
詠
む
。
戦
い
の
中
か
ら
独
立
を
勝
ち
取
っ
た
ワ
シ
ン
ト
ン

に
あ
っ
た
も
の
は
誠
の
心
で
あ
っ
た
と
い
う
。
誠
と
い
う
も
の
は
、
儒
教
精
神
、

そ
れ
に
加
え
て
武
士
道
思
想
と
い
う
極
め
て
狭
い
視
野
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
当
時
の
歌
人
の
世
界
観
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

欧
米
人
の
心
は
容
易
に
は
汲
み
取
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
マ
、
、
ル
」
を
詠
ん
で
「
西
の
海
深
き
み
し
ま
に
生
る
み
る
の
　
ふ
か

き
ね
さ
し
を
し
る
人
や
た
れ
」
と
近
藤
芳
樹
は
い
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者

ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
を
、
そ
の
名
の
「
ミ
ル
」
に
懸
け
て
海
藻
の
「
み

る
」
を
読
み
込
む
技
巧
が
辛
う
じ
て
歌
を
保
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ミ
ル
が

明
治
の
世
に
与
え
た
思
想
的
な
影
響
な
ど
は
、
こ
こ
か
ら
は
全
く
伺
う
こ
と
が

出
来
な
い
。
新
し
い
時
代
に
お
け
る
和
歌
の
限
界
が
こ
こ
に
見
え
て
い
る
と
い

っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

注
　（

P
）
　
『
晶
子
歌
話
』
（
天
祐
社
　
大
正
八
年
刊
）

　（

Q
＞
　
「
黒
田
清
綱
の
竜
王
」
（
人
文
学
論
集
　
第
十
七
集
　
】
九
九
九
・
三
）

　（

R
）
　
『
和
歌
大
辞
典
」
（
明
治
書
院
　
昭
和
六
十
一
年
刊
）

（
4
）
　
『
増
訂
　
和
歌
史
の
研
究
』
（
京
文
社
　
昭
和
二
年
刊
）
三
七
七
一
三

　
　
八
○
頁
。

（
5
）
　
『
校
註
　
国
歌
大
系
第
二
十
巻
　
明
治
初
期
家
集
　
全
』
（
国
民
図
書

　
　
株
式
会
社
　
昭
和
三
年
刊
）
所
収
本
に
よ
る
。

（
6
．
7
）
　
『
現
代
短
歌
大
系
　
第
一
巻
』
（
河
出
書
房
　
昭
和
二
十
七
年
刊
）

　
　
の
本
文
は
、
『
続
日
本
歌
学
全
書
　
第
十
一
編
　
明
治
名
家
家
集
』
（
佐
々

　
　
木
信
綱
校
註
　
博
文
館
　
明
治
二
十
六
年
刊
）
に
拠
っ
て
い
る
。

（
8
）
　
『
明
治
大
正
短
歌
資
料
大
成
』
全
三
冊
は
、
歌
論
、
歌
集
な
ど
多
く
の

　
　
資
料
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
巻
は
歌
集
を
年
代
順
に
並
べ
、
そ

　
　
れ
に
簡
潔
な
解
説
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
十
六
年
立
命
舘
出
版
部

　
　
か
ら
発
刊
さ
れ
た
も
の
が
、
昭
和
五
十
年
に
鳳
出
版
か
ら
復
刻
さ
れ
た
。

（
9
）
立
命
舘
大
学
図
書
館
蔵
「
白
楊
荘
文
庫
本
」
に
よ
る
。

　
本
論
文
は
、
平
成
十
一
年
度
大
阪
府
学
術
奨
励
資
金
に
基
づ
く
報
告
書
の
一

部
と
し
て
執
筆
し
た
。


