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は
じ
め
に

『
夜
の
鶴
』
は
「
さ
り
が
た
き
人
」
の
依
頼
で
、
阿
仏
尼
が
著
し
た
歌

論
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。「
さ
り
が

た
き
人
」
が
誰
か
に
つ
い
て
諸
説
は
あ
る
が
、
細
谷
直
樹
氏（

1
（

に
よ
り
、
惟

康
親
王
の
北
の
方
と
推
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
惟
康
親
王
の
北
の
方
に
お

く
っ
た
後
、
は
し
が
き
を
つ
け
、
為
相
に
お
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る（
2
（

。
ま
た
、
定
家
や
為
家
の
歌
論
と
比
較
検
討
し
考
察
さ
れ
た
小
野
寺
捷

氏（
3
（

、
大
伏
晴
美
氏（

4
（

、
河
南
奈
都
子
氏（

5
（

、
長
崎
健
氏（

6
（

、
田
渕
句
美
子
氏（

7
（

ほ
か

の
方
の
ご
論
考
が
あ
る
。
注
釈
は
、森
本
元
子
氏（

8
（

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
後
、

武
井
和
人
氏（

9
（

に
よ
り
改
め
て
行
わ
れ
て
い
る
。
上
村
悦
子
氏（

（1
（

、
長
崎
健
氏（

6
（

ら
は
、
日
常
的
な
場
で
詠
ま
れ
た
即
興
的
機
知
の
き
い
た
和
歌
に
つ
い
て

書
か
れ
た
末
尾
の
章
段
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
当
論
文
は
そ
の
章
段
を

取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
阿
仏
尼
が
生
き
た
時
代
は
与
え
ら
れ
た
歌
題
を

詠
む
こ
と
が
主
流
だ
っ
た
が
、
ど
う
し
て
阿
仏
尼
は
即
詠
歌
に
つ
い
て
述

べ
た
の
か
。
ま
た
、そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
歌
人
に
小
式
部
内
侍
、

周
防
内
侍
の
名
前
が
あ
る
が
、
ど
う
し
て
こ
の
二
人
を
選
ん
だ
の
か
。
阿

仏
尼
の
即
詠
観
を
検
討
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い（

（（
（

。

　

一　
『
夜
の
鶴
』
の
最
終
章
段

『
夜
の
鶴
』
は
主
に
『
詠
歌
一
体
』
の
影
響
を
受
け
、
消
息
体
で
、
題

詠
、
本
歌
取
り
、
制
詞
、
作
歌
に
対
す
る
態
度
、
歴
代
勅
撰
集
の
特
徴
な

ど
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
小
野
小
町
の
百
夜
通
い
伝
説
、『
大
和
物

語
』
の
生
田
川
伝
説
、
ま
た
歌
に
は
時
代
変
化
と
と
も
に
不
易
な
も
の
が

『
夜
の
鶴
』
と
即
詠
歌

 

瀧
　
倉
　
朋
　
世
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あ
る
こ
と
、『
古
今
集
』
以
下
の
勅
撰
集
の
特
色
、
昔
の
勅
撰
集
の
優
れ

た
歌
人
に
な
ら
い
な
さ
い
、な
ど
と
古
典
を
尊
重
す
る
精
神
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
題
の
心
を
会
得
す
べ
き
と
し
、
定
家
の
「
遇
不
レ
逢
恋
」
の
和
歌
、

本
歌
取
り
の
名
人
と
し
て
俊
成
卿
女
を
あ
げ
、
近
代
歌
人
の
名
句
を
安
易

に
ま
ね
る
べ
き
で
な
い
こ
と
や
題
に
関
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
俊

成
の
例
歌
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
続
い
て
『
新
古
今
集
』、『
新
勅
撰

集
』、『
続
後
撰
集
』
の
特
色
に
つ
い
て
述
べ
、
近
い
世
代
も
称
賛
し
、
そ

の
隆
盛
ぶ
り
を
記
し
て
い
る
。

そ
の
最
終
章
段
は
次
の
よ
う
に
あ
る（

（1
（

。

又
取
り
敢
へ
ぬ
こ
と
に
時
も
か
は
ら
ず
詠
み
出
づ
る
歌
の
返
し
、
立

ち
な
が
ら
い
ひ
い
だ
す
歌
は
さ
し
あ
た
り
て
た
だ
今
い
ひ
た
き
事
を

さ
ま
よ
く
つ
づ
け
候
ぬ
れ
ば
何
の
風
情
に
も
過
ぎ
て
候
。
小
式
部
内

侍
、定
頼
中
納
言
を
ひ
き
と
ど
め
て
「
ま
だ
ふ
み
も
見
ず
天
の
橋
立
」

と
申
し
け
る
事
や
、
周
防
内
侍
、
忠
家
大
納
言
と
、「
か
ひ
な
く
た

た
む
名
こ
そ
惜
し
け
れ
」
と
申
か
は
し
け
る
心
と
さ
な
ど
は
、
た
だ

人
の
心
た
ま
し
ゐ
に
よ
り
歌
の
み
ち
に
し
ほ
な
れ
ぬ
る
位
の
あ
ら
は

る
る
に
て
候
へ
ば
、
む
か
し
い
ま
申
す
に
も
お
よ
び
候
は
ず
。
今
は

か
か
る
谷
の
く
ち
木
と
成
は
て
て
候
と
も
さ
る
や
さ
し
き
人
々
だ
に

候
は
ば
、
な
ど
か
は
口
と
く
あ
ひ
し
ら
ふ（

（1
（

事
も
候
は
ざ
ら
む
と
お
ぼ

え
て
、
そ
の
世
の
人
々
う
ら
や
ま
し
く
こ
そ
候
へ
。

「
心
と
さ
」「
口
と
く
あ
ひ
し
ら
ふ
」
こ
と
を
賞
賛
し
、
そ
れ
が
で
き
る

歌
人
と
し
て
、「
た
だ
人
の
心
た
ま
し
ゐ
」
に
よ
る
と
評
し
な
が
ら
、
女

房
歌
人
で
あ
る
小
式
部
内
侍
と
周
防
内
侍
を
取
り
上
げ
て
い
る
。「
心
と

さ
」「
口
と
く
」
は
後
述
す
る
が
、
阿
仏
尼
の
「
あ
ひ
し
ら
ふ
」
例
と
し

て
、
ま
だ
為
家
と
恋
愛
し
て
い
た
頃
の
贈
答
歌
が
『
玉
葉
集
』
や
『
風
雅

集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
。『
玉
葉
集
』
に
は
、
恋
二・一
四
五
六
、一
四
五
七
、

恋
四・
一
六
八
八
、一
六
八
九
が
あ
る
。『
風
雅
集
』
に
は
、
恋
二
・

一
〇
九
六
、一
〇
九
七
、恋
二・一
一
〇
一
、一
一
〇
二
、一
一
〇
四
、一
一
〇
五

が
あ
る（

（1
（

。
女
の
も
と
へ
、
ち
か
き
ほ
ど
に
あ
る
よ
し
お
と
づ
れ
て
侍
り
け

れ
ば
、
今
夜
な
む
夢
に
み
え
つ
る
は
し
ほ
が
ま
の
し
る
し
な
り

け
り
、
と
申
し
て
侍
り
け
る
に
、
つ
か
は
し
け
る

 

前
大
納
言
為
家
（
恋
二
・
一
一
〇
四
）

き
き
て
だ
に
身
こ
そ
こ
が
る
れ
か
よ
ふ
な
る
夢
の
た
だ
ぢ
の
ち
か
の

し
ほ
が
ま

　
　

返
し 

安
嘉
門
院
四
条
（
恋
二
・
一
一
〇
五
）

身
を
こ
が
す
ち
ぎ
り
ば
か
り
か
い
た
づ
ら
に
お
も
は
ぬ
中
の
ち
か
の

し
ほ
が
ま

「
千
賀
の
塩
竈
」
と
は
、
陸
奥
の
歌
枕
で
、「
千
賀
」
と
「
近
」
を
掛
け

る
。
こ
の
和
歌
を
詠
み
あ
う
直
前
に
成
立
し
た『
続
後
撰
集
』に
二
首（
恋
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二
・
七
三
八
、八
一
二
）
為
家
が
撰
ん
で
い
る
歌
の
表
現
で
、
阿
仏
尼
は
そ

の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
や
り
取
り
で
あ
る
。
為
家
が
近
く
ま
で
来
て
い
る
こ

と
を
知
ら
せ
た
ら
、
阿
仏
尼
が
今
夜
夢
に
あ
な
た
が
見
え
た
の
は
「
千
賀

の
塩
竈
」
で
は
な
い
で
す
が
、
近
く
ま
で
い
ら
し
て
下
さ
っ
て
い
た
か
ら

な
の
で
す
ね
、
と
い
い
、
為
家
が
詠
ん
だ
一
一
〇
四
の
和
歌
に
返
歌
し
て

い
る
。
機
知
の
き
い
た
和
歌
で
あ
る
。

前
に
あ
げ
た
文
末
「
さ
る
や
さ
し
き
人
々
だ
に
候
は
ば
、
な
ど
か
は
口

と
く
あ
ひ
し
ら
ふ
事
も
候
は
ざ
ら
む
と
お
ぼ
え
て
、
そ
の
世
の
人
々
う
ら

や
ま
し
く
こ
そ
候
へ
」
と
阿
仏
尼
は
記
し
な
が
ら
、
夫
、
為
家
の
こ
と
を

思
い
出
し
た
に
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
は
小
式
部
内
侍
の
「
大
江
山
い
く
の
の
道
の
と
を
け

れ
ば
ま
だ
ふ
み
も
み
ず
天
の
橋
立
」、
周
防
内
侍
の
「
春
の
夜
の
夢
ば
か

り
な
る
手
枕
に
か
ひ
な
く
た
た
む
名
こ
そ
惜
し
け
れ
」
が
引
か
れ
て
い
る

が
、
ど
ち
ら
も
『
百
人
一
首
』
に
撰
ば
れ
た
歌
で
、
こ
れ
ら
の
詠
歌
時
に

は
貴
公
子
が
同
席
し
て
い
た
。
小
式
部
内
侍
に
は
定
頼
中
納
言
、
周
防
内

侍
に
は
忠
家
中
納
言
で
あ
る
。
貴
公
子
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
女
房
を
か
ら

か
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
、
即
詠
で
そ
の
場
に
合
っ
た
機
知
の
き
い
た
秀

歌
が
詠
ま
れ
た
。
阿
仏
尼
は
小
式
部
内
侍
、
周
防
内
侍
の
こ
と
を
ど
の
よ

う
に
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
和
歌
史
上
、
多
く
の
女
房
歌
人
が
い
た
中
で

こ
の
二
人
を
取
り
上
げ
た
理
由
を
小
式
部
内
侍
、
周
防
内
侍
の
歌
人
的
評

価
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

二　

女
房
歌
人
の
評
価

　

小
式
部
内
侍
、
周
防
内
侍
の
詠
歌
に
共
通
す
る
の
は
、
ど
ち
ら
も
勅
撰

集
、
小
式
部
内
侍
は
『
金
葉
集
』、
周
防
内
侍
は
『
千
載
集
』
に
採
ら
れ
、

二
人
と
も
女
房
と
し
て
宮
仕
え
の
折
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
で

あ
る
。

　

ま
ず
、『
百
人
一
首
』
に
も
採
ら
れ
た
「
大
江
山
」
の
和
歌
を
『
金
葉
集
』

二
度
本
の
詞
書
と
と
も
に
ひ
く
。

　
　
　
　

 

和
泉
式
部
保
昌
に
ぐ
し
て
丹
後
に
は
べ
り
け
る
こ
ろ
、
み
や
こ

に
歌
合
侍
り
け
る
に
、
小
式
部
内
侍
う
た
よ
み
に
と
ら
れ
て
侍

り
け
る
を
定
頼
卿
つ
ぼ
ね
の
か
た
に
ま
う
で
き
て
、
歌
は
い
か

が
せ
さ
せ
給
ふ
、
丹
後
へ
人
は
つ
か
は
し
て
け
ん
や
、
つ
か
ひ

ま
う
で
こ
ず
や
、
い
か
に
心
も
と
な
く
お
ぼ
す
ら
ん
な
ど
、
た

は
ぶ
れ
て
た
ち
け
る
を
ひ
き
と
ど
め
て
よ
め
る　

 

小
式
部
内
侍　
　

　
　

 
お
ほ
え
や
ま
い
く
の
の
み
ち
の
と
ほ
け
れ
ば
ふ
み
も
ま
だ
み
ず
あ
ま

の
は
し
だ
て 

（
巻
九　

雑
上
五
五
〇
）

　

小
式
部
内
侍
の
歌
人
と
し
て
の
評
価
は
『
玄
玄
集
』『
後
拾
遺
集
』
か
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ら
始
ま
り
、『
俊
頼
髄
脳
』『
金
葉
集
』『
詞
花
集
』
へ
と
展
開
す
る
。「
大

江
山
」
の
和
歌
に
つ
い
て
は
『
俊
頼
髄
脳
』
で
と
り
あ
げ
ら
れ
、『
金
葉
集
』

二
度
本
に
入
集
し
、『
袋
草
紙
』
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
鎌
倉
時
代
で

は
『
無
名
草
子
』『
十
訓
抄
』
な
ど
に
見
え
る
。
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
小

山
順
子
氏（

（1
（

は
「
大
江
山
と
生
野
を
歌
枕
と
し
て
定
着
さ
せ
る
和
歌
と
な
っ

た
。
更
に
、
大
江
山
と
生
野
は
、
一
首
の
中
に
共
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

定
型
と
な
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
和
歌
は
歌
枕
の
歴
史
に
影
響
を

及
ぼ
し
そ
れ
と
と
も
に
、
小
式
部
内
侍
が
即
詠
の
達
人
で
あ
る
と
い
う
評

価
が
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

後
に
『
新
古
今
集
』
巻
七
（
七
五
二
）「
平
治
元
年
、
大
嘗
会
主
基
方
、

辰
日
参
入
音
声
、
生
野
を
よ
め
る　

刑
部
卿
範
兼　
　

お
ほ
え
山
こ
え
て

い
く
の
の
す
ゑ
と
ほ
み
道
あ
る
よ
に
も
あ
ひ
に
け
る
か
な
」
や
『
拾
遺
愚

草
』
中
（
一
九
三
九
）「
海
橋
立　

ふ
み
も
み
ぬ
い
く
野
の
よ
そ
に
か
へ

る
雁
か
す
む
浪
間
の
ま
つ
と
こ
た
へ
よ
」が
影
響
歌
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

『
十
訓
抄
』
に
は
小
式
部
内
侍
の
登
場
す
る
話
は
三
つ
あ
る
。

一
ノ
二
十
一
話
で
は
、
直
前
は
清
少
納
言
の
振
る
舞
い
を
称
賛
、
一
条

朝
に
は
雅
や
か
な
女
房
た
ち
が
た
く
さ
ん
お
り
、
そ
の
中
に
小
式
部
内
侍

の
名
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

三
ノ
一
話
は
、「
大
江
山
」
の
和
歌
が
み
え
、
小
式
部
内
侍
の
歌
の
才

能
を
語
る
の
に
「
大
江
山
」
の
和
歌
と
そ
の
時
の
場
面
の
紹
介
が
な
さ
れ

て
い
る
。

十
ノ
十
四
話
は
、
小
式
部
内
侍
が
ま
だ
子
ど
も
だ
っ
た
頃
大
き
な
病
気

を
し
、
辞
世
の
和
歌
「
い
か
に
せ
む
い
く
べ
き
方
を
思
ほ
え
ず
親
に
さ
き

だ
つ
道
を
し
ら
ね
ば
」
を
詠
ん
だ
。
こ
の
和
歌
は
説
話
か
ら
広
ま
っ
た
の

で
真
作
と
言
い
切
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
後
宮
の
女
房
、
小
式
部
内
侍
は

歌
才
が
あ
り
、
歌
で
自
ら
の
病
を
治
し
、
自
ら
の
評
判
を
上
げ
た
と
あ
る
。

『
無
名
草
子
』
に
小
式
部
内
侍
の
記
載
が
、
小
野
小
町
、
清
少
納
言
の

評
の
後
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
『
無
名
草
子
』
の
中
で

は
大
き
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る（

（1
（

。
内
容
は
、
夭
折
し
た
小

式
部
内
侍
と
清
少
納
言
を
比
較
し
、
小
式
部
内
侍
を
「
誰
よ
り
も
い
と
め

で
た
し
」
と
し
て
い
る
。
中
宮
彰
子
に
仕
え
て
い
た
が
、
死
後
も
彰
子
か

ら
着
物
を
贈
ら
れ
た
り
、
多
く
の
男
性
（
定
頼
、
頼
宗
、
教
通
、
公
成
）

が
夢
中
に
な
っ
た
と
あ
る
。
教
通
と
の
間
に
は
静
円
、
公
成
と
の
間
に
は

阿
闍
梨
、そ
の
他
、女
子
が
い
た
ら
し
い
が
、子
ど
も
を
残
し
て
亡
く
な
っ

た
と
い
う
こ
と
が「
小
式
部
の
内
侍
こ
そ
、誰
よ
り
も
い
と
め
で
た
け
れ
。」

と
い
う
評
価
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

『
無
名
草
子
』
の
作
者
は
、
俊
成
卿
女
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が（

（1
（

、
小
式

部
内
侍
を
宮
廷
女
房
と
し
て
絶
賛
し
て
い
る
。
俊
成
卿
女
と
い
え
ば
、
阿

仏
尼
の
和
歌
観
や
人
生
観
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
人
で
も
あ
る（

（1
（

。

そ
の
他
、「
大
江
山
」
の
和
歌
は
、
定
家
が
、
秀
歌
撰
、『
定
家
八
代
抄
』
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『
八
代
秀
逸
』『
百
人
秀
歌
』『
百
人
一
首
』
に
採
用
し
、
後
鳥
羽
院
撰
の

『
時
代
不
同
歌
合
』、
撰
者
不
明
の
『
女
房
三
十
六
人
歌
合
』
に
も
採
ら
れ

て
い
る
。

　

次
に
周
防
内
侍
の
『
百
人
一
首
』
に
採
ら
れ
た
「
春
の
夜
の
」
の
和
歌

を
『
千
載
集
』
の
詞
書
と
と
も
に
ひ
く
。

二
月
ば
か
り
月
あ
か
き
よ
、
二
条
院
に
て
人
人
あ
ま
た
ゐ
あ
か

し
て
物
が
た
り
な
ど
し
侍
り
け
る
に
、内
侍
周
防
よ
り
ふ
し
て
、

ま
く
ら
を
が
な
と
し
の
び
や
か
に
い
ふ
を
き
き
て
、
大
納
言
忠

家
こ
れ
を
ま
く
ら
に
と
て
か
ひ
な
を
み
す
の
し
た
よ
り
さ
し
い

れ
て
侍
り
け
れ
ば
、
よ
み
侍
り
け
る 
周
防
内
侍　
　
　

　
　

 

春
の
よ
の
夢
ば
か
り
な
る
た
ま
く
ら
に
か
ひ
な
く
た
た
ん
名
こ
そ
を

し
け
れ

　
　
　
　

と
い
ひ
い
だ
し
侍
り
け
れ
ば
、
返
事
に
よ
め
る

 

大
納
言
忠
家　
　

　
　

 

契
あ
り
て
は
る
の
夜
ふ
か
き
た
ま
く
ら
を
い
か
が
か
ひ
な
き
夢
に
な

す
べ
き 

（
巻
十
六　

雑
上
九
六
五
）

こ
の
和
歌
は
『
定
家
八
代
抄（

（1
（

』『
女
房
三
十
六
人
歌
合
』『
新
時
代
不
同

歌
合
』
な
ど
に
も
み
え
る
。「
腕
」
を
枕
と
し
、「
か
ひ
な
く
」
は
「
甲
斐

な
く
」
と
「
腕
」
の
掛
詞
で
、「
ゆ
め
ば
か
り
な
る
手
枕
に
」「
か
ひ
な
く

た
た
む
名
」
と
相
手
を
軽
く
か
わ
し
、
王
朝
サ
ロ
ン
の
幻
想
的
で
、
妖
艶

な
美
を
詠
い
上
げ
て
い
る（

11
（

。
後
に
「
こ
ろ
も
さ
ぞ
た
だ
う
た
た
ね
の
手
枕

に
は
か
な
く
か
へ
る
春
の
夜
の
夢
」（『
拾
遺
愚
草
』
一
六
〇
四
）
と
定
家

が
本
歌
取
り
し
て
い
る
。　

さ
ら
に
周
防
内
侍
の
代
表
歌
三
首
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
受
容
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
五
月
五
日
郁
芳
門

院
根
合
で
詠
ん
だ
和
歌
が
あ
り
、『
金
葉
集
』
二
度
本
の
詞
書
と
と
も
に

ひ
く
。

　
　
　
　

郁
芳
門
院
の
ね
あ
は
せ
に
恋
の
心
を
よ
め
る　

周
防
内
侍

　
　

 

こ
ひ
わ
び
て
な
が
む
る
そ
ら
の
う
き
雲
や
わ
が
し
た
も
え
の
け
ぶ
り

な
る
ら
ん 

（
巻
八　

恋
下
四
三
五
）

『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
周
防
内
侍
の
詠
歌
を
世
間
で
は
良
歌
だ
と
評
判
に

な
っ
て
い
た
が
、
あ
る
人
は
、「
燃
え
て
い
る
煙
が
上
句
の
よ
う
に
雲
と

な
っ
て
空
に
た
な
び
く
の
は
縁
起
の
良
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い

た
と
伝
え
て
い
る（

1（
（

。
し
か
し
、
俊
頼
は
『
金
葉
集
』
に
採
っ
て
い
る
。
こ

の
和
歌
を
俊
成
卿
女
が
本
歌
取
り
し
た
歌
が
『
新
古
今
集
』
に
採
ら
れ
て

い
る
。（「
後
の
世
に
こ
の
和
歌
か
ら
「
下
萌
え
の
少
将
」
と
称
さ
れ
た
よ

う
だ
。）

　
　
　
　

五
十
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
に
、
寄
雲
恋

 

　
　
　

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女　
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し
た
も
え
に
お
も
ひ
き
え
な
む
け
ぶ
り
だ
に
跡
な
き
く
も
の
は
て
ぞ

か
な
し
き

 

（『
新
古
今
集
』
巻
第
十
二　

恋
歌
二　

一
〇
八
一
）

こ
れ
は
、
後
鳥
羽
院
が
『
新
古
今
集
』
恋
歌
二
の
冒
頭
に
載
せ
る
よ
う

に
指
示
し
た
（『
明
月
記
』
元
久
二
年
三
月
二
日
の
条
に
よ
る
）。
周
防
内

侍
が
こ
の
和
歌
を
通
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
証
で
あ
ろ
う
。

『
金
葉
集
』
二
度
本
に
入
集
し
て
い
る
次
の
歌
が
あ
る
。

　
　
　
　

 

い
へ
を
人
に
は
な
ち
て
た
つ
と
て
は
し
ら
に
か
き
つ
け
侍
り
け

る 

周
防
内
侍　
　

　
　

 

す
み
わ
び
て
わ
れ
さ
へ
の
き
の
し
の
ぶ
ぐ
さ
し
の
ぶ
か
た
が
た
し
げ

き
や
ど
か
な 
（
巻
九　

雑
上
五
九
一
）

鎌
倉
時
代
の
評
価
と
し
て
『
今
鏡
』『
山
家
集
』『
無
名
抄（

11
（

』」

『
隆
信
朝

臣
集
』『
今
物
語
』『
十
訓
抄
』
八
ノ
序
、『
徒
然
草
』
に
引
か
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、『
今
鏡（

11
（

』
に
「
堀
河
の
帝
の
内
侍
に
て
、周
防
と
か
い
ひ
し
人
の
、

家
を
放
ち
て
ほ
か
に
渡
る
と
て
、
柱
に
書
き
付
け
た
り
け
る
、
住
み
わ
び

て
わ
れ
さ
へ
軒
の
し
の
ぶ
草
し
の
ぶ
か
た
が
た
し
げ
き
宿
か
な　

と
書
き

た
る
、
ま
だ
そ
の
家
は
残
り
て
、
そ
の
歌
も
侍
る
な
り
。
見
た
る
人
の
語

り
侍
り
し
は
、
い
と
あ
は
れ
に
ゆ
か
し
く
。
そ
の
家
は
、
か
み
わ
た
り
に
、

い
づ
こ
と
か
や
、「
冷
泉
堀
河
の
西
と
北
と
の
隅
な
る
所
」
と
ぞ
人
は
申

し
し
。
お
は
し
ま
し
て
御
覧
ず
べ
き
ぞ
か
し
、
ま
だ
失
せ
ぬ
折
に
。」（
打

聞
・
敷
島
の
打
聞
）
と
あ
る
。　
　

最
後
に
『
周
防
内
侍
集
』（
三
九
・
四
〇
）
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
　
　
　

 

院
の
つ
ぼ
ね
に
、
つ
ね
に
あ
ひ
ず
み
な
る
人
の
、
い
で
た
る
ほ

ど
に
ま
ゐ
り
て
み
れ
ば
、
も
や
の
み
す
に
あ
ふ
ひ
の
か
れ
て
か

か
り
た
る
に
か
き
つ
け
し

　
　

 

か
く
れ
ど
も
か
ひ
な
き
も
の
は
も
ろ
と
も
に
み
す
の
あ
ふ
ひ
の
か
れ

は
な
り
け
り

　
　
　
　

返
し

　
　

 

か
ひ
な
し
と
お
も
ひ
も
か
れ
ず
あ
ふ
ひ
ぐ
さ
心
を
か
け
ぬ
を
り
し
な

け
れ
ば

　
『
徒
然
草
』
第
一
三
八
段
に
引
か
れ（

11
（

、
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
に
催

行
さ
れ
た
、『
前
摂
政
家
歌
合
』（
三
八
〇
）
を
見
る
と
畠
山
持
純
に
よ
っ

て
、
本
歌
取
り
さ
れ
て
い
る
。

　

周
防
内
侍
の
詠
歌
は
、
定
家
、
俊
成
卿
女
に
本
歌
取
り
さ
れ
た
。
代
表

歌
で
あ
る
「
す
み
わ
び
て
」
は
『
金
葉
集
』
に
採
ら
れ
た
後
、
後
世
評
判

を
呼
び
、
こ
の
家
の
所
在
を
特
定
さ
れ
る
ほ
ど
ま
で
に
な
っ
た
。『
今
鏡
』

『
無
名
抄
』
な
ど
で
説
話
化
さ
れ
、
西
行
は
こ
の
家
を
見
て
感
動
し
『
山

家
集
』に
歌
を
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
周
防
内
侍
の
評
価
は
高
い
。
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三　

阿
仏
尼
と
即
詠
歌

阿
仏
尼
が
即
詠
歌
に
な
じ
み
が
あ
っ
た
か
を
著
述
か
ら
探
し
て
み
た

が
、
女
房
時
代
の
日
記
『
う
た
た
ね
』
に
は
、
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

次
に
、
阿
仏
尼
が
娘
に
書
い
た
、
宮
廷
女
房
の
心
得
『
阿
仏
の
文（

11
（

』
を
確

認
す
る
と
「
又
さ
る
べ
き
人
な
ど
ま
い
り
て
候
は
ん
に
、
あ
ま
り
に
物
と

を
く
、
春
日
野
の
雪
朝
、
賀
茂
社
の
河
浪
な
ど
の
や
う
に
は
候
ま
じ
く
候
。

御
か
ほ
の
お
き
所
し
づ
か
に
、
き
ち
や
う
の
は
づ
れ
ゆ
か
し
き
や
う
に
御

入
候
べ
く
候
。
ひ
ぢ
の
も
て
な
し
、
こ
は
ば
し
き
や
う
な
る
は
、
う
た
て

し
く
候
。」
と
あ
る
。
し
か
る
べ
き
廷
臣
が
来
ら
れ
た
と
き
は
奥
深
く
こ

も
ら
ず
冷
静
に
適
切
に
対
応
せ
よ
、
こ
わ
ば
っ
て
い
て
無
骨
な
の
は
嘆
か

わ
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
機
転
を
利
か
せ
、
そ
の
場
に
合
う
よ
う
即
対

応
を
す
る
こ
と
も
女
房
歌
人
と
し
て
の
務
め
だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

『
十
六
夜
日
記
』
に
よ
れ
ば
、鎌
倉
へ
旅
に
出
る
に
あ
た
り
、阿
仏
尼
が
、

為
相
に
代
々
書
き
残
さ
れ
た
歌
の
書
物
の
中
で
伝
来
の
確
か
な
歌
書
ば
か

り
を
撰
び
、
贈
っ
た
。
そ
の
折
の
贈
答
歌
が
載
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

 

和
歌
の
浦
に
か
き
と
ど
め
た
る
藻
塩
草
こ
れ
を
昔
の
か
た
み
と

は
見
よ

　
　
　
　

 

あ
な
か
し
こ
横
浪
か
く
な
浜
千
鳥
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
跡
を
思
は

ば

　
　

こ
れ
を
見
て
、
侍
従
の
か
へ
り
ご
と
、
い
と
と
く
あ
り

　
　
　
　

 

つ
ひ
に
よ
も
あ
だ
に
は
な
ら
じ
藻
塩
草
か
た
み
を
み
よ
の
跡
に

残
さ
ば

　
　
　
　

 

迷
は
ま
し
教
へ
ざ
り
せ
ば
浜
千
鳥
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
跡
を
そ
れ

と
も

為
相
が
「
い
と
と
く
」
返
歌
を
し
た
の
を
聞
き
、
阿
仏
尼
は
「
心
や
す
く

あ
は
れ
な
る
に
も
昔
の
人
に
き
か
せ
奉
り
た
く
て
、
ま
た
う
ち
し
ほ
た
れ

ぬ
」
と
、亡
夫
に
聞
か
せ
た
く
、「
し
ほ
た
る
」
よ
う
に
涙
ぐ
ん
だ
と
あ
る
。

為
相
の
「
つ
ひ
に
よ
も
」
と
「
迷
は
ま
し
」
は
即
、詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。

ま
た
、
為
守
が
手
習
に
次
の
和
歌
を
書
き
つ
け
、
受
け
取
っ
た
阿
仏
尼

が
歌
を
返
し
た
場
面
で
は

　
　
　
　

 

は
る
ば
る
と
行
く
さ
き
遠
く
慕
は
れ
て
い
か
に
そ
な
た
の
空
を

な
が
め
む

　
　

 

と
書
き
つ
け
た
る
、
も
の
よ
り
こ
と
に
あ
は
れ
に
て
、
お
な
じ
紙
に

書
き
添
え
つ
。

　
　
　
　

 

つ
く
づ
く
と
空
な
な
が
め
そ
恋
し
く
は
道
遠
く
と
も
は
や
帰
り

こ
む

で
は
、
阿
仏
尼
の
「
つ
く
づ
く
と
」
は
格
別
哀
れ
な
気
が
し
て
、
つ
い
同

じ
紙
に
書
き
添
え
た
の
は
、
そ
ん
な
時
間
が
か
か
っ
て
い
な
い
よ
う
に
考

え
る
。
続
い
て
十
月
十
九
日
、
今
の
岐
阜
県
大
垣
市
辺
り
で
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昼
つ
か
た
、
過
ぎ
ゆ
く
道
に
目
に
立
つ
社
あ
り
。
人
に
問
へ
ば
「
結

ぶ
の
神
と
ぞ
聞
こ
ゆ
る
」
と
い
へ
ば

　
　
　
　

 
ま
ぼ
れ
た
だ
契
り
む
す
ぶ
の
神
な
ら
ば
解
け
ぬ
う
ら
み
に
わ
れ

迷
は
さ
で

昼
頃
、
通
っ
て
い
く
道
に
あ
っ
た
社
に
つ
い
て
人
に
質
問
し
た
ら
「
む
す

び
の
神
と
申
し
ま
す
。」
と
言
う
の
で
「
ま
ぼ
れ
た
だ
」
の
和
歌
を
す
ぐ

詠
ん
だ
。
断
言
は
難
し
い
が
、
状
況
か
ら
考
え
、
比
較
的
、
即
詠
し
た
和

歌
、
そ
の
場
に
合
っ
た
和
歌
と
い
え
る
。

さ
ら
に
即
詠
歌
を
確
認
す
る
と
、
十
月
二
十
一
日
、
八
橋
を
出
発
し
、

紅
葉
の
多
い
山
で
人
に
地
名
を
聞
く
と
「
宮
路
の
山
」
と
答
え
が
あ
り
、

即
詠
と
は
い
い
き
れ
な
い
が
、
機
知
の
き
い
た
和
歌
。

　
　

 

時
雨
れ
け
り
染
む
る
千
入
の
は
て
は
又
紅
葉
の
錦
色
か
へ
る
ま
で

を
詠
み
、
二
十
二
日
、
お
供
の
人
が
「
有
明
の
月
さ
へ
笠
着
た
り
」
と
言

う
の
を
聞
い
て

　
　

旅
人
の
同
じ
道
に
や
出
で
つ
ら
ん
笠
う
ち
着
た
る
有
明
の
月

と
機
知
の
き
い
た
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

二
十
五
日
、
急
い
で
い
る
阿
闍
梨
の
知
り
合
い
の
山
伏
に
後
深
草
院
皇

女
の
生
母
で
あ
る
阿
仏
尼
の
娘
へ
の
歌
を
言
づ
け
る
。
即
詠
歌
と
い
い
き

れ
な
い
が
、
比
較
的
急
い
で
詠
ん
だ
機
知
の
き
い
た
和
歌（

11
（

と
思
わ
れ
る
。

我
が
心
う
つ
つ
と
も
な
し
宇
津
の
山
夢
路
も
遠
き
都
恋
ふ
と
て

蔦
楓
時
雨
れ
ぬ
ひ
ま
も
宇
津
の
山
涙
に
袖
の
色
ぞ
こ
が
る
る

四　

阿
仏
尼
と
即
詠
観

阿
仏
尼
は
祖
父
で
あ
る
平
繁
雅
の
一
族
か
ら
、後
高
倉
院
と
北
白
河
院
、

そ
の
子
安
嘉
門
院
と
後
堀
河
院
に
仕
え
た
女
房
が
お
り
、
阿
仏
尼
も
ま
た

若
い
頃
か
ら
断
続
的
に
長
く
安
嘉
門
院
に
女
房
と
し
て
仕
え
た（

11
（

。
小
式
部

内
侍
の
母
、
和
泉
式
部
も
出
仕
し
て
い
た
し
、
周
防
内
侍
は
父
が
和
歌
六

人
党
の
一
人
と
さ
れ
る
平
棟
仲
で
、
母
、
後
朱
雀
院
女
房
小
馬
内
侍
も
女

房
で
あ
っ
た
。
和
歌
に
な
じ
み
の
あ
る
家
の
出
身
で
あ
る
こ
と
も
阿
仏
尼

と
の
共
通
点
で
あ
る
。

ま
た
『
井
蛙
抄（

11
（

』
第
六
・
雑
談
の
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　

 

或
人
物
語
云
、
中
院
禅
門
と
阿
仏
房
と
ゐ
ら
れ
た
る
所
へ
、
為
氏
ま

か
り
て
、
縁
に
て
こ
は
づ
く
り
て
、
あ
か
り
障
子
を
あ
け
て
入
ら
ん

と
せ
ら
れ
け
る
を
、
阿
仏
房
障
子
尻
を
押
へ
て
、「『
あ
か
り
障
子
』

を
か
く
し
題
に
て
、
一
首
あ
そ
ば
し
候
へ
。
あ
け
候
は
ん
」
と
申
さ

れ
け
れ
ば
、
と
り
あ
へ
ず
、

　
　
　
　

 

い
に
し
へ
に
い
ぬ
き
が
か
ひ
し
す
ず
め
の
子
と
び
あ
が
り
し
や

う
し
と
思
ひ
し

と
よ
ま
れ
け
れ
ば
、
あ
け
て
わ
ら
ひ
て
入
ら
れ
け
り
。
た
は
ぶ
れ
な
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が
ら
、
に
く
き
心
に
て
や
あ
り
け
ん
。
源
承
法
眼
の
説
と
て
か
た
り

き
。

急
に
入
っ
て
き
た
為
氏
に
「
あ
か
り
障
子
」
を
か
く
し
題
に
し
、
一
首
詠

ん
で
み
な
さ
い
と
、
和
歌
を
請
求
し
、
為
氏
が
『
源
氏
物
語
』
若
紫
の
巻

を
ふ
ま
え
た
和
歌
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
阿
仏
尼
の
即
詠
歌
で
は
な

い
が
、
日
常
会
話
と
し
即
詠
歌
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
『
俊
頼
髄
脳
』
に
小
式
部
内
侍
（
前
述
し
た
「
大
江
山
…
…
」）
の
こ
と

が
書
か
れ
た
箇
所
に
即
詠
と
し
て
連
歌
（
こ
の
頃
は
短
連
歌
）
が
詠
ま
れ

た
例
が
あ
る
。
道
信
中
将
が
山
吹
の
花
を
持
っ
て
后
の
御
部
屋
の
前
を
通

り
過
ぎ
て
い
る
と
、
多
く
の
女
房
達
に
和
歌
を
詠
む
こ
と
を
け
し
か
け
ら

れ
た
。
和
歌
の
上
句
を
詠
み
花
を
差
し
入
れ
た
ら
、
部
屋
の
奥
に
い
た
伊

勢
大
輔
が
即
座
に
下
句
を
つ
け
た
。
女
房
達
の
間
で
日
常
詠
ん
で
い
る
和

歌
を
連
歌
の
形
式
で
詠
む
こ
と
に
抵
抗
が
な
か
っ
た
。『
菟
玖
波
集（

11
（

』
に

よ
れ
ば
阿
仏
尼
の
次
の
句
が
残
っ
て
い
る
。『
菟
玖
波
集
』
に
女
流
歌
人

は
他
に
和
泉
式
部
、
周
防
内
侍
も
一
首
ず
つ
採
ら
れ
て
い
る（

11
（

。　

梨
を
焼
き
た
り
け
る
に
焼
け
ざ
り
け
れ
ば

 

前
大
納
言
為
家　
　
　
　
　
　

か
ら
く
し
た
れ
と
や
け
ぬ
な
し
か
な

　
　

と
有
り
け
る
に

 

安
嘉
門
院
四
条
（
一
九
四
七
）

お
ふ
の
う
ら
の
あ
ま
の
も
し
ほ
ひ
た
き
さ
し
て

　

次
に
『
吾
妻
問
答（

1（
（

』「
一
、
発
句
に
も
仕
り
様
侍
る
哉
。」
に
も
記
載
が

あ
る
。「
為
相
卿
母
阿
仏
と
云
ふ
人
、
東
へ
下
り
侍
り
け
る
に
、
長
月
晦

日
の
比
、
あ
る
人
連
歌
を
仕
る
べ
き
よ
し
に
て
、
阿
仏
に
発
句
を
請
ひ
け

る
に
…
…
か
の
阿
仏
は
、
安
嘉
門
院
四
条
と
て
、
女
房
の
歌
よ
み
な
り
。

い
か
で
か
初
冬
の
発
句
に
、
無
下
に
心
中
に
か
な
は
で
、
か
様
に
は
有
る

べ
き
や
。
道
を
も
っ
ぱ
ら
に
教
へ
侍
る
…
…
」
と
鎌
倉
で
連
歌
の
指
導
も

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
さ
が
の
か
よ
ひ（

11
（

』
に
よ
る
と
、
飛
鳥
井
雅
有
は
為
家
の
小
倉
山
荘
に

お
い
て
、『
伊
勢
物
語
』な
ど
や
和
歌
の
指
導
を
受
け
て
い
た（

11
（

。
そ
の
あ
と
、

為
家
と
連
歌
を
よ
く
た
し
な
ん
で
い
た
と
記
載
が
あ
る
。
例
え
ば
、
文
永

五
年
九
月
十
三
日
の
夜
、
為
家
家
の
会
で
「
月
前
浦
」「
月
前
薄
」「
月
前

顕
は
る
ゝ
恋
」
で
和
歌
を
詠
ん
だ
あ
と

　
　

 

月
百
首
の
題
を
短
冊
に
書
き
て
…
丑
一
つ
ば
か
り
に
講
じ
て
、
酒
飲

み
連
歌
な
ん
ど
し
て
、
明
く
れ
ば
帰
り
ぬ
。
い
と
艶
な
り
し
夜
の
様

な
り
。

ま
た
十
六
日
に
は
雅
有
が
『
伊
勢
物
語
』
の
質
問
を
し
た
の
ち

　
　

 
明
日
よ
り
は
『
源
氏
』
を
は
じ
む
べ
き
由
を
語
ら
ふ
。
持
た
せ
る
酒

取
り
出
で
て
、
盃
あ
ま
た
く
だ
り
流
れ
て
、
連
歌
し
て
、
夜
更
く
れ

ば
帰
り
ぬ
。
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と
こ
の
後
も
、
連
歌
を
た
し
な
ん
で
い
る
。
小
倉
山
荘
で
は
、
勉
強

を
し
た
後
、
蹴
鞠
を
し
た
り
、
食
事
、
宴
会
を
し
た
り
、
和
歌
、
連
歌
を

詠
ん
で
い
る
。
細
か
く
記
載
は
な
い
が
、
為
家
が
連
歌
を
楽
し
ん
で
い
る

時
、
阿
仏
尼
も
近
く
で
い
て
、
一
緒
に
詠
ん
だ
り
、
楽
し
み
な
が
ら
聞
い

て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

『
夜
の
鶴
』
の
最
終
章
段
は
、「
ふ
と
思
い
つ
い
た
」「
追
記
」「
未
完
成
」

で
あ
る
と
の
論
と
は
違
い
、
阿
仏
尼
が
歌
論
書
執
筆
に
あ
た
り
、
明
確
な

意
図
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
章
段
で
、
自
分
と
同
様
の
女
房
歌
人
と
し
て

「
た
だ
人
」
と
評
し
な
が
ら
、
小
式
部
内
侍
、
周
防
内
侍
の
詠
を
選
ん
だ

理
由
は
、
勅
撰
集
に
入
集
し
、『
百
人
一
首
』
に
撰
ば
れ
た
か
ら
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
に
加
え
、
小
式
部
内
侍
の
高
評
価
は
『
無
名
草

子
』
に
み
え
る
。
周
防
内
侍
の
場
合
は
俊
成
の
祖
父
忠
家
と
の
や
り
取
り

で
あ
っ
た
こ
と
も
大
き
い
。
ま
た
、
別
歌
で
は
あ
る
が
、
周
防
内
侍
の
代

表
歌
「
こ
ひ
わ
び
て
」
を
俊
成
卿
女
が
本
歌
取
り
し
た
こ
と（

11
（

な
ど
、
俊
成

卿
女
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
十
六
夜
日
記
』
他
か
ら
提
示
し
た
よ
う
に
阿
仏
尼
は
和
歌
を
詠
み
か

け
ら
れ
て
時
間
を
お
か
ず
返
歌
す
る
こ
と
も
得
意
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
歌
合
、
連
歌
会
に
も
参
加
し
た
。
特
に
そ
の
頃
、
連
歌
の
流
行

が
あ
り
、
連
歌
作
品
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
鎌
倉
時
代
の
歌
人
た
ち
は
、

勅
撰
集
に
恋
の
や
り
取
り
が
採
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
い
た
が
、

阿
仏
尼
は
、
為
家
と
出
会
い
、
贈
答
歌
を
詠
み
、
そ
れ
ら
が
勅
撰
集
に
ま

で
採
ら
れ
た
。
後
世
に
伝
わ
る
よ
う
な
、
作
品
が
残
さ
れ
た
の
は
為
家
室

で
あ
っ
た
こ
と
、為
家
と
「
あ
ひ
し
ら
ふ
」
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『
夜
の
鶴
』
で
阿
仏
尼
が
、定
頼
や
忠
家
の
こ
と
を
「
さ
る
や
さ
し
き
人
々
」

と
表
現
し
て
い
る
が
、
阿
仏
尼
に
と
っ
て
の
「
や
さ
し
き
人
」
つ
ま
り
風

流
な
人
、
為
家
と
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
詠
歌
の
諸
活
動
の
中
で
、

王
朝
文
学
を
尊
重
、
継
承
し
、
即
詠
を
重
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
1
）　

細
谷
直
樹
氏
「『
夜
の
鶴
』
再
吟
味
」『
中
世
歌
論
の
研
究
』
笠
間

書
院1976

（
2
）　

森
本
元
子
氏
『
十
六
夜
日
記
・
夜
の
鶴
』
講
談
社
学
術
文
庫

1979
　
　
　

 「
さ
り
が
た
き
人
」
が
具
体
的
に
だ
れ
を
さ
す
か
に
つ
い
て
は
、

惟
康
親
王
（
一
三
二
六
薨
）
の
北
の
方
と
い
う
説
（
細
谷
直
樹
氏
）

の
ほ
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
…
…
子
息
為
相
か
否
か
と
い
う
こ

と
は
、今
は
も
う
問
題
に
な
ら
な
い
。「
さ
り
が
た
き
人
」
は
「
さ
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り
が
た
き
人
」
で
あ
り
、「
夜
の
鶴
」
を
、
現
存
本
の
形
（
は
し

が
き
付
き
）
で
、
阿
仏
か
ら
与
え
ら
れ
た
の
は
子
息
為
相
で
あ
っ

た
、
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る

（
3
）　

小
野
寺
捷
氏
「『
夜
の
鶴
』
に
見
る
阿
仏
尼
の
歌
論
の
考
察
」『
立

正
大
学
国
語
国
文
』1971

（
4
）　

大
伏
晴
美
氏
「『
夜
の
鶴
』
の
歌
論
と
し
て
の
考
察
」『
解
釈
』

1981

（
5
）　

河
南
奈
都
子
氏
「『
夜
の
鶴
』
に
つ
い
て
」『
藝
文
東
海
』1985

（
6
）　

長
崎
健
氏
「
歌
人
阿
仏
尼
の
位
相
」『
古
典
和
歌
論
叢
』
明
治
書

院1988

（
7
）　

田
渕
句
美
子
氏
『
阿
仏
尼
』
吉
川
弘
文
館2009

（
8
）　

森
本
元
子
氏
『
十
六
夜
日
記
・
夜
の
鶴
』
講
談
社
学
術
文
庫

1979

（
森
本
氏
の
論
は
こ
の
本
に
よ
る
。）

（
9
）　

梁
瀬
一
雄
氏
・
武
井
和
人
氏
『
十
六
夜
日
記
・
夜
の
鶴　

注
釈
』

和
泉
書
院1986

（
梁
瀬
氏
、
武
井
氏
の
論
は
こ
の
本
に
よ
る
。）

（
10
）　

上
村
悦
子
氏
「
小
式
部
内
侍
と
周
防
内
侍
」『
明
日
香
』
明
日
香

社1975

（
11
）　

最
後
の
章
段
が
書
か
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
森
本
氏
は
、「
い
ろ

い
ろ
と
作
歌
上
の
指
導
を
し
た
あ
と
、
ふ
と
思
い
つ
い
て
、
歌
を
よ
む

楽
し
さ
お
も
し
ろ
さ
は
、
即
詠
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。・
・
・

入
門
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
ち
忘
れ
、
お
の
ず
と
思
い
は
わ
が
身
に
集

中
し
て
、
あ
あ
、
私
の
周
囲
に
も
そ
の
よ
う
な
優
雅
な
人
が
い
た
な
ら

ば
と
、
羨
望
の
た
め
息
を
つ
い
て
、
そ
の
ま
ま
筆
を
お
く
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
。
筆
者
の
吐
息
を
そ
の
ま
ま
聞
く
よ
う
な
調
子
が
た
だ
よ
っ

て
い
て
、
一
種
お
も
し
ろ
い
結
末
と
な
っ
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　
　

ま
た
、
梁
瀬
氏
は
「
形
式
を
調
え
た
歌
論
の
陳
述
は
前
章
で
結
び
が

与
え
ら
れ
た
と
考
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
の
で
、
こ
の
章
は
追
記

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」と
述
べ
、武
井
氏
は「
全
篇
で
述
べ
て
き
た《
尚

古
思
想
》
の
総
括
と
し
て
も
、
解
せ
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
や
は
り

歌
論
の
最
後
に
置
か
れ
る
言
葉
と
し
て
は
座
り
が
悪
い
。
～
中
略
～
ま

ず
は
未
完
と
見
て
置
き
た
い
」
と
し
て
い
る
。

（
12
）　

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書　

第
六
巻
『
続
後
撰
和
歌
集　

為
家
歌
学
』

内
の
『
夜
の
鶴
』
を
底
本
と
す
る
。
写
本
に
は
題
名
が
な
く
、
後
世
の

人
の
手
に
よ
り
『
よ
る
の
つ
る
』
と
号
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
阿
仏
尼
か

ら
為
秀
、
為
尹
へ
と
大
切
に
書
写
さ
れ
、
歌
道
家
の
貴
重
書
と
し
て
受

け
継
が
れ
て
き
た
歌
論
書
で
あ
る
。

（
13
）　
「
あ
ひ
し
ら
ふ
」
の
用
例
は
『
十
六
夜
日
記
』
に
「
そ
の
世
に
見

し
人
の
子
、孫
な
ど
呼
び
出
で
て
あ
ひ
し
ら
ふ
」（「
そ
の
当
時
知
り
合
っ

た
人
の
子
や
孫
な
ど
を
呼
び
出
し
て
、語
り
合
っ
た
」と
訳
し
て
い
る
。）

と
あ
る
。
森
本
氏
は「
相
手
に
な
る
。
応
対
す
る
。」と
し
、武
井
氏
は「
調



88

子
を
合
わ
せ
て
相
手
を
す
る
。
男
性
と
和
歌
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
で

あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
14
）　

同
一
詠
者
の
二
対
以
上
の
男
女
の
褻
の
歌
が
採
ら
れ
る
こ
と

は
そ
ん
な
に
は
な
い
。
恋
の
部
で
み
る
と
、『
玉
葉
集
』
で
は
村

上
天
皇
と
斎
宮
女
御
徽
子
女
王
が
二
対
（
一
六
〇
七
・
一
六
〇
八
）

（
一
六
二
二
・
一
六
二
三
）、『
風
雅
集
』
は
、
藤
原
隆
信
と
よ
み
人
し

ら
ず
が
三
対
（
一
〇
〇
六
・
一
〇
〇
七
）（
一
〇
〇
八
・
一
〇
〇
九
）

（
一
〇
九
二
・
一
〇
九
三
）
あ
る
。
ち
な
み
に
『
玉
葉
集
』・
恋
の
部
で

の
問
と
答
え
が
対
に
な
っ
て
い
る
贈
答
歌
は
二
十
一
組
（
う
ち
為
家
と

阿
仏
尼
は
二
組
）、『
風
雅
集
』・
恋
の
部
で
の
問
と
答
え
が
対
に
な
っ

て
い
る
贈
答
歌
は
十
三
組
（
う
ち
為
家
と
阿
仏
尼
は
三
組
）
で
あ
っ
た
。

（
15
）　

小
山
順
子
氏
「
小
式
部
内
侍
「
大
江
山
生
野
の
道
の
」
考
：
歌
枕

の
機
能
、
解
釈
、
享
受
」」（
京
都
大
学
国
文
学
論
叢2007
）

（
16
）　
『
無
名
草
子
』
の
小
式
部
内
侍
論
に
つ
い
て
鈴
木
弘
道
氏
（「
無
名

草
子
の
小
式
部
内
侍
評
言
私
注
Ⅱ
」
相
愛
大
学
研
究
論
集1988

）（「
無

名
草
子
の
小
式
部
内
侍
評
言
私
注
Ⅲ
」
相
愛
大
学
研
究
論
集1989

）

鈴
木
弘
道
氏
「
無
名
草
子
の
小
式
部
内
侍
評
言
私
注
Ⅲ
」
相
愛
大
学
研

究
論
集1989

は「
よ
ろ
づ
の
人
」（
多
く
の
貴
公
子
）と
の
接
点
が
あ
っ

た
こ
と
を
実
証
し
、ま
た
「
真
作
に
あ
ら
ざ
る
伝
承
歌
が
か
な
り
説
話
・

伝
説
類
な
ど
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
小
式
部
内
侍
が
歌
人
と

し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
語
る
。「
い
か
に
せ

む
」
の
和
歌
を
『
十
訓
抄
』
は
「
一
道
一
芸
に
秀
で
る
こ
と
の
大
切
な

こ
と
を
教
え
る
教
訓
」
と
し
、『
沙
石
集
』
は
「
秀
歌
は
神
を
も
感
動

さ
せ
そ
の
功
徳
を
も
っ
て
病
も
消
滅
す
る
。
功
徳
談
と
し
て
仏
教
の
尊

さ
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
三
木
紀
人
氏
（「
亜
流

の
世
代
の
ア
イ
ド
ル
ー
小
式
部
」（『
国
文
学
』1975

））は「『
無
名
草
子
』

の
作
者
は
王
朝
四
百
年
の
歴
史
に
排
出
し
た
才
女
の
最
高
を
小
式
部
内

侍
と
し
…
…
立
派
な
主
人
（
上
東
門
院
）
の
寵
愛
、
貴
公
子
た
ち
の
慕

情
を
一
身
に
集
め
た
こ
と
、
歌
人
と
し
て
の
才
能
、
そ
れ
に
加
え
て
そ

の
夭
折
ま
で
も
が
彼
女
の
す
ば
ら
し
さ
を
見
事
に
完
結
さ
せ
た
」
と
論

じ
て
い
る
。

（
17
）　

現
時
点
で
は
仮
説
に
す
ぎ
な
い
が
、
今
し
ば
ら
く
そ
の
仮
説
に
従

い
た
い
。

（
18
）　

例
え
ば
、『
夜
の
鶴
』
の
『
新
古
今
集
』
の
特
色
は
「
む
か
し
の

歌
の
や
さ
し
き
す
が
た
に
立
帰
て
…
…
」
と
し
、『
越
部
禅
尼
消
息
』

の
『
新
古
今
集
』
の
特
色
は
「
御
手
づ
か
ら
な
る
詞
づ
か
ひ
、
珍
し
く

け
だ
か
う
面
白
く
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
夜
の
鶴
』
で
は
本
歌
取
り
の

良
い
例
と
し
、『
源
氏
物
語
』（
紅
葉
賀
）
の
「
袖
ぬ
る
る
露
の
ゆ
か
り

と
お
も
ふ
に
も
な
を
う
と
ま
れ
ぬ
や
ま
と
な
で
し
こ
」
を
俊
成
卿
女
が

本
歌
取
り
し
た
次
の
和
歌
を
紹
介
し
て
い
る
。
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さ
け
ば
ち
る
花
の
う
き
世
と
思
ふ
に
も
猶
う
と
ま
れ
ぬ
山
桜
か
な

　

 『
十
六
夜
日
記
』
長
歌
と
奥
書
に
俊
成
卿
女
も
父
の
遺
領
で
も
め
た
こ

と
の
記
載
が
あ
る
。
俊
成
卿
女
は
阿
仏
尼
の
よ
う
に
、
訴
訟
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
が
、
武
蔵
前
司
に
不
正
の
数
々
を
裁
断
し
て
く
だ
さ
い
と

い
う
次
の
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
で
、
地
頭
の
不
法
が
停
止
さ
せ
ら
れ
た

と
い
う
。

　
　
　

君
ひ
と
り
あ
と
な
き
麻
の
数
知
ら
ば
残
る
蓬
が
数
を
こ
と
わ
れ

（
19
）　
『
千
載
集
』
で
は
雑
部
に
入
集
し
て
い
る
が
『
定
家
八
代
抄
』（
巻

十
二　

恋
二
・
九
五
四
）
で
は
、
恋
部
に
配
さ
れ
、
定
家
は
恋
歌
と
捉

え
て
い
る
。

（
20
）　

稲
賀
敬
二
氏
「
周
防
内
侍
」『
王
朝
歌
人
と
そ
の
作
品
世
界
』
笠

間
書
院2007

（
21
）　

同
じ
話
は『
十
訓
抄
』一
ノ
四
十
七
話
に
あ
る
。『
十
訓
抄
』に
は『
俊

頼
髄
脳
』
に
あ
る
内
容
を
述
べ
た
後
、
近
い
例
を
漢
詩
を
用
い
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

近
く
は
中
御
門
摂
政
殿
も
、

　
　
　
　

朝
眠
遅
覚
不
開
窓　
　

朝
眠
、
遅
く
覚
め
て
窓
を
開
か
ず

と
い
ふ
詩
を
作
り
給
ひ
て
、い
く
ほ
ど
な
く
御
と
の
ご
も
り
な
が
ら
、

頓
死
せ
さ
せ
給
ひ
に
け
る
と
ぞ
。

（
22
）　

周
防
内
侍
が
「
わ
れ
さ
へ
の
き
の
し
の
ぶ
草
」
と
詠
ん
だ
家
は
冷

泉
堀
川
の
北
と
西
の
角
で
あ
る
。」
と
い
っ
た
内
容
。

（
23
）　

竹
鼻
績
氏
『
今
鏡
』
下　

講
談
社
学
術
文
庫1984

（
24
）　
『
徒
然
草
』
第
一
三
八
段
は
、
次
の
よ
う
に
引
い
て
い
る
。

　
「
祭
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
後
の
葵
不
用
な
り
」
と
て
、
或
人
の
御
簾
な
る
を

皆
取
ら
せ
ら
れ
侍
り
し
が
、
色
も
な
く
覚
え
侍
り
し
を
、
よ
き
人
の
し

給
ふ
事
な
れ
ば
、
さ
る
べ
き
に
や
と
思
ひ
し
か
ど
、
周
防
内
侍
が
、

 

か
く
れ
ど
も
か
ひ
な
き
物
は
も
ろ
と
も
に
み
す
の
葵
の
枯
葉
な
り

け
り

と
詠
め
る
も
、
母
屋
の
御
簾
に
葵
の
か
か
り
た
る
枯
葉
を
詠
め
る
よ

し
、
家
の
集
に
書
け
り
。
古
き
歌
の
詞
書
に
、「
枯
れ
た
る
葵
に
さ
し

て
つ
か
は
し
け
る
」と
も
侍
り
。
枕
草
子
に
も
、「
来
し
か
た
恋
し
き
物
、

枯
れ
た
る
葵
」
と
書
け
る
こ
そ
、
い
み
じ
く
な
つ
か
し
う
思
ひ
寄
り
た

れ
。
鴨
長
明
が
四
季
物
語
に
も
、「
玉
だ
れ
に
後
の
葵
は
と
ま
り
け
り
」

と
ぞ
書
け
る
。
お
の
れ
と
枯
る
る
だ
に
こ
そ
あ
る
を
、
名
残
な
く
い
か

が
取
り
捨
つ
べ
き
。

　

こ
の
歌
も
、
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
に
催
行
さ
れ
た
、『
前
摂
政

家
歌
合
』（
夏
逢
恋　

三
七
九　

三
八
〇
）
を
見
る
と
次
の
よ
う
に
本

歌
取
り
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

百
九
十
一
番　

左　

持
純

 

今
夜
こ
そ
み
す
の
あ
ふ
ひ
を
し
る
べ
に
て
か
け
け
る
よ
よ
の
契
を
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も
し
れ

　

右　

近
衛

夏
引
の
て
び
き
の
い
と
の
よ
る
よ
る
も
あ
ふ
は
程
な
く
明
く
る
し

の
の
め左

歌
は
周
防
内
侍
、
か
く
れ
ど
も
か
ひ
な
き
も
の
は
も
ろ
と

も
に
み
す
の
あ
ふ
ひ
の
か
れ
は
な
り
け
り
、
と
詠
ぜ
る
を
思

ひ
つ
る
に
や
、
た
だ
し
し
る
べ
と
し
れ
と
い
へ
る
詞
お
な
じ

心
に
や
、
右
歌
、
又
き
き
ふ
る
せ
る
す
が
た
に
侍
り
、
な
ず

ら
へ
て
持
と
せ
り

（
25
）　

本
文
は
、
田
渕
句
美
子
氏
『
十
六
夜
日
記
・
阿
仏
の
文
』
勉
誠
出

版2009

に
よ
る
。『
阿
仏
の
文
』
広
本
が
阿
仏
尼
真
作
。
広
本
は
阿
仏

尼
が
都
で
弘
長
三1263

年
～
文
永
元1264

年
頃
に
、
宮
廷
女
房
と
し

て
出
仕
し
て
い
る
一
三
歳
前
後
の
娘
に
対
し
て
書
い
た
、
宮
廷
女
房
の

心
得
を
具
体
的
に
説
く
教
訓
書
で
、
和
歌
に
関
す
る
教
訓
も
少
し
含
ま

れ
る
。
室
町
期
に
多
く
作
ら
れ
た
女
訓
書
の
先
蹤
的
な
書
物
と
し
て
読

ま
れ
、
引
用
さ
れ
た
。

（
26
）　

阿
仏
尼
が
鎌
倉
に
到
着
の
後
、
こ
れ
ら
の
歌
の
返
事
が
確
か
に
届

い
て
い
る
。

（
27
）　

阿
仏
尼
の
伝
記
や
著
作
に
つ
い
て
は
、田
渕
句
美
子
氏
『
阿
仏
尼
』

吉
川
弘
文
館2009

を
参
照
。

（
28
）　
『
井
蛙
抄
』
は
『
歌
論
歌
学
集
成
』
第
十
巻　

三
弥
井
書
店1999

に
よ
る
。　

（
29
）　
『
菟
玖
波
集
』
は
『
日
本
古
典
全
書
』
朝
日
新
聞
社1951

に
よ
る
。

（
30
）　

奥
田
勲
氏
「「
女
流
」
連
歌
略
年
表
」『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』

1995

（
31
）　
『
吾
妻
問
答
』は『
連
歌
論
集　

俳
論
集
』岩
波
書
店1983

に
よ
る
。

（
32
）　
『
さ
が
の
か
よ
ひ
』
は
『
飛
鳥
井
雅
有
日
記
注
釈
』（
国
語
国
文
学

研
究
叢
書
第
四
十
巻　

桜
楓
社1990

）
に
よ
る
。

（
33
）　

九
月
十
七
日
の
条
に
は
「『
源
氏
』
は
じ
め
ん
と
て
講
師
に
と
て

女
あ
る
じ
（
阿
仏
房
講
師
）
を
呼
ば
る
。」
と
あ
り
、
九
月
十
七
日
か

ら
の
『
源
氏
物
語
』
の
講
義
で
は
、
読
み
手
と
し
て
阿
仏
尼
が
よ
ば
れ

た
と
あ
り
、
女
あ
る
じ
と
呼
ば
れ
て
い
た
。　
　

（
34
）　

注
18
参
照
。

付
記

　

本
稿
は
、
平
成
三
十
年
度
関
西
大
学
国
文
学
会
で
口
答
発
表
し
た
内
容

を
も
と
に
し
た
も
の
で
す
。

 

（
た
き
く
ら　

と
も
よ
／
本
学
大
学
院
生
）


