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「
め

で

た

さ
」

の

季

節

天

明

狂

歌

の

本

質

i

久

保

田

啓

一

二

「
天
明
狂
歌
」
と

い
う
言
葉
が
文
学
史
用
語
と

し
て
定

着
し
た
の
は
、
長

い

狂
歌

の
歴
史

の
中

で
特
に

「天

明
」
と

い
う
時
代
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と

の
認
識
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
天

明
以
降
の
江
戸
狂
歌

に
限

っ
て
み
て
も
、
天

明
狂
歌
を

「質
」

の
面

で
は
継
承
し
得
な
か

っ
た
に
せ
よ

「
量
」
的

に
は
狂
歌

史
上
空
前

の
活
況
を
呈
し
た
文
化

・
文
政
期

の
狂
歌
を

「
化
政

狂
歌
」
と
呼
ぶ

こ
と
は
な
く
、
年
号
を
冠
し
て
称

さ
れ

る
の
は

「天

明
狂
歌
」

の
み
で
あ

る
。

「
天
明
」
は
単
な
る
年
代

の
特
定

に
と
ど
ま
ら
ず
、江
戸
狂
歌

の
特
質

と
深
く
関

わ

り
を
持

つ
用
語
と
し

て
不
可
分

に
結
び

つ
け
ら
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
天
明
狂
歌
を
代
表
す
る
人
物
と
し

て
四
方

赤
良

こ
と
大
田
南

畝
を
取

り

上
げ

る
こ
と

に
異
論

は
無

い
で
あ
ろ
う
。
天
明
七
年

に
狂
歌
界
を
去

る
ま

で
の

わ
ず
か
数
年
間

の
活
動

で
は
あ

っ
た
が
、
彼

の
引
退
と
江
戸
狂
歌

の
質
的
低
迷

の
開
始
と
を
重
ね
合
わ
せ

て
み
る
時
、
天
明
狂
歌
の
実
質
的

.
精
神
的
指
導
者

と
し
て
の
南
畝

の
姿
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。
四
方
赤
良
時
代
の
狂
歌
活
動

と
そ
れ
を
取
り
巻

く

「
天
明
」
と
い
う
時
代

の
検
討
を
通
し

て
、
南

畝
の
、
ひ

い
て
は
天

明
期

の
狂
歌

の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
事

が
本
稿

の
目
的

で
あ
る
。

伝
統
的
な
和
歌

の

「
優
雅
」

に
対
し
、
狂
歌

は

「
滑
稽
」

「
お
か
し
み
」
が

身
上
と
さ
れ
る
。
故

に
狂
歌
を
論
じ
る
場
合

に
は
、

そ
の
「滑
稽
」
「
お
か
し
み
」

の
説
明
が
主

た
る
目
的
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ

る
。
山
崎
麓
氏

は

「
内
容
に

表
現
さ
れ
た
る
滑
稽
」

「
外
形
に
表
現
さ
れ
た
る
滑
稽
」

「
調
子

の
卑
俗
な
る

和
歌
」

の
三
種
に
、
金
子
実
英
氏

は

「
言
葉

の
描
写
す
る
可
笑
味
」

「
言
葉
の

創
造
す

る
可
笑
味

」
の
二
種

に
そ
れ
ぞ
れ
大
別
し
、
更

に
小
項

目
に
分

っ
て
狂

歌

の
滑
稽
を
論
じ
て
い
る

(
山
崎
麓

「
狂
歌
狂
文

の
本
質
」
『
国
語
と
国
文
学
』

四
ー

四
、
金
子
実
英

「南
畝

の
狂
歌
」

『
国
語
国
文

の
研
究
』

一
-

一
、

二
)
。

麻
生
磯
次
氏

は

『東
海
道
中
膝
栗
毛
』
を
引
き
合

い
に
し

て
、
本
歌
取

り
の
他

「地

口
」

「
両
用
言
葉
」

「
縁
語
」

お
よ
び

こ
れ
ら
の
複
合
が
狂
歌

の
滑
稽
を

生
み
出
す
と
す
る

(
『笑

の
研
究
』
第
十

三
章

狂
歌

の
洒
落

の
機
構
)
。

浜

田
義

一
郎
氏
も
麻
生
氏

の
分
類
に
従

っ
て
天
明
狂
歌

の
技
巧
を
説
明
し
て
い
る

(
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」

『
川
柳
狂
歌
集
』
解
説
)

。
無
数

に
残

さ
れ
た
狂

歌
の

一
首

一
首

に
技

巧
の
分
類
を
適
用

し
、

そ
れ
を
量
的

に
処
理
す
れ
ば
或

い

は
、
好

ん
で
用

い
ら
れ
る
技
巧
に
時
代

に
よ

っ
て
異
な
り
が
見
ら
れ
る
と

い

っ
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た
結
論
を
導
き
出
す

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
余

り
の
彪
大
さ
が

障
害
と
な

っ
て
従
来

の
研
究
で
は
各
自

の
分

類
に
見
合
う
例
歌
を
数
首
ず

つ
適

宜
選
び
出

す
と
い
う
方
法

が
取

ら
れ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。

し
か
し
、
仮

に
伝
存
す
る
す
べ
て
の
狂
歌

の
技
巧
を
分
類
し
尽
し
た
と
し

て

そ
れ

で
も

っ
て
狂
歌

の
本
質
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
首

一
首
の
優
劣
を
論
じ
て
ま
と
も

に

「
文
学
」
と
し
て
鑑
賞
す
る
事
が

ほ
と

ん
ど
無
意
味

で
あ
る
と
さ
れ
る
狂
歌

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
狂
歌
の
技
巧
を
分

類
し
、
あ
れ

こ
れ
と
論
じ

て
み
た
と

こ
ろ

で
あ
ま
り
意
味
が
あ
る
と
は
思
わ
れ

な

い
。
更
に
技

巧
と

い
う
観
点
に
の
み
し
ば
ら
れ
る
と
、
狂
歌

の
時
代
性
、
即

ち
狂
歌
を
生

み
出
し
た
背
景

の
特
色
と
狂
歌
と
の
関
連
が
閑
却
視
さ
れ
る
恐
れ

が
あ
る
。

和
歌

.
連
歌

の

「
雅
」

の
世

界
に
住

み
、
時

に
息
抜
と
し

て
狂
歌
を
弄
ん
だ

中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期

に
か
け
て
の
知
識
人
達

の
狂
歌
活
動
は
、
個
人
的
営

為

の
域
を

一
歩
も
出

る
も

の
で
は
な
く
、
作
品
自
体
も
該
博
な
古

典
の
知
識
を

裏
返
す
形
で

の

「悪

ふ
ざ
け
」
に
徹

し
た
言
語
遊
戯

で
し
か
な
か

っ
た
。
彼
ら

の
狂
歌

に
関
し
て
は
知
的
操
作

の
過
程
を
知
る
上

で
も
技

巧
の
分
析

の
有
効
性

が
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
少
な
く
と
も
天
明
狂
歌

に
は
、
単

な
る

言
語
遊
戯
で
は
説
明
で
き
な

い
部
分

が
確
か

に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

「
天
明
」

と

い
う
時
代
と
共

に
あ

っ
た
狂
歌
の
特
質

こ
そ
が
天
明
狂
歌
を
狂
歌
史
上

屹
立

さ
せ
得
た
根
拠

と
な
る
は
ず

で
あ

っ
て
、

そ
れ
は
む
し
ろ
技
巧
を
突
き
抜
け
た

所

に
求
め
る

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
足
が
か
り
と
な
る
の
が
技
巧
を
弄

さ
な

い
狂
歌
で
あ
る
。

く
れ
竹

の
世

の
人
な
み

に
松
た
て

ゝ

や
ぶ
れ
障
子
を
春
は
来

に
け
り

(
「萬

載
狂
歌
集
』
春
上
)

生
酔

の
礼
者
を
見

れ
ば
大
道
を

横
す
ち
か
ひ
に
春

は
き

に
け
り

(
「狂
歌
才
蔵
集

』
春
上
)

正
月
を
詠

じ
た

四
方
赤
良

の
狂
歌
と
し

て
は
最
も
人

口
に
胎
灸
し
た
作
と

い
っ

て
よ

い
が
、

こ
の
種

の
巧
ま
ず
し

て
滑
稽
味
を
醸
し
出
す
狂
歌

は
数

の
上

で
は

む
し
ろ
少
数
派

に
属
す
る
。
し
か
し
、
技

巧
抜
き

に
し
て
狂
歌
が
成
立
す
る
事

を
示
し
て
い
る
だ
け
で
も
意
義
は
大
き
く
、
技
巧
を
越
え
た
と

こ
ろ

に
狂
歌

の

本
質
が
存
在
す
る
事

を
示
唆
し

て
い
る
と
見

て
も
よ
か
ろ
う
。

「
詞

の
狂
」

の

力

を
借

り
ず

に

「
心

の
狂
」

の
み
で
滑
稽

を
生
む
方
が
よ
り
本
質

に
近
い
の
は

当
然

で
は
な
か

ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が

こ
の

「
心
の
狂
」

に
よ

っ
て
も
説

明
の
つ
か
な
い
狂
歌
が
あ
る
。

狂
歌

に
と

っ
て
不
可
欠
で
あ

る
は
ず

の
滑
稽

の
要
素
さ
え
も
有

し
な

い
狂
歌

が

存
在

し
得

る
わ
け

で
あ
る
。

そ
れ
は
江
戸
の
名
所
や
文
化
、

風
俗
を
讃
美
す

る

狂
歌
で
あ

っ
た
。

両
国
の
は
し
よ
り
長

き
春

の
臼

に

槍

二
三
本

た

つ
霞
か
な

(
『
巴
人
集
』
)

風

の
い
る
す
き
ま
も
み
え

ぬ
山
さ
く
ら

櫻

が
山
歎
山
が
さ
く
ら
欺

(
『狂
歌
才
蔵
集

』
春
下
)

中

の
町
う

へ
た
る
花

の
か
た
は
ら
に

深
山
木
な
と

は

一
本

も
な
し

(
『狂
歌
才
蔵
集

』
春
下
)
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空
と
海

ひ

つ
た
り

つ
き

の
中
川

の

ば
ら
　

松
に
た
つ
千
鳥
か
な

(
「
徳
和
歌
後
萬
載
集
』
冬
)

い
ず
れ
も
吉
原

を
始
め
と
す
る
江
戸
の
風
物
を
情
緒
豊
か
に
題

い
上
げ
た
内
容

で
あ
り
、
滑
稽

は
第

二
義
的
な
も

の
と
な

っ
て
い
る
。

一
め
ん

の
花

は
碁
盤

の
上

野
山

黒
門
前

に
か

ゝ
る
し
ら
雲

(
『
狂
言
鶯
蛙
集
』
春
下
)

こ
の
狂
歌
も
、
碁

の
縁
語

に
よ
る
技
巧
を
有
す
る
と
は
い
え
、
上

野
山

の
桜
と

黒
門

の
見
事

な
対
照

の
妙
、
鮮
烈

な
色
彩
感
覚

こ
そ
が

一
首

の
生
命

と
な

っ
て

い
る
。

浜
田
氏
は
天

明
狂
歌

の

一
類
型
と
し

て
こ
の
種
の
狂
歌
を
取
り
上

げ
、
滑
稽

を
基
調
と
す
る
狂
歌
と
と
も

に
同
列

に
並

ぷ
も

の
と
し
て
位
置
づ
け
た

(大
系

『
川
柳
狂
歌
集
』
解
説
)
。
だ
が
、

こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
滑

稽

こ
そ
が
生
命
と
言
う

べ
き
狂
歌

の
中

に
な
ぜ
、
滑
稽
味

の
な

い
狂
歌

が
狂
歌

と
し

て
存
在
し
得

る
の
か
と
い
う
事

で
あ
る
。

日
野
龍
夫
氏
は

「
狂
歌
師

た
ち

が
江
戸

の
表
層

の
繁
栄
を
胸

一
杯

に
感
受

し
、

明
る
い
生
活
圏
を
虚
構
す

る
と

い
う
共
通
の
意
識

に
方
向
づ
け
ら
れ

て
い
た

こ
と
」
を
以

っ
て
天
明
狂
歌

の
特

質
と
し
、

「
野
放
図
な
滑
稽

は
そ
の
延
長
上

に
あ
る
。
」
と
論
じ
て
い
る

(「
蜀

山
人
小
論
ー
祖
篠
学

の
ゆ
く
え
ー
」

「
祖
篠
学
派
』
所
収
)
。江

戸
讃
美
と
滑
稽

の
二
要
素
を
同
等

に
扱
え
ば
、
両
者

に
共

通
の
狂
歌

の
本
質
を
想
定
す

る
の
が

困
難
と
な
る
。

従

っ
て
日
野
氏

の
よ
う

に
江

戸
讃
美
を
よ
り
本
質

に
近

い
も

の

と
し

て
と
ら
え
る
考
え
方
が
出

て
く
る
わ
け
で
、
技
巧

に
よ
る
滑
稽

と
は
別

の

観
点
か
ら
天
明
狂
歌

の
本
質
を

と
ら
え
直

そ
う
と
し

た
試

み
と
し
て
注
目

に
値

す
る
。
た
だ
こ
れ
の
み

で
は
江
戸
讃
美
と
滑
稽

が
ど

の
よ
う

に
結
び

つ
く

の
か

と
い
う
問

い
に
答
え
た
こ
と

に
は
な
ら
ず
、
問
題
は
尚
も
残

る
。
両
者
を

「
延

長
上
」

に
結
び

つ
け
る
も

の
、
そ

の
結
び

つ
き
方
が
天
明
狂
歌

の
本
質
を
考

え

る
に
あ
た

っ
て
重
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

こ
こ
に
両
要
素
を
結
び

つ
け
包

括
す

る
、
よ
り
次
元

の
高

い
狂
歌
の
本
質
を
想
定

し
、
狂
歌
を
と
り
ま
く

「
天

明
」
と

い
う
時
代

の
中
か
ら
そ
れ
を
抽
出
す
る
必
要

が
生
じ
る
。

三

天

明
三
年
正
月
に
四
方
赤
良

の
手

に
な
る
天
明
狂
歌

の
代
表
的

撰
集

『萬
載

狂
歌
集
』
が
刊
行

さ
れ
、

こ
れ
を
契
機

に
以
後
数
年
間
、
狂
歌
が
俗
文
芸
界
を

席
捲
す
る
勢

い
で
大
流
行
し
た
の
は
周
知

の
事
実

で
あ

る
。

『萬

載
狂
歌
集
』

は
起
爆
剤
の
役
割
を
果
し
た
の
で
あ

る
が
、

こ
の
大
流
行

は
突
如

と
し
て
起

こ

っ
た

の
で
は
な
く
、
気
運
が
徐
々
に
熟
成
さ
れ
、

言
わ
ば
満
を
持
し
た
状
態

で

堰
を
切

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「お

ほ
よ
そ
狂
詠
は
時

の
興

に
よ

り
て
よ
む
な
る
を
、

こ
と
が
ま
し
く

つ
ど
ひ
を
な
し

て
よ
む
し
れ
も
の
こ
そ
を

こ
な
れ
」

(
『
弄
花
集
』
序

橘
洲
撰
)
と
い
う
南
畝

の
意
識
は
、
世
間

の
狂

歌
熱

の
高

ま
り
の
中

で
狂
歌
集
刊
行
を
天
明
三
年
ま

で
延
ば
し
続
け
た
が
、
天

明
の
大
流
行

の
前
夜
と
も
言
う
べ
き
安
永
期

に
は
、
既

に
狂
歌
集

刊
行
を
促
す

気
運
は
十
分

に
盛
り
上
が

っ
て
い
た

に
相
違
な
い
。

大
島
蓼
太

の
有
名
な
狂
歌

高

き
名

の
ひ
ゴ
き
は
四
方

に
わ
き
出

て

赤
ら
く

と
子
ど
も
ま
で
し
る

は
、

こ
の
当
時

の
四
方

赤
良
人
気
が
か
な
り
の
程
度
ま

で
高

ま

っ
て
い
た
こ
と

を
物

語
る
が
、
実
作

が
ほ
と
ん
ど
伝
え
ら
れ
て
い
な

い
た
め
、
狂
歌
活
動

の
具

体
像
を

つ
か
む

こ
と
が
で
き
な

い
。

安
永
期

に
は
南
畝
作

か
と
目
さ
れ
る
洒
落
本
が

い
く

つ
か

刊

行

さ

れ

て

い

「12一



る
。
し

か
し
、

こ
れ
ら
は
風
鈴
山
人
、
南
楼
坊
路
銭
、
山
手
馬
鹿
人
と
い

っ
た

仮
号

の
も
と

に
書
か
れ
、南
畝

の
狂
名

四
方
赤
良

(山
人
)
は
使
わ
れ

て
い
な
い
。

仮

に
自
作
と
し
て
も
洒
落
本

に
狂
名

を
付
す

の
を

た
め
ら
う
意
識
が
南
畝

の
中

に
あ

っ
た
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
四
方
赤
良

の
名
が
洒
落
本

に
登
場
す

る
の

は
、
朱
楽
菅
公

(江
)
の

「
大
抵
御
覧
」
(安
永

八
年
刊
)

に
寄
せ
た
序
を
以

っ
て

最
初
と
す
る

(以
下
、

洒
落
本

の
引
用
は
す
べ
て

「
洒
落
本

大
成

』
の
本
文

に

よ
る
)
。
「
大
抵
御
覧
』
は

「当
世
花

の
お
江

戸
の
三
景
」

(
序
文
)
、即
ち
今
戸

の
三
橋
亭
、

三
叉

の
中
洲
、
高
田

の
新
富
士
山
を
菅
江

一
流

の
戯
文
で
描

い
た

も
の
で
あ

る
。

「
当
世
花

の
お
江
戸
」
の
名
所

は
赤
良
や
菅
江
が
狂
歌

に
現
を

ぬ
か
す
場

で
も
あ
り
、
三
景
に
寄
せ
る
思

い
は
そ
の
ま
ま
彼
ら
狂
歌
師

に
共
通

の
、
江
戸
泰
平
を
謳
歌
す
る
気
分

で
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば

「
四
方

赤
良
」

の
狂
名
を
も

っ
て
序
を
撰
し
た
南
畝
が

「大
抵
御
覧
』

の
内
容
及
び

そ

の
雰
囲
気

に
狂
歌
と
通

い
合

う
も

の
を
認
め
て

い
た
と

の
推
測
も
成

り
立

つ
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

「大
抵
御
覧
』
序

の
四
方
赤
良
署
名

に
注
目
す
る
所
以

で

あ
る
。「大

抵
御
覧
』
以
後

の
、
「
四
方
」
を
名

の

っ
た
序
堕
を
有
す
る

洒

落

本

と

し

て
は
天

明
期
を
中
心
に

『古
今

三
通
伝
』

『濡
都
洒
美
撰
』
『
太
平
楽
記
文
』

「
彙
軌
本
紀
』

『
和
唐
珍
解
』

「不

二
野
夫
鑑
』
等
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る

(
い
ず
れ
も

署
名

は
四
方
山
人
)。
こ
の
う
ち
、

『
大
抵
御
覧
』

の
雰
囲
気
を
直

接
継
承
し
て
い
る
の
は

「太

平
楽
記
文
』

「
彙
軌
本
紀

』

(と
も

に
天
明
四
年

正
月
刊
)
の
二
作

で
あ
ろ
う
。

『大
抵
御
覧
』
が
狂
歌
大
流
行
前
夜

の
雰
囲
気

を
窺
わ
せ
る

一
作
と
す
れ
ば

、
後

の
二
作

は

『
萬
載
狂
歌
集
」
刊
行
後

の
狂
歌

大
流
行
の
背

景
を
探

る
上

で
欠
く

こ
と

の
で
き
な
い
作
品

で
あ
る
。

「
太
平
楽
記
文
』

は
、
烏
亭
焉
馬
作
、

四
方
山

人
序
、
竹
杖
為
軽
践
と

い
う

顔

ぶ
れ
と
前
年
四
月

に
催

さ
れ
た
宝
合

の
会

に
ち
な
む
内
容
と

に
よ

っ
て
、

天

明
狂
歌
師
の
遊
び

の
精
神
を
如
実

に
伝
え
る
作
品
と
言
え
る
。

四
方
山
人

の
序

に
次

の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
。

じ
う
わ
り

お
や
ゆ
び

く
に

わ
か
日
本

は
柔
和
理
と
。
あ
な
に
え
や
の
味
事
か
ら
二
柱

の
親
指
か
。
国

ミ

の
小

ゆ
び
を
う

み
給

ひ

し

よ

り
。

二
千

ン
年

ン
来

お
み
こ
し
を
す

へ
た

(
マ
マ
)

あ
を
ひ
そ
く
さ

か
ら

た
い
へ
い
ら
く

蒼

生

。

唐

天

ン
竺

に

け
ち

り

ん

ほ

ど

も

ひ

け
を

と

ら

ぬ

太

平

楽

。

そ

の
太

平

の
御

代

に

つ
れ

て
。
此

頃

は

や
る

狂

歌

師

の
。

と

つ
と

む

か

し

し
せ
う

え
ふ

の
お
師
匠
さ
ん
。
暁
月
房
が
酒
百
首

に
。
酔

て
の
ち
太

刀
ぬ
く
人
は
酒

の

入
。
太
平
楽
を
ま
ふ
か
と

そ
見
る
と
い
ふ
旬
が
あ
る
か
。
太

刀
を
ぬ
く
だ

け
ま
た
野
夫

だ
よ

唐

や
天
竺

に
も
ひ
け
を
と
ら

ぬ
我
が
日
本

の
泰
平

の
御
代
を
心
の
底

か
ら
信
頼

し
讃
辞
を
惜
し
ま
ぬ
南
畝

の
姿
を
髪
髭

と
さ
せ

る
文
章

で
あ
る
。

「太

刀
を
ぬ

く
だ
け
ま
た
野
夫

だ
よ
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
な

「
太
平

の
御

代
」

そ
の

「
太
平

の
御
代

に

つ
れ

て
」
流
行
す

る
の
が
狂
歌
な

の
で
あ

っ
た
。

こ

こ

に

至

っ
て

「太
平

の
御
代
」
と
狂
歌
と
が

は

っ
き
り
と

し
た
関
連
を
持

つ
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
が

で
き
る
。

「太
平

の
御
代
」
が
狂
歌
流
行

の
原
動
力

と
な

っ
て
い
る

の
で
あ

る
。

『太

平
楽
記
文
』
と
時
を
同
じ
く
し
て
刊
行

さ
れ
た

『
彙
軌
本

紀
』

は
、
狂

歌
大
流
行

の
背
景
と
な

っ
た
天

明
期

の
世
相
、
文
化
、
風
俗
、
時

代
精
神
を
総

合

的
に
論
じ
た
作
と
し
て
重
要

で
あ
る
。
著
者
島

田
金
谷
は
狂
名

腹
唐
秋
人
。

四
方
山
人

の
漢
文
序
と
口
絵
賛
、
平
原
屋

(
平
秩
)
東
作

の
蹟
を
有

す
る
本
書

は
ま
さ
に
天

明
狂
歌

の
流
行

と
軌
を

一
に
し
て
生
ま

れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
金

ひ
と
り

お
と
か
い

た
ゝ

ま
ゝ

ゑ
と
ち
ま
ん

谷
は

「
独

き

ほ
い
て

頷

を
敲
」

い
て

「出

る
儘

の
東
都
自
慢
」
を
並

べ
た

さ
か
ん

た
ほ
う

て
う

て
、

「
恐
る
べ
き
は
東
都

の

盛

な

る
こ
と
。
他
邦

の

及

ぶ

所

に
非
ず
。

長

し
う
よ
く
ま
ひ
た
せ
ん
よ
く
あ
き
な
ふ

た
い
と

か
た

袖

能

舞

多

銭

能

商

の
大
都
。
浪
華

の
肩
を
な
ら
べ
ん
と
は
虫
の
よ
き

の

一
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は
な
は
だ
し

甚

き

な
り
。
」
と

「
浪
華

の
客
」

に
感
歎
の
言
葉
を
上
げ
さ
せ
て
い
る
。

力
強

い
金
谷

の
狂
文
体
は
、
狂
歌
も
含
め
た
多
岐
に
わ
た
る

「
当
世
流
行
」

の

江
戸
の
文
化

・
風
俗
を
諸

手
を
挙
げ

て
讃
美
す
る
江

戸
市
民

の
意
気
を
伝

え
て

余
り
あ
る
が
、
彼

の
創
作
意
図

は
本
文
冒
頭

の
次
の

一
節

に
集
約
さ
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

あ
ま
て
ら
す
お
ゝ
ん
か
み
そ
さ
の
を
の
み
こ
と
あ
ま
つ
つ
み

お
か

に
く

天

照

太

神

素

蓋

鳴

尊

天

津

罪
を
侵
し
た
ま

い
し

こ
と
を
憎

ま
せ

と
ち

か
く

た
ま
ひ
て
。
天

の
岩
戸
を
閉
て
隠
れ
た
ま
ひ
し
か
ば
。
天
下
や
み
く
も
と

な
り
に
け
り
。
八
百
万
の
諸
　

の
神
達
太

神
宮
を
す

か
し
出
奉

ら
ん
為

に
わ
び

た
き

か
く
ら

そ
う

す
こ

に
。

庭
煉

を

焚

。

神

楽

を
奏

し

て
舞

た

ま

ひ

け

れ
ば

。

岩

戸
少

し

ひ

ら
き

み
そ
な
わ

あ
き

お
も
て

て
御
覧

し
け
る
と
き
。
世
間

明
ら
か
に
人

の

面

し
ろ
　
、

と

見

け

れ

お
も
し
ろ
い

お
こ

ほ
そ

あ
け

は
。

面

白

と

い

ふ

こ
と

此
時

に
起

る
。

ま

た

岩

戸
を

細

目

に

明

て

み
そ
な
わ
す

さ
い
と
う
そ
く
た
ん

た
ゝ

窺

よ
り
目
出
度
と

い
ふ
詞

も
は
じ
ま
る
と
。
斎

藤

俗

談

そ
の
外
正

の
す

と
こ
ろ

り
う
か
ふ

こ
と
は

し
き
書

に
載

る

所

に
し
て
。
今
流
行

の

詞
。

日
本

と
い

へ
る
も
此

こ

い
で

か

お
も
し
ろ
い

め
で
た
い

ふ
そ
う
ひ
ろ

と
よ
り
出

た
る
欺
。
此

面

白

と
目
出
度
と

い
ふ

こ
と
扶
桑
広
し
と

い
へ

ど
も
東
都

に

止

る
。

「
面
白
」
と

「
目
出
度
」

の
起
源
を
天
の
岩
戸
伝
説

に
求

め
よ
う
と
す

る
あ
た

り
、
戯
作
特
有

の
こ
じ

つ
け
と
し

て
あ
る
程
度
割

り
引

い
て
考
え
る
必
要
は
あ

る
に
せ
よ
、
金
谷
が
天

明
四
年
当
時

の

「東
都
」
を
総
括
す
る
の
に
特

に

「
面

白
」
と

「
目
出

度
」
の
二
語
を
用

い
た
点
は
見
逃
せ
な

い
。

「
彙
軌
本
紀
』

の

主
題

は

「東
都

」
の

「面
白
」
さ
と

「
目
出
度
」

さ
を
語
り
尽
す
こ
と

に
あ

っ

た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
序
末

の
口
絵
に
寄
せ

ら
れ
た
四
方

赤
良

の
賛
、

よ
し
原

の
夜

み
せ
を
は
る
の
夕
く

れ

ハ

入
相

の
鐘

に
花
や
さ
く
ら
ん

(
『
萬
載
狂
歌
集
』
春
下
)

を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
狂
歌
が
即
ち

「面
白
」
さ
と

「目
出
度
」
さ
を
体

現
す

る
文
芸

で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
容
易

に
推
測

で
き
る
。

「
大
抵
御

覧
』
と

「
太
平
楽
記
文
』
に
見
ら
れ
た
江
戸
の
泰
平
気
分
と
狂
歌

の
結
び

つ
き

に
思
い
を
致
せ
ば
、

「
目
出
度
」
さ

に
よ
り
重
点
を
置
く
の
も
許

さ
れ
よ
う
。

江
戸
市

民
が
江
戸

の
文
物

に

「
面
白
」
と
興
味
を
抱

い
て
う
ち
興
ず

る
の
も
太

平
の
御
代

の

「
目
出

度
」

さ
が
あ
れ
ば

こ
そ
、

こ
の

「
目
出
度
」

さ
こ
そ
が
天

明
狂
歌

の
本
質

で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。

四

南

畝
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
狂
歌

は
、
大
雑
把

に
数
え
上

げ
た
だ
け

で
も

二
千

首
を
は
る
か
に
超
え
る
。

こ
の
中

に
は
当
然
、
晩
年

の
蜀
山
人
時
代

の
作
も
含

ま
れ
、
数

か
ら

い
け
ば
天
明
の
四
方
赤
良
時
代

よ
り
も
か
な
り
多

い
が
、
本
稿

は
天
明
期

の
検
討
を
主

た
る
目
的
と
す
る
た
め

一
応
除
外
し
て
考
え
る
。
そ
れ

で
も
尚
数
百
首

の
狂
歌
を
前

に
し

て
、

一
首

一
首

の
作
品
論
が
ほ
と

ん
ど
不
可

能

で
あ
り
、
又
意
味

も
さ
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と

な
れ
ば
、
狂
歌
を
狂
歌
集
単

位

に
ま
と
め

て
扱
う
し
か
方
法

は
あ
る
ま
い
。
編
者
は
あ
る
主

題
の
下

に
狂
歌

を
撰

び
、
狂
歌
集

に
仕
立

て
た
は
ず

で
あ

っ
て
、

こ
の
主
題

の
変

遷
な
り
消
長

な
り
を
跡
づ
け
る

こ
と

こ
そ
が
狂
歌
史

の
記
述

の
中
心

に
据
え
ら
れ

て
然
る

べ

き

で
は
な
か
ろ
う
か
。
以

下
天

明
期

に
刊
行

さ
れ
た
狂
歌
集
を
中
心

に
南
畝

の

狂
歌
活
動
を
見

て
い
く

こ
と
に
す

る
。

「
萬
載
狂
歌
集
」

の
圧
倒
的

な
華

々
し
さ
の
陰

に
隠
れ
て
、

従
来
と
も
す
れ

ば
看
過
さ
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
同
じ
く
天
明
三
年

に
四
方
赤
良
の
家
集

『
め

で

た
百
首
夷
歌

」
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

「
天
明
三
の
と
し
三

ッ
の
朝

う
ら

ゝ
か

な

る
」
と
序
に
あ

り
、
元
旦
に
序
文
を
記
し
た
も

の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
刊
行

さ
れ
た
月
は
分
ら
な

い
。
正
月
刊
行

の

『萬
載
狂
歌
集
』

に

「
め
て
た
百
首
寄

の
中

に
」
と
し
て
三
首
収

め
ら
れ

て
い
る
故
、
天

明
二
年
中

に
は
稿
本
と
し

て
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ま
と
め
ら
れ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

「
萬
載
狂
歌
集
』

の
編
集

に
多
忙

な

日
々
を
送

っ
て
い
た
南
畝
が
、

一
方

で
こ
の

『
め
で
た
百
首
夷
歌
」

の
草
稿
を

作

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
を

ま
ず
確
認
し

て
お
き
た
い
。

さ
て
、
本
書

の
内
容
で
あ
る
が
、

「
め

で
た
百
首
」

の
名
前
通
り
、

百
首
す

べ
て
に

「
め

で
た
し
」
と
い
う
言
葉
が
詠
み
込
ま
れ
、
全
編

こ
れ
「
め
で
た
さ
」

一
色

に
塗
り
潰
さ
れ
た
と
言

っ
て
よ

い
。
四
方
赤
良

の
序
文

に
次
の
よ
う
な

一

節

が
あ
る
。

そ
も
!
＼

こ
の
め
で
た
い
と
申

ハ
天
竺

に
て
も

は
じ
ま
ら
ず
大
唐

に
て
も

は
じ
ま
ら
ず
わ
が
日
の
本

の
夷
三
郎

め
で
た
い

つ
り

の
糸

よ
り
鯛

こ
の
め

で
た

い
を

つ
り
上

し
よ
り
め

て
た
い
事

の
か

ゝ
み
鯛

(中
略
)
弓

ハ
袋
棚

の
上

に
す

ゝ
け
お
太

刀

ハ
さ
や
が
た
の
小
袖

に
ま
と
は
れ
よ
う
ひ
か

ぶ
と

ハ
笑
道
具

と
な
り
鉄
砲

ハ
薬
ぐ
ひ
の
た
ね
が
し
ま
と
な
り
酒
は
酒
屋

に
も

(
マ
マ
)

ち

ハ
も
ち
屋
に
た
け
き
親
分
も
太

平
楽
を
な
ら

べ
あ
や
し
の
百
姓
を
萬
載

楽
を
と
な

へ
て
ま

こ
と

に
め
で
た
う
候

ひ
け
る
と

ハ
今

こ
の
時
を
や
申

べ

き
か

ゝ
る
め
で
た
き
御
代

な
れ
ば
か

の
も
ろ

こ
し
の
何

が
し
が
何

で
も
か

で
も
よ
し
く

と

い
ひ
し
跡
を
ふ
む
と

ハ
な
く

て
よ
る
も
ひ
る
も
め

で
た

い
く

と
い
ふ
事
を
く
ち
く
せ
に
し
て
め

で
た
男
と
名

た

、
る
人
あ
り
わ

れ
も
又
め
で
た
い
事
を
ほ
り
川

の
流

の
ま

ゝ
に
よ
み
出
せ
し
め

で
た
百
首

の
た

ハ
れ
歌
を
め

で
た
男
に
し
め

さ
ん
と

て
覚
え
す

ひ
と
り
笑
ふ
門
に

(
以
下
略

)

開
府

以
来

百
八
十
年
、
干
父

の
響
き
絶

え
て
久

し
く
、

刀
を
抜
く

こ
と
も
忘
れ

て
唐
天
竺

に
も
例

な
き
わ
が
日
本

の
太
平

の
御

代
を

ひ
た
す
ら

称
え
る

文

章

の
、
前

引

『太
平
楽
記
文
』
の
序
と
通
じ
合
う
点
を

い
か

に
多
く
持

っ
て
い
る

こ
と
か
。

「
よ

る
も
ひ
る
も
め
で
た

い
く

と
い
ふ
事
を
く
ち
く
せ
に
し
」
た

「め
で
た
男
」
と
は
四
方
赤
良
を
始
め
と
す
る
天
明
狂
歌
師
達
を
指
す
言
葉
で

も

あ
ろ
う
し
、
江

戸
市
民
す

べ
て
に
通
じ
る
姿

で
も
あ

っ
た
。

立

春

改
年

の
御
慶
め
て
た
く
天

の
戸
を

明
ま
し
て
よ
い
春

ハ
来

に
け
り

立
春
と
新
年
を
迎
え
た
め

で
た
さ
を

こ
と
ほ
ぐ
狂
歌
を
先
頭
に
四
季
折
々

の
季

節
感
あ
ふ
れ
る
風
流
な
題
を
携
え
て

「
め

で
た
い
」
狂
歌
が
百
首
居
並

ぶ
様

は

壮
観

で
さ
え
あ
る
。

模

夜

ハ
に
い
ね
朝
起
し

つ
ゝ
朝

が
ほ
の

花
を
見
る
こ
そ
め

で
た
か
り
け
れ

埋
火

う

つ
み
火

の
灰

の
中

か
ら
か
き
お

こ
し

う
せ
た
る
物

の
出
る
ぞ
め
で
た
き

竹
竹

の
子

の
ま
た
竹

の
子

の
竹

の
子
の

子

の
子
の
末
も
し
け
る
め
て
た
き

夢
あ
は
め
し
を
喰
て
は
こ
し

て
お
め
て
た
く

栄
花

の
夢

を
み
る
五
百
年

こ
れ
ら
の
狂
歌
を
論
ず
る

に
あ
た

っ
て

「
め

で
た
さ
」
以
外

の
何
物
を
も
示
し

て
い
な
い
こ
と
に
ま
ず
注
目
す

べ
き

で
あ

る
。
滑
稽

を
こ
と

さ
ら
に
云
々
す

る

の
が
馬
鹿
馬
鹿
し
く

思
わ
れ

て
く
る
ほ
ど
、
滑
稽
を
は
る
か

に
突
き
抜
け
た
境

地

に
達
し

て
い
る
。
百
首

の
最
後

に
置
か
れ
た
の
は
、
本
集

の
し
め
く
く
り
と

し

て
、
た
だ
ひ
た
す
ら

「
め
で
た
さ
」
を
強
調
す
る
ば
か
り

の
、

「め

で
た
百

首

の
た

ハ
れ
歌
」

の
中

で
も
最

も
純
粋
な

「
め
で
た
い
」
狂
歌
で
あ

っ
た
。
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祝
お
め

で
た
く
又
お
め
で
た
く
お
め
で
た
く

か

へ
す
　

も
め

て
た
か
り
け
り

江

戸
讃
美
と
滑
稽

の
二
つ
の
要
素
を
結
び

つ
け
、
両
者

の
統
合

の
上

に
狂
歌

の

本

質
を
置
く

べ
き
事
は
前
述
し
た
。
今

、

「
め
で
た
百
首
夷
歌
』
の
百
首
を
通

覧
す
れ
ば
、

そ
の
い
ず
れ
も
が
二
要
素
を
よ
り
純
粋

な

「
め

で
た
さ
」

に
昇
華

さ
せ

て
い
る
こ
と

に
気
づ
く
。

そ
こ
に
は
必
要
以
上

の
技
巧
を
弄
し
て
お
か
し

み
を
捻
出
し
よ
う
と
す
る
無
理
が

な
い
。

「
め
で
た
い
く

と

い
ふ
事
を
く
ち

く
せ
に
し
て
」

い
る
う
ち
か
ら
そ
こ
は
か
と
な
く

お
か
し
み
が

滲

み

出

て
い

る
。
こ
れ
こ
そ
が
狂
歌

の
滑
稽

の
理
想
的
な
あ
り
方

で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。

『
め
で
た
百
首
夷
歌
』
が

『萬
載
狂
歌
集
』
と
並

ん
で
南
畝

の
狂
歌
活
動

の
事

実

上

の
出
発
点
と
な

っ
た

こ
と
が

そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
。

五

「
め
で
た
さ
」
を
基
調
と
す

る
狂
歌
集
と
し

て

は

他

に

『
江
戸
花
海
老
』

(
天
明
二
年
刊
)
、
『新

玉

狂

歌

集
』

(
天
明
六
年
刊
)
、
「
狂
歌

千
里
同
風
』

(
天
明
七
年
刊
)
等
が
挙
げ
ら
れ

よ
う
。

「
め
で
た
・く

の
若
松
さ
ま
よ
、
枝
も
栄
て
葉
も
し
げ
る
そ

の
千
代

の
子

の

め
で
た
き
顔
見
世
」

(
四
方
山
人
序
)

で
五
世
市
川
団
十
郎

の
子
が
海
老
蔵
襲

名

披
露
を
す

る
、
そ
れ
を
記
念
し

て
南
畝
が
献
呈
し
た

『
江
戸
花
海
老
』
は
、

龍
宮

の
乙
姫

は
じ
め
諸

魚

一
同
評
議
し

て
海
老
蔵
襲
名

の
進
物

に
狂
歌
を
贈
る

こ
と
に
し
た
と

い
う
奇
抜
な
趣
向

の
狂
文
が
主
体

で
、
通
常
の
狂
歌
撰
集
と
は

性
質
を
異

に
し

て
い
る
。
し
か
し
、
狂
文
中

に
延

々
と
述

べ
ら
れ
る
江
戸
狂
歌

壇
の
紹
介
、
特

に

「
日
本
大
き

に
狂
歌

は
や
り
、
別

て
東
都

に
上
手
多
く
、
か

り

に
も
落
書
な
ど

い
ふ
様
な
鄙
劣
な
歌
を
よ
む
事
な
き
正
風
盟

の
狂
歌
連
中
」

と

い

っ
た
気
負

っ
た

口
ぶ
り
に
は
天
明
狂
歌
の
精
神
が
脈
打

っ
て
い
る
。

五
世

市

川
団
十
郎

(白
猿
)
讃
美

の
狂
歌
が
数
多
く
詠
ま
れ

て
お
り
、
江
戸
讃
歌

の

重
要
な

一
要
素
と
も
な

っ
て
い
る

(日
野
龍
夫
編

『
五
世
市
川
団
十
郎
集
』
解

説
等
参

照
)
事

は
、
狂
歌
壇

と
白
猿

の
深

い
つ
な
が
り
と
も
考
え
合
わ
せ
、
市

川
団
十
郎

が
狂
歌

の
本

質
で
あ
る

「
め

で
た
さ
」
を
具
現
し
た
存
在

で
あ

っ
た

こ
と
を
示
す
も

の
と
思
わ
れ
る
。

「新

玉
狂
歌
集
』

『
狂
歌

千
里
同
風
』
と
も
に
正
月
刊
行

の
歳

旦
狂
歌
集

で

あ
る
。

四
方
赤
良
自
身
の
作

は
前
者

に
四
首

、
後
者

に
八
首
収
め
ら
れ

る
の
み

で
あ
り
、
狂
歌
界
を
去

る
日
も
近

い
頃

の
撰

集
と
い
う

こ
と
も
あ

っ
て
狂
歌

へ

の
関
心
の
減
退
が
指
摘
さ
れ
る
の
も
当
然

の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
で
も

な
お
、

「
め

で
た
さ
」

の
基
調
は
両
書

に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

あ
ら
玉
の
と
し
た
ち
か

へ
る
あ
し
た

に
は
山
も

ゑ
め
る
が
ご

と
し
と
か
や

花

に
な
く
鳥
お
ひ
も
笑
上

戸
の
盃
を
あ
け
ち
ま
た
に
う
た
ふ
万
ざ

い
も
し

た

つ
ゞ
み
を
な
ん
う
ち
そ

へ
け

る

(中
略
)
春

の
な
が
め
の
く

さ
く

の

寄

ざ
れ
た
る
こ
と
た
は
れ
た
る

ふ
り
を
の
み
か
い

つ
ら
ね
た
る
し
り

に
ふ

る
と
し
の
く
れ

の
し
ま
ひ
の
を
か
し
き
わ
ら
ひ
の
中

に
つ
る
き
た
ち

は
か

せ
も
ち
を

う
し
な

へ
る
が
ご
と
く
も

の
ゝ
ふ
の
道
も
か
け

こ
ひ
に
は
た
ら

れ
し
世

の
い
と
な
み
の
た

ゝ
こ
と
ま

て
つ
け
し
る
し

て
ひ
と
ま
き
と
し
名

つ
け
て
新
玉
狂
寄
し
ふ
と

い
ふ

(
『新

玉
狂
歌
集
』
序

抜
粋

)

改
年

の
御
慶
千
里
同
風

い

つ
か
た
も
お
な
じ
御
事

に
い
は
ひ
お
さ
む
る
中

に
も

た
は
れ
寄
の
道
な
か

に
さ
ご
ざ

れ
く

と
よ
ぴ
あ

つ
め

た
る
飴
宝
引

の
い
と

口
き
れ
ぬ
ざ
れ

こ
と

ゞ
も
み
な
桜
飴

の
包
を
ふ
く

み
こ
と
　
＼

く

分

ン
銅

の
玉
を
み
が
く
智
恵

の
嚢

の
よ
ね
は

八
斗

の
才
蔵
を
あ
ざ
む
き
言

葉

の
泉

の
盃
は
百
千

の
鳥
追
を
ま
ね
ぶ

(中
略
)

こ
れ
な
ん
長
閑
け
き
御

一
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代
を
う
た
ひ
も
の
せ
る
撃
壌

の
寄

の
は

つ
ね
な
ら
ん
と

(
『
狂
歌
千
里
同
風
』
序

抜
粋

)

歳
旦
狂
歌
集

と
い
う
性
格
上
、

正
月

の

「
め

で
た
い
」
風
景
が
前

面
に
押
し
出

さ
れ
る

の
は
当
然

で
あ
り
、

こ
の
正
月

に
ち
な
む
狂
歌
を
集
め
る
と
い
う
主
題

が

「
め
で
た
さ
」
を
強
調
す
る
理
由
と
も
な

っ
た
。
太
平

の
御
代

に
生
を
受
け

た

「
め
で
た
さ
」

は
、
正
月
を

迎
え
て
更

に
強
く
実
感
と
し

て
意
識

さ
れ
た

に

相
違
な

い
。

雑
煮
屠
蘇
午
房
数

の
子
座
禅
豆

い

つ
く
も
を

な
し
春

の
御
祝
儀

萬
歳

の
は

つ
と
開
し
扇
よ
り

た
か
ら
風
ふ
く
わ
ら
の
賑

ひ

(以
上

二
首

『新

玉
狂
歌
集
』
)

須
弥
山
も
五
嶽
も
冨
士
も

一
同

に

ど

っ
と

ゝ
わ
ら
ふ
春

は
き

に
け
り

と

そ
ふ
く
ろ
ぬ
ふ
て
ふ
去
年

の
き
ぬ
い
と

の

針

の
め
と

よ
り
春
は
来

に
け
り

ぬ
り
ば
し

て
田

つ
く
り
こ
ん
ふ
巻
す
る
め

は
さ
む
に
か
た
の
は
る
は
き
に
け
り

お
い
ら

ん
に
樟
姫
さ
ん
の
お

っ
せ

へ
す

お
め

で
た
う
お
す
け
さ

の
初
春

(以
上
四
首

「
狂
歌
千
里
同
風
」
)

御
節
料
理
に
三
河
萬
歳
、
女
郎
詞

の
林
姫

に
大
は
三
国

の
霊
山
か
ら
小

は
針

の

め
ど

に
至
る
ま
で

一
度

に
春
を
迎
え
た
喜
び
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
正
月

を
詠
じ
た
諸
作

は
、

「
め

で
た
さ
」

こ
そ
が
そ
の
文
芸
性
を
支
え
て
い
る
の
で

あ

っ
て
、
「
は

つ
ら

つ
た
る
機
智
と
奔
放

な
滑
稽

を
盛

り
あ
げ
た
」

(浜

田
義

一

郎

『
大
田
南
畝
』
)
点

に
の
み
南
畝

の
狂
歌

の
価
値
を
見
出
す
と
す
れ
ば
高

い

評
価
を
受
け
る

べ
く
も
な

い
。

「
面
白
く
な

い
」
の

一
言

で
片
付
け
ら
れ
て
し

ま
い
そ
う
な
も

の
ば

か
り
で
あ
る
。

だ
が
、
南
畝

の
主

眼
は
正
月

の
め
で
た
さ

に
ふ
さ
わ
し

い
狂
歌
を
集
め
る

こ
と
に
あ

り
、

こ
こ
で
は

「め

で
た
さ
」
が
狂

歌

に
求
め
ら
れ
る
第

一
条
件
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
正
月
の
め
で
た
い
気
分

に
狂

歌
が
い
か
に
ふ
さ
わ
し
い
文
芸

で
あ

っ
た
か
は
、
狂
歌
集

の
多
く
が
正
月
に
刊

行
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
窺
え
る
で
あ

ろ
う

。

『萬
載
狂
歌
集
』

(天

明
三
年
刊
)

『徳
和
歌
後
萬
載
集
』

(天
明
五
年
刊
)

「
狂
歌

才
蔵
集
』

(天
明
七
年
刊
)
は
天
明
狂
歌
を
代
表

す
る
総
合
的
撰
集
で
、

と
も
に
正
月

の
刊
行
で
あ

る
。

『萬

載
狂
歌
集
』
が
千
載

和
歌
集
と

三
河
万
歳

の
も
じ
り
で
あ
る

こ
と
は
今
更
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
従
来

は
千
載
集

の
部
立

を
踏
襲

し
た
趣
向

の
み
が
取

り
沙
汰
さ
れ
た
き
ら

い
が
な
い
で
も
な

い
。

「
め

で
た
さ
」
を
狂
歌

の
本

質
に
仮
定
し

て
こ
れ
ま

で
い

く

つ
か
の
狂
歌
集
を
検
討

し

て
き
た
が
、

『
萬
載
集
』
を

『
め

で
た
百
首
夷
歌
』
か
ら

『千
里
同
風
』
ま

で
の
流
れ

に
位
置

づ
け
る
な
ら
、
む
し
ろ
正
月

の
風
物

の
中
で
も
代
表
的
な
三

/

河

万
歳
を
題
名
に
き
か
せ
た
点
を

重
要
視
す

べ
き
で
あ

ろ
う
。

「
と
く
わ
か

に

ま
ん
ざ

い
し
ふ
と

ハ
き

み
も
さ
か

へ
て
ま
す
く

ご
き
け

ん
あ

い
き
や
う
あ
り

け
る
あ
ら
た
ま

の
と
し
と
る
は
し
め
に
ふ
て
と
り

て
」

に
始
ま
る
四
方
赤
良

の

和
文
序

は
、
三
河
万
歳

の
文
句
を
巧
み
に
折
り
込
み
な
が
ら
本
書

の
紹
介

に

つ

と
め
、

「
夫
れ
徳
和
の
五
蕩
載
は
君
も
栄

て
在

ま
す
と
称
し
」

(
原
漢
文
)
う
に

始

ま
り

「
誠

に
目
出
度
候
哉
万
載
≧
ミ
万

ミ
載
と
ホ
云
」

(原
漢
文
)

に
終
わ

る
漢
文
序
も
全
編
に
万
歳

の
趣
向
を
き
か
せ

て
い
る
。
又
、
同
年

八
月
十
五
夜

に

「
四
方
山
人
赤
等
」

の
名

で
記
し
た

『
狂
歌
猿
の
腰
掛
』

(
浜
辺
黒
人
編
)

の
序
文

に
は

「
言
葉
は
花

の
御
江
戸
に
盛

に
、
風
情
は
月

の
武
蔵
野
に
遍
し
、

か
し
こ

若
葉
二
葉

彼

に
萌
芽

し
、
萬
載
才
蔵
此

に
鼓
舞
す
」
(原
漢
文
)
と
あ
る
。

こ
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こ
で
は
三
河
万
歳
が
単
な
る
正
月

の
め

で
た
い
風
物

に
と
ど
ま
ら
ず
、

「
花

の

御
江
戸
」

の
太
平
気
分
を
表
現
す

る
に
ふ
さ
わ
し
い
素
材

に
ま

で
高

め
ら
れ
て

い
る
。
南

畝
が
最
初

の
総
合
撰
集

に

「
萬
載
」

と
名

づ
け
た

の
は
、
狂
歌

の
本

質
た
る

べ
き

「
め

で
た
さ
」
を

「萬
載
」

の
二
字

に
托
し
た

か

っ
た
か
ら
で
は

な
か
ろ
う
か
。
「
め

で
た
さ
」
の
中

に
巧
ま
ざ
る
滑
稽

を
有
す
る
三
河
万
歳

は
、

狂
歌
の
象
徴

に
何
よ
り
も
ふ
さ
わ
し
か

っ
た
。

「徳
和
歌
後
萬
載
」
は

「徳
若

(
常
若
)

に
御
万
歳
」

の
も
じ
り
、

「
才
蔵
」
は
太
夫

の
相
手

の
道
化

役
、

い

ず
れ
も
三
河
万
歳

に
ち
な
ん
で
の
命
名

は

『
萬
載
集
』
の
継
承
を
意
図
し
た
か

ら

に
他

な
ら
ず
、
三
集
を
貫
く
万
歳

の
イ
メ
ー
ジ
は

「
め

で
た
さ
」
を

は
ら
ん

で
狂
歌
集

の
奥
行
き
を
深

い
も
の
と
し

た
。

「
め
で
た
さ
」
は
狂
歌
に
限
ら
ず
戯
作

一
般
に
も
通
じ

る
こ
と

で
あ
ろ
う
。

安
永

・
天

明
期

の
戯
作
は
狂
歌
師
主
導

の
も
と
に
開
花
し
た
が
、
そ
れ
は
狂
歌

と
戯
作

と
に
共
通

の

「
め
で
た
さ
」
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
り
、
中

で
も
狂
歌
が

戯
作

界
を

リ
ー
ド
し
得
た
の
は

「
め

で
た
さ
」
を
謳

い
上
げ
る

の
に
最
も

ふ
さ

わ
し
い
文
芸
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

従
来
、
滑
稽
が
唯

一
の
評
価
基
準
と
さ
れ
、
南
畝

の
狂
歌

の
多
く
が
駄
作
と

し

て
切

り
捨

て
ら
れ

て
き
た
。
事
実
、

二
千
首
を
超

え
る
狂
歌

の
中

に
は
詠

み

捨

て
同
様

の
拙
作
も
少

な
し
と

し
な

い
。
だ
が
、
厩
大
な
狂
歌

の
群
れ
に
新
た

に

「
め
で
た
さ
」
と

い
う
照
明
を
あ

て
る
事

に
よ

っ
て
、
再
評
価

の
狙
上
に
載

せ
る
べ
き
狂
歌
が
浮
か
び
上
が

っ
て
来
な
い
も

の
で
も
な

い
。
う
ち
捨

て
ら
れ

た
狂
歌

の
群
れ
は
、

「
め
で
た
さ
」
を
視
座
に
据
え
た
再
検
討
を
待
ち
望

ん
で

い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
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