
広

田
社
歌
合
に
見
る
俊
成
の
神
祇
観
に
つ
い
て

檜
　
垣

孝

　　
　
　
1

　
藤
原
俊
成

（
＝
一
四
～
一
二
〇
四
）
の
私
家
集
『
長
秋
詠
藻
』
の

下
巻
の
構
成
は
、
大
ま
か
に
い
え
ば
「
雑
歌
」
「
釈
教
歌
」
「
神
社
歌
」

F雑
歌
」
の
順
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
数
は
、
雑
歌
四
二
首
、
釈
教
歌
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
首
、
神
社
歌
七
首
、
雑
歌
五
首
と
な
っ
て
い
る
。
神
社
歌
七
首
の
内

訳

は
、
奉
幣
使
と
し
て
賀
茂
社
に
参
詣
し
た
折
の
述
懐
一
首
、
住
吉
社

歌
合
歌
一
首
、
広
田
社
歌
合
歌
二
首
、
別
雷
社
歌
合
歌
三
首
で
あ
る
。

雑
歌
の
合
計
四
七
首
や
釈
教
歌
の
六
六
首
に
比
べ
て
、
神
社
歌
七
首
は

い

か
に

も
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
七
首
の
う
ち
の
六
首
が
三
種
の
神
社

奉
納
歌
合
の
歌
で
占
め
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　
以
下

に
、
神
社
歌
七
首
の
う
ち
の
1
1
1
m
u
の
神
社
奉
納
歌
合
の
歌
を
引

用
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
住
吉
社
の
歌
合
に
、
述
懐
歌
と
て
詠
あ
る

　
　
い

た
づ
ら
に
ふ
り
ぬ
る
身
を
も
住
吉
の
松
は
さ
り
と
も
あ
は
れ
知

る
ら
ん
（
四
七
o
）

　
　
そ

の

の

ち
又
、
広
田
社
に
御
う
ら
や
み
あ
る
よ
し
の
夢
の
つ

　
　
げ
あ
り
と
て
、
同
じ
く
歌
合
す
！
め
し
時
、
詠
み
て
加
へ
し

　
　
三
首
が
う
ち

　
　
社
頭
雪

い

さ
ぎ
よ
き
光
に
ま
が
ふ
塵
な
れ
や
御
前
の
浜
に
積
も
る
白
雪

（四
七

こ

　
　
述
懐

ち
は
や
ぶ
る
神
に
た
む
く
る
事
の
葉
は
来
む
世
の
道
の
し
る
べ
と

を
な
れ
（
四
七
二
）

　
　
賀
茂
神
主
重
保
、
か
の
社
に
歌
合
と
い
ふ
こ
と
人
く
に
す
＼

　
　

め
て
詠
ま
せ
侍
り
し
三
首
歌

　
　
霞

杣
下
し
霞
た
な
び
く
春
来
れ
ば
雪
げ
の
水
も
声
あ
は
す
な
り
（
四

七
三
）
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花

　
　
身
に
し
め
し
そ
の
神
山
の
桜
花
ゆ
き
ふ
り
ぬ
れ
ど
変
は
ら
ざ
り
け

　
　
り
（
四
七
四
）

　
　
　
　
述
懐

　
　
立
帰

り
捨
て
て
し
身
に
も
祈
る
か
な
子
を
思
道
は
神
も
知
る
ら
む

　
　
　
　
　
す
ご

　
　
（
四
七
五
）

　
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
俊
成
に
お
け
る
神
祇
信
仰
に
つ
い
て
考
察
し
て

き
た
が
、
住
吉
信
仰
に
つ
い
て
は
、
住
吉
明
神
を
和
歌
の
守
護
神
と
認

め
、
和
歌
一
筋
に
生
き
て
き
た
自
身
を
加
護
し
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

い

と
い
う
意
識
で
信
仰
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
自
ら
百

首
歌
を
詠
ん
で
伊
勢
・
賀
茂
・
春
日
・
日
吉
・
住
吉
の
各
社
に
奉
納
し

た
い
わ
ゆ
る
『
五
社
百
首
」
か
ら
神
祇
歌
と
し
て
勅
撰
集
に
入
集
し
た

歌

を
検
討
し
て
み
て
、
俊
成
の
各
社
へ
の
態
度
は
、
久
保
田
淳
氏
が

［
中
世
和
歌
と
『
神
』
」
に
お
い
て
、

　
　
俊
成
に
と
っ
て
の
神
は
、
文
治
六
年
（
二
九
〇
）
　
『
五
社
百
首
』

　
　
が

奉
納
さ
れ
た
伊
勢
・
賀
茂
・
春
日
・
日
吉
・
住
吉
な
ど
の
大
神

　
　
で

あ
っ
て
、
土
俗
信
仰
を
色
濃
く
と
ど
め
た
道
祖
神
や
聖
天
は
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

　
　

と
ん
ど
考
慮
外
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
重
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
ま
た
、
俊
成
の

神
祇
歌
は
内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
の
で
詠
ま
れ
た
内
容
を
分
類
し
図
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

化
し
て
考
え
る
な
ど
、
考
察
を
重
ね
て
き
た
次
第
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
俊
成
に
お
け
る
神
祇
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
特
に
「
広
田
社
歌
合
」
を
対
称
に
考
え
て

み

る
も
の
で
あ
る
。

　
　
二

　
最
初
に
、
『
長
秋
詠
藻
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
神
社
歌
」
と
い
う

用
語
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
歌
題
ま
た
は
部
立
と
し
て
用
い
ら
れ

た

「
神
社
歌
」
と
い
う
用
語
は
、
実
は
『
長
秋
詠
藻
』
の
み
に
見
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
の
で
、
時
代
を
通
じ
て
他
の
歌
集
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ

し
、
F
神
社
」
と
い
う
用
語
を
歌
題
ま
た
は
部
立
と
し
て
用
い
て
い
る

も
の
は
、
『
長
秋
詠
藻
」
成
立
以
前
で
は
、
『
為
忠
家
初
度
百
首
』
の
雑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

部
の
中
に
「
神
社
」
と
い
う
歌
題
が
見
え
、
俊
成
と
同
時
代
の
歌
人
の

私
家
集
で

は
、
『
秋
篠
月
清
集
』
と
『
拾
玉
集
』
に
も
歌
題
と
し
て
用

い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
俊
成
以
後
の
も
の
で
は
、
『
顕
氏
集
』
・

『
草
根
集
』
・
『
柏
玉
集
』
・
そ
の
他
数
種
の
私
家
集
に
、
一
首
ま
た
は
二

首
の
歌
題
と
し
て
r
神
社
」
が
検
索
で
き
る
が
、
そ
の
数
は
少
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
歌
題
ま
た
は
部
立
と
し
て
の
F
神
祇
」
・
「
神
祇
歌
」

と
い
う
用
語
は
、
や
や
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
『
後
拾

遺
集
』
第
二
十
巻
雑
六
の
部
に
「
神
祇
」
の
小
部
立
が
あ
り
一
九
首
入

集

し
て
い
る
の
が
最
初
で
、
以
下
、
『
散
木
奇
歌
集
』
第
六
悲
歎
部
に

F神
祇
」
の
小
部
立
で
1
1
1
首
、
『
久
安
百
首
』
雑
部
に
「
神
祇
」
の
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

題
で
各
歌
人
が

二
首
ず

つ
詠
ん

で
い

る
の
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
以
後
、

俊
成
と
同
時
代
に
は
、
『
続
詞
花
集
』
巻
第
八
の
一
巻
が
「
神
祇
」
の

部
立
で
占
め
ら
れ
二
五
首
入
集
し
、
『
月
詣
集
』
巻
第
十
一
の
目
録
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

r十
1
月
附
神
祇
」
と
あ
り
、
『
山
家
集
』
の
下
巻
雑
部
に
も
「
神
祇
十
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首
」
の
歌
題
が
見
え
る
な
ど
数
は
増
し
て
ゆ
く
o
俊
成
の
時
代
に
は
、

既
に

「
神
祇
」
や
「
神
祇
歌
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
が
定
着
し

つ

つ
あ
っ
た
の
で
、
『
長
秋
詠
藻
」
に
お
い
て
も
小
部
立
を
「
神
祇
歌
」

と
し
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
首
は
賀
茂
社
へ
の
奉
幣
時
の
歌

で

あ
り
、
他
は
三
社
へ
の
奉
納
歌
合
の
歌
で
あ
り
、
神
社
名
が
は
っ
き

り
し
て
い
る
の
で
「
神
社
歌
」
と
い
う
用
語
で
括
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
後
に
勅
撰
集
『
千
載
集
』
を
編
纂
す
る
に
あ
っ
た
っ

て
、
「
神
祇
歌
」
と
い
う
用
語
（
部
立
名
）
を
用
い
た
の
は
自
然
の
流

れ

で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
『
千
載
集
』
以
後
の
勅
撰
集
は
全
て
、
「
神

祇
歌
」
が
一
巻
の
部
立
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
『
長
秋
詠
藻
』
の
下
巻
に
「
神
社
歌
」
と
い
う
小
部
立
が
あ
る
こ
と

に

つ
い

て

は
、
松
野
陽
一
氏
が
、
『
長
秋
詠
藻
』
の
構
成
を
論
じ
る
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
　

で
、
既
に
詳
し
く
考
察
し
て
い
る
。
松
野
氏
は
、
「
神
社
歌
」
を
「
神

祇
歌
」
と
同
じ
も
の
と
し
て
考
察
を
進
め
、

　
　
安
元
二
年
九
月
末
の
俊
成
の
重
態
は
、
春
日
社
信
仰
か
ら
日
吉
社

　
　
信
仰
へ
と
乗
り
換
え
た
こ
と
へ
の
神
罰
と
い
う
噂
が
そ
の
直
後
に

　
　
世
上
に

流
布
し
た
事
実
も
あ
り
、
出
家
前
と
以
後
の
神
祇
歌
を
比

　
　
較

し
た
場
合
に
は
、
格
段
に
、
観
念
的
な
内
容
か
ら
、
信
心
の
強

　
　

さ
を
訴
え
、
神
意
を
迎
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
も
し
出
家

　
　
以
前
に
家
集
編
纂
の
機
会
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
質
量
的
に
部
立

　
　
を
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
「
神
祇
歌
」
は
、
出
家
後
に

　
　
は

欠

く
こ
と
の
で
き
ぬ
要
素
に
ま
で
育
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

　
　
る
。

と
述
べ
、
さ
ら
に
、
松
田
武
夫
氏
が
「
長
秋
詠
藻
考
」
に
お
い
て
、

r雑
歌
及
釈
教
歌
に

比

し
て
、
神
社
歌
は
僅
か
に
七
首
で
あ
つ
て
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

と
の
均
衡
上
特
異
な
観
を
呈
す
る
点
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を

紹
介

し
な
が
ら
、
先
ず
、
「
別
雷
社
歌
合
」
歌
三
首
の
う
ち
、
内
容
的

に

は
季
節
の
部
に
移
し
て
も
お
か
し
く
な
い
歌
が
あ
る
と
し
て
、

　

　
こ
の
後
あ
ま
り
時
を
置
か
ず
俊
成
の
手
で
成
っ
た
と
見
ら
れ
る

　
　
F
俊
成
家
集
」
A
歌
群
（
古
典
文
庫
本
「
長
秋
詠
藻
異
本
」
）
で
は
、

　
　
佃
・
仰
は
そ
れ
ぞ
れ
春
部
の
霞
「
花
」
の
歌
群
に
移
さ
れ
て
、
雑

　
　
歌
の
「
神
祇
」
歌
群
に
残
さ
れ
た
砲
と
は
別
の
扱
い
を
受
け
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

　
　
る
の
で
あ
る
。

と
考
察
し
、

　
　
長
秋
詠
藻
は
、
恐
ら
く
出
家
以
前
の
段
階
で
、
原
型
と
も
い
う
べ

　
　
き
稿
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
出
家
後
の
治
承
二
年
三
月
の

　
　
編
纂
の
段
階
で
は
、
出
家
と
信
仰
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
反
映
さ

　
　
せ

た
「
神
社
歌
」
k
歌
群
・
（
雑
歌
）
1
歌
群
が
加
え
ら
れ
て
ま

　
　
と
め
ら
れ
た
と
推
測
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

と
結
論
し
て
い
る
。
結
局
、
神
社
歌
七
首
は
数
は
少
な
い
が
、
ま
た
そ

の

中
に
は
神
社
歌
で
な
く
と
も
よ
い
歌
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
を
認
め
な
が
ら
も
、
あ
え
て
「
神
社
歌
」
を
置
い
た
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
『
長
秋
詠
藻
』
下
巻
の
「
神
社
歌
」
七
首
の
う
ち
の
、
r
広
田
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社
歌
合
」
の
歌
二
首
（
四
七
1
・
四
七
二
番
歌
）
に
つ
い
て
見
て
行
き

た
い
。

　
広
田
神
社
は
、
『
国
史
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、

　
　
祭
神
は
撞
賢
木
厳
之
御
魂
天
疎
向
津
媛
命
で
、
伊
勢
神
宮
の
内
宮

　
　
の

天
照
大
御
神
の
荒
魂
と
い
う
。
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
神

　
　
功
皇
后
が
三
韓
か
ら
凱
旋
し
た
時
、
「
我
が
荒
魂
を
ば
、
皇
居
に

　
　
近
づ

く
べ
か
ら
ず
、
ま
さ
に
御
心
広
田
の
国
に
居
ら
し
む
べ
し
」

　
　
（
原
漢
文
）
と
の
天
照
大
御
神
の
神
謁
に
よ
り
、
山
背
根
子
の
娘

　
　
葉
山
媛
を
し
て
斎
き
祀
ら
し
め
た
と
伝
え
る
。
脇
殿
と
称
す
る
住

　
　
吉
・
八
幡
・
南
宮
松
尾
、
八
祖
神
を
祭
る
別
殿
四
社
を
後
年
本
社

　
　
と
並
べ
て
広
田
五
社
と
い
っ
た
。
　
（
中
略
）
『
延
喜
式
』
神
名
帳

　
　
に

名
神
大
社
と
し
て
登
載
さ
れ
、
畿
内
に
お
い
て
特
に
崇
敬
を
受

　
　
け
た
二
十
二
社
の
一
社
と
さ
れ
、
奉
幣
勅
使
の
派
遣
の
事
が
し
ば

　
　
し
ば
あ
っ
た
。
こ
と
に
和
歌
に
霊
験
あ
る
神
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
、

　
　
社
頭
に
お
い
て
歌
合
の
行
事
が
よ
く
行
わ
れ
た
。
藤
原
俊
成
自
筆

　
　
で
奉
納

し
た
『
広
田
社
歌
合
』
三
巻
は
前
田
家
の
所
有
（
尊
経
閣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
文
庫
）
と
な
り
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
を
付
し
た
「
和
歌
に
霊
験
あ
る
神
と
し
て

重
ん
ぜ

ら
れ
」
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
最
初
に
、
「
神
社
歌
」
に
撰
入
し
て
い
る
、
四
七
一
番
歌
に
つ
い
て

見
て
み

よ
う
。
こ
の
歌
の
詞
書
は
、
「
住
吉
社
歌
合
を
催
行
し
た
後
、

広

田
神
社
が
羨
ま
し
く
思
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
旨
の
夢
の
お
告
げ
が

あ
っ
た
の
で
、
又
、
同
じ
よ
う
に
歌
合
を
催
す
た
め
に
人
々
に
和
歌
を

詠
む
よ

う
勧
め
た
時
、
詠
ん
で
加
え
た
三
首
の
う
ち
に
、
『
社
頭
雪
』

題
で
詠
ん
だ
歌
」
と
い
っ
た
意
と
な
っ
て
い
る
。
広
田
神
社
が
羨
ん
だ

た

め

歌
合

を
催
し
た
と
す
る
の
は
、
『
長
秋
詠
藻
』
の
こ
の
記
述
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
　

後
年
の
成
立
に
な
る
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
に
収
め
ら
れ
た
説
話
だ

け
で
あ
る
が
、
萩
谷
朴
氏
が
、
『
広
田
社
歌
合
』
の
「
成
立
名
称
」
に

お

い
て
、

　
　
長
秋
詠
藻
に

は
、
本
歌
合
開
催
の
動
機
を
説
明
し
て
「
（
嘉
応
二

　
　
年
十
月
住
吉
社
歌
合
の
後
）
広
田
の
社
で
神
さ
ま
が
御
羨
み
で
い

　
　
ら
っ
し
ゃ
る
旨
の
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
、
同
様
に

　
　
歌
合
を
勧
進
し
た
。
」
と
あ
り
、
古
今
著
聞
集
は
更
に
、
そ
の
夢

　
　
の

お
告
げ
を
見
た
も
の
が
一
人
な
ら
ず
両
三
人
に
ま
で
及
ん
だ
と
、

　
　
奇
跡
の
信
遍
性
を
誇
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
要
す
る
に
、
大
治

　
　
三
年
九
月
廿
八
日
神
祇
伯
顕
仲
住
吉
社
歌
合
に
「
前
々
の
歌
合
の

　
　
後
に
、
住
吉
の
羨
ま
せ
給
ふ
よ
し
の
夢
、
た
び
た
び
あ
り
し
か
ば
、

　
　
ま
ゐ
り
て
合
は
せ
ら
れ
た
る
な
り
」
と
あ
っ
た
先
例
の
模
倣
に
過

　
　
ぎ
ず
、
神
祇
伯
顕
仲
の
場
合
に
は
、
西
宮
・
南
宮
と
広
田
神
社
に

　
　
お
け
る
再
度
の
歌
合
を
住
吉
明
神
が
羨
ま
せ
給
う
た
と
い
う
の
を
、

　
　
住
吉
か

ら
広
田
へ
と
逆
に
折
り
返
し
た
の
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
田

　
　
催
　
旭
因
の
心
中
で
は
　
最
初
か
ら
　
想
せ
ら
れ
て
い
た
演
出
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

　
　
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
考
証
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
情
が
知
ら
れ
る
。
当
該
歌
詞
書

の

記
述

は
、
道
因
の
心
中
に
あ
っ
た
最
初
か
ら
の
構
想
に
、
俊
成
も
同

調

し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
、
俊
成
が
、
広
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田
神
社
の
祭
神
を
和
歌
の
神
と
考
え
よ
う
と
す
る
な
に
が
し
か
の
意
識

を

抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
も
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
広
田
明
神
を
和
歌
の
神
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
あ
る

い

は
大
治
三
年
（
一
一
二
八
）
九
月
に
神
祇
伯
顕
仲
が
勧
進
奉
納
し
た

『
西
宮
歌
合
』
以
後
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、

脇
殿
に

住
吉
神
社

を
祀
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
和
歌
の
神
と
し
て
も

認
識
は
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
俊
成
は
歌
合

の
判
を
終
え
た
後
に
、

　
　
敷
島
や
道
は
た
が
へ
ず
と
思
へ
ど
も
人
こ
そ
わ
か
ね
神
は
知
る
ら

　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

　
　
ん

（
一
七
五
）

と
い
う
歌
を
添
え
、
広
田
明
神
が
和
歌
に
精
進
す
る
我
が
身
を
理
解
し

て

く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
を
吐
露
し
て
い
て
、
明
神
を
和
歌

の

神
と
し
て
観
念
し
て
い
た
こ
と
は
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
四
七
一
番
歌
は
、
歌
合
で
は
、
「
社
頭
雪
」
題
七
番
右
の
歌

で
、
俊
成
は
判
を
見
合
わ
せ
て
い
る
。
歌
合
本
文
を
掲
出
す
る
と
、

　
　
　
　
七
番

　
左
持
　
　
　
僧
俊
恵

　
　
注
連
の
う
ち
に
神
さ
び
に
け
る
祝
子
が
か
し
ら
の
雪
ぞ
ふ
り
か
さ

　
　
ね

つ
る
（
1
　
1
1
1
）

　
　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
正
三
位
行
皇
太
后
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
俊
成

　
　
い

さ
ぎ
よ
き
光
に
ま
が
ふ
塵
な
れ
や
御
前
の
浜
に
つ
も
る
白
雪

　
　
（
1
四
）

　
　
　
　
左
、
神
さ
び
に
け
る
と
お
き
、
か
し
ら
の
雪
ぞ
ふ
り
か
さ
ね

　
　
　
　
つ
る
、
と
い
へ
る
心
い
と
を
か
し
く
こ
そ
侍
め
れ
。

　
　
　
　
右
、
姿
詞
こ
と
な
る
こ
と
侍
ら
ぬ
う
へ
に
、
判
者
の
歌
に
侍

　
　
　
　
り
け
り
、
依
例
不
加
判
。

と
な
っ
て
い
る
。
俊
成
は
、
俊
恵
歌
に
対
し
て
は
、
神
職
を
努
め
て
年

を
と
っ
た
頭
の
白
髪
に
白
雪
の
降
り
積
も
る
様
を
重
ね
た
趣
向
を
「
い

と
を
か
し
」
と
評
し
、
自
歌
に
対
し
て
は
「
姿
詞
こ
と
な
る
こ
と
（
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

し
）
」
と
し
、
判
者
自
身
の
歌
な
の
で
判
を
加
え
な
い
と
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
に
見
ら
れ
る
特
徴
は
、
「
光
に
ま
が
ふ
塵
な
れ

や
」
と
い
う
第
二
・
三
句
に
窺
え
る
和
光
同
塵
の
思
想
で
あ
ろ
う
。
和

光
同
塵
に
つ
い
て
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
長
秋
詠
藻
』
の
当
該

歌
頭
注
、
和
歌
文
学
大
系
本
『
長
秋
詠
藻
』
の
当
該
歌
脚
注
、
武
田
氏

『
広
田

社
歌
合
全
釈
』
の
当
該
歌
語
釈
に
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
が
あ
る
と
お

樋
、
大
き
く
は
神
仏
習
合
思
想
に
含
ま
れ
る
本
地
垂
　
説
に
よ
り
仏
が

神
と
し
て
出
現
す
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
俊
成
は
、
広
田
神
社
が
仏

教

と
深
い
関
係
の
あ
る
神
社
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
　
r
光
に
ま

が
ふ
塵
」
と
い
う
句
を
用
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
　
四

　
次

に
、
「
神
社
歌
」
に
撰
入
し
て
い
る
、
四
七
二
番
歌
に
つ
い
て
見

て
み

よ
う
。
こ
の
歌
は
、
歌
合
で
は
、
「
述
懐
」
題
七
番
右
の
歌
で
、

俊
成
は
判
を
持
と
し
て
い
る
。
歌
合
本
文
を
掲
出
す
る
と
、

　
　
　
　
七
番

　
左
持
　
　
　
俊
恵

　
　
名
に
し
お
は
ば
西
て
ふ
神
を
頼
み
お
か
ん
そ
な
た
を
つ
ひ
に
願
ふ

　
　
身
な
れ
ば
（
一
1
1
九
）
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右

　
　
　
　
　
　
　
俊
成

ち
は
や
ぶ
る
神
に
手
向
く
る
言
の
葉
は
来
む
世
の
道
の
し
る
べ
と

　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

も
な
れ
（
1
1
i
l
O
）

　
　
左
歌
、
西
て
ふ
神
を
頼
み
お
か
ん
、
と
い
へ
る
姿
を
か
し
く
、

　
　
心
あ
は
れ
に
こ
そ
お
ぼ
え
侍
れ
。

　
　
右
歌

は
、
身
し
づ
み
齢
く
れ
ぬ
る
も
の
の
述
懐
の
題
に
あ
ふ

　
　
事

は
、
憂
へ
を
延
べ
胸
を
休
む
べ
き
た
よ
り
に
は
侍
れ
ど
、

　
　
身
の
憂
へ
の
事
い
ま
は
な
か
な
か
に
ま
か
り
な
り
て
、
申
す

に

も
お
よ
ぼ
ず
侍
れ
ば
、
た
だ
今
日
の
言
の
葉
の
手
向
け
に

　
　
　
　
よ
り
て
、
か
へ
し
て
当
来
世
世
の
転
法
輪
の
縁
と
せ
ん
と
ば

　
　
　
　
か
り
を
思
う
給
へ
侍
る
を
、
左
は
姿
い
と
を
か
し
く
侍
れ
ど
、

　
　
　
　
心

ざ
し
お
な
じ
筋
な
る
さ
ま
に
み
え
侍
る
に
つ
き
て
、
持
を

　
　
　
　
や

乞
ふ

べ
く
侍
ら
ん
と
そ
思
う
給
へ
侍
る
。

と
な
っ
て
い
る
。
傍
線
を
施
し
た
部
分
に
つ
い
て
、
和
歌
文
学
大
系
本

『
長
秋
詠
藻
』
は
、
四
七
二
番
歌
の
脚
注
に
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
「
仏
事
」

に

採
ら
れ
た
白
居
易
の
詩
句
、
「
願
以
二
今
生
世
俗
文
字
之
業
狂
言
綺
語

之
誤
一
、
翻
為
二
当
来
世
世
讃
仏
乗
之
因
転
法
輪
之
縁
一
」
に
よ
る
こ
と

を
注
し
て
い
る
。
武
田
氏
『
広
田
社
歌
合
全
釈
』
は
、
当
該
歌
合
の

［語
釈
］
「
か
へ
し
て
当
来
世
世
の
転
法
輪
の
縁
と
せ
ん
」
の
項
に
お
い

て
、
原
典
は
『
白
氏
文
集
』
巻
第
七
十
「
香
山
寺
白
氏
洛
中
集
記
」
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
と
『
和
漢
朗
詠
集
』
と
で
は
文
字
に
異
同
が

あ
る
こ
と
を
述
べ
、
［
考
察
］
に
お
い
て
、

　
　
　
左
の

歌

は
、
西
方
浄
土
へ
の
往
生
を
願
う
身
な
の
で
、
「
西
て

　
　
ふ

神
」
、
西
の
宮
の
神
を
頼
ら
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
詠
む
。
阿
弥

　
　
陀
仏
の
住
す
る
浄
土
が
あ
る
と
い
う
西
方
に
、
西
の
宮
を
結
び
つ

　
　
け
た
趣
向
が
主
な
特
色
で
あ
ろ
う
。
後
出
の
二
十
八
番
左
の
姓
阿

　
　
の
歌
、

　
　
　
　
名
に
し
お
へ
ば
た
の
み
ぞ
か
く
る
西
の
宮
そ
な
た
に
わ
れ
を

　
　
　
　
み
ち
び
く
や
と
て

　
　
は
、
こ
の
俊
恵
の
歌
と
よ
く
似
て
い
る
。

　
　
　
右
の
歌
は
、
神
に
さ
さ
げ
る
こ
の
た
び
の
和
歌
が
、
後
の
世
に

　
　
仏
の

教

え
に
近
づ
く
道
し
る
べ
と
な
れ
と
願
う
心
を
、
率
直
に
詠

　
　
ん

で
い

る
。
左
の
歌
と
と
も
に
、
神
の
本
地
を
仏
と
見
る
立
場
で

　
　
の
作
で
あ
る
。

と
詳
し
く
注
解
し
て
い
る
。
「
阿
弥
陀
仏
の
住
す
る
浄
土
が
あ
る
と
い

う
西
方
に
、
西
の
宮
を
結
び
つ
け
た
趣
向
」
は
、
他
に
も
う
一
首
、

F述
懐
」
題
十
七
番
左
の
資
隆
の
歌
、

　
　
西
に

の

み

運
ぶ
心
の

印
を
ば
そ
な
た
に
い
ま
す
神
に
祈
ら
ん
（
1

　
　
四
九
）

に

も
見
ら
れ
る
。
俊
成
の
判
に
、
「
左
は
西
方
の
運
心
を
そ
な
た
の
神

に

い

の

り
」
と
い
う
の
も
資
隆
歌
の
内
容
を
言
い
換
え
た
も
の
で
、
西

方
浄
土

と
西
方
に
鎮
座
す
る
広
田
神
社
と
が
深
く
関
わ
る
と
い
う
発
想

な
の
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
俊
成
は
、
『
白
氏
文
集
』
を
念
頭
に
お

い

た
上
で
、
広
田
神
社
が
仏
教
と
縁
の
あ
る
神
社
で
あ
る
こ
と
を
意
識

し
て
狂
言
綺
語
観
を
ふ
ま
え
た
歌
作
り
を
し
、
自
身
も
仏
道
に
近
づ
き

た
い
と
い
う
願
い
を
込
め
た
判
を
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
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お

き
た
い

　
広
田
神
社
が
「
西
て
ふ
神
」
・
「
西
の
宮
」
で
あ
る
こ
と
は
、
現
在
の

広

田
神
社
社
務
所
発
行
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
【
「
廣
田
神
社
」
の
歴
史
と

F西
宮
」
（
廣
田
神
社
略
記
）
】
の
、
［
地
名
「
西
宮
」
の
起
源
と
廣
田
神

社
］
の
項
に
、

　
　

F西
宮
」
の
語
は
、
こ
の
由
緒
深
き
廣
田
神
社
の
別
称
と
し
て
歴

　
　
史
に

登
場
致

し
ま
す
。
律
令
国
家
時
代
の
二
官
八
省
体
制
で
、
国

　
　
の

政
治

を
担
う
太
政
官
と
並
び
、
国
の
神
事
を
司
っ
た
神
祇
官
の

　
　

日
誌
に
も
、
廣
田
神
社
へ
の
度
々
に
亙
る
参
拝
を
「
西
宮
」
参
拝
・

　
　
F
西
宮
」
下
向
と
記
さ
れ
、
村
上
源
氏
・
神
祇
伯
白
川
家
一
族
の

　
　
廣
田
神
社
に
於
け
る
歌
合
の
会
は
『
西
宮
歌
合
」
と
称
さ
れ
、
中

　
　
世
の

辞
書
で
あ
る
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
や
『
二
十
二
社
註
式
』

　
　
『
簾
中
抄
』
等
に
も
「
廣
田
社
、
世
俗
西
宮
と
号
す
」
「
廣
田
社
、

　
　
西
宮
也
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
「
西
宮
」
は
廣
田
神
社
の
別
称

　
　
と
し
て
、
中
古
か
ら
中
世
広
く
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
武
田
氏
『
広
田
社
歌
合
全
釈
』

も
、
俊
恵
歌
の
［
語
釈
］
の
「
に
し
の
宮
」
の
項
に
、

　
　
西

と
い
う
名
の
神
。
西
の
宮
の
神
を
言
う
。
こ
の
西
の
宮
は
、
広

　
　
田
の
社
の
こ
と
で
、
摂
社
で
あ
る
浜
の
南
の
宮
（
社
頭
雪
二
十
二

　
　
番
参

照
）
に
対
し
て
は
、
本
社
に
相
当
す
る
。
す
な
わ
ち
大
治
三

　
　
年
に

源
顕
仲
が
広

田
社
の
社
頭
で
催
し
た
歌
合
は
『
西
宮
歌
合
』

　
　
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
に
続
い
て
摂
社
の
南
の
宮
で
催
し
た
歌
合
が

　
　
『
南
宮
歌
合
』
で
あ
る
。

と
解
説
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
「
広
田
社
歌
合
」
で
は
、
他
の
歌
人
達
も
神
仏
習
合
思

想

を
背
景
に
持
つ
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
を
抜
き
出
す
と
、
「
社

頭
雪
」
題
の
歌
で
は
、

　
　
神
垣
や
迩
垂
れ
そ
め
し
庭
な
れ
ば
雪
も
こ
こ
に
ぞ
天
降
り
け
る

　
　
（
八
番
右
、
盛
方
、
一
六
）

　
　
　
垂

る
る
と
だ
え
の
神
や
こ
れ
な
ら
ん
御
前
の
浜
の
雪
の
む
ら
消

　
　

え
（
十
五
番
右
、
憲
盛
、
三
〇
）

の

二
首
が
認
あ
ら
れ
る
。
共
に
傍
線
を
付
し
た
句
に
よ
っ
て
本
地
垂
遊

思
想
に

拠
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
作
で
あ
る
。

　
「
海
上
眺
望
」
題
の
歌
に
は
見
え
な
い
が
、
「
述
懐
」
題
の
歌
で
は
、

　
　
昔
よ
り
誓
ひ
広
田
の
神
な
れ
ば
祈
る
祈
り
も
な
る
を
と
そ
聞
く

　
　
（
十
四
番
左
、
顕
広
王
、
　
一
四
三
）

の

l
首
が

あ
る
。
傍
線
部
分
に
、
広
く
衆
生
を
救
お
う
と
い
う
仏
の
誓

い

そ
の
ま
ま
に
、
衆
生
済
度
を
誓
う
の
が
広
田
の
神
で
あ
る
と
詠
ま
れ

て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

　

な
お
、
直
接
的
に
神
や
神
社
の
語
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
仏

教
的
思
想
を
基
軸
に
詠
ま
れ
て
い
る
歌
も
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
「
述

懐
」
題
の
歌
で
、

憂

き
な
が
ら
厭
ひ
は
は
て
じ
後
の
世
も
こ
れ
に
勝
ら
ん
も
の
な
ら

な
く
k
J
　
（
1
番
右
、
大
弐
、
＝
八
）

こ
の
世
に
は
数
な
ら
ず
と
も
九
品
わ
く
る
蓮
の
み
と
は
な
り
な
ん

（五
番
左
、
教
長
、
一
二
五
）
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け
ふ
結
ぶ
契
り
は
つ
ひ
に
夢
醒
め
ん
後
の
世
ま
で
も
頼
も
し
き
か

な
（
六
番
右
、
実
守
、
一
二
八
）

11つ
な
き
法
の
教
へ
を
そ
む
き
つ
つ
幾
度
む
つ
の
道
に
惑
ひ
ぬ

（八
番
左
、
成
範
、
＝
1
1
　
1
）

　
　
厭
ひ
つ
つ
捨
て
も
や
ら
れ
ぬ
憂
き
身
か
な
あ
や
し
や
誰
か
惜
し
む

　
　
な
る
ら
ん
（
十
二
番
右
、
亮
季
、
一
四
〇
）

　
　
憂

き
に
な
ほ
せ
め
て
も
惜
し
む
こ
の
世
か
な
そ
む
く
心
の
か
か
ら

　
　
ま
し
か
ば
（
廿
l
番
左
、
顕
綱
王
、
一
五
七
）

　
　
憂
き
な
が
ら
身
を
ば
さ
す
が
に
捨
て
や
ら
で
あ
や
ま
た
ぬ
世
を
恨

　
　
み

て
ぞ

経

る
（
廿
四
番
左
、
邦
輔
、
一
六
三
）

な
ど
が
数
え
ら
れ
る
。
神
社
奉
納
歌
合
に
こ
の
よ
う
な
仏
教
的
内
容
を

持
っ
た
歌
を
寄
せ
る
の
は
、
や
は
り
広
田
神
社
が
神
仏
習
合
の
神
社
と

し
て
歌
人
達
に
強
く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
「
神
社
歌
」
に
は
撰
入
し
て
い
な
い
、
も
う
一
首
の
「
広
田

社
歌
合
」
の
歌
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
歌
は
、
歌
合
で

は
、
「
海
上
眺
望
」
題
七
番
右
の
歌
で
、
判
者
も
務
め
た
俊
成
は
自
歌

を
負
に
し
て
い
る
。
歌
合
本
文
を
掲
出
す
る
と
、

　
　
　
　
七

番
　
左
勝
　
　
僧
俊
恵

　
　
雲
の
波
わ
け
ゆ
く
舟
の
消
え
ぬ
る
は
天
の
河
原
に
漕
ぎ
や
つ
け
つ

　
　

る
（
七
l
）

　
　
　
　
右
　
　
　
　
　
　

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

　
　

わ
た
の
は
ら
漕
ぎ
離
れ
ぬ
る
船
路
に
は
心
も
え
こ
そ
繋
が
ざ
り
け

　
　
れ

（七
二
）

　
　
　
　
左
歌
、
天
の
河
原
に
漕
ぎ
や
つ
け
つ
る
と
い
へ
る
心
、
か
の

　
　
　
　
チ
ヤ
ウ
ハ
ク
バ
ウ
ガ
ギ
ウ
カ
ン
ニ
イ
タ
N
　
パ
ン
リ
ノ
ナ
ミ
ニ
サ
カ
ノ
ボ
リ

　
　
　
　
張
博
望
之
到
牛
漢
源
十
万
里
之
濤
と
い
ふ
句
の
心
を
と

　
　
　
　
ら
れ
て
侍
り
、
い
と
を
か
し
く
こ
そ
侍
れ
。

　
　
　
　
右
歌

は
、
又
愚
老
の
拙
歌
に
侍
る
べ
し
。
さ
の
み
判
者
の
威

　
　
　
　
を
か
り
て
答
を
あ
ら
は
さ
ず
侍
ら
ん
神
慮
お
そ
れ
あ
る
べ
し
。

　
　
　
　
心
繋
が
れ
ず
と
い
へ
る
ば
か
り
に
て
は
眺
望
の
心
さ
だ
あ
て

　
　
　
　
す
く
な
く
侍
ら
ん
か
し
。
左
歌
の
心
ま
こ
と
に
万
里
の
波
お

　
　
　
　
も
ひ
や
ら
れ
て
遙
か
に
こ
そ
覚
え
侍
れ
。
よ
り
て
以
左
為
勝
。

と
な
っ
て
い
る
。
両
首
と
も
、
海
上
遙
か
沖
合
に
遠
ざ
か
り
行
く
船
に

心

を
馳
せ
る
心
を
詠
ん
で
い
る
。
海
上
は
広
田
神
社
社
前
の
海
上
で
あ

ろ
う
が
、
和
歌
か
ら
は
そ
の
こ
と
は
読
み
取
れ
な
い
。
俊
成
歌
は
、
自

身
が
判
詞
で
反
省

し
て
い
る
よ
う
に
、
海
上
を
眺
望
す
る
と
い
う
内
容

が
薄
れ
、
離
れ
て
ゆ
く
船
を
繋
ぎ
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
表
現
し
た
こ

と
で
、
叙
景
よ
り
も
人
事
に
傾
い
た
歌
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い

　
　
　
の
　

え
よ
う
。五

　
広
田

神
社
に

お

け
る
神
仏
習
合
の
様
相
は
、
広
田
の
神
の
本
地
が
記

さ
れ
た
書
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。
時
代
は
下
る
が
鎌
倉
末
期
の
成

立
と
さ
れ
る
『
二
十
二
社
井
本
地
』
に
は
、

　
　
広

田
　
一
殿
聖
観
音
。
二
殿
阿
弥
陀
。
三
殿
高
貴
徳
王
大
菩
薩
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

　
　
四
殿
阿
弥
陀
。
五
殿
薬
師

と
あ
る
。
先
に
、
武
田
氏
『
広
田
社
歌
合
全
釈
』
が
、
別
称
が
「
西
宮
」

一
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で

あ
る
と
い
う
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
に
つ
い
て

い

え
ば
、
室
町
中
期
写
本
の
十
巻
本
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
に
は
本
地
に

つ
い

て
も
記
さ
れ
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
広

田
　
五
所
大
明
神
在
摂
津
国
本
地
阿
弥
陀

と
あ
る
。
ま
た
、
室
町
末
期
の
成
立
で
あ
る
と
い
う
『
諸
社
根
元
記
』

に
は
、

　
　
摂
津
国
武
庫
郡
広
田
社
一
座

　
　
広
田
者
大
神
宮
御
同
体
也
、
如
二
式
文
一
者
一
座
也
、

　
　
今
現
在
五
社
也
、
後
人
之
勧
請
乎
、

　
　

（中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
五
社
　
一
住
吉
　
二
広
田
　
1
1
1
八
幡
　
四
松
尾
　
五
八
祖
神

と
あ
る
。
ま
た
、
『
諸
社
根
元
記
』
が
土
台
に
な
っ
て
書
か
れ
た
と
も
、

『
諸
社
根
元

記
』
の
方
が
改
変
さ
れ
た
別
本
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

に

『
諸
神
記
』
が
あ
り
、
大
和
文
華
館
所
蔵
の
『
諸
神
記
』
（
鈴
鹿
文

wa

　
5
2
8
1
）
に
よ
れ
ば
、

　
　
広

田
　
号
西
宮
　
又
云
奥
二
委
注
．

　
　
摂
津
国
武
庫
郡
広
田
社
一
座

　
　
広
田
者
大
神
宮
御
同
体
也
　
如
ハ
式
文
↓
者
一
座
也

　
　
今
現
在
五
社
也
　

後
人
之
勧
請
乎

　
　巖
雄
竃
音
二
殿
輻
阿
弥
陀
三
殿
杁
鵬
高
・
饗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
殿

杁
醐
熱師
　
垂
跡
時
代
無
正
記
（
原
本
、

　
　
四
殿

纏
雛
陀

　
　
写
本
）

と
あ
る
。
両
者
を
あ
わ
せ
て
、
広
田
神
社
は
も
と
も
と
一
座
で
、
祭
神

は
伊
勢
皇
大
神
宮
と
同
体
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
に
五
社
に
ま
で
増
え

た
こ
と
、
広
田
神
社
は
五
社
の
中
で
は
第
二
殿
で
、
そ
の
本
地
は
阿
弥

陀
仏
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
が
分
か
る
。
『
諸
神
記
』

は
、
五
社
の
本
地
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
『
諸
社
根
元
記
』
と
異
な
る
。

　
同
じ
、
広
田
神
社
へ
の
奉
納
歌
合
で
あ
る
大
治
三
年
（
＝
二
八
）

神
祇
伯
顕
仲
主
催
の
『
西
宮
歌
合
』
に
は
、
仏
教
的
な
内
容
が
窺
え
る

歌

は
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
お
よ
そ
半
世
紀
後
の
、
道
因
が
勧
進
し

俊
成
が

判
を
勤
め
た
当
該
『
広
田
社
歌
合
』
に
は
、
見
て
き
た
と
お
り

仏
教
思
想
と
関
わ
る
歌
、
狂
言
綺
語
観
や
本
地
垂
迩
思
想
に
よ
る
歌
が

相
当
数
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
広
田
神
社
に
お
け
る
神
仏
習
合
思
想

の

顕
在
化
は
、
実
は
『
西
宮
歌
合
』
以
後
『
広
田
社
歌
合
』
の
成
立
に

到

る
俊
成
の
時
代
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
次
第
で
あ
る
。

　
俊
成
に

お

け
る
広
田
神
社
に
対
す
る
意
識
は
、
こ
う
し
た
神
仏
習
合

思
想
の
顕
在
化
に
呼
応
し
て
、
既
述
し
た
和
歌
の
守
護
神
と
し
て
畏
敬

す
る
観
念
と
、
仏
と
し
て
の
神
を
崇
拝
す
る
観
念
と
を
合
わ
せ
持
っ
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

注

（
1
）
　
松
野
陽
一
氏
『
藤
原
俊
成
の
研
究
』
　
（
笠
間
書
院
、
昭
和
四
八
・
三
）

　

参

照
。
松
野
氏
は
、
続
国
歌
大
観
本
『
長
秋
詠
藻
』
に
よ
っ
て
そ
の
構

　
成
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
下
巻
の
構
成
は
、
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（大
歌
群
）

下
巻

（小
歌
群
）

i
雑

ー
釈
教
①

ゴ
（
釈
教
）
②

k
神
社

1
（
雑
）

（続
国
歌
大
観
番
号
）

㈱
～
姐

姫
～
皿

纈
～
蜥

娚
～
砲

描
～
仰

　　　　　　　　　　　　　　

57155142歌　　　　　　　　　　　　　数

　　　　　　　　　　　　　w

　
　
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
）
　
『
私
家
集
大
成
』
第
三
巻
・
中
世
1
（
明
治
書
院
、
昭
和
四
九
・
七
）

　
　
に
、
『
俊
成
1
』
と
し
て
収
あ
ら
れ
た
も
の
（
い
わ
ゆ
る
二
類
本
の

　
　
『
長
秋
詠
藻
』
）
に
よ
る
。

（
3
）
　
拙
稿
「
俊
成
に
お
け
る
住
吉
信
仰
」
　
（
日
本
文
芸
論
稿
、
第
八
号
、

　
　
昭
和
五
三
・
一
1
1
）
、
同
r
神
仏
感
応
歌
考
ー
住
吉
明
神
の
場
合
を
中

　
　
心
に
ー
」
　
（
文
芸
研
究
、
第
一
〇
六
集
、
昭
和
五
九
・
五
）

（
4
）
　
久
保
田
淳
氏
「
中
世
和
歌
と
『
神
』
」
　
（
解
釈
と
鑑
賞
、
第
五
二
巻

　
　
第
九
号
、
昭
和
六
二
・
九
）

（
5
）
　
拙
稿
「
藤
原
俊
成
に
お
け
る
神
祇
歌
の
世
界
」
　
（
『
菊
田
茂
男
教
授

　
　
退
官
記
念
日
本
文
芸
の
潮
流
』
〈
お
う
ふ
う
、
平
成
六
・
一
〉
）
。
こ

　
　
の
論
稿
に
お
い
て
、
『
春
日
権
現
験
記
』
を
取
り
上
げ
、
「
俊
成
が
月
詣

　
　
で
を
す
る
ほ
ど
の
篤
実
な
信
仰
を
生
涯
に
わ
た
り
寄
せ
て
い
る
様
が
描

　
　
か
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
が
、
俊
成
は
別
人
の
俊
盛
で
あ
っ
た
の
で
、

　
　
こ
こ
に
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

（
6
）
　
『
新
編
国
歌
－
K
w
r
　
〈
C
D
－
R
O
M
f
s
・
　
V
e
r
．
2
〉
』
　
（
同
集
委
員
会
編
、

　
　
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
一
五
・
六
）
に
よ
る
。

（
7
）
　
目
録
に
は
「
神
社
」
と
あ
る
が
、
本
文
で
は
「
社
頭
」
と
な
っ
て
い

　
　
る
。
ち
な
み
に
、
『
為
忠
家
後
度
百
首
』
の
冬
（
雪
十
五
首
）
部
の
小

　
　
部
立
の
中
に
「
神
社
雪
」
の
語
が
見
え
る
。

（
o
o
）
　
r
久
安
百
首
』
作
者
十
四
人
の
も
の
は
、
各
歌
人
の
私
家
集
の
中
に

　
　
も
収
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
個
々
に
つ
い
て
は
取

　
　
り
上
げ
な
い
。
ま
た
、
成
立
前
に
死
去
し
た
た
め
差
し
替
え
ら
れ
た
忠

　
　
盛
の
「
久
安
百
首
」
歌
を
収
め
た
『
忠
盛
集
』
に
も
「
神
祇
二
首
」
が

　
　
あ
る
。

（
9
）
　
現
存
の
『
月
詣
集
』
に
は
、
本
文
で
の
「
神
祇
」
歌
は
欠
落
し
て
い

　
　
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
9
）
　
注
（
1
）
に
同
じ
。

（
1
）
　
松
野
氏
『
藤
原
俊
成
の
研
究
』
に
前
後
十
全
な
引
用
が
あ
る
が
、
一

　
　
文
だ
け
を
抜
き
出
し
た
。
原
論
文
は
、
松
田
武
夫
氏
「
長
秋
詠
藻
考
」

　
　
（
国
語
と
国
文
学
、
昭
五
・
八
）
で
あ
る
。
後
に
『
王
朝
和
歌
集
の
研

　
　
究
』
　
（
巌
松
堂
、
昭
和
一
一
・
一
〇
）
、
さ
ら
に
『
王
朝
和
歌
集
の
研

　
　
究
』
（
白
帝
社
、
昭
和
四
三
・
七
）
に
収
録
。

（
1
）
　
こ
こ
で
の
蝿
・
仰
・
砲
歌
は
、
注
1
に
記
し
た
続
国
歌
大
観
本
の
番

　
　
号
な
の
で
、
本
稿
に
掲
出
し
た
「
神
社
歌
」
と
は
歌
番
号
が
異
な
っ
て

　
　
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
神
社
歌
」
の
う
ち
の
四
七
l
l
l
　
・
四
七
四
・
四
七

　
　
五
番
歌
に
対
応
す
る
。

（
1
3
）
　
『
国
史
大
辞
典
』
第
十
一
巻
（
同
編
集
委
員
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、

　
　
平
成
二
・
九
）
、
「
広
田
神
社
」
の
項
参
照
。
傍
線
筆
者
。

（
1
4
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
8
4
『
古
今
著
聞
集
』
　
（
永
積
安
明
氏
他
校
注
、

　
　
岩
波
書
店
、
昭
和
四
一
・
三
）
、
巻
第
五
（
和
歌
第
六
）
、
一
六
六
「
道

　
　
因
法
師
広
田
社
の
夢
の
告
に
依
り
て
歌
合
の
事
井
び
に
左
大
弁
実
綱
述

　
　
懐
の
事
」

（
1
）
　
萩
谷
朴
氏
『
増
補
新
訂
平
安
朝
歌
合
大
成
』
第
四
巻
〈
同
朋
舎
出
版
、

　
　
一
九
九
六
・
七
〉
）
。
傍
線
筆
者
。

（
1
6
）
　
注
（
6
）
に
同
じ
。
以
下
、
和
歌
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り

　
　
新
編
国
歌
大
観
本
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
て
、
適
宜
、
漢
字
に
送
り
仮

　
　
名
を
施
し
、
仮
名
に
漢
字
を
当
て
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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（
1
）
　
判
者
自
身
の
歌
に
判
を
加
え
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
武
田
元
治
氏
が

　
　
『
広
田
社
歌
合
全
釈
』
（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
九
・
五
）
の
当
該
歌
で
の

　
　
［
考
察
］
に
、
『
袋
草
紙
』
を
引
用
し
、
俊
成
自
身
が
「
住
吉
社
歌
合
」

　
　
の
旅
宿
時
雨
二
十
五
番
、
述
懐
十
番
で
も
触
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指

　
　
摘
し
た
丁
寧
な
説
明
が
あ
る
。

（
1
8
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
長
秋
詠
藻
』
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系

　
　
『
平
安
鎌
倉
私
家
集
』
　
（
久
松
潜
一
氏
他
校
注
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三

　
　
九
・
五
）
所
収
『
長
秋
詠
藻
』
を
さ
し
、
そ
の
頭
注
に
は
、
「
ち
り
」

　
　
に
対
し
て
、
「
和
光
同
塵
の
思
想
を
表
し
て
い
る
」
と
注
し
て
い
る
。

　
　
和
歌
文
学
大

系
本
『
長
秋
詠
藻
』
は
、
和
歌
文
学
大
系
『
長
秋
詠
藻

　
　
俊
忠
集
』
　
（
川
村
晃
生
氏
他
校
注
、
明
治
書
院
、
平
成
一
〇
・
一
二
）

　
　
所
収
『
長
秋
詠
藻
』
を
さ
し
、
そ
の
脚
注
で
、
「
光
に
ま
が
ふ
塵
」
に

　
　
対

し
て
、
「
和
光
同
塵
。
仏
が
衆
生
済
度
の
た
め
、
知
徳
を
隠
し
て
塵

　
　
に
汚
れ
た
俗
世
に
姿
を
表
す
こ
と
」
と
注
し
、
さ
ら
に
、
一
首
の
解
説

　
　
と
し
て
、
　
r
本
地
垂
　
思
想
を
示
す
」
と
注
し
て
い
る
。
武
田
氏
『
広

　
　
田
社
歌
合
全
釈
』
は
、
そ
の
語
釈
で
、
「
光
に
ま
が
ふ
塵
」
に
対
し
て
、

　
　
F
光
と
区
別
な
く
見
え
る
塵
。
『
和
光
同
塵
』
を
背
景
に
し
た
表
現
。

　
　
『
和
光
同
塵
』
は
、
仏
教
で
、
仏
・
菩
薩
が
衆
生
を
救
う
た
め
に
本
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
マ

　
　
の
威
光
を
和
ら
げ
て
俗
世
に
仮
の
姿
を
現
わ
す
こ
と
を
を
言
い
、
日
本

　
　
で
は
特
に
本
地
垂
跡
の
思
想
か
ら
、
仏
・
菩
薩
が
神
と
し
て
出
現
す
る

　
　
こ
と
を
言
っ
た
」
と
詳
解
し
て
い
る
。

（
1
9
）
　
第
五
句
「
し
る
べ
と
も
な
れ
」
は
、
本
稿
に
使
用
し
て
い
る
『
長
秋

　
　
詠
藻
』
で
は
「
し
る
べ
と
を
な
れ
」
　
（
四
七
二
番
歌
）
で
あ
る
。

（
2
0
）
　
こ
の
作
は
、
『
新
続
古
今
集
』
巻
第
十
八
雑
歌
中
に
入
集
し
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　

承
安
二
年
広
田
社
歌
合
に
、
海
上
眺
望

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

　
　
　
　

わ
た
の
原
漕
ぎ
離
れ
ぬ
る
船
路
に
は
心
も
え
こ
そ
繋
が
ざ
り
け

　
　
　
　
　
れ
（
一
八
一
1
1
）

　
　
と
あ
る
。
前
後
に
配
さ
れ
た
歌
も
、
海
上
を
眺
望
し
た
感
懐
を
詠
ん
だ

　
　
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
叙
景
歌
と
し
て
優
れ
て
い
る
と
い
う
判
断
の
も

　
　
と
に
入
集
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
『
夫
木
和
歌
抄
』
（
巻
第
三

　
　
十
六
雑
部
十
八
、
一
七
〇
〇
三
、
詞
書
「
承
安
二
年
広
田
社
三
首
歌
合
、

　
　
眺
望
」
）
に
も
入
集
し
て
い
る
が
、
第
二
句
が
「
漕
ぎ
離
れ
ゆ
く
」
、
第

　
　
三
句
が
「
波
路
に
は
」
と
な
っ
て
い
て
異
同
が
あ
る
。

（
2
1
）
　
『
続
群
書
類
従
』
I
R
k
1
1
1
輯
　
（
上
）
神
祇
部
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、

　
　
一
九
五
九
訂
正
三
版
）
。
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
『
群
書
解
題
』
第
六

　
　
巻

に
、
「
本
奥
書
に
よ
る
に
、
嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）
十
1
月
十
五

　
　
日
、
吉
田
神
社
神
主
某
が
前
神
祇
伯
三
位
の
仰
を
う
け
て
二
十
二
社
の

　
　
本
地
を
注
記
し
た
と
い
う
」
と
あ
る
。

（
2
2
）
　
築
島
裕
氏
責
任
編
集
『
大
東
急
記
念
文
庫
善
本
叢
刊
中
古
中
世
篇
別

　
　
巻
二
伊
呂
波
字
類
抄
第
五
巻
』
　
（
汲
古
書
院
、
平
成
二
七
・
二
D

（
2
3
）
　
『
神
祇
全
書
』
第
一
輯
（
佐
伯
有
義
氏
編
集
校
訂
、
思
文
閣
、
復
刻

　
　
版
昭
和
四
六
・
五
）

（
2
4
）
　
『
諸
社
根
元
記
』
と
『
諸
神
記
』
の
成
立
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
、

　
　
『
諸
社
根
元
記
』
が
先
と
す
る
も
の
に
『
国
史
大
辞
典
』
第
七
巻
（
同

　
　
編
集
委
員
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
一
・
一
一
）
の
「
諸
社
根
元

　
　
記
」
の
項
が
あ
り
、
『
諸
神
記
』
が
先
と
す
る
も
の
に
島
居
清
氏
「
諸

　
　
神
根
源
抄
・
諸
神
記
・
諸
社
根
元
記
に
就
い
て
（
1
）
ー
諸
神
記
と
諸

　
　
社
根
元
記
1
」
　
（
ビ
ブ
リ
ア
、
3
0
号
、
昭
和
四
〇
・
二
）
が
あ
る
。

（
2
5
）
　
国
文
学
研
究
資
料
館
の
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る

　
　
（
外
題
が
『
諸
神
記
』
、
内
題
は
『
諸
社
根
元
記
』
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
請

　
　
求
記
号
二
閤
ム
○
山
○
」
ω
廷
。
ミ
コ
マ
目
）
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