
 

【
作
者
】
西
行
元
永
元
年
（
一
一
一
八
年
）
～
文
治
六
年
（
一
一
九
〇
年
）
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
の
武
士
・
僧
侶
・
歌
人
。 

俗
名
は
佐
藤 

義
清
（
さ
と
う 

の
り
き
よ
）
。 

【
語
釈
】
◎
人
間
の
道
を
説
い
た
教
訓
詩
、
難
解
な
詩
で
あ
る
。 

晴
れ
て
い
て
も
雨
が
降
っ
て
い
て
も
そ
ん
な
こ
と
関
係
な
し
に
睡
蓮
は
咲
く
、
山
に
住
ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
林
の
中
に
住
ん
で
い

る
の
で
も
な
く
、
わ
た
し
は
在
家
の
仙
人
、
一
日
一
日
い
つ
ま
で
も
興
味
が
尽
き
る
こ
と
が
な
い
、
老
い
て
か
ら
の
楽
し
み
は
至
善
（
も

っ
と
も
善
い
こ
と
）
を
実
行
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ 

【
通
釈
】
池
の
睡
蓮
は
天
候
に
関
係
な
く
時
期
が
く
れ
ば
咲
い
て
い
る
。 

自
分
は
山
中
に
住
む
仙
人
で
も
な
く
、
林
の
中
に
庵
を
構
え
て
い
る
僧
で
も
な
く
、
田
舎
の
家
に
住
み
な
が
ら
不
老
不
死
の
術
を
心
得
て

い
る
仙
人
の
よ
う
で
あ
る
。
（
明
日
白
骨
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
わ
が
身
は
生
老
病
死
の
四
苦
か
ら
絶
対
に
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
怨

み
や
憎
み
に
会
う
苦
、
愛
す
る
人
と
別
離
す
る
苦
、
求
め
る
こ
と
が
得
ら
れ
な
い
苦
、
要
す
る
に
生
き
て
い
る
間
中
苦
か
ら
逃
れ
る
こ
と

は
で
き
ず
、
逃
れ
よ
う
と
し
て
求
め
る
一
時
的
快
楽
も
結
局
は
苦
を
作
る
身
で
あ
る
。
）
そ
の
よ
う
に
達
観
す
れ
ば
、
一
日
が
一
生
の
よ

う
に
、
今
こ
の
時
生
き
て
い
る
自
分
の
日
々
は
、
面
白
お
か
し
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
老
人
の
楽
し
み
は
、
唯
一
つ
、
自
分

が
最
も
善
い
と
信
じ
る
こ
と
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
自
分
は
そ
の
楽
し
み
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る 


