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あ
る
人
が
言
う
こ
と
に
は
、
「基
俊
は
俊
頼
の
こ
と
を
漢
詩
に
暗
い
人
で
あ
る
と
言
っ
て
、
『和
歌
が
上
手
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、

（俊
頼
の
腕
前
は
）
老
い
た
馬
が
道
を
よ
く
覚
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
俊
頼
は
そ
れ
を
聞
い
て
、

『高
名
な
漢
詩
人
で
あ
る
文
時
や
朝
綱
は
、
和
歌
が
上
手
で
は
な
い
。
和
歌
で
有
名
な
期
恒
や
貫
之
は
漢
詩
が
上
手
で
は
な
い
』
と

お
っ
し
ゃ
っ
た
」
と
言
っ
た
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
言
っ
た
。
「雲
居
寺
の
僧
が
催
し
た
歌
会
で
、
秋
の
暮
れ
を
題
材
に
し
て
俊
頼

は
次
の
よ
う
に
詠
ん
だ
…

秋
が
暮
れ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
秋
風
は
訪
れ
て
き
て
、
野
辺
の
秋
景
色
よ
、
冬
景
色
に
変
わ
っ
て

く
れ
る
な
よ
…

俊
頼
は
、
そ
の
名
を
隠
し
て
詠
ん
だ
の
だ
が
、
基
俊
は
こ
の
歌
を

『そ
う
だ

（俊
頼
が
詠
ん
だ
歌
だ
）
よ
』
と
気
が
付
い
て
、
基

俊
は
競
争
心
が
強
い
人
な
の
で
、
非
難
し
て
言
う
こ
と
に
は
、
『
ど
う
し
て
も
歌
は
第
二
句
の
末
尾
に

『
て
』
の
文
字
を
置
い
て
し
ま

う
と
、
と
り
た
て
て
よ
い
こ
と
は
な
い
。
つ
っ
か
え
て
ひ
ど
く
聞
き
に
く
い
も
の
だ
』
と
、
反
論
の
口
を
開
か
せ
な
い
ほ
ど
激
し
く

非
難
し
な
さ
っ
た
の
で
、
俊
頼
は
と
や
か
く
言
わ
な
い
で
い
た
。
そ
の
席
に
伊
勢
の
君
琳
賢
が
座

つ
て
い
て
、
『
一
風
変
わ
っ
た
証
歌

を

一
首
覚
え
て
お
り
ま
す
』
と
口
に
出
し
た
の
で
、
基
俊
が

『
さ
あ
さ
あ
、
お
聞
き
し
ま
し
ょ
う
。
全
く
よ
い
歌
で
は
な
い
で
し
ょ

う
』
と
言
う
の
で
、

桜
の
花
の
散
る
木
の
下
を
吹
い
て
く
る
風
は
寒
く
な
っ
て
…

と
、
琳
賢
が
最
後
の

「
で
」
の
文
字
を
長
々
と
引
い
て
読
み
上
げ
た
の
で
、
基
俊
は
顔
色
が
真
っ
青
に
な
っ
て
何
も
言
え
ず
に
う
つ

む
い
て
い
た
と
き
に
、
俊
頼
朝
臣
は
こ
っ
そ
り
と
お
笑
い
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
」
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