
1

は
じ
め
に

　

本
歌
取
り
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
、
筆
者
は
以
前
『
本
歌
取
り
成
立
前
史
』（
総
合
研
究
大
学
院
大
学
文
化
科
学
研
究
科
日
本
文
学
研
究

専
攻
・
二
〇
一
五
年（

1
（

。
以
下
、
旧
稿
と
称
す
（
に
お
い
て
、
三
代
集
時
代
、
特
に
『
古
今
集
』
か
ら
『
後
撰
集
』
に
か
け
て
の
時
代
の
本
歌

取
り
の
例
を
検
討
し
、
贈
答
歌
の
発
想
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。

　

旧
稿
で
『
後
撰
集
』
時
代
の
〈
本
歌
取
り
〉（
以
下
、
新
古
今
時
代
に
方
法
と
し
て
完
成
し
た
本
歌
取
り
と
区
別
し
て
、
そ
れ
以
前
の
本

歌
取
り
的
詠
法
を
〈
本
歌
取
り
〉
と
記
す
（
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
が
、『
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』
と
源
順
「
万
葉
集
和
し
侍

り
け
る
歌
」
だ
っ
た
。
旧
稿
で
指
摘
し
た
こ
と
で
、本
稿
に
関
わ
る
こ
と
を
簡
略
に
ま
と
め
て
お
く
。
第
一
は
、『
古
今
集
』
か
ら
『
後
撰
集
』

時
代
の
〈
本
歌
取
り
〉
は
、〈
本
〉
と
し
て
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
和
歌
と
詞
続
き
が
重
な
ら
な
い
よ
う
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、詞
続
き
の
重
な
り
を
避
け
た
た
め
、詞
書
や
題
に
〈
本
歌
〉
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
読
者
は
〈
本
歌
〉
の
存
在
お
よ
び
ど
の
歌
が
〈
本

歌
〉
で
あ
る
か
を
理
解
し
、
読
解
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
示
さ
れ
な
い
場
合
に
は
そ
れ
に
気
づ
き
理
解
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難

『
後
撰
集
』
時
代
の
〈
本
歌
取
り
〉
に
つ
い
て

小
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で
あ
る
こ
と
だ
。
第
三
に
、『
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』
と
「
万
葉
集
和
し
侍
り
け
る
歌
」
は
、〈
本
歌
〉
を
贈
歌
と
見
な
し
、
そ
れ
に

対
す
る
返
歌
の
体
で
詠
ま
れ
、
題
と
な
る
〈
本
歌
〉
に
対
す
る
反
発
・
切
り
返
し
の
発
想
か
ら
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。〈
本
〉
に
対
す
る

切
り
返
し
に
根
ざ
し
て
、
批
判
を
内
在
さ
せ
つ
つ
自
身
の
視
点
や
心
情
を
対
比
的
に
強
調
す
る
と
い
う
方
法
は
、
後
世
の
「
本
歌
に
贈
答
す

る
体
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
本
歌
取
り
の
原
初
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
内
容
面
で
は
本
歌
に
依
拠
し

て
は
い
て
も
、
詞
の
面
で
は
露
わ
な
摂
取
が
避
け
ら
れ
た
の
が
『
古
今
集
』
か
ら
『
後
撰
集
』
時
代
の
〈
本
歌
取
り
〉
だ
っ
た
。
以
上
が
、

本
稿
と
関
わ
る
指
摘
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
旧
稿
の
補
訂
お
よ
び
続
編
に
相
当
す
る
。
そ
の
た
め
、
論
旨
の
一
部
が
旧
稿
と
重
複
す
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

一
、
贈
答
歌
と
本
歌
取
り

　

旧
稿
で
は
、
贈
答
歌
に
お
け
る
返
歌
が
、
贈
歌
に
対
す
る
反
発
・
切
り
返
し
の
形
で
詠
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
反
発
・
切
り
返

し
が
〈
本
〉
に
対
す
る
批
判
お
よ
び
自
己
の
内
省
を
促
す
こ
と
に
結
び
付
き
、
そ
れ
が
、
後
世
の
本
歌
取
り
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ

た
。
ま
ず
、
贈
答
歌
に
お
け
る
返
歌
と
本
歌
取
り
の
関
わ
り
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
く
。

　

本
歌
取
り
の
形
成
過
程
に
お
い
て
贈
答
歌
に
お
け
る
返
歌
が
関
連
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
渡
部
泰
明
は
「
本
歌
取
り
の
方
法
に
は
、
贈
答

歌
に
お
け
る
返
歌
、
王
朝
物
語
に
お
け
る
引
歌
、
縁
語
、
漢
詩
文
に
お
け
る
典
故
な
ど
の
方
法
が
、
複
合
的
に
流
入
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
」

（『
和
歌
文
学
大
辞
典
』〈
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
二
〇
一
四
年
〉「
本
歌
取
り
」
項
目
、
傍
線
引
用
者
（
と
述
べ
る
。
贈
答
歌
に
お
け
る
返
歌

が
ど
の
よ
う
に
本
歌
取
り
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
具
体
的
に
論
じ
た
先
行
研
究
は
管
見
に
入
ら
な
い
が
、
両
者
に
関
わ
り
が
あ
る
だ
ろ
う
こ

と
は
、
す
で
に
諸
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
本
歌
」
の
用
語
の
履
歴
を
た
ど
る
と
、「
証
歌
」
と
同
じ
意
味
で
「
本
歌
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
以
外
に
、
贈
答
歌
に
お
け
る
贈
歌
を
指
す
も
の
が
あ
る
こ
と
に
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
き
た（

2
（

。



3 『後撰集』時代の〈本歌取り〉について
　

源
俊
頼
『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
古
歌
と
の
類
似
を
戒
め
る
文
脈
で
、
贈
答
歌
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。

う
た
を
よ
む
に
、
ふ
る
き
う
た
に
よ
み
に
せ
つ
れ
ば
わ
ろ
き
を
、
い
ま
の
う
た
よ
み
ま
し
つ
れ
ば
、
あ
し
か
ら
ず
と
ぞ
う
け
た
ま
は
る
。

（
中
略
（
こ
れ
が
や
う
に
よ
み
ま
さ
む
事
の
か
た
け
れ
ば
、
か
ま
へ
て
、
よ
み
あ
は
せ
じ
と
す
べ
き
な
り
。

う
た
の
返
し
は
、 
本
の
う
た 

に
よ
み
ま
し
た
ら
ば
、 

い
ひ
い
だ
し
、
お
と
り
な
ば
、
か
く
し
て
い
ひ
い
だ
す
ま
じ
と
ぞ
、
む
か
し
の

ひ
と
申
け
る
。（
中
略
（

歌
の
返
に
、
鸚
鵡
返
し
と
申
事
あ
り
。
か
き
を
き
た
る
も
の
は
な
け
れ
ど
、
ひ
と
の
あ
ま
た
申
こ
と
な
り
。
あ
う
む
が
へ
し
と
い
へ
る

心
は
、
本
の
う
た
の
、
心
こ
と
ば
を
か
へ
ず
し
て
、
お
な
じ
こ
と
ば
を
い
へ
る
な
り
、
え
思
よ
ら
ざ
ら
む
お（
を
（り
は
、
さ
も
い
ひ
つ
べ
し
。

　

波
線
部
「
こ
れ
が
や
う
に
」
が
指
す
の
は
、
中
略
し
た
箇
所
に
挙
げ
ら
れ
る
例
歌
と
そ
の
分
析
で
あ
る
。
掲
出
箇
所
で
は
、
古
歌
と
の
類

似
を
忌
避
す
る
意
識
に
続
け
て
、
贈
答
歌
に
お
け
る
返
歌
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
両
者
は
「
詠
み
ま
し
」
す
な
わ
ち
、
類
似
し
て
い
て
も

よ
り
優
れ
た
歌
を
詠
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
す
る
の
だ
が
、
中
川
博
夫（

3
（

は
そ
れ
に
加
え
、「
本
歌
取
の
詠
み

方
は
本
来
的
に
贈
歌
に
対
す
る
返
歌
の
詠
み
よ
う
に
つ
う
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ

て
い
る
。

　

で
は
、
贈
歌
に
対
す
る
返
歌
と
本
歌
取
り
が
共
通
す
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
点
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
両
者
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

本
歌
取
り
と
は
「
周
知
の
和
歌
の
表
現
を
意
識
的
に
取
り
入
れ
、
新
し
い
和
歌
を
詠
む
方
法
」（
先
掲
渡
部
執
筆
項
目
（
で
あ
る
。
一
方
、

贈
答
歌
に
お
け
る
返
歌
は
、
そ
れ
が
意
識
し
て
踏
ま
え
る
和
歌
が
、
あ
く
ま
で
個
人
間
で
の
や
り
と
り
で
あ
り
「
周
知
の
」
も
の
で
は
な
い
。

贈
歌
・
返
歌
の
作
者
双
方
に
、
贈
歌
の
詞
と
内
容
が
共
有
さ
れ
て
い
れ
ば
、
成
立
す
る
方
法
で
あ
る
。
一
方
で
本
歌
取
り
は
、
本
歌
と
新
歌
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の
間
に
時
間
の
隔
た
り
が
存
在
し
、
両
者
に
個
人
的
な
つ
な
が
り
の
無
い
と
こ
ろ
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
両
者
を
大
き
く

分
か
つ
点
で
あ
る
。
と
は
い
え
、「
周
知
の
和
歌
」
で
あ
る
か
ど
う
か
と
二
首
の
間
に
存
在
す
る
時
間
の
幅
が
異
な
る
だ
け
で
、
時
間
的
に

先
行
す
る
和
歌
の
内
容
を
踏
ま
え
、
そ
の
詞
を
取
り
入
れ
て
詠
み
込
む
点
で
は
共
通
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
歌
取
り
は
取
ら
れ
る
本
歌
に
、

贈
答
歌
に
お
け
る
返
歌
の
場
合
は
贈
歌
に
、
詞
・
内
容
面
で
寄
り
か
か
り
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
詞
も
内
容
も
変
え
ず
に
返
歌
す
る
鸚
鵡

返
し
に
論
が
展
開
す
る
の
も
、
詞
・
内
容
の
一
致
が
見
ら
れ
る
歌
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
ま
た
は
存
在
意
義
を
問
題
に
す
る
上
で
、
避
け
ら

れ
な
い
話
題
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
い
て
、
贈
答
歌
に
お
け
る
贈
歌
を
「
本
の
歌
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
俊
頼
髄

脳
』
以
前
の
作
品
に
お
い
て
も
、「
本
」
が
贈
答
歌
に
お
け
る
贈
歌
を
指
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
本
歌
取
り
と
の
類
似
を
示
唆
す
る
も
の
が

あ
る
。
田
中
裕（

4
（

が
「
本
歌
」
の
用
語
の
履
歴
を
調
査
検
討
し
た
際
、「
本
」
の
最
も
古
い
用
例
と
し
て
挙
げ
た
の
が
、延
喜
二
十
一
年
（
九
二
一
（

五
月（

（
（

『
京
極
御
息
所
歌
合
』
で
あ
る
。

　
『
京
極
御
息
所
歌
合
』
は
、
同
年
三
月
に
宇
多
天
皇
と
京
極
御
息
所
褒
子
が
春
日
社
へ
参
詣
し
た
折
、
大
和
守
藤
原
忠
房
が
奉
っ
た
和
歌

二
十
首
を
「
本
」
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
返
歌
と
し
て
女
房
に
和
歌
を
詠
ま
せ
た
も
の
を
番
え
て
歌
合
と
し
て
、
判
者
も
忠
房
が
務
め
た
も

の
だ
っ
た
。
贈
歌
に
見
立
て
た
和
歌
を
歌
題
に
設
定
し
、
そ
れ
に
対
す
る
返
歌
の
体
で
詠
ん
だ
和
歌
を
歌
合
と
し
て
番
え
る
『
京
極
御
息
所

歌
合
』
は
、
萩
谷
朴
が
「
返
歌
合（

（
（

」・「
本
歌
返
し
の
歌
合（

（
（

」、
峯
岸
義
秋
が
「
本
歌
取
り
形
式
の
歌
合（

（
（

」
と
名
付
け
、
特
殊
な
形
式
の
歌
合

と
し
て
注
目
し
て
い
る
。
萩
谷
は
「
本
歌
合
が
抽
象
的
な
季
節
や
風
物
、
も
し
く
は
詞
句
を
題
と
せ
ず
、
贈
呈
の
和
歌
一
首
を
そ
れ
ぞ
れ
の

題
と
し
た
返
歌
合
の
最
古
の
も
の
と
し
て
、
歌
合
の
歴
史
に
占
め
る
大
き
な
意
義
を
も
見
逃
が
す
こ
と
は
出
来
な
い（

（
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
『
京
極
御
息
所
歌
合
』
の
返
歌
合
の
形
式
を
襲
用
し
て
催
さ
れ
た
の
が
、旧
稿
で
取
り
上
げ
た
『
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』
だ
っ
た
。

　

菊
地
仁（

（1
（

は
『
京
極
御
息
所
歌
合
』
に
つ
い
て
、「「
本
（
歌
（」
と
い
う
形
で
歌
合
に
お
け
る
題
詠
が
贈
答
と
同
一
視
で
き
る
構
造
を
有
す



（ 『後撰集』時代の〈本歌取り〉について

る
点
に
だ
け
は
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。
但
し
『
京
極
御
息
所
歌
合
』
は
、忠
房
の
和
歌
献
上
か
ら
歌
合
ま
で
二
ヶ

月
と
い
う
時
間
を
隔
て
て
は
い
る
が
、「
本
（
歌
（」
を
詠
ん
だ
忠
房
を
前
に
し
て
返
歌
を
詠
み
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
評
価
を
付
す
判
者
も
忠

房
が
務
め
て
い
る
の
で
、
実
際
の
贈
答
歌
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
一
方
の
『
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』
で
「
本
」
と
さ
れ
た
の
は
、

仮
名
日
記
序
文
に
「
あ
き
の
は
て
の
こ
ゝ
ろ
あ
る
ふ
る
う
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
歌
人
お
よ
び
主
催
者
の
陽
成
院
と
は
何
ら
関
わ
り
を
持
た

な
い
、
ま
た
時
間
的
に
も
「
古
」
と
意
識
さ
れ
た
古
歌
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、『
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』
で
は
『
京
極
御
息
所
歌
合
』

よ
り
も
、
贈
答
歌
の
形
式
を
借
り
た
題
詠
と
い
う
構
造
が
よ
り
明
確
に
顕
在
化
し
て
い
る
。

　

ま
た
、『
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』
は
天
暦
二
年
（
九
四
八
（
九
月
十
五
日
に
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
陽
成
院
一
親
王

姫
君
達
歌
合
』
が
行
わ
れ
た
の
は
『
後
撰
集
』
成
立
の
三
年
前
で
あ
り
、『
後
撰
集
』
撰
集
下
命
者
・
村
上
天
皇
の
御
世
だ
っ
た
。
ま
た
、

本
歌
に
対
す
る
返
歌
の
体
で
詠
ま
れ
た
源
順
「
万
葉
集
和
し
侍
り
け
る
歌
」
も
旧
稿
で
取
り
上
げ
た
が
、
作
者
・
源
順
は
『
後
撰
集
』
の
撰

者
の
一
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
返
歌
合
ま
た
は
本
歌
に
対
す
る
返
歌
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
た
背
景
は
、『
後
撰
集
』
お
よ
び
同
時
代
の

贈
答
歌
の
有
り
様
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　

贈
歌
に
対
す
る
返
歌
の
応
じ
方
の
原
則
は
、
①
贈
歌
と
共
通
す
る
表
現
を
用
い
る
こ
と
、
②
贈
歌
に
反
発
す
る
内
容
で
詠
む
こ
と
、
の
二

点
で
あ
る
こ
と
が
久
保
木
哲
夫
・
増
田
繁
夫
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
①
に
つ
い
て
は
、
贈
歌
と
共
通
す
る
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
、

心
情
イ
メ
ー
ジ
の
共
有
に
重
要
で
あ
る
か
ら
だ
。
②
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
歌
垣
以
来
の
伝
統
に
お
い
て
、
男
女
間
に
お
け
る
恋
愛
贈
答
歌

が
、
男
性
か
ら
の
贈
歌
に
対
し
て
女
性
が
反
発
を
示
す
こ
と
で
、
相
手
を
圧
倒
し
合
う
よ
う
に
互
い
の
心
情
を
吐
露
し
、
ま
た
機
知
的
・
遊

戯
的
な
挨
拶
と
な
る
こ
と（

（1
（

に
根
ざ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
贈
答
歌
の
基
本
が
完
成
し
た
の
が
、『
後
撰
集
』
時
代
だ
っ
た
こ
と
も
、
久
保
木
・

増
田
が
指
摘
し
て
い
る
。

　

な
お
、
贈
答
歌
の
形
式
が
後
撰
時
代
に
確
立
し
た
だ
け
で
は
な
く
、『
後
撰
集
』
は
贈
答
歌
に
対
す
る
関
心
が
非
常
に
高
い
勅
撰
集
だ
っ
た
。



（

『
古
今
集
』
か
ら
『
後
撰
集
』
へ
、
入
集
す
る
贈
答
歌
の
歌
数
は
、
一
九
組
三
八
首
か
ら
一
八
八
組
三
八
一
首
へ
と
激
増
し
、『
後
撰
集
』
に

お
い
て
贈
答
歌
に
対
す
る
関
心
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
贈
答
歌
が
洗
練
さ
れ
、
そ
の
形
式
が
完
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と

が
、
贈
歌
に
対
す
る
返
歌
の
技
術
を
問
う
『
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』・
源
順
「
万
葉
集
和
し
侍
り
け
る
歌
」
の
背
景
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

二
、
引
歌
に
対
す
る
返
歌

　

さ
て
、『
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』
お
よ
び
源
順
「
万
葉
集
和
し
侍
り
け
る
歌
」
は
、古
歌
に
対
す
る
返
歌
の
体
で
詠
ま
れ
た
も
の
だ
っ

た
。
但
し
、
古
歌
に
対
す
る
返
歌
と
い
う
形
式
は
、
単
な
る
文
芸
上
の
試
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
題
詠
の
み
な
ら
ず
実
詠
に
お
い
て
も
用
い

ら
れ
る
詠
法
だ
っ
た
こ
と
が
、『
後
撰
集
』
か
ら
窺
わ
れ
る
点
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
後
撰
集
』
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　

①　
　

 「
は
る
さ
め
の
ふ
ら
ば
思
ひ
の
き
え
も
せ
で（

（1
（

い
と
ゞ
な
げ
き
の
め
を
も
や
す
ら
ん
」
と
い
ふ
ふ
る
う
た
の
心
ば
へ
を
、
女
に
い
ひ

つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば

　
　

も
え
渡
る
歎
は
春
の
さ
が
な
れ
ば
お
ほ
か
た
に
こ
そ
あ
は
れ
と
も
見
れ 

（『
後
撰
集
』
春
中
（（
読
人
不
知
（

　

詞
書
に
引
か
れ
る
和
歌
は
出
典
未
詳
で
あ
る
が
、「
古ふ
る

歌う
た

」
と
あ
る
の
で
、
当
時
伝
わ
っ
て
い
た
古
歌
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
思
ひ
」
に

「
火
」、「
嘆
き
」
に
「
投
げ
木
」、「
燃
や
す
」
に
「
萌
や
す
」
を
掛
け
て
お
り
、〝
春
雨
が
降
っ
て
も
「
思
ひ
」
の
「
火
」
は
消
え
る
ど
こ
ろ

か
、
い
っ
そ
う
「
嘆
き
」
を
「
投
げ
木
」
と
し
て
、
木
の
芽
を
「
萌
や
す
」
よ
う
に
火
を
「
燃
や
す
」
の
で
し
ょ
う
〟
と
い
う
歌
意
で
あ
る
。
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こ
の
古
歌
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
男
は
女
に
、
自
身
の
嘆
き
を
伝
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
女
は
、〝
投
げ
木
が
一
斉
に
萌
え
る
の
は
春
の
性

質
で
す
か
ら
、
嘆
き
の
思
い
の
火
を
燃
や
し
て
い
る
あ
な
た
の
こ
と
も
、
一
般
論
と
し
て
お
気
の
毒
に
思
い
ま
す
〟
と
返
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
古
歌
を
引
き
寄
せ
て
自
身
の
状
況
や
心
情
の
表
現
と
し
て
用
い
る
「
古
歌
誦
詠
」
が
『
万
葉
集
』
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
が
引
歌
の
営
為
に
つ
な
が
る
こ
と
を
、
渡
部
泰
明（

（1
（

が
指
摘
し
て
い
る
。
渡
部
は
「
古
歌
誦
詠
」
か
ら
類
歌
を
経
て
、
本
歌
取
り

の
問
題
へ
と
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
贈
答
歌
の
面
か
ら
も
、
こ
う
し
た
古
歌
利
用
が
、
そ
れ
に
対
す
る
返
歌
を
促
す
も
の
で
あ
り
、

古
歌
を
「
本
」
と
見
な
し
て
和
歌
を
詠
作
す
る
と
い
う
詠
歌
方
法
へ
と
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。

　

さ
ら
に
、
折
や
場
に
即
し
た
古
歌
の
誦
詠
は
、
古
歌
の
知
識
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
、
全
文
で
は
な
く
そ
の
一
部
の
み
を
引
用
し
た
引
歌

の
技
法
に
も
展
開
す
る
。
引
歌
と
は
、
和
歌
の
一
部
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
発
し
た
側
と
受
け
手
と
の
間
に
和
歌
の
全
文
と
内

容
を
想
起
さ
せ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
技
法
で
あ
る
。『
後
撰
集
』
に
は
、
①
の
よ
う
に
古
歌
の
全
文
を
引
く
形
で
は

な
く
、
一
部
の
み
を
引
用
す
る
形
で
詞
書
に
示
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。

　

②　
　

ふ
み
つ
か
は
し
け
る
女
の
は
ゝ
の
、「
こ
ひ
を
し
こ
ひ
ば
」
と
い
へ
り
け
る
が
、
年
ご
ろ
へ
に
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る

　
　

た
ね
は
あ
れ
ど
逢
事
か
た
き
い
は
の
う
へ
の
松
に
て
年
を
ふ
る
は
か
ひ
な
し 

（『
後
撰
集
』
恋
四
（0（
読
人
不
知
（

　

詞
書
に
見
え
る
「
こ
ひ
を
し
こ
ひ
ば
」
は
、
次
の
和
歌
の
第
四
句
で
あ
る
。

　
　

た
ね
し
あ
れ
ば
い
は
に
も
松
は
お
ひ
に
け
り
恋
を
し
こ
ひ
ば
あ
は
ざ
ら
め
や
も 

（『
古
今
集
』
恋
一
（12
読
人
不
知
「
題
し
ら
ず
」（



（
　

こ
の
古
今
歌
を
引
歌
と
し
て
「
女
の
母
」
が
男
に
意
を
伝
え
た
。
引
用
さ
れ
て
い
る
「
恋
を
し
こ
ひ
ば
」
は
「
一
途
に
思
い
続
け
て
い
れ

ば
」
の
意
で
、
そ
の
部
分
だ
け
で
は
、
一
途
に
思
い
続
け
て
い
れ
ば
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
ま
で
は
分
か
ら
な
い
。
引
歌
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
古
今
（12
番
歌
の
歌
意
は
、「
種
さ
え
あ
れ
ば
、
堅
い
岩
の
上
に
で
も
松
は
生
い
育
つ
。
一
途
に
思
い
続
け
て
い
れ
ば
、
逢
え

な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
今
歌
を
引
歌
と
し
て
「
女
の
母
」
が
男
に
伝
え
よ
う
と
し
た
意
は
、〝
一
途
に

娘
の
こ
と
を
思
っ
て
く
だ
さ
る
の
な
ら
、
い
つ
か
逢
わ
せ
て
あ
げ
ま
す
よ
〟
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
男
も
、
引
歌
の
全
文
を
喚
起
し
て
、
女

の
母
が
伝
え
よ
う
と
し
た
趣
旨
を
理
解
し
た
こ
と
が
、
男
の
詠
ん
だ
歌
に
表
れ
て
い
る
。

　

女
の
母
が
「
恋
を
し
こ
ひ
ば
」
と
伝
え
た
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
年
月
だ
け
が
過
ぎ
た
。
男
は
そ
こ
で
、
（0（
番
歌
を
「
女
の
母
」
に
送
っ
た

の
だ
っ
た
。「
種
が
あ
っ
て
（
一
途
に
思
い
続
け
て
（
も
お
嬢
さ
ん
に
逢
い
が
た
く
、
堅
い
岩
の
上
の
松
の
よ
う
に
「
待
つ
」
だ
け
で
年
月

が
経
っ
て
し
ま
う
の
は
、
甲
斐
の
無
い
こ
と
で
す
よ
」
の
意
で
あ
る
。「
種
し
あ
れ
ば
」
と
仮
定
条
件
で
提
示
さ
れ
た
内
容
を
敷
き
、〝
種
は

あ
る
け
れ
ど
〟
と
返
し
た
。「
恋
を
し
恋
ひ
ば
」
と
い
う
句
か
ら
、
引
か
れ
た
和
歌
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
し
、
歌
の
全
文
を
喚
起
し
た
上
で
、

引
用
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
に
あ
る
「
種
し
あ
れ
ば
」「
岩
」「
松
」
を
用
い
て
、
切
り
返
し
の
体
で
約
束
の
不
履
行
を
嘆
い
た
の
だ
。
母
か
ら

の
文
に
は
古
今
（12
番
歌
の
全
文
が
引
用
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
『
後
撰
集
』
の
テ
キ
ス
ト
で
は
一
句
の
み

が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
で
一
首
全
体
が
想
起
で
き
る
と
い
う
前
提
を
取
っ
て
い
る
。

　
『
後
撰
集
』
に
は
、
こ
の
よ
う
に
詞
書
に
先
行
和
歌
の
一
部
が
引
か
れ
、
そ
の
引
歌
に
対
す
る
返
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
和
歌
が
、
②
を
含

め
全
五
例
見
い
だ
せ
る
。

　

③　
　

 

せ
う
そ
こ
つ
か
は
し
け
る
女
の
も
と
よ
り
、「
い
な
ぶ
ね
の
」
と
い
ふ
こ
と
を
返
事
に
い
ひ
侍
け
れ
ば
、
た
の
み
て
い
ひ
わ
た
り

け
る
に
、
猶
あ
ひ
が
た
き
け
し
き
に
侍
け
れ
ば
、「
し
ば
し
と
あ
り
し
を
い
か
な
れ
ば
、
か
く
は
」
と
い
へ
り
け
る
返
ご
と
に
つ
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か
は
し
け
る

　
　

流
よ
る
せ
ゞ
の
白
浪
あ
さ
け
れ
ば
と
ま
る
い
な
舟
か
へ
る
な
る
べ
し

　
　
　
　

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
条
右
大
臣

　
　

も
が
み
河
ふ
か
き
に
も
あ
へ
ず
い
な
舟
の
心
か
る
く
も
帰
な
る
哉 

（
恋
四
（3（
・
（3（
（

　

→

　
　

も
が
み
河
の
ぼ
れ
ば
く
だ
る
い
な
舟
の
い
な
に
は
あ
ら
ず
こ
の
月
ば
か
り 

（『
古
今
集
』
東
歌
10（2
陸
奥
歌
（

　

④　
　

女
の
も
と
に
お
と
こ
、「
か
く
し
つ
ゝ
世
を
や
つ
く
さ
む
た
か
さ
ご
の
」
と
い
ふ
事
を
い
ひ
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば

　
　

高
砂
の
松
と
い
ひ
つ
ゝ
年
を
へ
て
か
は
ら
ぬ
色
と
き
か
ば
た
の
ま
む 

（
恋
四
（（4
読
人
不
知
（

　

→　

　
　

か
く
し
つ
ゝ
世
を
や
つ
く
さ
む
高
砂
の
お（
を
（の
へ
に
た
て
る
松
な
ら
な
く
に 

（『
古
今
集
』
雑
上
（0（
読
人
不
知
「
題
し
ら
ず
」（

　

⑤　
　

 

あ
ひ
し
り
て
侍
け
る
人
の
も
と
に
ひ
さ
し
う
ま
か
ら
ざ
り
け
れ
ば
、「
忘
草
な
に
を
か
た
ね
と
思
し
は
」
と
い
ふ
こ
と
を
い
ひ
つ

か
は
し
た
り
け
れ
ば　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

　
　

忘
草
名
を
も
ゆ
ゝ
し
み
か
り
に
て
も
お
ふ
て
ふ
や
ど
は
ゆ
き
て
だ
に
見
じ 

（
恋
六
10（0
（

　

→

　
　
　
　

寛
平
御
時
御
屏
風
に
う
た
か
ゝ
せ
た
ま
ひ
け
る
時
、
よ
み
て
か
き
け
る

　
　

忘
草
な
に
を
か
た
ね
と
思
し
は
つ
れ
な
き
人
の
心
な
り
け
り 

（『
古
今
集
』
恋
五
（02
素
性
法
師
（
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⑥　
　

 
女
と
も
だ
ち
の
、
つ
ね
に
い
ひ
か
は
し
け
る
を
、
ひ
さ
し
く
を（
お
（と
づ
れ
ざ
り
け
れ
ば
、
十
月
許
に
、「
あ
だ
人
の
思
ふ
と
い
ひ
し

事
の
は
ゝ
」
と
い
ふ
ゝ
る
こ
と
を
い
ひ
か
は
し
た
り
け
れ
ば
、
竹
の
は
に
か
き
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

　
　

う
つ
ろ
は
ぬ
な
に
な
が
れ
た
る
か
は
竹
の
い
づ
れ
の
世
に
か
秋
を
し
る
べ
き 

（
雑
四
12（2
（

　

→

　
　
　
　

女
の
も
と
に

　
　

い
で
人
の
お
も
ふ
と
い
ひ
し
こ
と
の
葉
は
し
ぐ
れ
と
ゝ
も
に
ち
り
や
し
ぬ
ら
ん 

（『
兼
輔
集
（
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
資
経
本
（』
（（
（

　

③
は
、
引
歌
に
対
す
る
贈
答
で
は
な
い
が
、
引
歌
の
「
稲
舟
の
」
を
一
貫
し
て
踏
ま
え
た
贈
答
歌
と
な
っ
て
い
る
の
で
含
め
た
。
女
か
ら

の
返
事
「
稲
舟
の
」
は
、
古
今
10（2
番
歌
に
お
い
て
「
稲
舟
の
」
が
同
音
反
復
で
「
否
」
を
導
き
、「
否
に
は
あ
ら
ず
こ
の
月
ば
か
り
」
と
い

う
下
句
が
一
首
の
趣
旨
を
表
す
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。
つ
ま
り
女
は
、
古
今
10（2
番
歌
を
引
歌
と
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
と
同
じ
く
〝「
否
」

で
は
な
い
の
で
す
が
、
今
月
は
都
合
が
悪
い
の
で
す
〟
と
い
う
意
を
伝
え
た
の
だ
。
し
か
し
女
に
会
え
な
い
ま
ま
時
間
が
経
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
三
条
右
大
臣
・
藤
原
定
方
が
女
を
詰
っ
た
。
す
る
と
女
は
、
以
前
引
歌
と
し
て
用
い
た
「
稲
舟
の
」
を
用
い
て
「
否
に
は
あ
ら
ず
」

と
伝
え
た
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、「
流
れ
て
寄
っ
て
き
た
瀬
々
の
白
波
が
浅
い
の
で
、
停
泊
し
て
い
た
稲
舟
は
帰
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で

す

─
あ
な
た
の
お
心
が
浅
い
の
で
、
受
け
入
れ
る
つ
も
り
で
い
た
け
れ
ど
私
の
気
持
ち
も
翻
っ
た
よ
う
で
す
」
と
、
気
が
変
わ
っ
た
の
は

定
方
の
心
の
浅
さ
ゆ
え
だ
と
詠
ん
だ
。

　

④
は
「
か
く
し
つ
つ
世
を
や
尽
く
さ
む
高
砂
の
」
の
箇
所
を
引
用
し
、〝
こ
の
よ
う
に
過
ご
し
な
が
ら
人
生
を
終
え
る
の
だ
ろ
う
か
〟
と
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い
う
嘆
き
を
直
接
的
に
表
す
が
、
引
用
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
に
あ
る
「
松
な
ら
な
く
に
」
を
想
起
す
れ
ば
、〝
松
で
も
な
い
の
に
、
待
ち
続

け
て
い
る
〟
と
い
う
意
が
含
ま
れ
て
い
る
と
解
せ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
女
は
、「
高
砂
の
松
の
よ
う
に
『
待
つ
』
と
言
い
な
が
ら
年
月
が
経
っ

て
、
そ
れ
で
も
色
が
変
わ
ら
な
い

─
あ
な
た
の
心
が
変
わ
ら
な
い
と
お
聞
き
し
た
な
ら
、
将
来
を
期
待
し
ま
し
ょ
う
」
と
返
し
た
。
初
・

二
句
「
高
砂
の
松
と
い
ひ
つ
つ
」
は
、
引
歌
の
「
高
砂
の
」
に
続
く
引
用
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
「
尾
上
に
立
て
る
松
な
ら
な
く
に
」
ま
で
を

踏
ま
え
て
、〝
高
砂
の
松
で
も
な
い
の
に
、
と
あ
な
た
は
お
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
〟
と
、
引
歌
の
否
定
表
現
を
切
り
返
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　

⑤
は
、
女
の
も
と
へ
長
ら
く
訪
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
相
手
の
女
か
ら
「
忘
れ
草
何
を
か
種
と
思
ひ
し
は
」
と
送
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は

〝
忘
れ
草
は
一
体
何
を
種
と
す
る
の
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
と
こ
ろ
〟
の
意
で
、
謎
か
け
の
体
を
取
っ
て
い
る
。
果
た
し
て
何
を
種
と
す
る

の
か
、
答
え
は
引
歌
の
下
句
「
つ
れ
な
き
人
の
心
な
り
け
り
」
す
な
わ
ち
薄
情
な
恋
人
の
心
で
あ
る
。
女
が
男
に
伝
え
た
い
趣
旨
も
、
こ
の

下
句
に
あ
る
。〝
あ
な
た
は
私
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
け
れ
ど
、
忘
れ
草
と
は
何
を
種
に
す
る
も
の
だ
っ
た
か
し
ら

─
薄
情

な
あ
な
た
の
心
で
す
よ
ね
〟
と
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
男
は
、「
忘
れ
草
と
は
名
前
も
不
吉
な
も
の
だ
か
ら
、
そ
の

忘
れ
草
を
『
刈
り
』
に
だ
と
し
て
も
、
仮
初
め
に
も
忘
れ
草
が
生
え
て
い
る
と
い
う
宿
に
は
行
っ
て
見
よ
う
と
思
い
ま
せ
ん
よ
」
と
答
え
た
。

女
が
用
い
た
「
忘
れ
草
」
を
一
首
の
中
心
に
据
え
な
が
ら
、
忘
れ
草
が
生
え
た
と
い
う
の
は
、
自
分
が
女
を
忘
れ
た
の
で
は
な
く
、
女
が
自

分
を
忘
れ
た
か
ら
だ
と
切
り
返
し
て
い
る
。

　

⑥
は
「
あ
だ
人
の
思
ふ
と
言
ひ
し
言
の
葉
は
」
も
、〝
い
い
加
減
な
人
が
「
あ
な
た
を
思
っ
て
い
ま
す
」
と
言
っ
た
言
葉
は
〟
の
続
き
、「
時

雨
と
と
も
に
散
り
や
し
ぬ
ら
ん
」
つ
ま
り
〝
今
は
十
月
、
時
雨
と
と
も
に
散
る
よ
う
に
む
な
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
〟
が
伝

え
た
い
趣
旨
で
あ
る
。

　

②
～
⑥
の
や
り
取
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
引
用
箇
所
よ
り
も
む
し
ろ
引
か
れ
な
か
っ
た
部
分
に
こ
そ
相
手
に
伝
え
た
い
意
が
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
引
用
さ
れ
た
句
が
ど
の
和
歌
の
一
部
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
全
文
は
何
で
あ
る
の
か
、
何
を
意
味
す
る
の
か
が
、
贈
答
の
双
方
に
共
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有
さ
れ
て
い
な
く
て
は
成
立
し
な
い
。
引
歌
と
本
歌
取
り
の
問
題
と
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
引
歌
が
自
身
の
心
情
表
現
と
し
て
用
い
ら

れ
た
上
に
、
そ
れ
に
対
し
て
返
歌
が
詠
ま
れ
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
返
歌
は
、
引
歌
に
対
す
る
返
歌
の
体
と
な
っ
て
い
る
。
自
身
の
状
況

や
心
情
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
前
代
の
和
歌
を
介
し
た
贈
答
が
歌
人
の
現
実
の
位
相
で
も
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
点
は
、
古
歌
に
対
す
る
返
歌

を
詠
む
と
い
う
『
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』「
万
葉
集
和
し
侍
り
け
る
歌
」
の
発
想
の
背
景
と
し
て
も
考
え
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

　

但
し
、
本
歌
取
り
と
の
関
わ
り
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
時
、
②
～
⑥
は
引
歌
と
の
贈
答
の
体
で
あ
る
が
、
後
世
の
本
歌
取
り
と
比
較
す
る

と
、〈
本
〉
の
歌
と
の
詞
の
重
な
り
は
少
な
い
。
引
歌
に
お
い
て
一
首
の
中
心
と
な
る
題
材
を
軸
と
し
て
和
歌
が
構
築
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

詞
書
に
引
歌
が
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
踏
ま
え
ら
れ
た
和
歌
が
何
で
あ
っ
た
の
か
気
づ
け
な
い
だ
ろ
う
も
の
も
多
い
。
引
歌
と
の
詞
の
重

な
り
が
多
い
②
、
ま
た
「
い
な
舟
」
と
い
う
特
徴
的
な
題
材
を
詠
む
③
は
、
踏
ま
え
ら
れ
た
古
今
歌
を
想
起
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
④
～

⑥
は
、
詞
書
に
よ
る
情
報
が
無
け
れ
ば
、
何
を
念
頭
に
置
い
た
和
歌
で
あ
っ
た
の
か
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
引
歌
の

利
用
は
贈
答
の
上
で
の
機
知
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
意
を
汲
ん
で
返
歌
を
詠
ん
で
も
、
引
歌
の
表
現
を
本
格
的
に
襲
用
し
て
自
身
の
詠

（
返
歌
（
に
活
か
す
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

な
お
、
散
文
作
品
に
お
け
る
引
歌
の
発
生
と
展
開
に
つ
い
て
は
、
村
川
和
子（

（1
（

の
調
査
と
整
理
が
あ
る
。
村
川
は
、『
伊
勢
物
語
』『
土
佐
日

記
』
に
お
い
て
引
歌
が
用
い
ら
れ
始
め
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
地
の
文
に
し
か
引
歌
は
登
場
せ
ず
、『
宇
津
保
物
語
』『
落
窪
物
語
』
に

至
っ
て
、
引
歌
は
数
量
が
増
加
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
会
話
文
・
消
息
文
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
十
世
紀
末

に
成
立
の
『
宇
津
保
物
語
』『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
、
会
話
文
・
消
息
文
に
引
歌
が
用
い
ら
れ
る
例
が
登
場
す
る
の
は
、
九
五
一
年
成
立

の
『
後
撰
集
』
に
引
歌
を
用
い
た
贈
答
歌
が
見
出
だ
せ
る
こ
と
と
照
応
す
る
現
象
で
あ
る
。
現
実
の
生
活
で
の
や
り
取
り
に
お
い
て
引
歌
を

介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
増
え
た
こ
と
が
、
散
文
作
品
に
お
け
る
引
歌
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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三
、
村
上
天
皇
後
宮
の
贈
答
と
『
古
今
集
』

　
　

①
～
⑥
の
例
か
ら
、
古
歌
と
の
贈
答
が
現
実
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
但
し
、
返
歌
は
内
容
で
は
確
か
に
古
歌
の
引
用
と
そ

の
意
味
・
意
図
を
理
解
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
表
現
に
は
さ
ほ
ど
活
か
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
見
て
き
た
。
古
歌
を
引
用
し
た
贈

答
に
お
い
て
、
本
格
的
に
表
現
を
踏
襲
し
て
詠
ん
だ
返
歌
が
見
出
だ
せ
る
の
は
、『
後
撰
集
』
撰
修
下
命
者
で
あ
る
村
上
天
皇
後
宮
で
あ
る
。

　

⑦　
　

 

六
月
の
つ
ご
も
り
に
給
へ
り
け
る
御
返
し
を
、
桔
梗
に
つ
け
て
、「
秋
ち
か
う
野
は
成
に
け
り
、
人
の
心
も
」
と
き
こ
え
給
へ
り

け
れ
ば

　
　

秋
ち
か
う
な
る
も
し
ら
れ
ず
夏
の
ゝ
に
し
げ
る
草
葉
と
ふ
か
き
思
は 

（『
村
上
天
皇
御
集
』
1（
（

　

→

　
　
　
　

き
ち
か
う
の
は
な  

　
　

あ
き
ち
か
う
の
は
な
り
に
け
り
白
露
の
を（
お
（け
る
草
ば
も
色
か
は
り
行　

 

（『
古
今
集
』
物
名
440
紀
友
則
（

　

⑧　
　

う
へ
よ
り
、「
ま
ど
を（

ほ
（に

あ
れ
や
」
と
き
こ
え
給
へ
る
御
返
に

　
　

な
れ
ゆ
け
ば
う
き
め
か
れ
ば
や
す
ま
の
あ
ま
の
し
ほ
や
き
ご
ろ
も
ま
ど
を（
ほ
（な
る
ら
ん 

（『
斎
宮
女
御
集
』
（4
（

　

→

　
　

す
ま
の
あ
ま
の
し
ほ
や
き
衣
お（
を
（さ

を
あ
ら
み
ま
ど
を（
ほ
（に

あ
れ
や
君
が
き
ま
さ
ぬ 

（『
古
今
集
』
恋
五
（（（
読
人
不
知
「
題
し
ら
ず
」（
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他
に
も
引
歌
を
介
し
た
贈
答（

（1
（

は
あ
る
が
、
端
的
な
例
と
し
て
二
例
を
挙
げ
た
。
ま
た
⑦
⑧
と
も
に
、
後
に
村
上
天
皇
か
ら
の
返
歌
が
続
く

が
省
略
す
る
。

　

二
首
と
も
村
上
天
皇
か
ら
の
引
歌
に
対
し
て
、
斎
宮
女
御
・
徽
子
が
返
し
た
も
の
で
あ
る
。
⑦
の
「
秋
ち
か
う
野
は
な
り
に
け
り
」
は
古

今
440
番
歌
の
初
・
二
句
、
⑧
の
「
ま
ど
を
に
あ
れ
や
」
は
古
今
（（（
番
歌
の
第
四
句
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

特
に
⑦
の
「
秋
ち
か
う
野
は
成
り
に
け
り
」
を
引
い
た
文
は
、
桔
梗
の
花
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
秋
ち
か
う
野
は
な
り
に
け
り
」
は
、

詞
書
に
あ
る
よ
う
に
「
六
月
の
つ
ご
も
り
」
に
送
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、季
節
に
も
合
致
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、古
今
歌
は
「
き

ち
か
う
の
は
な
」
を
物
名
と
し
て
詠
み
込
ん
だ
歌
だ
っ
た
か
ら
、
村
上
天
皇
は
そ
れ
を
も
踏
ま
え
て
桔
梗
の
花
に
付
け
た
の
だ
。
ま
た
引
用

さ
れ
て
い
る
の
は
初
・
二
句
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
「
人
の
心
も
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
古
今
440
番
歌
の
下
句
に
あ
る

「
草
葉
も
色
変
は
り
ゆ
く
」
を
踏
ま
え
、「
あ
な
た
の
心
も
変
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
」
と
い
う
意
を
暗
に
示
し
た
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
徽

子
は
、「
秋
が
近
く
な
っ
た
と
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
夏
野
に
繁
る
草
葉
と
、
草
葉
の
よ
う
に
深
く
お
慕
い
す
る
思
い
は
変
わ
ら
な
い
の
で
」

と
返
し
た
。
村
上
天
皇
が
引
歌
に
託
し
た
意
を
充
分
に
理
解
し
た
上
で
、〝
草
葉
も
、
私
の
心
も
、
秋
が
来
た
な
ど
気
づ
か
な
い
く
ら
い
に

変
わ
ら
な
い
〟
と
切
り
返
し
た
の
だ
。

　

⑧
で
は
、
ま
ず
村
上
天
皇
は
古
今
（（（
番
歌
の
第
四
句
を
引
い
て
徽
子
に
贈
っ
た
。
こ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、〝
私
た
ち
の
間
に
も
隙

間
が
あ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
〟
と
い
う
嘆
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
徽
子
は
、「
馴
れ
て
ゆ
く
と
飽
き
が
く
る
の
は
憂
き
世
の
常
な
の
で
、

須
磨
の
海
人
の
塩
焼
き
衣
の
織
り
目
が
粗
く
隙
間
が
空
い
て
い
る
よ
う
に
、
あ
な
た
に
お
目
に
掛
か
る
こ
と
が
間
遠
な
の
で
し
ょ
う
か
」
と

返
し
た
。

　

徽
子
の
返
歌
は
、
い
ず
れ
も
贈
歌
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
本
歌
の
「
秋
ち
か
う
」「
須
磨
の
海
人
の
塩
焼
衣
」
を
句
の
単
位
で
そ
の
ま

ま
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
贈
答
歌
が
贈
歌
の
表
現
の
一
部
を
用
い
、
そ
れ
を
軸
と
し
て
返
歌
を
構
成
す
る
の
が
基
本
で
あ
る
こ
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と
を
考
え
れ
ば
当
然
と
も
言
え
る
が
、
旧
稿
で
指
摘
し
た
、『
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』
や
源
順
「
万
葉
集
和
し
侍
り
け
る
歌
」
が
句

の
単
位
で
は
本
歌
と
詞
が
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
の
と
は
対
照
的
だ
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
（。
し
か
し
こ
れ
は
、
村
上
天
皇
と

徽
子
の
和
歌
が
現
実
の
や
り
取
り
に
お
い
て
交
わ
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
見
方
か
ら
す
る
と
、
相
手
が
何
の
歌
を
踏
ま
え
、
ど
の
よ
う

な
意
を
発
し
た
の
か
を
、
自
分
が
受
け
取
め
理
解
で
き
た
と
示
す
た
め
に
は
、
踏
ま
え
ら
れ
た
和
歌
が
何
な
の
か
が
は
っ
き
り
分
か
る
よ
う

に
返
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
矛
盾
を
抱
え
た
言
い
方
に
な
る
が
、
確
実
に
ほ
の
め
か
す

0

0

0

0

0

0

0

0

必
要
が
あ
る
の
だ
。
そ
の
た
め
に
、
後
世
の
本
歌

取
り
の
よ
う
な
一
句
引
用
が
用
い
ら
れ
た
、
も
し
く
は
用
い
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
節
で
取
り
上
げ
た
①
～
⑥
と
は
異
な
り
、

⑦
⑧
は
新
古
今
時
代
の
本
歌
取
り
と
類
似
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
定
家
の
本
歌
取
り
準
則
「
昔
の
歌
の
詞
を
改
め
ず
よ
み
す
ゑ
た
る
を
、

即
ち
本
歌
と
す
と
申
す
な
り
」（『
近
代
秀
歌
』（
に
、
さ
ら
に
は
「
取
二
古
歌
一
詠
二
新
歌
一
事
、
五
句
之
中
及
二
三
句
一
者
頗
過
分
無
二
珍
気
一
、

二
句
之
上
三
四
字
免
レ
之
」（『
詠
歌
大
概
』（
と
い
う
本
歌
と
の
一
致
の
上
限
規
定
に
も
適
っ
て
い
る
の
だ
。

　

な
お
、
徽
子
が
村
上
天
皇
に
入
内
し
た
の
は
天
暦
二
年
（
九
四
八
（
十
二
月
三
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。
村
上
天
皇
と
の
贈
答
歌
も
、『
後

撰
集
』
が
撰
進
さ
れ
た
後
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
杉
谷
寿
郎（

（1
（

は
、『
後
撰
集
』
に
は
村
上
天
皇
後
宮
か
ら
は
一
首
も
入
集
し
て

い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、『
後
撰
集
』が
後
宮
が
楽
し
む
た
め
に
撰
集
さ
れ
た
歌
集
で
あ
っ
た
と
考
察
し
て
い
る
。そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、『
後

撰
集
』
に
見
出
だ
せ
る
引
歌
を
介
し
た
贈
答
歌
が
、
よ
り
表
現
を
洗
練
し
完
成
度
を
高
め
た
も
の
が
、
村
上
天
皇
と
徽
子
の
贈
答
だ
っ
た
と

位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　

受
け
手
は
ま
ず
、
引
歌
と
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
古
歌
の
詞
の
全
容
を
喚
起
す
る
。
そ
し
て
、
や
り
取
り
に
は
引
用
は
さ
れ
て
お
ら
ず
と

も
、
引
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
た
詞
を
導
き
出
し
て
、
自
身
も
返
歌
に
詠
み
込
み
利
用
す
る
徽
子
の
和
歌
の
作
り
方
は
、
村
上
天
皇
か
ら
の
投

げ
か
け
を
理
解
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
身
の
和
歌
に
も
古
歌
の
表
現
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
旧
稿
で
取
り
上
げ
た
『
陽
成
院
一
親

王
姫
君
達
歌
合
』・
源
順
「
万
葉
集
和
し
侍
り
け
る
歌
」
は
、
題
と
し
て
用
い
ら
れ
た
〈
本
〉
が
何
で
あ
る
か
の
情
報
が
無
い
と
、
踏
ま
え
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ら
れ
た
も
の
に
気
づ
く
の
が
困
難
で
あ
っ
た
が
、
徽
子
の
村
上
天
皇
へ
の
返
歌
は
、
一
首
だ
け
を
見
て
も
踏
ま
え
ら
れ
た
〈
本
〉
が
理
解
で

き
る
。
発
想
や
内
容
面
の
み
な
ら
ず
、
表
現
に
も
〈
本
歌
〉
が
踏
ま
え
ら
れ
る
徽
子
の
段
階
に
至
る
と
、
贈
答
歌
に
お
け
る
返
歌
に
お
い
て
、

贈
歌
に
古
歌
が
引
用
さ
れ
る
（
全
体
・
一
部
を
問
わ
な
い
（
場
合
、
そ
の
表
現
方
法
は
後
世
の
本
歌
取
り
と
同
様
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

後
世
、
本
歌
取
り
の
分
類
に
「
本
歌
に
贈
答
す
る
体
」
が
立
て
ら
れ
る
が
、
ま
さ
し
く
そ
れ
が
現
実
で
の
贈
答
に
お
い
て
発
生
し
て
い
る
。

贈
答
歌
に
お
け
る
返
歌
が
本
歌
取
り
の
形
成
過
程
に
関
わ
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
付
言
す
る
と
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
①
～
⑧
の
詞
書
に
引
用
さ
れ
る
和
歌
は
、
①
⑥
以
外
は
『
古
今
集
』
所
収
歌
で
あ
る
と

い
う
点
だ
。
こ
れ
は
、
人
々
が
や
り
と
り
を
す
る
際
に
引
歌
と
し
て
用
い
た
和
歌
の
代
表
が
、『
古
今
集
』
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
初

の
勅
撰
和
歌
集
『
古
今
集
』
が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
で
、
特
に
『
古
今
集
』
が
後
撰
時
代
に
知
識
・
教
養
と
し
て
重
要
な
も
の
と
な
り
、
個
々

人
の
知
識
の
範
囲
を
越
え
て
人
々
の
間
で
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
た
と
え
ば
『
枕
草
子
』
二
〇
段
「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
に
お
い
て
、
定
子
が
紹
介
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
村

上
天
皇
の
宣
耀
殿
女
御
・
藤
原
芳
子
が
、
父
・
師
尹
か
ら
「
さ
て
は
古
今
の
歌
廿
巻
を
、
み
な
う
か
べ
さ
せ
給
を
御
学
問
に
は
せ
さ
せ
給
へ
」

と
訓
育
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
聞
い
た
村
上
天
皇
が
、
覚
え
て
い
る
か
ど
う
か
芳
子
を
試
し
た
と
こ
ろ
、
最
後
ま
で
間
違
う
こ
と
が
な
か
っ
た

と
い
う
話
だ
。

　

師
尹
が
芳
子
に
と
っ
て
『
古
今
集
』
が
必
要
な
知
識
で
あ
る
と
暗
誦
さ
せ
た
の
は
な
ぜ
か
。
上
坂
信
男（

（1
（

は
、
作
歌
の
規
範
を
修
得
す
る
た

め
と
い
う
目
的
を
挙
げ
つ
つ
も
、「
今
一
面
の
、
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
、
本
質
的
な
「
学
問
」
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思

わ
れ
る
。（
中
略
（
お
よ
そ
、
教
養
と
は
知
性
の
開
発
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（
中
略
（
他
人
の
経
験
と
感
情
を
知
り
、
人
の
心
を
推
量
す
る
と

き
の
規
矩
に
す
る
と
い
う
積
極
的
な
効
用
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
和
歌
学
習
を
掲
げ
た
師
尹
の
意
図
も
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
論

じ
て
い
る
。
上
坂
が
述
べ
る
よ
う
な
、
知
性
の
開
発
、
他
人
の
経
験
・
感
情
へ
の
理
解
と
い
っ
た
学
習
意
図
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
に
は
、
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基
本
的
に
首
肯
さ
れ
る
。

　

加
え
て
⑦
⑧
の
よ
う
に
『
古
今
集
』
歌
の
引
用
を
契
機
と
す
る
贈
答
歌
の
や
り
取
り
が
村
上
天
皇
後
宮
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
顧
み
れ

ば
、
宣
耀
殿
女
御
・
芳
子
に
も
同
様
の
知
識
と
機
知
が
求
め
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
（
但
し
芳
子
関
連
の
和
歌
で
こ
う
し
た
引
歌
に
よ
る
贈
答

歌
は
見
ら
れ
な
い
（。『
古
今
集
』
所
収
歌
の
引
用
を
介
し
た
贈
答
歌
は
、
後
宮
女
性
の
知
識
・
機
知
が
試
さ
れ
、
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、こ
う
し
た
『
古
今
集
』
歌
を
引
用
し
た
贈
答
が
、村
上
天
皇
後
宮
に
と
ど
ま
ら
ず
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
『
後

撰
集
』
所
収
歌
か
ら
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る（

11
（

。『
後
撰
集
』
時
代
の
後
宮
お
よ
び
社
会
に
、
引
歌
と
し
て
『
古
今
集
』
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
前
代
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
古
今
集
』
の
和
歌
が
、
社
交
の
上
で
も
必
須
と
な
る
知
識
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

四
、『
後
撰
集
』
時
代
の
〈
本
歌
取
り
〉
へ
の
評
価

　

徽
子
の
和
歌
に
見
ら
れ
る
〈
本
歌
〉
か
ら
の
本
格
的
な
表
現
の
摂
取
利
用
を
、『
後
撰
集
』
時
代
の
古
歌
を
用
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
洗
練
・
完
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
き
た
。
但
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
『
後
撰
集
』
で
は
、
読
者
と
知
識
基
盤
を
共
有
し

つ
つ
、
そ
れ
を
利
用
し
て
自
詠
を
詠
む
〈
本
歌
取
り
〉
が
散
見
す
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
評
価
に
つ
い
て
も
考
え
合
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
『
後
撰
集
』
に
〈
本
歌
取
り
〉
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
、
片
桐
洋
一（

1（
（

だ
っ
た
。
片
桐
は
、『
後
撰
集
』
に
『
古
今
集
』
お
よ
び
既
存

和
歌
の
表
現
を
踏
ま
え
た
歌
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
方
法
を
Ａ
～
Ｅ
の
五
種
に
分
類
し
て
い
る
。
Ａ
種
は
二
・
三
句
を
利
用
し
た
も
の
、

Ｂ
種
は
一
語
一
句
の
み
の
利
用
で
言
葉
を
借
り
た
だ
け
の
も
の
、
Ｃ
種
は
明
ら
か
に
本
歌
を
意
識
し
、
本
歌
と
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な

い
も
の
、
Ｄ
種
は
一
首
の
全
体
な
い
し
部
分
の
内
容
を
一
つ
の
語
句
に
凝
縮
し
た
も
の
、
Ｅ
種
は
Ｄ
種
を
さ
ら
に
凝
縮
し
て
新
し
い
単
語
を

造
る
も
の
で
、
本
歌
に
全
面
的
に
依
拠
し
つ
つ
も
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
特
に
問
題
と
し
た
い
の
が
、
Ｃ
種
で
あ
る
。

　

片
桐
が
Ｃ
種
と
し
て
挙
げ
た
例
の
う
ち
、
一
例
を
取
り
上
げ
る
。
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⑨　
　

 

ひ
さ
し
う
と
は
ざ
り
け
る
人
の
、
思
い
で
ゝ
、「
こ
よ
ひ
ま
う
で
こ
ん
、
か
ど
さ
ゝ
で
あ
ひ
ま
て
」
と
申
て
、
ま
で
こ
ざ
り
け

れ
ば　

 
 

よ
み
人
し
ら
ず

　
　

や
へ
む
ぐ
ら 

さ
し
て
し
門
を
今
更
に
何
に
く
や
し
く
あ
け
て
ま
ち
け
ん 

（『
後
撰
集
』
恋
六
10（（
（

　
　

→

　
　

今
更
に
と
ふ
べ
き
人
も
お
も
ほ
え
ず
や
へ
む
ぐ
ら
し
て
か
ど
さ
せ
り
て
へ　

 

（『
古
今
集
』
雑
下
（（（
読
人
不
知
（

　

⑨
は
題
材
・
表
現
を
本
歌
か
ら
摂
取
す
る
の
み
な
ら
ず
、
は
っ
き
り
と
本
歌
の
文
脈
を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
恋
人
か
ら
「
今

宵
訪
ね
よ
う
、
門
を
閉
じ
ず
に
待
っ
て
い
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
た
か
ら
開
け
て
待
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
来
な
か
っ
た
と
い

う
状
況
が
詞
書
に
記
さ
れ
る
。
歌
意
は「
門
を
八
重
葎
で
閉
じ
て
い
た
の
に
、今
更
ど
う
し
て
こ
ん
な
悔
し
い
思
い
を
す
る
の
に
開
け
て
待
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
で
あ
る
。「
八
重
葎
鎖
し
て
し
門
」
は
、
本
歌
の
第
四
句
「
八
重
葎
」
と
結
句
「
門
鎖
せ
り
」
を
襲
用
し
た
表

現
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
〝
八
重
葎
で
門
を
閉
ざ
す
〟
と
い
う
行
為
は
、
本
歌
の
上
句
「
今
更
に
問
ふ
べ
き
人
も
思
ほ
え
ず
」
と
い
う
箇
所

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
八
重
葎
鎖
し
て
し
門
」
と
い
う
詞
に
、「
今
更
私
を
訪
ね
る
人
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
い
う

文
脈
が
籠
め
ら
れ
、
諦
め
と
覚
悟
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
の
だ
。
本
歌
に
よ
っ
て
、〝
今
更
私
を
訪
ね
る
人
が
あ
ろ
う
と

は
思
え
な
い
か
ら
八
重
葎
で
門
を
閉
じ
て
い
る
〟
と
い
う
文
脈
が
あ
っ
て
こ
そ
、「
今
更
に
何
に
く
や
し
く
開
け
て
待
ち
け
む
」
が
あ
る
。

上
句
「
八
重
葎
鎖
し
て
し
門
を
今
更
に
」
は
、
状
況
説
明
で
あ
る
と
と
も
に
、
本
歌
を
喚
起
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
⑨
の
よ
う
な
Ｃ
種

の
〈
本
歌
取
り
〉
は
、〈
本
歌
〉
の
発
想
や
表
現
を
利
用
し
つ
つ
、〈
本
歌
〉
を
喚
起
し
て
そ
の
文
脈
を
踏
ま
え
な
が
ら
読
解
す
る
こ
と
を
求

め
る
も
の
で
あ
る
。

　

但
し
片
桐
は
、
こ
の
よ
う
な
『
後
撰
集
』
に
多
用
さ
れ
る
〈
本
歌
取
り
〉
が
、
言
葉
中
心
の
取
り
方
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
素
人
の
和
歌
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の
集
成
で
あ
る
か
ら
だ
と
論
じ
て
い
る
。
片
桐
は
、『
後
撰
集
』
が
褻
の
歌
を
集
成
す
る
勅
撰
集
で
あ
り
、
私
的
な
場
に
お
け
る
和
歌
が
会

話
的
性
格
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
対
者
と
共
通
し
た
知
識
を
前
提
と
し
、
対
者
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
す
べ
て
の
前
提
と
な
る
た
め
に
、
既
存

和
歌
に
全
面
的
・
部
分
的
に
依
拠
す
る
こ
と
が
多
く
、
発
想
が
一
般
的
・
類
型
的
・
非
個
性
的
で
あ
る
と
述
べ
る
。
作
者
・
読
者
の
共
有
す

る
知
識
基
盤
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ
た
『
後
撰
集
』
の
〈
本
歌
取
り
〉
は
、「
ハ
ー
フ
メ
イ
ド
」
の
和
歌
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
片
桐
の
指
摘
だ
。

片
桐
が
指
摘
す
る
『
後
撰
集
』
和
歌
の
方
法
は
、『
万
葉
集
』
に
見
出
だ
せ
る
類
歌
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
類
歌
と
は
、
作
者
の
個
人
・

個
性
で
は
な
く
、
個
的
な
も
の
の
母
胎
と
し
て
の
歴
史
的
な
共
同
体
の
性
格
を
持
ち
、
社
会
の
同
質
性
を
示
す
も
の
で
あ
る（

11
（

。
さ
ら
に
、
類

似
語
句
を
取
り
こ
む
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
言
葉
に
導
か
れ
て
歌
を
詠
む
こ
と
が
で
き
る
表
現
形
式
だ（

11
（

。『
後
撰
集
』
に
見
ら
れ
る
非
個
性
的
・

類
型
的
な
詠
歌
は
類
歌
と
重
な
る
部
分
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
Ｃ
種
の
よ
う
な
、
特
定
の
先
行
歌
を
踏
ま
え
、
そ
の
表
現
・
文

脈
を
利
用
し
、
受
け
手
（
読
者
（
に
も
そ
れ
を
喚
起
し
た
上
で
の
読
解
を
求
め
る
〈
本
歌
取
り
〉
は
、
類
歌
の
枠
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

　

前
節
ま
で
、
古
歌
と
の
贈
答
を
め
ぐ
っ
て
、
本
歌
取
り
と
贈
答
歌
に
お
け
る
返
歌
と
の
関
わ
り
を
検
討
し
て
き
た
。
し
か
し
贈
答
歌
の
み

な
ら
ず
、『
後
撰
集
』
時
代
に
は
す
で
に
〈
本
歌
取
り
〉
の
発
想
が
あ
り
、
詠
歌
方
法
と
し
て
広
ま
っ
て
い
た
。
露
わ
に
〈
本
〉
か
ら
表
現

を
摂
取
す
る
こ
と
で
〈
本
歌
〉
を
喚
起
さ
せ
、
詞
書
や
題
に
よ
る
情
報
が
無
く
と
も
読
者
に
〈
本
歌
〉
を
踏
ま
え
た
理
解
・
読
解
が
可
能
な

〈
本
歌
取
り
〉
が
存
在
し
て
い
た
。
類
歌
の
延
長
線
上
に
あ
り
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
踏
み
こ
ん
だ
〈
本
歌
取
り
〉
も
、
同
時
代
に
展

開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
⑦
⑧
の
徽
子
の
和
歌
表
現
に
つ
い
て
は
、
贈
答
歌
と
し
て
の
洗
練
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
『
後
撰
集
』
時
代
の

表
現
傾
向
も
合
わ
せ
持
つ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

但
し
、
新
古
今
和
歌
の
本
歌
取
り
が
作
者
の
独
創
性
の
発
露
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
と
は
逆
に
、『
後
撰
集
』
の
〈
本
歌
取
り
〉
が
「
ハ
ー

フ
メ
イ
ド
」
と
評
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
こ
う
し
た
評
価
は
片
桐
個
人
の
も
の
で
な
く
、
広
く
認
め
ら
れ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
を
考

え
る
上
で
、『
後
撰
集
』
の
成
立
か
ら
約
半
世
紀
を
隔
て
、『
拾
遺
集
』
時
代
の
代
表
歌
人
で
あ
る
藤
原
公
任
の
『
新
撰
髄
脳
』
の
次
の
記
述
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に
注
目
さ
れ
る
。

古
く
人
の
詠
め
る
言
葉
を
ふ
し
に
し
た
る
わ
ろ
し
。
一
ふ
し
に
て
も
め
づ
ら
し
き
詞
を
詠
み
出
で
む
と
思
ふ
べ
し
。
古
歌
を
本
文
に
し

て
詠
め
る
こ
と
あ
り
。
そ
れ
は
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
惣
じ
て
我
は
お
ぼ
え
た
り
と
思
ひ
た
れ
ど
も
、
人
の
心
得
難
き
こ
と
は
か
ひ
な
く
な

む
あ
る
。
昔
の
様
を
好
み
て
今
の
人
こ
と
に
好
み
詠
む
、
わ
れ
ひ
と
り
よ
し
と
思
ふ
ら
め
ど
、
な
べ
て
さ
し
も
お
ぼ
え
ね
ば
あ
ぢ
き
な

く
な
む
あ
る
べ
き
。　
　
　
　

 

（『
新
撰
髄
脳
』（

　

先
行
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
お
よ
び
〈
本
歌
取
り
〉
に
関
す
る
警
鐘
だ
。
公
任
は
、
人
が
詠
ん
だ
詞
を
目
立
つ
よ
う
に
詠
む
こ
と
は
良
く
な

い
、珍
し
い
詞
を
詠
出
し
よ
う
と
思
わ
な
く
て
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。「
古
く
人
の
詠
め
る
言
葉
を
ふ
し
に
し
た
る
わ
ろ
し
」と
い
う
の
は
、『
後

撰
集
』
に
既
存
和
歌
の
表
現
を
摂
取
・
利
用
し
た
和
歌
が
散
見
し
た
こ
と
に
よ
く
当
て
は
ま
る
。
直
近
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
後
撰
集
』
に
、

先
行
歌
の
特
徴
的
な
詞
続
き
を
摂
取
し
た
和
歌
が
多
数
入
集
し
て
い
る
こ
と
は
、
半
～
一
世
紀
後
に
活
躍
し
た
公
任
（
公
任
は
九
六
六
年
生
、

一
〇
四
一
年
没
（
に
と
っ
て
看
過
し
え
な
い
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
欠
如
と
映
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。『
後
撰
集
』
の
よ
う
な
詠
法
が

良
し
と
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
抑
止
の
意
図
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
一
方
で
、『
後
撰
集
』
時
代
の
〈
本
歌
取
り
〉
に
は
、『
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』「
万
葉
集
和
し
侍
り
け
る
歌
」
に
見
い
だ

せ
る
よ
う
に
、〈
本
〉
と
し
て
踏
ま
え
た
和
歌
の
詞
続
き
を
踏
襲
し
な
い
と
い
う
方
向
性
も
あ
っ
た
こ
と
に
も
、
改
め
て
注
意
さ
れ
る
。『
陽

成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』
に
お
い
て
は
、
題
に
「
本
」
と
し
て
、
贈
答
歌
の
贈
歌
に
相
当
す
る
和
歌
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
踏
ま
え
ら

れ
た
〈
本
歌
〉
が
何
か
分
か
る
が
、
そ
れ
を
示
さ
な
い
源
順
の
「
万
葉
集
和
し
侍
り
け
る
歌
」
は
、
ど
の
歌
を
〈
本
歌
〉
に
し
て
い
る
の
か

不
明
瞭
だ
。
詞
書
に
示
さ
れ
て
初
め
て
踏
ま
え
ら
れ
た
〈
本
〉
の
歌
が
わ
か
る
よ
う
な
後
撰
時
代
の
本
歌
取
り
は
、
や
は
り
『
新
撰
髄
脳
』
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の
提
出
箇
所
に
「
古
歌
を
本
文
に
し
て
詠
め
る
こ
と
あ
り
」
以
下
の
記
述
に
合
致
す
る
。
公
任
は
、
本
歌
を
踏
ま
え
て
詠
む
方
法
は
、
作
者

だ
け
で
は
な
く
、
読
者
も
同
じ
よ
う
に
理
解
で
き
な
い
と
独
り
よ
が
り
に
な
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
本
〉
が
何
で
あ
る

か
読
者
が
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
〈
本
歌
取
り
〉
は
、
作
者
の
意
図
や
詠
歌
内
容
が
充
分
に
伝
わ
ら
な
い
の
だ
。

　

公
任
の
『
新
撰
髄
脳
』
の
掲
出
箇
所
は
、〈
本
〉
の
詞
続
き
を
露
わ
に
取
っ
て
は
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
欠
如
し
、
そ
れ
を
避
け
る
と
詞

書
や
題
の
情
報
が
無
い
と
〈
本
〉
に
気
づ
け
な
い
と
い
う
、『
後
撰
集
』
時
代
の
〈
本
歌
取
り
〉
が
抱
え
た
問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
同
時
代
の
〈
本
歌
取
り
〉
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
相
反
す
る
方
向
性
が
存
在
す
る
の
は
な
ぜ
か
。

　

そ
れ
は
、「
ハ
ー
フ
メ
イ
ド
」・
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
欠
如
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
後
撰
的
〈
本
歌
取
り
〉
が
、
基
本
的
に
即
時
性
・
贈
答

と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。『
後
撰
集
』
に
お
け
る
〈
本
歌
取
り
〉
の
例
に
は
「
題
し
ら
ず
」
も

含
ま
れ
て
お
り
、す
べ
て
が
社
交
の
具
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
と
は
い
え
、『
後
撰
集
』
に
お
い
て
〈
本
歌
取
り
〉

歌
が
多
数
入
集
す
る
こ
と
は
、
撰
者
を
は
じ
め
と
す
る
当
代
専
門
歌
人
の
詠
を
採
ら
ず
、
素
人
や
権
門
歌
人
が
多
く
入
集
し
、
褻
の
歌
を
中

心
と
す
る
歌
集
で
あ
る
と
い
う
『
後
撰
集
』
の
性
質
を
背
景
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
恋
愛
を
主
と
す
る
私
的
な
や
り
取
り
に
お
い
て
、

既
知
の
和
歌
を
媒
介
と
し
て
自
身
の
状
況
や
心
情
を
表
現
し
、
そ
の
内
容
理
解
が
作
者
と
受
け
手
双
方
に
共
有
さ
れ
た
時
に
生
じ
る
面
白
さ

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
強
い
意
味
を
持
つ
。
発
せ
ら
れ
た
和
歌
が
何
を
踏
ま
え
た
も
の
な
の
か
・
何
に
依
拠
し
て
い
る
の
か
、

受
け
手
に
理
解
さ
れ
な
い
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
踏
ま
え
ら
れ
た
〈
本
〉
を
は
っ
き
り
分
か
る
よ
う
に
示

す
必
要
が
あ
っ
た
。
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
欠
如
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
、
一
句
な
い
し
は
複
数
句
の
引
用
を
代
表
と
す
る
露
わ
な
詞
の
摂
取

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
和
歌
の
相
互
理
解
に
お
い
て
有
益
だ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た
既
存
の
和
歌
を
場

に
応
じ
て
即
座
に
引
用
で
き
る
機
知
も
、
作
者
の
手
腕
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、〈
本
歌
取
り
〉
歌
の
意
味
・
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
正
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し
く
理
解
で
き
る
こ
と
が
、
当
時
の
教
養
と
し
て
求
め
ら
れ
て
も
い
た
。
作
者
・
受
け
手
（
読
者
（
が
同
等
・
同
質
の
知
識
を
有
す
る
者
同

士
で
あ
る
と
い
う
連
帯
意
識
も
強
ま
る
。
こ
う
し
た
和
歌
の
評
価
は
、
そ
の
和
歌
を
引
用
す
る
〈
場
〉、
機
知
を
発
揮
す
る
即
事
性
、
受
け

手
が
誰
で
あ
る
か
が
明
確
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
強
固
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
あ
る
な
ら
ば
、
古
歌
に
対
す
る
返
歌
を
詠
む
と
い
う
形
式
の
も
と
に
詠
ま
れ
た
『
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』「
万
葉
集
和
し
侍
り

け
る
歌
」
で
、
詞
続
き
ま
で
踏
襲
す
る
よ
う
な
露
わ
な
表
現
摂
取
が
避
け
ら
れ
た
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

題
詠
だ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
見
通
し
が
立
つ
。
主
題
や
個
々
の
歌
こ
と
ば
を
一
致
さ
せ
、
対
応
を
示
し
つ
つ
切
り
返
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

の
は
、
和
歌
一
首
の
出
来
が
問
わ
れ
る
題
詠
に
お
い
て
は
、
露
わ
な
表
現
摂
取
・
利
用
が
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
欠
如
と
見
な
さ
れ
る
詠
歌

方
法
だ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
合
の
場
に
お
い
て
古
歌
と
の
一
致
が
批
難
さ
れ
た
一
方
で
、
状
況
に
応
じ
た
古
歌
の
利
用
は
評
価

さ
れ
た
こ
と
を
佐
藤
明
浩（

11
（

が
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
歌
合
の
み
な
ら
ず
題
詠
一
般
に
も
敷
衍
し
う
る
評
価
指
標
で
あ
る
。
古
歌
と
の
一

致
は
、
そ
れ
を
引
用
す
る
状
況
と
不
可
分
だ
っ
た
の
が
、『
後
撰
集
』
時
代
の
和
歌
の
詠
歌
方
法
だ
っ
た
。

結
び
に

　
『
後
撰
集
』
時
代
の
〈
本
歌
取
り
〉
は
、
状
況
と
不
可
分
の
詠
歌
技
法
で
あ
り
、
同
質
の
教
養
を
基
盤
と
し
た
相
互
理
解
を
生
む
と
い
う

面
に
お
い
て
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
上
で
は
評
価
さ
れ
る
一
方
で
、オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
欠
如
し
た
「
ハ
ー
フ
メ
イ
ド
」
の
方
法
だ
っ

た
。
し
か
し
、
同
様
の
方
法
が
用
い
ら
れ
た
新
古
今
時
代
の
本
歌
取
り
は
、
作
者
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
両
者
の
評

価
が
真
逆
で
あ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

藤
平
春
男（

11
（

は
、
定
家
の
本
歌
取
り
に
つ
い
て
「
単
に
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
歌
詞
を
用
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
完
成
し
た
一
首
を

想
起
さ
せ
る
」
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
。
特
定
の
本
歌
を
踏
ま
え
、
本
歌
の
内
容
を
新
歌
の
背
景
と
し
て
二
重
映
し
に
す
る
複
雑
さ
が
本
歌
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取
り
の
要
件
で
あ
る
な
ら
ば
、『
後
撰
集
』
時
代
の
〈
本
歌
取
り
〉
は
、
少
な
く
と
も
第
三
・
四
節
で
取
り
上
げ
た
⑦
～
⑨
や
片
桐
の
分
類
す

る
と
こ
ろ
の
Ｃ
種
に
つ
い
て
は
、
本
歌
の
詞
・
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、
本
歌
の
一
首
全
体
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
要
件
に
は

あ
て
は
ま
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
新
古
今
時
代
に
完
成
し
た
本
歌
取
り
と
ど
こ
が
異
な
る
の
か
。
踏
ま
え
ら
れ
引
用
さ
れ
る
古
歌
が
、
歌
人
と
受
け
手
（
読
者
（
に

知
識
と
し
て
共
有
さ
れ
、
そ
の
内
容
を
想
起
し
た
上
で
の
読
解
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
歌
に

対
す
る
規
範
意
識
の
有
無
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
松
村
雄
二（

11
（

は
、
新
古
今
時
代
の
本
歌
取
り
が
古
歌
と
の
競
合
意
識
を
越
え
て
、「
全
体

と
し
て
古
今
伝
統
の
再
生
と
い
う
こ
と
を
本
旨
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
古
歌
と
の
意
識
的
な
表
現
連
繋
を
梃
子
と
す
る
本

歌
取
り
の
手
法
こ
そ
は
、
伝
統
再
生
の
た
め
の
最
も
直
線
的
か
つ
有
効
的
な
方
法
」
だ
っ
た
と
論
じ
る
。
川
平
ひ
と
し（

11
（

は
、〈
も
と
〉
と
い

う
概
念
の
中
に
、
①
懐
旧
と
尚
古
、
②
〈
本
─
末
〉
の
価
値
観
、
③
〈
古
・
旧
〉〈
今
・
新
〉
の
共
在
と
拮
抗
、
④
〈
今
〉〈
新
〉
に
対
す
る

批
判
と
否
定
、
⑤
〈
本
へ
の
回
帰
〉
と
〈
新
し
い
価
値
の
創
出
〉
と
の
相
克
、
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
本
歌
取
り
を
完
成
さ
せ
た

定
家
に
お
い
て
「
本
歌
は
直
ち
に
古
歌
・
旧
歌
と
同
一
で
は
な
く
、
ま
た
同
次
元
に
並
ぶ
も
の
で
も
な
い
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
を

踏
ま
え
る
と
、
新
古
今
的
な
本
歌
取
り
と
は
、
本
歌
を
、
単
な
る
先
行
和
歌
・
既
知
の
和
歌
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
古
典
的
世
界
に
自
己
を

投
企
す
る
た
め
の
媒
介
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
本
歌
に
対
す
る
意
識
を
基
盤
と
す
る
こ
と
で
、
本
歌
取
り
は

模
倣
や
非
個
性
的
な
「
ハ
ー
フ
メ
イ
ド
」
の
和
歌
で
は
な
く
、
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
新
た
な
詠
歌
方
法
と
し
て
確
立
し
た
の
だ
。

　
『
後
撰
集
』
時
代
は
、『
古
今
集
』
と
い
う
初
の
勅
撰
和
歌
集
の
成
立
を
経
て
、
先
行
す
る
著
名
和
歌
を
作
者
・
読
者
の
双
方
で
共
有
で
き

る
知
識
基
盤
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。『
古
今
集
』
入
集
歌
と
は
、
初
の
勅
撰
和
歌
集
に
収
め
ら
れ
た
著
名
な
和
歌
で
あ
り
、
宮
廷
社
会
に
お

い
て
教
養
と
し
て
必
要
な
知
識
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
古
今
集
』
入
集
和
歌
は
、
単
な
る
先
行
和
歌
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

〝
勅
撰
和
歌
集
に
入
集
し
た
優
れ
た
歌
〟
と
し
て
、
引
用
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
と
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
保
証
も
あ
っ
た
。
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そ
う
し
た
位
置
づ
け
の
も
と
に
引
歌
に
用
い
ら
れ
た
り
、「
本
」
と
し
て
題
詠
に
用
い
ら
れ
た
。

　

本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
本
（
歌
（」
の
古
い
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
『
京
極
御
息
所
歌
合
』『
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』

に
お
い
て
、「
本
」
は
、
贈
答
歌
に
お
け
る
贈
歌
の
意
で
あ
り
、〝
踏
ま
え
て
詠
む
歌
〟〝
時
間
的
に
先
行
す
る
歌
〟
と
い
う
意
は
持
つ
が
、

古
典
意
識
・
規
範
意
識
は
持
た
な
い
。『
古
今
集
』
が
規
範
・
古
典
で
あ
る
と
明
確
に
意
識
・
定
位
さ
れ
る
の
は
、
俊
成
の
「
う
た
の
ほ
ん

た
い
に
は
、た
ゞ
古
今
集
を
あ
ふ
ぎ
信
ず
べ
き
事
な
り
」（『
古
来
風
体
抄
』（
の
揚
言
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。『
後
撰
集
』
に
お
け
る
『
古

今
集
』
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
な
る
が
、
敬
意
や
尊
崇
が
垣
間
見
え
る
と
し
て

も
、
古
典
意
識
が
明
確
に
存
在
す
る
段
階
で
は
な
か
っ
た
。
い
ま
だ
本
歌
取
り
を
支
え
る
理
念
や
歴
史
意
識
、
古
典
意
識
が
成
熟
し
な
い
段

階
で
は
あ
る
が
、
引
用
の
意
識
が
作
者
・
読
者
の
双
方
に
存
在
し
、〈
本
〉
の
表
現
を
意
識
的
に
自
詠
に
取
り
入
れ
、
読
者
に
対
し
て
一
首

全
体
を
想
起
し
た
上
で
〈
本
〉
と
の
対
比
や
重
な
り
を
意
識
し
た
読
解
・
解
釈
を
求
め
、
ま
た
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
が
『
後
撰
集
』
時

代
の
〈
本
歌
取
り
〉
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
本
歌
取
り
技
法
の
発
生
期
と
し
て
は
重
要
な
時
期
で
あ
る
。

　

但
し
、『
後
撰
集
』
時
代
の
〈
本
歌
取
り
〉
が
、
詠
歌
の
状
況
と
不
可
分
な
機
知
の
発
露
と
し
て
の
評
価
だ
け
で
は
な
く
、
和
歌
と
し
て

後
世
に
評
価
を
受
け
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
目
を
向
け
て
お
き
た
い
。
⑧
の
『
斎
宮
女
御
集
』
（4
番
歌
は
、
後
に
『
新
古
今
集
』（
恋

三
1210
（
に
「
天
暦
御
時
、ま
ど
ほ
に
あ
れ
や
と
侍
り
け
れ
ば
」
の
詞
書
で
入
集
し
て
い
る
。
久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈　

四
』（
角

川
学
芸
出
版
・
二
〇
一
四
年
（
の
1210
番
歌
鑑
賞
に
は
、「
聡
明
な
返
事
の
し
方
、
優
雅
な
王
朝
の
会
話
乃
至
（
な
い
し
（
は
消
息
の
一
つ
の

典
型
で
あ
ろ
う
」
と
評
さ
れ
て
お
り
、『
新
古
今
集
』
に
採
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、
王
朝
時
代
の
後
宮
に
お
け
る
優
雅
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
の
評
価
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
⑧
は
『
俊
成
三
十
六
人
歌
合
』
（（
、『
時
代
不
同
歌
合
』
1（（
、『
女
房

三
十
六
人
歌
合
』
20
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
秀
歌
撰
で
は
、
詞
書
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
即
事
性
か
ら
切
り
離
し
、
古
今
歌
の
本

歌
取
り
と
い
う
読
解
・
享
受
の
方
法
に
お
い
て
も
評
価
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
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『
後
撰
集
』
の
〈
本
歌
取
り
〉
に
見
る
露
わ
な
表
現
摂
取
、〈
本
歌
〉
に
依
存
し
た
和
歌
の
詠
歌
方
法
や
表
現
は
、
公
任
の
『
新
撰
髄
脳
』

の
記
述
と
照
ら
せ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
離
れ
、
和
歌
そ
の
も
の
の
出
来
を
評
価
す
る
上
で
は
、
平
安
時
代
後
期
に
は
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
ー
の
欠
如
し
た
安
易
な
詠
歌
方
法
と
低
く
見
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
但
し
、
一
首
の
完
成
度
や
出
来
を
問
う
歌
合

や
題
詠
に
お
い
て
は
避
け
ら
れ
た
、
先
行
和
歌
か
ら
の
詞
続
き
の
摂
取
は
、
詞
書
や
題
に
た
よ
ら
ず
と
も
先
行
和
歌
の
内
容
を
喚
起
さ
せ
つ

つ
、
自
詠
に
二
重
性
を
も
た
ら
す
引
用
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
働
い
て
い
る
。
古
典
意
識
の
未
成
熟
な
段
階
に
お
い
て
は
評
価
が
低
か
っ
た

と
し
て
も
、
新
古
今
時
代
の
本
歌
取
り
の
先
駆
け
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

和
歌
本
文
・
歌
番
号
は
、
特
に
記
さ
な
い
限
り
、
私
家
集
は
新
編
私
家
集
大
成
に
、
そ
の
他
は
新
編
国
歌
大
観
に
依
る
。
そ
の
他
の
引

用
は
以
下
に
依
る
。『
後
撰
集
』
…
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
3
『
後
撰
和
歌
集　

天
福
二
年
本
』（
朝
日
新
聞
社
・
二
〇
〇
四
年
（、『
古
今

集
』
…
同
2
『
古
今
和
歌
集
』（
朝
日
新
聞
社
・
一
九
九
四
年
（
所
収
嘉
禄
二
年
本
、『
俊
頼
髄
脳
』
…
同
（（
『
俊
頼
髄
脳
』（
朝
日
新

聞
社
・
二
〇
〇
八
年
（、『
古
来
風
体
抄
』
…
同
1
『
古
来
風
体
抄
』（
朝
日
新
聞
社
・
一
九
九
二
年
（、『
斎
宮
女
御
集
』
…
同
1（
『
平

安
私
家
集
四
』（
朝
日
新
聞
社
・
一
九
九
六
年
（、『
兼
輔
集
』
…
同
（（
『
資
経
本
私
家
集
一
』（
朝
日
新
聞
社
・
一
九
九
八
年
（、『
陽
成

院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
』
…
陽
明
叢
書
『
平
安
歌
合
集
下
』（
思
文
閣
・
一
九
七
五
年
（
十
巻
本
類
従
歌
合
、『
新
撰
髄
脳
』
…
日
本
歌

学
大
系
（
風
間
書
房
（、『
近
代
秀
歌
』『
詠
歌
大
概
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（（
『
歌
論
集
』（
小
学
館
・
二
〇
〇
一
年
（、『
枕
草

子
』
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
（

注（
1
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（
2
（　

田
中
裕
『
後
鳥
羽
院
と
定
家
研
究
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
五
年
（
第
七
章
「
定
家
に
お
け
る
本
歌
取

─
準
則
と
実
際
と

─
」、
赤
瀬

信
吾
「
本
歌
取
り
・
本
説
・
本
文
」（『
国
文
学
』
30
─
10
、
一
九
八
五
年
九
月
（、
川
平
ひ
と
し
『
中
世
和
歌
論
』（
笠
間
書
院
・
二
〇
〇
三
年
（

Ⅰ
3
「
本
歌
取
と
本
説
取

─
〈
も
と
〉
の
構
造
」、
佐
藤
恒
雄
「
本
文
・
本
歌
（
取
（・
本
説

─
用
語
の
履
歴
」（『
国
文
学
』
4（
─
12
、

二
〇
〇
四
年
一
一
月
（、『
和
歌
文
学
大
辞
典
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
二
〇
一
四
年
（「
本
歌
」
項
目
（
執
筆
・
渡
部
泰
明
（

（
3
（　

中
川
博
夫
『
中
世
和
歌
論　

歌
学
と
表
現
と
歌
人
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
（
序
論
Ⅰ
「
中
古
「
本
歌
取
」
言
説
史
論
」

（
4
（　

注（
2
（
田
中
著
書

（
（
（　

成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成 

増
補
新
訂　

第
一
巻
』（
同
朋
舎
出
版
・
初
版
一
九
五
七
年
・
増
補
新
訂

一
九
九
五
年
（「
二
八　

延
喜
廿
一
年
〔
五
月
〕
京
極
御
息
所
褒
子
歌
合
」
の
「
成
立
名
称
」
で
考
証
さ
れ
て
い
る
。

（
（
（　

注（
（
（
萩
谷
著
書

（
（
（　

萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
概
説
』（
私
家
版
・
一
九
六
九
年
（
第
二
章
第
十
一
節
（
ハ
（「
本
歌
返
し
の
歌
合
」

（
（
（　

峯
岸
義
秋
『
歌
合
の
研
究
』（
三
省
堂
出
版
・
一
九
五
四
年
（
第
三
編
第
二
章
二
「
本
歌
取
形
式
の
歌
合
」

（
（
（　

注（
（
（
萩
谷
著
書
「
史
的
評
価
」

（
10
（　

菊
地
仁
『
職
能
と
し
て
の
和
歌
』（
若
草
書
房
・
二
〇
〇
五
年
（
第
一
章
第
一
節
「〈
本
〉
の
思
想

─
院
政
期
歌
学
史
粗
描

─
」

（
11
（　

久
保
木
哲
夫
『
折
の
文
学　

平
安
和
歌
文
学
論
』（
笠
間
書
院
・
二
〇
〇
七
年
（
所
収
「
贈
答
歌
の
方
法
」、
増
田
繁
夫
「
贈
答
歌
の
か
ら

く
り
」（
和
歌
文
学
の
世
界
10
『
論
集 

和
歌
と
レ
ト
リ
ッ
ク
』〈
笠
間
書
院
・
一
九
八
六
年
〉
所
収
（

（
12
（　

鈴
木
日
出
男
『
古
代
和
歌
史
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
九
〇
年
（
第
一
篇
第
五
章
「
相
聞
歌
の
展
開
」

（
13
（　

西
下
経
一
『
日
本
文
学
史
講
座
第
四
巻　

平
安
時
代
前
期
上
』（
三
省
堂
・
一
九
四
二
年
（
第
二
章
第
十
一
節
「
後
撰
和
歌
集
の
形
態
と

情
緒
」、
片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
以
後
』（
笠
間
書
院
・
二
〇
〇
〇
年
（
Ⅱ
一
「『
後
撰
集
』
の
本
性
」、
樋
口
芳
麻
呂
「『
後
撰
集
』
の
贈

答
歌
」（『
三
代
集
の
研
究
』〈
明
治
書
院
・
一
九
八
一
年
〉
所
収
（
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（
14
（　

第
三
句
「
き
え
も
せ
で
」、
二
荒
山
神
社
宝
蔵
本
・
烏
丸
切
で
は
「
き
え
な
く
て
」。

（
1（
（　

渡
部
泰
明
『
中
世
和
歌
史
論　

様
式
と
方
法
』（
岩
波
書
店
・
二
〇
一
七
年
（
第
三
篇
第
三
章
「『
古
来
風
躰
抄
』
に
お
け
る
『
万
葉
集
』

の
抄
出
」

（
1（
（　

村
川
和
子
「
引
歌
の
発
生
、
育
生
期
に
お
け
る
表
現
技
巧

─
伊
勢
物
語
、
土
左
日
記
、
宇
津
保
物
語
、
落
窪
物
語
を
中
心
に

─
」（『
国

文
目
白
』
（
、
一
九
七
〇
年
一
月
（

（
1（
（　

森
本
元
子
『
私
家
集
と
新
古
今
集
』（
明
治
書
院
・
一
九
七
四
年
（
第
二
部
第
一
章
「
斎
宮
女
御
集
の
一
歌
群
を
め
ぐ
っ
て
」
に
、『
斎
宮

女
御
集
』
三
類
本
（
正
保
版
本
（
14
～
23
の
歌
群
に
、
詞
書
に
短
い
詞
句
が
置
か
れ
、
そ
の
詞
句
が
『
古
今
集
』『
後
撰
集
』
の
一
節
で
あ

る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
1（
（　

杉
谷
寿
郎
『
後
撰
和
歌
集
研
究
』（
笠
間
書
院
・
一
九
九
一
年
（
第
四
章
第
一
節
「
村
上
天
皇
と
後
宮
」

（
1（
（　

講
談
社
学
術
文
庫
『
枕
草
子
』（
上
坂
信
男
他
校
注
、
講
談
社
・
一
九
九
九
年
（

（
20
（　

但
し
、『
村
上
御
集
』『
斎
宮
女
御
集
』
に
見
ら
れ
る
引
歌
は
、『
古
今
集
』
入
集
歌
だ
け
で
は
な
い
。『
斎
宮
女
御
集
』
（（
番
歌
に
付
加
さ

れ
た
「
た
れ
に
い
へ
と
か
」
の
一
句
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
四
・
20（（
番
歌
「
世
の
中
の
う
き
も
つ
ら
き
も
か
な
し
き
も
た
れ
に
い
へ
と

か
人
の
つ
れ
な
き
」
に
依
る
。

（
21
（　

注（
13
（
片
桐
著
書
Ⅱ
三
「『
後
撰
集
』
の
表
現
」

（
22
（　

高
木
市
之
助
『
古
文
芸
の
論
』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
二
年
、
高
木
市
之
助
全
集
第
六
巻
〈
講
談
社
・
一
九
七
六
年
〉
に
収
録
（
所
収
「
短

歌
の
古
代
性
」

（
23
（　

鈴
木
日
出
男
『
古
代
和
歌
史
諭
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
九
〇
年
（
序
第
一
章
「
和
歌
に
お
け
る
集
団
と
個
」

（
24
（　

佐
藤
明
浩
『
院
政
期
和
歌
文
学
の
基
層
と
周
縁
』（
和
泉
書
院
・
二
〇
二
〇
年
（
Ⅲ
部
第
二
十
二
章
「「
古
歌
」
の
再
生
と
い
う
こ
と
」

（
2（
（　

藤
平
春
男
著
作
集
2
『
新
古
今
と
そ
の
前
後
』（
笠
間
書
院
・
一
九
九
七
年
（
Ⅱ
三
「
本
歌
取
」

（
2（
（　

松
村
雄
二
「
本
歌
取
り
考

─
成
立
に
関
す
る
ノ
ー
ト

─
」（『
論
集　

和
歌
と
レ
ト
リ
ッ
ク
』〈
笠
間
書
院
、
一
九
八
六
年
〉
所
収
（

（
2（
（　

注（
2
（
川
平
著
書




