
萬
菓
集
東
歌
に
於
け
る
「
か
な
L
L
の
独
自
性
に
ふ
れ
て

芸
箋
歌
（
馴
硝
郎
竃
に
酎
諸
悪
の
「
か
な
し
」
に
つ
い
て
莞

て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
小
稿
で
は
そ
の
「
か
な
し
」
が
蕾
鷲
褒
中
に
占
め
る

独
自
性
に
些
か
ふ
れ
て
み
た
い
と
恩
ふ
。

東
歌
に
「
か
な
し
」
と
い
ふ
感
情
語
が
多
用
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
周
知
の
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
表
示
す
れ
ば
、

こころがなし

持出雷 か1

拙 冊
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下下田手回を
備
考「

菟
環
隻
総
索
引
」
に
よ

っ
て
検
索
し
た
。

「
そ
の
他
」
は
、
東
歌
防

人
歌
以
外
を
い
ふ
。

「
そ
の
他
」
　
の
　
「
か
な

し
」
五
六
例
中
に
は
、
3

の
四
三
四
の
「
或
云
」
、

5
の
八
九
〇
の
「
一
云
」

の
例
も
数
へ
て
あ
る
。

と
な
る
。
東
歌
の
四
一
例
は
、
巻
十
四
の
二
三
八
百
、
肇
一
十
の
防
人
歌
九
三

首
（
聖
甑
）
計
三
三
一
百
に
於
け
る
も
の
で
比
は
完
。
東
歌
以
外
の
そ
の

他
を
概
罪
四
二
〇
〇
百
と
し
て
み
た
時
の
H
．
〔
％
強
と
比
較
し
て
注
意
さ
れ
る

数
で
あ
る
と
恩
ふ
。

そ
し
て
「
か
な
L
L
の
憲
奇
に
「
愛
し
」
　
「
悲
し
」
の
二
つ
の
あ
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
伊
醗
酵
氏
が
、
「
愛
し
」
は
巻
四
・
七
・

九
・
十
八
に
そ
れ
ぞ
れ
一
例
あ
る
だ
け
で
「
菓
国
特
有
の
語
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
の
で
あ
る
。
」

（
『
前
葉
褒
相
聞

世
界
』
九
六

歌
に
あ
っ
て
は
そ
の
用
例
の
殆
ん
ど
が

如
）
と
述
べ
て
を
ら
れ
る
や
う
に
、
東

「
竺
し
」
に
解
さ
れ
、
そ
の
他
に
あ
っ



て
は
少
数
霞
い
て
「
悲
し
」
で
あ
る
（
諾
詣
豊
艶
㌍
警
琵

望
。
東
歌
に
は
「
変
L
L
の
世
界
が
そ
の
他
に
於
け
る
「
悲
し
」
の
世
界
と

対
照
的
に
表
は
れ
て
ゐ
る
と
い
へ
る
が
、
「
変
し
」
と
「
悲
し
」
の
違
ひ
は
ど

う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
川
徳
之
助
氏
は
、
「
蕎
真
野
の
現
宍
感
情
」
と
い
ふ
主
題
の
も
と
に
東
歌

を
と
り
あ
げ
そ
こ
に
み
ら
れ
る
「
か
な
し
」
の
感
情
を
考
察
さ
れ
た
中
に
、

「
『
悲
L
L
の
情
悠
諸
、
対
象
（
粗
詣
貫
都
電
謂
身
）

に
流
れ
る
変
心
が
障
礎
の
意
識
を
も
つ
と
こ
ろ
に
生
ず
る
感
情
で
ぁ
る
と
恩

う
。
こ
れ
に
対
し
て
『
愛
し
』
の
情
は
障
顔
の
意
識
を
も
た
な
い
と
こ
ろ
に

生
ず
る
感
情
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
『
変
し
』
の
情
は
あ
ま
り
に
穏
や
かヽ

で
あ
り
、
弱
い
。
私
は
『
愛
』
の
情
と
い
う
の
は
対
象
に
流
れ
る
変
心
が
充

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

足
の
意
識
を
も
つ
と
こ
ろ
に
生
ず
る
感
情
で
あ
る
と
思
う
。
」

（
監
詳
和
語
謎
騙
覧
碩
詣
）

と
説
い
て
を
ら
れ
る
。
「
悲
し
」
を
「
変
心
が
障
願
の
意
識
を
」
、
「
愛
し
」

を
「
変
心
が
充
足
の
意
識
を
」
持
つ
と
こ
ろ
に
生
ず
る
感
情
で
あ
る
と
、
表
現

内
容
・
哀
痛
主
体
の
心
意
に
即
し
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
点
に
は
教
へ
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
。
し
か
し
猶
引
き
つ
づ
き
、
「
感
惜
内
容
に
立
ち
い
た
る
と
二
つ
の

情
は
常
に
か
ら
み
あ
い
融
け
あ
っ
て
い
る
。
『
哀
し
』
　
『
燐
し
』
等
い
う
言
葉

も
、
そ
の
稜
妙
な
感
情
の
翳
り
に
形
象
さ
れ
た
」
も
の
と
も
述
べ
て
を
ら
れ
る

や
う
に
、
徴
妙
な
と
こ
ろ
に
な
れ
ば
鑑
宜
者
の
主
観
的
判
断
に
よ
り
か
か
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
と
も
い
へ
る
（
琵
1
）
。

そ
こ
で
、
中
川
氏
の
御
諭
敦
に
導
か
れ
つ
つ
、
小
稿
で
は
視
点
を
主
と
し
て

表
現
形
式
・
用
語
に
置
い
て
葛
へ
て
み
た
い
と
思
ふ
。

先
づ
東
歌
に
於
け
る
「
か
な
L
L
の
対
象
を
整
理
し
て
み
る
。
例
外
の
四
例

を
除
い
て
、
男
が
女
を
「
漣
接
し
」
と
す
る
も
の
、
　
に
の
は

筑
波
嶺
に
雪
か
も
降
ら
る
否
を
か
も
加
奈
忍
苦
児
ろ
が
布
乾
さ
る
か
も

（
賀
一
一
）

モ

赤
見
山
草
棋
刈
り
除
け
蓬
は
す
が
へ
あ
ら
そ
ふ
捺
し
あ
や
に
可
柔
之
も

（
川
も
一
一
一
）

こ

な

ぎ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

せ

百
代
の
子
水
葱
が
花
を
衣
に
摺
り
馴
る
る
ま
に
ま
た
何
か
加
奈
恩
家（軸楚）

及
び
、
女
が
男
を
「
か
な
し
」
と
す
る
も
の
、

い

づ

　

　

　

　

　

　

　

ゎ

多
由
比
潟
糊
満
ち
わ
た
る
何
庭
ゆ
か
も
加
奈
之
伎
背
ろ
が
雪
が
り
通
は
む

（餌農）

あ
ぢ
か
ま
の
潟
に
咲
く
波
平
妃
に
も
紐
解
く
も
の
か
加
芳
恩
家
を
冠
き
て

（
岩
窟
㌍
監
琵
砧
興
）

と
の
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
男
と
女
の
違

ひ
こ
そ
あ
れ
そ
れ
ぞ
れ
「
か
な
し
」
の
対
象
と
な
る
も
の
は
異
性
1
「
他
」

に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
こ
の

「
か
な
し
」
は
「
愛
し
」
と
解
釈
出
来
る
も
の
で
あ
る
。

例
外
の
四
例
と
は
、

ま
さ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
こ
．
い
ち
の
　
お
　
く

吾
が
ほ
ほ
現
在
も
可
奈
恩
草
枕
多
朗
の
入
野
の
将
来
も
可
奈
忠
も

（m聖）

吾

t

み

け

め

　

　

　

は

な

h

ツ

モ

塵
罷
牢
長
日
が
磯
の
難
敵
の
母
を
離
れ
て
行
く
が
加
奈
之
佐

（
蜘
駒
躍
二
入
、
）

♪
く

瞑
な
る
柏
絶
つ
的
の
後
る
が
へ
妹
が
言
ひ
し
を
琶
き
て
加
奈
之
も



一
（
御
物
盟
等
）

さ

　

　

み

こ

と

　

　

　

　

　

七

ま

く

ら

陣
へ
な
へ
ぬ
命
に
あ
れ
ば
か
な
し
妹
が
手
枕
離
れ
あ
や
に
可
奈
之
も

（
細
物
的
讐
一
、
）

で
あ
る
が
、
こ
こ
の
「
か
な
し
」
の
対
象
は
異
性
に
は
な
く
、
自
己
の
心
中
そ

の
も
の
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
「
悲
し
」
と
解
釈
出
来
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
三
四
〇
三
は
「
雪
が
」
と
歌
ひ
出
し
て
ゐ
る

が
、
『
苗
馨
倍
盃
注
』
に
い
は
れ
る
や
う
に
、
対
句
や
序
詞
か
ら
み
て
も
上
野

国
多
胡
郡
の
風
土
に
成
立
し
た
民
話
と
考
へ
ら
れ
、
「
常
に
悲
し
く
、
未
も
た

の
み
難
い
恋
愛
と
い
ふ
、
こ
れ
も
亦
一
つ
の
社
会
的
経
路
を
融
合
し
て
一
首
と

し
た
も
の
で
」
あ
り
、
「
カ
ナ
シ
は
愛
し
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
寧
ろ
今
の

『
切
な
い
』
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
け
欄
霊
九
）
と
い
ふ
解
釈
に
従
ひ

た
い
。
四
三
三
八
、
四
四
二
九
は
、
母
や
妹
と
の
別
離
を
悲
し
む
防
人
の
気
痔

が
「
か
な
L
L
と
表
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
四
四
三
二
は
、
拒
む
こ
と
の
出
来
ぬ
勅

命
故
に
「
か
な
し
妹
」
の
手
枕
を
留
れ
て
行
く
防
人
の
気
縛
が
、
今
は
ど
う
し

ゃ
ぅ
も
な
い
運
命
の
嘆
き
の
表
出
と
し
て
「
か
な
し
」
を
用
ゐ
て
ゐ
る
。

こ
の
や
う
に
み
れ
ば
、
右
の
四
例
を
除
け
ば
東
歌
に
於
け
る
「
か
な
し
」
は

「
愛
し
」
で
あ
り
、
「
か
な
し
妖
（
背
）
」
の
類
型
を
看
し
て
ゐ
る
こ
と
が
い

へ
る
。
．
そ
し
て
こ
こ
で
併
せ
て
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
既
に
野
上
久
人
氏

も
指
摘
し
て
を
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
東
歌
の
中
に
は
「
寝
る
」
と
い
ふ
成
丘

的
表
現
の
語
が
多
い
。
野
上
氏
は
、
「
民
謂
的
な
古
代
の
民
託
を
母
胎
と
し
て

い
る
た
め
、
お
の
ず
と
男
女
交
歓
の
歌
が
多
」
い
為
で
あ
る
と
説
い
て
を
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
（
F
釈
珊
叢
l
㌫
講
義
票
1
ま
軌
竃
）
1
そ
の

他
の
「
か
な
し
」
が
「
寝
る
」
を
伴
っ
て
ゐ
る
例
は
な
い
1
1
－
、
「
か
な
し
妖

（
背
）
」
が
「
積
る
」
と
結
び
つ
い
て
ゐ
る
例
を
あ
げ
る
と
、

麻
可
奈
恩
芙
寝
ら
く
は
し
け
ら
く
さ
鳴
ら
く
は
伊
豆
の
高
嶺
の
鳴
渾
な
す
よ

（
㌶
宗
五
）

わ

麻
可
奈
恩
美
さ
寝
に
吾
は
行
く
鎌
倉
の
美
奈
の
頂
川
に
溜
満
つ
な
む
か

（
詔
空

づ

疎
可
奈
恩
芙
招
れ
ば
言
に
田
さ
損
な
へ
ば
心
の
紹
ろ
に
乗
り
て
可
奈
恩
も

（飢楚）

と
こ
の
三
例
は
「
ま
か
な
し
み
－
由
る
」
の
類
型
せ
と
り
、
又
巻
十
四
の
三

四
六
五
、
三
五
五
六
、
三
五
七
七
は
「
か
な
し
」
が
「
寝
る
」
を
伴
ふ
。
こ
の

こ
と
は
、
「
か
な
し
妖
（
背
）
」
に
於
け
る
「
か
な
し
」
が
か
な
り
概
念
化
さ

れ
た
「
愛
し
」
で
あ
り
、
且
つ
性
愛
に
通
ふ
両
の
多
分
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て

ゐ
る
と
い
へ
透
か
と
恩
ふ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
そ
の
「
変
L
L
の
内

容
に
つ
い
て
全
般
的
に
個
体
差
に
乏
し
い
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
点
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

こ
れ
に
対
し
そ
の
他
に
於
け
る
「
か
な
し
」
は
、

ち
よ
と
こ
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
し

わ
が
御
門
千
代
永
久
に
栄
え
む
と
思
ひ
て
あ
り
し
わ
れ
し
悲
も

（
根
知
㌫
置
M
）

ほ
か

わ
が
背
子
に
懸
ひ
す
べ
な
か
り
芳
垣
の
外
に
な
げ
か
ふ
吾
し
可
奈
恩
も

（
如
胸
氾
望
五
、
）

…
…
年
の
緒
長
く
　
恩
ひ
来
し
　
恋
を
貴
さ
む

七
月
の
七
日
の
が
わ
れ
も
整
（
豊
虹
）

か
な
し

ぅ
ら
う
ら
に
畢
れ
る
春
日
に
雲
生
あ
が
り
情
悲
も
独
り
し
お
も
へ
ば

（
即
伽
郡
匿
九
二
、
・
）

－　3　－



づ
と
か
な
し
き

朝
に
行
く
脛
の
鳴
く
音
は
わ
が
如
く
も
の
恩
へ
か
も
芦
の
悲

（
詔
巴

等
と
、
「
わ
れ
」
「
ひ
と
り
」
と
自
己
の
心
中
を
「
か
な
し
」
と
発
想
し
て
ゐ

る
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
既
抱
の
東
歌
の
「
か
な
し
抹
（
背
）
」
の
類
型

か
ら
は
づ
れ
七
四
首
に
通
ふ
も
の
で
あ
り
、
某
歌
の
「
か
な
し
」
を
他
愛
の
世

界
に
於
け
る
そ
れ
と
し
て
と
ら
へ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
「
か
な
し
」
が
自

ら
を
悲
傷
す
る
為
に
用
ゐ
ら
れ
、
自
悲
の
世
界
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
は

し
な
い
か
（
註
2
）
。

即
ち
、
l
八
三
は
挽
歌
で
あ
る
。
一
二
九
七
五
は
夫
と
離
れ
恋
の
せ
つ
な
さ
を

歌
ふ
女
の
情
が
、
自
己
の
体
験
そ
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
ゐ
る
。
二
〇
八
九

は
七
夕
の
夜
を
「
わ
れ
も
」
と
同
情
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
「
か
な
し
」
と
詠
じ

た
作
者
の
感
傷
的
な
姿
勢
で
も
あ
る
。
そ
し
て
二
二
ニ
七
は
、
雁
の
芦
を
「
か

な
し
」
と
聞
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
わ
が
如
く
も
の
恩
へ
か
も
」
と
い

ふ
条
件
の
も
と
に
と
ら
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
独
り
」
を
詠
じ

た
家
持
の
歌
に
つ
い
て
、
岡
部
政
裕
氏
は
、

「
家
持
は
貴
族
社
会
に
お
け
る
栄
達
を
煩
っ
た
が
、
そ
れ
は
単
に
個
人
の
栄

達
で
は
な
く
、
衰
速
に
向
か
っ
た
家
門
の
挽
回
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
彼
は
複
雑
な
政
治
情
勢
を
見
通
す
能
力
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、
行
動
へ
の
意
志
決
薩
も
で
き
な
か
っ
た
。
…
・
・
・
『
ひ
と
り
』
の
意

識
は
、
社
会
か
ら
孤
立
し
た
と
こ
ろ
で
始
ま
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
自
分

か
ら
始
ま
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
ど
こ
か
ら
采
た
か
も
さ
だ
か
で
な
く
、
ど

こ
へ
向
け
て
も
よ
い
か
も
わ
か
ら
な
い
重
悶
と
悲
愁
。
…
…
」

（
聖
霊
辞
岩
島

l
l
公
琵
封
は
㌔
）

と
述
べ
て
を
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
独
り
」
の
と
ら
へ
た
「
か
な
L
L
、
そ
れ
が

憂
悶
と
悲
愁
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
受

今
私
は
自
悲
と
い
ふ
こ
と
を
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
「
か
な
し
」

は
、
自
己
の
心
中
を
描
く
と
こ
ろ
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
他
に
於
け
る

「
か
な
し
」
は
、
自
悲
の
世
界
に
於
い
て
概
ね
把
捉
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
っ
て
悲
愁
で
あ
り
感
傷
で
あ
り
茹
悶
で

あ
り
働
巽
で
あ
り
、
個
体
差
を
み
せ
て
措
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
四
二
九
二
「
拘
り
し
お
も
へ
ば
」
と
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他

に
あ
っ
て
は
「
か
な
し
」
が
所
謂
条
件
法
を
受
け
て
発
想
さ
れ
て
ゐ
る
例
が
目

立
つ
。
例
へ
ば
、

朝
棺
早
く
な
警
そ
わ
が
背
子
が
朝
明
の
姿
見
れ
ば
整
（
豊
空

真
幸
く
と
言
ひ
て
し
も
の
を
白
雲
に
立
ち
棚
引
く
と
聞
け
ば
可
菜
恩
も

（
加
齢
箭
宍

を

と

わ

こ

て

　

　

　

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヵ

ナ

・

ン

モ

人
の
別
の
少
女
児
蛇
ゑ
て
茂
る
山
辺
か
ら
朝
な
胡
な
通
ひ
し
君
が
来
ね
ば
哀

（
拙
和
露
裾
釦

等
で
あ
る
が
、
こ
の
条
件
法
を
伴
っ
た
歌
は
六
八
百
中
三
四
百
で
丁
毘
半
分
を

占
め
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
東
歌
に
於
け
る
条
件
法
が
四
例
の
み
で
あ
る
こ
と
よ

り
み
れ
ば
、
一
つ
の
特
徴
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
と
恩
ふ
。
そ
し
て
東
歌
に
於

け
る
そ
れ
は
、

ね

　

こ

と

づ

　

ね

麻
可
奈
恩
美
敗
れ
ば
富
に
出
さ
駐
な
へ
ば
心
の
緒
ろ
に
乗
り
て
可
奈
恩
も

（m楚）

L
は
ぶ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
こ
と
　
　
　
　
　
　
ど

敵
組
の
置
か
れ
ば
可
奈
之
さ
痕
つ
れ
ば
人
言
し
げ
し
汝
を
何
か
も
篤
む

（
監
禁

ゆ
つ
か

置
き
て
行
か
ば
妹
ば
麻
可
奈
之
持
ち
て
行
く
梓
の
弓
の
弓
東
に
も
が
も



（

と
、
対
句
を
用
ゐ
且
つ
「
怒
る
」
こ
と
を
い
ひ
、
或
い
は
類
歌
も
多

民
話
的
色
彩
の
濃
い
常
套
的
発
想
で
あ
る
。
残
る
一
例
巻
二
十
の
四
三　い　五11
人　（　六の
七述後七三
の　　）　　　）

防
人
大
田
部
足
八
の
歌
が
条
件
法
に
よ
っ
て
「
か
な
し
」
の
内
容
を
決
め
て
ゐ

る
も
の
を
除
い
て
は
、
内
容
の
具
体
化
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。
民
話
の
世
界
へ

解
消
す
る
も
の
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
他
愛
の
「
か
な
し
」
は
理
猫
を
抜
き
に

し
た
一
般
的
概
念
的
共
通
理
解
の
世
界
に
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
自
恋
に
あ
っ
て

は
何
故
「
か
な
し
」
い
の
か
自
ら
に
規
定
す
る
。
そ
の
場
合
条
件
法
が
「
か
な

し
」
を
具
体
化
し
個
別
化
し
て
ゐ
る
と
い
へ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
こ
の
こ

と
は
、
東
歌
の
「
か
な
し
」
に
条
件
法
が
乏
し
く
且
つ
「
か
な
し
妹
（
背
）
」

の
短
型
で
ま
と
め
ら
れ
る
や
う
に
概
念
化
さ
れ
た
「
か
な
し
」
で
あ
る
こ
と
と

和
対
し
て
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
東
歌
の
他
愛
の
「
か
な
し
」
の
類
型
性
概
念

性
を
際
立
た
せ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
と
恩
ふ
。

さ
て
上
乗
東
歌
に
於
け
る
「
か
な
し
」
の
持
つ
概
念
性
に
つ
い
て
述
べ
て
来

た
の
で
あ
っ
た
が
、
概
念
性
と
は
猶
同
時
に
次
の
如
き
類
軟
性
を
そ
の
背
景
に

持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
と
恩
ふ
。
窺
歌
性
に
つ
い
て
は
、

「
一
般
に
和
歌
文
学
に
は
、
二
首
ま
た
は
二
首
以
上
の
問
に
、
一
部
分
が
相

違
し
て
大
部
分
が
共
通
で
あ
る
関
係
（
仮
り
に
少
異
歌
と
呼
ぶ
）
と
V
反
対

に
一
部
分
が
共
通
で
大
部
分
が
相
違
す
る
関
係
（
同
様
、
類
歌
又
は
類
句
歌

相
見
て
は
千
歳
や
去
ぬ
る
否
を
か
も
わ
れ
や
然
恩
ふ
君
待
ち
が
て
に

（
引
責
）

二
五
三
九
は
巻
十
四
の
三
四
七
〇
に
「
人
麻
呂
歌
集
田
也
」
と
あ
り
重
出
し

て
ゐ
る
。
A
の
歌
、
二
五
三
九
（
三
四
七
〇
）
と
発
想
を
同
じ
う
し
て
ゐ
る

と
は
い
へ
な
い
と
恩
ふ
が
、
「
否
を
か
も
」
に
注
意
し
た
（
併
謡
始
）
。
し

か
し
木
下
正
俊
氏
も
い
は
れ
る
や
う
に
（
［
豊
怨
讐
論
断
聖
㌢

肘
）
、
何
で
は
な
い
、
何
で
も
な
け
れ
ば
何
で
も
な
い
と
前
言
を
否
定
す
る

も
の
、
自
問
自
答
式
で
後
句
を
強
調
す
る
こ
れ
は
、
後
世
ま
で
長
く
続
く
民
話

の
有
力
な
一
割
式
で
あ
る
。
木
下
氏
の
御
諭
致
か
ら
も
A
の
民
話
性
を
説
明
す

る
例
を
引
用
し
て
お
く
。

甲
匹
が
嶺
に
　
白
き
は
雪
か
や
　
い
な
を
さ
の

作
り
や
晒
す
手
作
り
（
盟
聖
甲
）

け
、
－
ろ
も

甲
翼
の
賢
衣
や
　
晒
す
手

と
呼
ぶ
）
と
が
屡
々
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
関
係
を
一
括

歌
性
と
呼
ん
で
い
る
・
…
：
」
（
請
岩
冠
記
郊
撃
い

に
従
ふ
。
以
下
類
歌
性
に
関
は
る
歌
を
一
段
下
げ
て
記
故
し
て
い
か一『し

い

な

　

　

　

　

　

　

　

　

に

の

ほ

A
筑
波
也
に
雪
か
も
降
ら
る
否
を
か
も
加
奈
恩
膏
鬼
ろ
が
布
乾
さ「′

≡14る　う一日て
亘本望
）　遠

類

を
ち
か
た
に
白
き
は
な
に
ぞ
い
な
を
さ
の
か
ひ
の
手
古
名
の
晒
す
て
づ
く
り

（翳佃）

よ
し
の
の
や
ま
を
ゆ
き
か
と
見
れ
ば
、
ゆ
き
で
は
あ
ら
で
、
や
あ
こ
れ
の
、

は
な
の
ふ
ぶ
き
よ
の
、
や
あ
こ
れ
の
（
掴
小
）

東
山
の
は
等
は
な
い
か
、
あ
れ
が
崇
や
標
花
（
糾
讐
）

ね

B
麻
可
奈
思
実
寝
ら
く
は
し
け
ら
く
さ
鳴
ら
く
は
伊
豆
の
高
嶺
の
鳴
渾
な
す

よ
（
柚
竪
琴
）

五のか
一三も
㌧＿ノ

ぬ

さ
妃
ら
く
は
玉
の
緒
ば
か
り
懸
ふ
ら
く
は
富
士
の
高
嶺
の

鳴
（　澤
三1・1の
玉の如
八三
＼＿＿′



蓬
へ
ら
く
は
玉
の
緒
し
け
や
懸
ふ
ら
く
は
富
士
の
高
見

右
は
そ
れ
ぞ
れ
B
の
本
歌
及
び
一
本
歌
。
門
喩
表
現
の
郡
分　（　に
に∧14降
多一のる
く　宕三雪
の訣三な
類　五す
歌＼J　も

は
C
を
女
の
立
瘍
か
ら
歌
っ
た
も
の
と
い
へ
る
。

わ

　

　

　

　

も

D
左
奈
郡
艮
の
同
に
粟
蒔
き
可
奈
之
任
が
鈎
は
た
ぐ
と
も
雪
は
そ
と
も
迫
は

を
看
し
て
ゐ
る
。

よ
し

苦
妹
子
に
逢
ふ
緑
を
無
み
蛇
河
な
る
不
墨
の
高
貴
の
燃
え
つ
つ
か
あ
ら
む

じ
（

足四14。
柄玉の
の一三
箱　）
根
の

山
に
粟
蒔
き
て
矢
と
は
な
れ
る
を
迄
は
な
く
も
あ
や
し

（

妹
が
名
も
わ
が
名
も
立
た
ば
惜
し
み
こ
そ
布
士
の
高
嶺
の
撚
え
っ（

君
が
名
も
わ
が
名
も
立
た
ば
惜
し
み
こ
そ
不
詩
の
高
鳥
の
黙
え
っ

つ六11つ六11
も九の預九の
唐七二れ五二二

（㌍∴．

そ
し
て
沢
潟
久
孝
氏
『
吾
輩
環
注
糧
』
に
、

あ
ふ
こ
と
は
玉
の
を
ば
か
り
名
の
立
つ
は

よ

し

野
の

河
（　の

み古た
人今ぎ
し莞…つ

せ
の
ど

1

3

、

よ

ら
ず

＼J　と　　　）　れ　）　　　　）

は
B
ら
に
よ
っ
て
生
れ
た
も
の
で
、
類
歌
が
い
ろ
い
ろ
に
伝
荊
さ
れ
た
も
の
と

あ
る
（
計
欝
）
。

b

C
床
可
奈
照
美
さ
痕
に
苦
は
行
く
鎌
倉
の
美
奈
の
滑
川
に
洞
満
つ

惜
し
く
も
溝
ち
ぬ
る
湖
か
住
吉
の
岸
の
浦
担
ゆ
行
か
ま

川
や
浦
を
渡
渉
し
て
女
の
も
と
に
通
ふ
と
い

ふ

と
こ

ろ
に

風
土　　　L

に　（　も　（

即一7の三14な
し四のを六のむ
た四一　六三か
－　＼＿＿ノ　　　　　）

程
の
趣
向
が
感
じ
ら
れ
、
民
話
的
気
分
が
豊
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、

多
由
此
潟
溜
摘
ち
わ
た
る
何
処
ゆ
か
も
加
奈
之
伎
背
ろ
が
繋
が
り
通
は
む

（凱農）

へ
加
二
こ

こ
の
二
百
は
上
旬
の
発
想
が
共
通
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
三
三
六
四
の
「
栗
」

に
つ
い
て
は
、

「
粟
と
逢
フ
と
の
同
音
を
利
用
し
て
、
軽
く
し
ゃ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
民
話

と
し
て
軽
く
歌
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
黒
を
ま
く
こ
と
に
逢
お
う
と
す
る

誉
か
け
て
い
る
の
は
（
棚
豊
㌔
「
三
・
…
至
が
あ
り
、
古
人
の

好
ん
だ
し
ゃ
れ
の
一
つ
で
あ
る
。
」
（
露
謂
空
窯
望
）

と
あ
る
。

こ
ま
に
し
き
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ
　
　
あ
　
　
せ

旦
口
同
腔
釦
粗
銅
き
放
け
て
配
る
が
上
に
何
ど
篤
ろ
と
か
も
あ
や
に
可
奈
之
伎

（
芋
ご

あ
め
ひ
と

高
罠
錦
紐
解
き
交
し
天
人
の
妻
問
ふ
夕
ぞ
わ
れ
も
偲
は
む

（
．
小
竹
い
一
‥
‥
“
）

短
は
な
す
人
は
言
へ
ど
も
筒
Ⅲ
錆
紐
解
き
開
け
し
君
に
あ
ら
な
く
に

．（m禁）

高
琵
錦
紐
解
き
開
け
て
夕
だ
に
知
ら
ざ
る
命
懲
ひ
つ
つ
か
あ
ら
む

（m讐）

い
は

高
批
釦
粗
の
結
び
も
解
き
放
け
ず
欝
ひ
て
待
て
ど
し
る
し
無
さ
か
も

（
辛
こ



「
高
毘
鏑
」
は
、
一
殴
庶
民
に
は
手
の
届
か
ぬ
費
重
な
品
物
と
し
て
憧
隈
を

伴
っ
て
流
布
し
た
吾
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
作
者
未
詳
の
巻
に
あ
っ
て
、
「
紐
を

解
く
」
と
い
ふ
語
を
お
こ
し
枕
詞
の
や
う
に
固
定
化
が
み
ら
れ
る
。
折
口
信
夫

氏
の
「
郡
の
流
行
を
近
く
ま
で
竃
の
上
に
保
存
し
て
ゐ
た
」
（
町
謂
禦
針

空
走
の
）
と
い
は
れ
る
や
う
に
、
根
強
く
民
話
の
世
界
に
残
っ
た
撃
あ

る
と
も
い
へ
る
。
又
「
あ
ど
せ
ろ
」
と
、
命
令
形
に
「
ろ
」
の
つ
い
た
形
も
東

歌
の
方
言
的
世
界
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

ね
　
　
　
こ
と
　
づ
　
　
ね

P
麻
可
奈
忠
実
怒
れ
ば
言
に
出
さ
痕
な
へ
ば
心
の
緒
ろ
に
乗
り
て
可
奈
恩
も

（m楚）

近
い
。
そ
し
て
「
さ
鍍
な
へ
ば
」
「
あ
ど
せ
ろ
」
等
の
東
国
語
か
寛
国
民
軍
ら

し
い
息
吹
き
を
伝
へ
て
ゐ
受
家
持
の
歌
（
4

の
で
あ
ら
う
。

軌
）
は
こ
れ
ら
毒
ん
だ

G
大
君
の
命
畏
み
可
奈
之
妹
が
手
枕
離
れ
夜
立
ち
乗
の
か
も

陣
へ
な
へ
ぬ
命
に
あ
れ
ば
可
奈
之
妹
が
手
枕
啓
れ（

抑

あ
せ
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
は

H
白
雲
の
絶
え
に
し
妹
を
何
篤
ろ
と
心
に
乗
り
て
許
多
可　年のあ
那　防四や
之　人四に　（

（　家　歌三可四14
五14　　　二奈八の
一の　　　’之〇三
七三　＼J　も　）
）

零
れ
ば
し
だ
り
柳
の
と
夏
に
も
妹
は
心
に
謬

け
る
か
も

一
八
九

日
歌
集

六
、
）

宇
治
川
の
栢
減
の
し
き
汲
し
く
し
く
に
妹
は
心
に
乗
り
に
け
る
か
も

（
畑
㌍
即
等
、
）

大
槍
に
茸
荷
刈
り
積
み
し
み
み
に
も
妹
は
心
に
乗
り
に
け
る
か
も

鵬
欝
引
舟
習
崇
が
妹
は
心
に
乗
り
に
け
る
か
も
（
就 七11

九二四の
）　八二

＼－ノ

F
参
照
。

I
緊
要
民
の
は
つ
は
つ
に
相
見
し
子
ら
し
あ
や
蓋
両

J
髭
越
し
至
的
の
は
つ
は
つ
に
新
攣
児
ろ
姦
警

こ
の
山
の
輩
斑
が
下
の
花
を
わ
が
は
つ
は
つ
に
見
て
な
は
懸
ひ
に
け
り

（
㌫
紅
聖
、
）

7

い

ぎ

　

　

　

　

　

　

1

こ

漁
り
す
る
海
人
の
栂
の
音
ゆ
く
ら
か
に
妹
は
心
に
乗
り
に
け
る
か
も

（詔旺）

あ

せ

せ

　

　

　

　

　

こ

こ

ほ

白
雲
の
絶
え
に
し
妹
を
何
焉
ろ
と
心
に
乗
り
て
許
多
可
那
之
家（

豊
票

白
拷
の
袖
を
は
つ

は

’
へ

山
の
班
に
さ
し
田
づ

′
－

る　　　つ

月　　見
の　　　し

は　　　か

つ　　　り
は　　　に

つ　　斯か
に　　　か
妖　　　る

を　　懸
（　そ　（　を
人11見　人11も畑
伽
に
禁
一
、
）

つ　麻のわ
呂二れ
歌四は
環一す
一る
、か

る
懸
し
き
ま
で

「
心
に
乗
る
」

㌫
如
誓
七
）

に
完
を
お
い
て
み
た
の
で
あ
る
が
（
震
梵
、
一
記
か

、
そ
れ
は
多
く
胎
や
海
や
川
に
関
し
た
も
の
を
序
詞
と
し
て

ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
み
る
と
F
は
三
五
一
七
と
は
こ
れ
ら
の
中
に
あ
っ
て
特
に

岳
柵
越
し
に
変
企
む
駒
の
冒
ら
ゆ
れ
ど
な
は
し
懸
し
く
恩
ひ
か
ね
つ
も

（隼hご

輿
「
河
内
百
枝
娘
子
贈
二
大
伴
椙
耐
家
持
整
（
4
品
豊
は
右
の
歌

等
を
学
ん
だ
も
の
と
恩
は
れ
る
。



K
多
由
比
潟
潮
蒲
ち
わ
た
る
何
－
昆
ゆ
か
も
加
票
之
伎
背
ろ
が
ヨエ
ロ

（　が
五14り
四の通
九三は
）　む

さ
て
以
上
は
A
～
M
の
各
歌
に
つ
い
て
類
歌
性
に
閑
は
る
も
の
を
指
摘
し
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
分
布
を
み
る
と
、

C
参
照
。

L
置
き
て
行
か
ば
妹
ば
麻
可
奈
之
朽
ち
て
行
く
梓
の

く
し
ろ

琶
妹
子
は
釧
に
あ
ら
な
む
左
手
の
わ
が
奥
の
手

わ
が
背
子
は
玉
に
も
が
も
な
手
に
巻
き
て
見
つ
つ　　に　　　弓

か
ば
惜
し

父
母
も
花
に
も
か
も
や
草
枕
旅
は
行
く
と
も
持
ご（

も
も
と
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
づ
ら

母
刀
自
も
三
に
も
が
も
や
頂
き

．
い
づ
ち

M
可
奈
愚
妹
を
何
広
行
か
め
と
山
菅

て

角
髪
の

な

か
（　に

津20あ　丈20て　（　行　　訂焉ま　　の
守のへ　部の行017か　（　き　　　弓ゆ

黒三か当三む大三を、の去い（琵£
′J、四．帽　黒四か’のむ六9て

栢七ま　　二　伴九置振一な　五14も
七く　　五　家九き田七ま　六のが
’も　　’　持　て向六し　七三も

を）行））

が
ひ

の

背
向
に
鏡
し
く
今
し
悔
し
も（

飢の
三

七
七

わ
が
背
子
を
何
－
鎧
行
か
め
と
さ
き
竹
の
背
向
に
寝
し
く
今
し
悔
し
も

（
酎
空
一

情
と
し
て
は
一
四
一
二
の
や
う
に
女
の
歌
と
す
る
方
が
感
動
が
深
い
と

ふ
。
M
は
そ
の
異
伝
と
し
て
流
布
し
た
も
の
で
あ
ら
う
（
摘
、

そ
「
か

とれ閑人の歌
がと係に少を
田対がつ異概
采比指い歌観
るし摘てVL

さ
れ
る
の
が
主
な
も
の
で
あ

㌫
㌍
）
。

をた
の15と
一・一のこ

三
三
の
人
粁
呂
、
9

ヽ

ノ

　

ブ

ユ

　

一

こ

　

I

L

　

ヽ

ノ

　

）

一

い

．

．

1

るの
0一

・．一／ヽ

ろ
を
云
す
と
、
1
3
の
三
三
三
七
と
三
三
四

一

二

一

ヽ

　

L

 

l

一

）

一

1

1

Y

こ

．

一

　

′

一

一

一

・

Y

ュ

　

′

7

一

　

ノ

ご

一

T

，

l

H

リ

ヽ

　

ナ

ノ

し

三
六
九
二
の
葛
井
子
碧
が
学

つ九ん
の○だ
種の 例

、
及
び○

人
麻
呂

向
と

し

て蔑7＜なの
某との三し他
歌の一三」に
の類二三の於
そ歌三七頬け恩＼J　＼J

備考・○△はそれぞれ歌一首を云す。・○は類歌を，△は参考歌を元してゐる。

－・・8　－

と
、
巻
七
・
十
・
十
一

十
二
・
十
三
及
び
東
歌
の
範
囲
に
於
い
て
の
み
類
歌



を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
F
・
I
l
に
於
け
る
巻
四
の
家
持
関
係
の
歌
各

一
首
は
模
倣
歌
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
次
元
を
異
に
し
て
ゐ
る
と
し
て
除

く
こ
と
が
出
来
る
。
唯
一
の
例
外
は
L
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
実
現
す
る
筈
の

な
い
こ
と
を
朗
ふ
切
情
は
、
家
持
の
「
わ
が
背
子
は
玉
に
も
が
も
な
」
も
防
人

の
「
母
刀
自
も
玉
に
も
が
も
や
」
も
何
ら
そ
の
間
に
差
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ

ら
発
想
に
は
既
に
よ
り
か
か
る
べ
き
共
通
の
民
話
が
あ
っ
た
と
も
い
へ
る
し
、

又
人
間
共
通
の
心
理
が
類
型
を
育
て
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

如
上
の
や
う
に
み
て
来
れ
ば
、
「
か
な
し
」
を
宥
す
る
東
歌
は
、
す
べ
て
作

者
未
詳
歌
の
中
に
於
い
て
の
み
そ
の
類
歌
性
を
主
張
し
て
ゐ
る
と
い
へ
よ
う
。

こ
の
類
軟
性
を
ど
の
や
う
に
理
解
し
た
ら
い
い
か
。

「
賛
歌
性
と
は
、
…
…
個
人
差
を
基
本
と
す
る
、
真
の
創
作
過
程
と
矛
盾

し
て
こ
れ
を
拒
も
う
と
す
る
。
…
…
業
か
ら
言
っ
て
、
こ
れ
ら
の
懇
々

（
讃
、
一
謂
一
．
一
十
）
に
特
蒜
著
に
認
め
計
る
賛
歌
性
と
は
畢
覚
個

性
少
く
と
も
個
別
的
性
格
と
対
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
つ
の
現

ゎ
れ
と
も
い
う
べ
き
作
若
に
挑
む
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
（
欄

巴

と
高
木
氏
は
説
か
れ
る
。
氏
は
別
の
御
論
敦
に
於
い
て
、
「
短
歌
性
を
短
歌
の

一
つ
の
古
代
性
と
し
て
誓
う
」
（
義
昭
鞄
瑠
柾
㌔
古
）
と
も
い
ほ

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
今
こ
の
類
歌
性
を
、
個
性
に
挑
む
1
「
そ
れ
白
把

の
中
に
個
芸
作
者
を
拒
む
よ
う
な
性
格
」
（
票
）
1
を
認
め
る
こ
と
が

出
来
る
と
い
ふ
点
に
於
い
て
把
起
し
た
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
東
歌
の
「
か
な
し
」
は
か
う
し
た
作
者
未
詳
歌
の
世
界
そ
の

も
の
で
あ
ら
う
か
。

類
歌
性
を
求
め
て
気
が
つ
く
こ
と
は
、
東
歌
の
「
か
な
し
」
を
含
む
歌
の
類

歌
に
は
「
か
な
し
」
の
詔
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
既
述
し
た
こ

と
で
あ
る
が
、
作
者
未
詳
歌
の
「
か
な
し
」
は
他
愛
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
や
は
り
他
愛
の
「
か
な
し
」
と
い
ふ
感
情
詔
は
東
歌
独
自
の
も
の

で
あ
り
＼
作
者
未
詳
歌
の
中
に
あ
っ
て
璃
そ
の
独
自
性
を
一
試
す
一
特
徴
と
い
ふ

こ
と
が
出
来
る
と
恩
ふ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
独
自
性
は
ど
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
育

て
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
私
は
こ
の
点
、
同
じ
く
高
木
氏
が
、
東

歌
に
つ
い
て
、

「
作
者
不
明
歌
は
、
・
…
＝
巻
十
・
十
一
・
十
二
な
ど
の
所
収
歌
か
ら
、

東
歌
へ
朔
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
国
と
い
う
地
方
的
な
風
土
と
社
会
に
媒

介
さ
れ
て
、
本
来
の
性
棺
つ
ま
り
非
個
性
的
賃
団
歌
即
ち
民
話
の
性
柏
を

一
層
は
っ
き
り
さ
菩
行
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
（
謡
聖

と
述
べ
て
を
ら
れ
る
こ
と
を
お
借
り
し
て
考
へ
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
さ
て
・

棄
歌
に
於
け
る
「
東
国
と
い
う
地
方
的
な
風
土
と
社
会
」
と
は
一
体
ど
う
い
ふ

も
の
と
把
揺
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ら
う
か
。

例
へ
ば
既
に
掲
げ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
「
ま
か
な
し
」
と
い
ふ
形
で
裏
ほ
れ

て
ゐ
る
例
は
五
例
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
三
例
が
第
一
句
に
「
ま
か
な
し
み
」
と

お
き
「
寝
る
」
こ
と
を
い
っ
て
ゐ
る
。
「
巾
融
る
」
と
い
ふ
語
が
何
も
東
歌
特
有

の
も
の
で
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
ま
か
な
し
み
ー
ー
短
る
」
こ

い
ふ
性
愛
表
現
の
類
型
は
、
そ
の
他
に
は
類
が
な
く
、
私
に
は
東
歌
の
世
界
そ

の
も
の
の
や
う
に
恩
は
れ
る
。

こ
の
や
う
な
意
味
に
於
い
て
は
「
か
な
し
」
の
歌
に
み
ら
れ
る
「
狼
る
」
は

軍
国
の
風
土
性
を
背
負
っ
て
ゐ
る
と
い
へ
る
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
、
他
愛
の
「
か

な
し
」
は
か
う
し
た
風
土
性
を
背
士
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
と
い
へ
よ
う
0
そ

－　9　－

こ
で
風
土
性
を
説
明
す
る
方
法
と
し
て
孤
語
に

と
は
、
栗
氏
の
榊
諭
致
「
簑
」
（
㌫
碍

ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
小
塙
に
於
け
る
そ
れ
は
、

‾東三・つ
歌一語し
の年学て
み一一二考

に二第へ
債月二て
用　）　み
さ　に　た
れ　違　いい

。
邦
語

て　か

ゐ　れ
る　て



語
1
1
さ
し
あ
た
っ
て
は
「
か
な
し
」
を
含
む
歌
に
於
い
て
ー
を
孤
語
と
し

て
と
ら
へ
、
そ
の
発
想
の
背
景
た
る
風
土
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
た
だ
し
固

有
名
詞
や
苦
闘
転
配
に
よ
る
も
の
は
指
摘
し
な
い
。
先
づ
孤
翠
を
あ
げ
て
い

く
0

0
鳴
瀬

「

鴨

堕す融
は　も減せ
音　（　ろ
を五14に＿
立三の木－
て八三腎つ

の
害
す
な
す
い
と
の
き
て
可
芳
恩
疫
背
ろ
に
人
さ
へ
寄

）て
流
れ
る
川
の
観
。
古
今
集
に
も
な
い
孤
語
で
あ
る
。

○
湖
船

な

　

と

　

し

洞
船
の
毘
か
れ
ば
可
奈
之
さ
猥
つ
れ
ば
人
言
し
げ
し
汝
を
何
か
も
欝
む

（
小
．
一
肌
一
一
‥
一
）

「
潮
胎
の
」
は
枕
詞
。
中
西
進
氏
は
、

＝
糊
舟
』
㌢
叉
禦
旺
窯
場
‥
旺
莞
栃
、
）
は
常
陸
・
下
総

ら
の
庶
民
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
、
…
：
・
何
れ
も
歌
語
と
し
て
は
東
国
の
歌
に

し
か
翌
場
し
な
い
。
苗
葉
栗
の
み
な
ら
ず
王
朝
以
後
の
和
歌
を
瞥
見
し
て

も
一
寸
見
当
ら
ぬ
語
で
、
東
歌
の
独
自
性
を
遺
憾
な
く
示
す
…
…
」

（
嘉
宗
輿
望
芭

と
述
べ
て
を
ら
れ
る
。

○
新
叉
撒
詣
望
封
詣
）

私
注
に
い
ふ
や
う
に
、
「
農
耕
者
の
感
覚
を
、
或
る
程
度
見
る
こ
と
が
出
来

る
」
（
封
詔
二
）
も
の
で
あ
ら
う
。
幾
分
粗
野
な
感
覚
で
前
述
の
「
警
」

と
い
ふ
性
愛
表
現
に
通
ふ
も
の
が
あ
る
と
い
へ
る
。

○
発
禁
瑠
1
4
IのJ

三に
五既
≡掲
七’

…べ1・】

㌍
○
小
叉
甥
噺
空
完
七
）

「
聖
は
他
に
蟄
十
二
の
三
〇
九
六
（
捕
詳
）
に
一
例
あ
る
の
み
。
作
者

未
詳
歌
の
巻
に
於
い
て
の
み
歌
語
と
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
「
芥
」
は
前
項
I

l
に
掲
げ
た
如
く
い
づ
れ
も
「
小
馬
」
「
拘
」
の
語
を
伴
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
注

意
し
た
い
。
「
小
鳥
」
は
孤
吾
。
そ
し
て
「
蔑
義
集
に
お
い
て
『
的
』
は
甚
だ

し
い
東
国
語
な
の
で
あ
り
、
王
朝
和
歌
は
こ
れ
を
雅
語
と
し
て
伝
統
を
つ
い
だ

の
で
あ
る
。
」
（
酎
票
鑑
）

○
山
澤
人
○
ま
な

ぁ
し
ひ
卓
の
繋
祭
な
と
い
ふ
児
が
あ
や
に
遠
望

「
ま
な
ど
」
と
し
て
は
あ
る
が
「
ま
な
」
は
孤
語
。
猶
、
「
ま
な
し
に
つ
い

て
、

「
マ
ナ
は
、
禁
止
、
制
止
の
語
。
：
…
善
い
寄
っ
て
は
い
け
な
い
の
意
。

従
来
マ
ナ
ゴ
（
愛
子
）
の
マ
ナ
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
マ
ナ
だ
け
で
使

用
さ
れ
た
例
は
な
い
。
し
か
し
愛
子
の
マ
ナ
も
、
も
と
は
制
止
の
マ
ナ
と

同
語
だ
ろ
う
・
」
（
隻
語
聖
）

○
く
ず
は
が
たく

ろ
は
　
　
ね
　
　
　
く
　
す
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
　
く

上
竜
野
久
路
保
の
位
ろ
の
久
受
裏
が
た
可
奈
師
筑
児
ら
に
い
や
離
り
宛

も
（
豊
≡

「
葛
環
の
蔓
」
で
あ
る
が
、
こ
の
形
で
は
邦
語
。

○
浜
渚
鳥

し
だ
ほ
ま
す
ど
り
あ
な
ゆ

人
の
児
の
可
奈
恩
家
時
は
浜
渚
鳥
足
悩
む
駒
の
悟
し
け
く
も
な
し

（甲圭）

「
渚
鳥
」
は
数
例
あ
る
が
、
こ
の
形
で
は
孤
譜
。

○
箇
代

10



な
は
し
ろ
　
こ
　
な
ぎ
　
　
　
　
　
き
1
1
　
で
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
せ

苗
代
の
子
水
葬
が
花
を
衣
に
摺
り
馴
る
る
ま
に
ま
に
何
か
加
奈
恩
家

へ州．望一）

こ
の
形
で
は
孤
語
。

○
に
へ
す

に

ほ

ど

り

　

　

わ

せ

鳩
鳥
の
葛
飾
早
稲
を
蟹
す
と
も
そ
の
可
某
之
任
を
外
に
立
て
め
や
も

（黒い一．一）

○
た
ぐ
（
望
朝
摘
記
瑚
一
）

そ
し
て
こ
の
ほ
か
、
「
よ
だ
ち
」
へ
m
M
巴
「
く
へ
」
（
禁
望
議

書
（
豊
票
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
ぞ
れ
書
の
風
土
や
社

会
を
背
負
っ
て
歌
語
と
な
っ
て
ゐ
る
と
い
へ
る
と
恩
ふ
の
で
あ
る
が
、
次
に
こ

れ
ら
あ
げ
て
来
た
孤
語
が
多
く
腎
喩
或
い
は
序
詞
の
部
分
に
あ
る
こ
と
は
注
意

し
て
よ
い
と
恩
ふ
。

序
詞
を
用
ゐ
た
も
の
十
首
あ
る
が
、
う
ち
五
首
は
邦
語
を
使
っ
て
発
想
き
れ

ち
一
か

て
ゐ
る
。
即
ち
、
「
く
ず
は
が
た
」
は
句
を
へ
だ
て
て
「
離
り
」
の
序
と
な
っ
て

を
り
、

と
い
ふ
、
極
め
て
卑
抗
な
対
比
を
用
ゐ
た
民
準
⊥
（
霊
聖
）

と
い
ふ
私
注
の
「
作
意
」
の
項
は
、
こ
の
点
に
注
意
し
た
も
の
と
理
解
出
来
る

と
恩
ふ
。

望
喩
に
つ
い
て
は
、

こ
つ

鳴
観
ろ
に
木
盾
の
害
す
な
す
い
と
の
き
て
可
奈
之
伎
背
ろ
が
吾
が
り
通
は

む
（
m
覧
）

よ

ろ

ぎ

　

　

ま

な

ご

相
模
路
の
淘
綾
の
浜
の
寅
砂
な
す
児
ら
は
可
票
之
久
恩
は
る
る
か
も

（
訓
聖
D

前
者
邦
語
を
持
つ
。
「
木
暦
」
も
亦
某
国
の
民
章
ら
し
い
情
調
を
憬
し
出
し
て

ゐ
る
。
後
者
丁
子
」
を
い
ふ
の
け
．
「
砂
」
を
皆
喩
に
用
ゐ
て
ゐ
る
も
の
に
は
、
こ
の

ほ
か
巻
七
の
二
二
九
二
の
作
歌
未
詳
歌
が
あ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
。
そ
し
て
全
註

釈
は
三
見
人
が
相
模
の
国
の
拇
辺
を
旅
行
し
て
の
作
ら
し
い
。
」
（
針
裟
）

と
さ
れ
、
私
、
圧
は
、

「
公
路
が
浜
近
く
を
過
ぎ
て
ゐ
た
の
で
、
ヨ
ロ
ギ
の
滑
の
マ
ナ
ゴ
は
人
目

－11－

あ
し
ひ
き
の
山
澤
人
の
人
さ
は
に
ま
な
と
い

柵
越
し
に
変
は
む
中
馬
の
は
つ
は
つ
に
‥

i　　ふ
（　子

等
、
こ
の
ほ
か
巻
十
四
の
一
二
五
三
七
或
本
歌
二
二
五
七

U
ら
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
を

六五14　が
が三の：
七三i
＼＿ノ　　　（

四14
六の
‘‾一＝ご

＼＿＿／

に
立
ち
、
此
の
民
話
が
成
立
し
た

其
の
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
」
（

と
あ
る
。
私
、
圧
に
よ
れ
ば
、
こ
の
鷺
喩
そ四十の
の二四で

あ
ら
う
。
地
形
に
よ
っ
て
、
今
も

、

‥

．

J

も
の
に
民
話
と
し
て
の
出
思
糞
を
認

あ
る
。
そ
し
て

松

　

　

を

紫
草
は
根
を
か
も
党
ふ
る
人
の
児
の
学
良
我
奈
之
家
を
痕
を
密
へ
な
く
に

へW－小竹－）

こ
の
序
詞
に
は
孤
語
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
既
述
の
如
く
「
か
な
し
」
と
「
痕
」

の
結
び
つ
き
は
や
は
り
東
歌
の
世
界
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
恩
ふ
。

「
ム
ラ
サ
キ
は
根
を
終
へ
る
の
に
、
私
は
痕
を
柊
へ
る
こ
と
が
出
来
な
い

め
て
を
ら
れ
る
。
こ
の
賢
喩
は
栗
田
の
風
土
に
叫
‖
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ

と
が
出
来
る
と
恩
ふ
の
で
あ
る
。

あ
ら
ま
し
棄
歌
の
風
土
性
を
主
張
す
る
孤
語
が
、
多
く
哲
喩
や
序
詞
の
部
分

に
み
ら
れ
る
こ
と
を
例
に
即
し
て
述
べ
て
童
た
の
で
あ
っ
た
が
、
序
詞
や
腎
喩

．
蓑
甥
は
、
そ
の
発
想
の
摂
抵
に
享
賢
者
と
共
有
す
る
も
の
が
あ
る
、
い
ひ
か
へ

れ
ば
、
民
話
性
を
著
し
く
帯
び
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
序
詞
や
撃
喩

は
、
そ
の
発
想
を
共
有
す
る
風
土
と
社
会
に
於
い
て
発
生
ん
た
も
の
と
い
ふ
こ



と
が
田
来
る
や
う
に
思
ふ
。
か
う
み
れ
ば
、
孤
語
は
賢
歌
性
の
中
に
あ
っ
て
そ

の
風
土
性
を
強
く
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

そ
し
て
そ
の
「
か
な
し
」
は
、
か
う
し
た
風
土
・
社
会
に
酸
成
さ
れ
た
も
の
と

い
ふ
こ
と
が
出
来
る
と
恩
ふ
の
で
あ
る
。

以
上
は
東
歌
の
「
か
な
し
」
に
つ
い
て
概
観
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
先
づ

「
か
な
し
」
の
持
つ
概
念
性
を
い
ひ
、
そ
し
て
そ
れ
が
狂
歌
性
に
深
く
関
は
っ

て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
次
は
孤
語
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
ら
「
か
な
し
」
が
東

国
的
風
土
性
を
強
く
背
負
ふ
と
こ
ろ
の
民
話
餌
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て

来
た
の
で
あ
る
が
、
如
上
の
や
う
に
み
て
来
る
と
、
東
歌
に
於
け
る
「
か
な

し
」
は
、
そ
の
他
の
「
か
な
し
」
が
自
恋
の
「
か
な
し
」
と
し
て
個
性
を
そ
れ

ぞ
れ
、
烹
潰
し
て
ゐ
る
も
の
に
相
対
立
す
る
民
話
的
某
国
的
風
土
性
に
於
い
て
の

み
表
は
れ
る
と
こ
ろ
の
、
他
愛
の
「
か
な
し
」
と
し
て
、
蕾
葬
集
に
於
い
て
際

立
っ
た
独
自
性
を
右
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
と
思
ふ
の
で
あ
ふ
。

注
1
　
　
例
へ
ば
、
巻
十
四
の
三
四
〇
一
二
や
三
五
五
六
の
「
か
な
し
」
は
、

注
釈
書
に
よ
り
「
悲
し
」
と
「
愛
し
」
の
遠
ひ
が
あ
る
。
し
か
し
三
四
〇

三
に
つ
い
て
は
太
文
に
述
べ
る
や
う
に
、
自
己
の
心
中
に
於
い
て
と
ら
へ

ら
れ
た
も
の
と
し
て
「
悲
し
」
と
理
解
す
る
。
又
三
五
五
六
は
、
注
釈

に
、
「
女
に
手
を
触
れ
な
い
で
、
そ
の
ま
ま
に
お
い
て
お
け
ば
」
　
（
十
四

の
二
五
三
貰
）
と
あ
る
の
に
従
ひ
、
他
愛
と
み
る
。

注
2
　
　
防
人
歌
の
三
首
は
個
人
的
発
憩
に
通
ふ
も
の
が
あ
り
、
む
し
ろ
東

歌
の
世
界
か
ら
離
れ
た
、
即
ち
そ
の
他
の
「
か
な
し
」
の
世
界
に
近
い
と

い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
に
対
し
三
四
〇
三
は
、
「
悲
し
」
で
は
あ
る

が
民
謡
の
世
界
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
や
う
に
み
れ
ば
、
東
歌
中
唯
一
の

「
悲
L
L
で
あ
る
。

（
附
記
）
以
上
、
東
歌
に
於
け
る
「
か
な
し
」
と
し
て
東
歌
・
防
人
歌
を
一

つ
に
し
て
概
観
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
「
か
な
し
」
に
関
す
る
限
り
、

防
人
歌
の
そ
れ
は
、
巻
十
四
の
東
歌
の
範
帰
に
入
り
き
れ
ぬ
も
の
を
含
ん

で
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
こ
の
事
は
逆
に
、
怒
十
四
の
東
歌
の
「
か
な
し
」

が
民
話
の
世
界
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
四
〇
二
ニ
・
三
一
稿
、
一
〇
・
一
八
清
記
）

1
宇
部
短
期
大
学
講
師
　
－

会
員
近
著
紹
介
（
1
）

『
菟
玖
波
集
の
研
究
』
　
　
金
子
金
治
郎
若

本
書
は
菟
玖
波
真
の
総
合
的
研
究
と
も
称
す
べ
き
、
錐
倉
か
ら
成
立
時

に
い
た
る
連
歌
形
態
の
発
達
・
入
集
作
者
の
伝
記
と
連
歌
垣
の
分
野
・
成

立
の
事
情
・
本
文
と
伝
本
・
作
品
世
界
の
諸
相
な
ど
を
論
じ
た
も
の
で
あ

る
。序

玉
兎
玖
波
環
と
そ
の
研
究
　
第
一
編
箭
玖
波
密
成
立
以
前
　
第
一
宗

達
歌
形
態
の
発
達
　
第
二
茸
公
家
連
歌
の
隆
盛
　
第
三
葦
鎌
倉
達
歌
の
成

育
　
第
四
琵
地
下
達
歌
の
勃
興
　
第
五
責
南
北
朝
連
歌
の
基
盤
　
賃
二
編

童
玖
波
要
の
成
立
と
作
者
　
第
一
責
克
玖
波
密
の
成
立
　
第
二
葦
冤
玖
波

環
の
伝
本
　
堅
二
軍
菟
玖
波
集
の
資
料
と
構
成
　
第
四
葦
菟
玖
波
集
時
代

の
公
家
作
者
　
第
五
軍
菟
玖
波
集
時
代
の
武
家
作
者
　
第
六
章
菟
玖
波
集

時
代
の
地
下
作
者
　
第
一
二
編
免
玖
波
環
の
作
品
と
風
体
　
第
一
葦
免
玖
波

桑
の
俳
訂
連
歌
　
第
二
葦
菟
玖
波
要
の
聯
句
連
歌
　
第
一
二
軍
蒐
玖
波
集
の

発
句
　
第
四
葦
兎
玖
波
集
の
付
句
　
第
五
葦
菟
玖
波
賃
の
新
風
運
歌
　
終

章
菟
玖
波
莞
研
究
の
ま
と
め
　
菟
玖
波
集
関
係
年
表
　
広
大
本
菟
玖
波
集

（
翻
刻
）
　
索
引
（
文
部
省
助
成
刊
行
書
　
昭
和
四
十
年
十
二
月
五
日
刊

A
5
判
九
三
九
ペ
ー
ジ
　
五
、
八
〇
〇
円
　
風
間
誓
㍍
）
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