
『
伊
勢
物
語
』
　
の
歌
の
手
法
に
つ
い
て

－
　
新
し
い
歌
語
の
創
造
性
　
－

は
じ
め
に

『
伊
勢
物
語
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
言
葉
の
表
面
上
の
意
味
は
分
か
る
が
物

語
の
内
容
が
明
確
に
掴
め
な
い
、
と
い
う
箇
所
が
多
々
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、

文
章
表
現
上
の
問
顆
な
ど
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
、
ひ
と
つ
に
は
各
話
の
中

心
に
置
か
れ
て
い
る
歌
の
言
薬
遣
い
が
、
同
時
代
の
常
套
か
ら
外
れ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
外
れ
方
を
見
極
め
な

い
と
、
『
伊
勢
物
語
』
の
本
来
の
姿
は
見
え
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
、
『
伊
勢
物
語
』
の
作
中
歌
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
そ
の
歌

が
何
に
依
拠
し
て
い
る
か
を
、
前
後
の
作
品
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

調
べ
て
み
た
い
。
次
に
、
依
拠
し
た
既
成
の
言
葉
遣
い
を
『
伊
勢
物
語
』
が
ど

の
よ
う
に
外
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
『
伊
勢
物
語
』
の
本
質
に
ど
の

よ
う
に
係
わ
っ
て
い
く
の
か
を
探
っ
て
み
た
い
。

『
伊
勢
物
語
』
（
現
行
の
形
）
　
の
成
立
年
代
の
下
限
を
天
暦
年
間
（
後
撰
集

鎌
　
　
田
　
　
清
　
栄

T
こ

成
立
）
前
後
と
見
て
、
そ
れ
ま
で
の
勅
撰
集
、
私
撰
集
、
私
家
集
、
歌
合
、
そ

れ
と
『
万
葉
集
』
を
比
較
検
討
の
対
象
と
す
る
。
そ
れ
以
降
の
作
品
は
、
『
伊

勢
物
語
』
が
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
一
応
対
象

外
と
す
る
。

一
、
「
春
日
野
の
若
紫
の
す
り
ご
ろ
も
」

初
段
の
初
冠
し
た
は
か
り
の
男
が
、
春
日
の
里
へ
出
か
け
て
　
「
な
ま
め
い
た

る
女
は
ら
か
ら
」
を
か
い
ま
見
て
詠
ん
だ
歌
、
「
春
日
野
の
若
紫
の
す
り
ご
ろ

も
し
の
ぶ
の
乱
れ
か
ぎ
り
知
ら
れ
ず
」
は
物
語
文
に
よ
る
と
、
「
み
ち
の
く
の

し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な
く
に
」
　
と
い
う
源
融

歌
に
趣
向
を
習
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
「
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」

が
三
句
以
下
の
序
詞
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
「
春
日
野
の
若
紫
の
す
り
ご
ろ
も
」

は
「
し
の
ぶ
の
乱
れ
か
ぎ
り
知
ら
れ
ず
」
　
の
序
詞
と
考
え
ら
れ
る
。

序
詞
は
歌
の
言
葉
を
導
き
出
す
た
め
の
も
の
だ
か
ら
、
使
い
慣
ら
さ
れ
た
言



薬
遣
い
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
。
例
え
は
、
『
古
今
集
』
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
鳴

く
や
五
月
の
あ
や
め
ぐ
さ
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な
」
（
四
六
九
）
　
の

序
詞
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
五
月
の
あ
や
め
ぐ
さ
」
は
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と

い
え
は
「
五
月
」
、
「
五
月
」
と
い
え
ば
「
あ
や
め
ぐ
さ
」
と
続
く
詠
み
方
が

『
万
薬
集
』
以
来
使
わ
れ
て
き
た
の
で
、
そ
れ
に
則
っ
て
「
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
」

が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

＊
…
…
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
五
月
に
は
あ
や
め
草
花
橘
を
玉
に
貫
き
か
づ
ら
に

せ
む
と
…
…
／
万
葉
集
四
二
六
　
（
新
編
国
歌
大
観
番
号
、
以
下
同
じ
）

＊
ほ
と
と
ぎ
す
待
て
ど
来
鳴
か
ず
あ
や
め
尊
王
に
貫
く
日
を
い
ま
だ
遠
み
か
／

同
一
四
九
四

＊
五
月
雨
に
乱
れ
や
せ
ま
し
あ
や
め
草
あ
や
な
し
人
も
い
か
が
忘
れ
ぬ
／
窮

恒
集
四
四
三

＊
ほ
と
と
ぎ
す
声
き
き
し
よ
り
あ
や
め
草
か
ざ
す
五
月
と
し
り
に
し
も
の
を
／

貫
之
集
二
二
八

と
こ
ろ
が
「
春
日
野
の
若
紫
の
す
り
衣
」
と
い
う
い
い
方
は
、
「
春
日
野
」

「
若
紫
」
「
す
り
衣
」
の
間
に
、
言
い
慣
ら
さ
れ
た
関
連
性
が
な
い
の
で
あ
る
。

「
春
日
野
の
若
紫
」
は
こ
の
初
段
に
初
出
以
後
、
『
京
極
御
息
所
歌
合
』
（
九
二

一
年
）
　
に
例
を
見
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
歌
合
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
述
べ

る
が
、
平
安
時
代
は
「
春
日
野
の
」
と
い
え
ば
、
「
若
菜
」
ま
た
は
「
若
草
」
と

詠
ま
れ
る
の
が
大
方
で
あ
っ
た
。

＊
春
日
野
に
若
菜
つ
み
つ
つ
よ
ろ
づ
世
を
い
は
ふ
心
は
神
ぞ
し
る
ら
む
／
素

性
集
三
七

＊
年
ご
と
に
若
菜
つ
み
つ
る
春
日
野
の
野
守
は
け
ふ
や
は
春
を
し
る
ら
む
／

窮
恒
集
三
二
六

＊
春
日
野
の
若
菜
の
種
は
の
こ
し
て
ん
千
歳
の
春
も
わ
れ
ぞ
つ
む
べ
き
／
伊

勢
集
二
〇
四

＊
春
日
野
の
若
菜
も
君
を
い
の
ら
な
ん
た
が
た
め
に
つ
む
春
な
ら
な
く
に
／

貫
之
集
一
七
三

＊
春
日
野
は
け
ふ
は
な
焼
き
そ
若
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
我
も
こ
も
れ
り
／

古
今
集
一
七

＊
春
日
野
の
飛
火
の
野
守
い
で
て
見
よ
今
い
く
か
あ
り
て
若
菜
つ
み
て
ん
／

古
今
集
一
八

＊
春
日
野
の
若
菜
つ
み
に
や
白
妙
の
袖
ふ
り
は
へ
て
人
の
ゆ
く
ら
む
／
古
今

集
二
二

平
安
時
代
以
前
の
『
万
葉
集
』
『
人
麿
集
』
『
赤
人
集
』
『
家
持
集
』
に
お
い

て
は
、
「
春
日
野
」
　
の
植
物
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
「
浅
茅
」
（
万
葉
一
八

八
四
）
、
「
萩
」
（
同
一
三
六
七
）
、
「
尾
花
」
（
同
二
一
七
三
）
、
「
梅
」
（
同
四
二

六
五
）
、
「
藤
」
（
赤
人
集
二
四
九
）
な
ど
種
類
は
多
い
が
、
「
若
紫
」
は
お
ろ
か

「
紫
草
」
　
の
例
歌
も
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
紫
草
の
産
地
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
ど
こ
か
と
い
う

か

一

ェ

▲

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

ノ

ヽ

’

と
、
『
万
葉
集
』
で
は
「
蒲
生
野
」
（
二
〇
）
、
「
託
馬
野
」
（
三
九
八
）
、
「
構
野
」

（
一
八
二
九
）
　
な
ど
で
あ
り
、
平
安
時
代
で
は
「
武
蔵
野
」
　
に
限
ら
れ
て
い
る
。



＊
武
蔵
野
に
生
ふ
と
し
開
け
は
紫
の
そ
の
色
な
ら
ぬ
草
も
む
つ
ま
し
／
小
町

集
八
三

＊
紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
に
武
蔵
野
の
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る
／
古

今
集
八
六
七

．
「
若
紫
」
の
用
例
は
、
『
京
極
御
息
所
歌
合
』
以
外
で
は
次
の
数
例
し
か
な

い
。
意
味
は
（
若
い
紫
草
）
を
い
う
場
合
も
あ
る
が
、
（
淡
い
紫
の
色
彩
）
を

い
う
場
合
も
あ
る
。

＊
秋
の
野
に
色
な
き
霞
は
お
き
し
か
ど
若
紫
に
花
は
そ
み
け
り
／
本
院
左
大

臣
家
歌
合
一
八
（
し
を
に
の
花
の
色
）

＊
武
蔵
野
に
色
や
か
よ
へ
る
藤
の
花
若
紫
に
そ
め
て
見
ゆ
ら
む
／
亭
子
院
歌

合
二
九
（
藤
の
花
の
色
）

＊
武
蔵
野
は
袖
ひ
っ
ば
か
り
わ
け
し
か
ど
若
紫
は
た
づ
ね
わ
び
に
き
／
後
撰

集
一
一
七
七
（
若
い
紫
草
）

＊
ま
だ
き
か
ら
思
ひ
こ
き
色
に
そ
め
む
と
や
若
紫
の
根
を
た
づ
ぬ
ら
む
／
後

撰
集
一
二
七
七
（
若
い
柴
草
）

こ
こ
で
、
「
春
日
野
の
若
紫
」
と
詠
ん
で
い
る
『
京
極
御
息
所
歌
合
』
の
例

を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
歌
合
は
延
喜
二
一
年
（
九
二
一
年
）
　
に
京
極
御
息
所
褒

子
（
時
平
女
）
が
、
宇
多
法
皇
と
と
も
に
幼
い
皇
子
（
九
二
〇
年
生
）
を
伴
っ

て
春
日
神
社
へ
参
詣
し
た
折
に
、
大
和
守
藤
原
忠
房
か
ら
献
じ
ら
れ
た
歌
と
、

女
房
達
の
返
歌
を
合
わ
せ
た
も
の
で
、
問
題
の
歌
は
皇
子
へ
奉
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。

宇
多
法
皇
は
晩
年
に
得
た
こ
の
寵
愛
の
雅
明
親
王
を
、
醍
醐
天
皇
（
宇
多
皇

子
・
八
八
五
年
生
・
八
九
七
年
即
位
・
高
藤
女
胤
子
腹
）
　
の
猶
子
に
し
て
い
る
。

当
時
、
皇
太
子
は
醍
醐
天
皇
の
皇
子
保
明
親
王
（
九
〇
三
年
生
・
九
二
三
年
売
・

基
経
女
穏
子
應
）
だ
っ
た
が
、
ま
だ
次
の
寛
明
親
王
（
朱
雀
天
皇
・
九
二
三
年

生
・
穏
子
腹
）
　
は
生
ま
れ
て
い
な
い
。

宇
多
法
皇
は
外
戚
藤
原
氏
の
勢
力
増
大
を
嫌
っ
て
い
た
が
、
藤
原
氏
を
外
戚

に
持
つ
雅
明
親
王
の
誕
生
は
基
経
、
時
平
の
死
後
で
、
後
を
受
け
た
忠
平
に
は

入
内
さ
せ
る
女
子
が
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
法
皇
は
雅
明
親
王
の
後
見
人
と

し
て
再
び
権
勢
を
得
る
こ
と
を
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
雅
明
親
王
が
皇
太
子
の

控
え
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
様
子
が
、
こ
の
歌
合
か
ら
窺
え
る
。

十
官
の
御
車
に
入
れ
た
る

＊
こ
と
し
よ
り
に
は
ひ
そ
む
め
り
春
日
野
の
若
紫
に
手
で
な
ふ
れ
そ
も
／
京

極
御
息
所
歌
合
四
〇

＊
紫
に
手
も
こ
そ
ふ
る
れ
春
日
野
の
野
守
よ
人
に
若
菜
つ
ま
す
な
／
同
四
一

＊
ち
は
や
ぶ
る
神
も
し
る
ら
む
春
日
野
の
若
紫
に
誰
か
手
ふ
れ
む
／
同
四
二

四
〇
番
と
四
二
番
歌
の
「
若
紫
」
は
、
幼
い
雅
明
親
王
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
。
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
る
春
日
神
社
に
守
ら
れ
る
べ
き
皇
子
と
し
て
、
漂
野

の
春
日
野
に
生
え
初
め
た
大
切
な
紫
草
で
あ
る
よ
、
の
意
を
込
め
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
「
年
ご
と
に
若
菜
つ
み
つ
る
春
日
野
の
野
守
は
け
ふ
や

は
春
を
し
る
ら
む
」
（
窮
恒
集
三
二
六
）
な
ど
の
「
春
日
野
の
若
菜
」
　
の
歌
が

土
台
に
あ
っ
て
、
上
記
の
春
日
謡
が
若
菜
摘
み
の
時
期
を
外
れ
た
三
月
だ
っ
た



の
で
、
季
節
に
合
わ
せ
て
「
若
紫
」
　
に
変
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
伊
勢
物
語
』
初
段
と
の
先
後
関
係
は
微
妙
だ
が
、
清
水
好
子
氏
は
『
伊
勢（2）

物
語
』
の
「
春
日
野
の
若
紫
」
を
踏
ま
え
た
上
で
の
作
歌
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
内
容
よ
り
も
言
薬
遣
い
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
『
伊
勢
物
語
』
が
そ
れ
ま
で
に
用
例
の
な
い
「
春
日
野
の
若
紫
」
と

い
う
語
を
使
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
源
融
の
「
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も

ぢ
ず
り
」
歌
か
ら
発
想
を
得
て
、
「
し
の
ぶ
の
乱
れ
」
　
心
を
詠
も
う
と
い
う
構

想
が
先
に
あ
っ
て
、
作
者
の
作
っ
た
物
語
の
主
人
公
と
、
場
面
と
、
事
件
に
沿
っ

て
歌
が
詠
ま
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

物
語
は
、
「
初
冠
し
て
」
「
し
の
ぶ
ず
り
の
狩
衣
」
を
着
た
男
が
、
「
春
日
の

里
」
　
で
、
「
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
を
見
て
「
心
地
ま
ど
ひ
」
を
し
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
歌
は
、
ま
ず
「
み
ち
の
く
の
」
　
で
は
な
く
「
春

日
野
の
」
と
し
た
。
次
に
「
若
紫
の
」
と
し
た
の
は
、
「
す
り
衣
」
　
に
懸
け
る

た
め
に
、
衣
の
色
合
い
を
表
す
語
を
も
っ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
す
り
衣
」
は
他
の
用
例
を
見
る
と
、
布
に
い
ろ
い
ろ
な
草
花
の
色
を
摺
り

つ
け
て
染
め
た
衣
の
よ
う
で
あ
る
。

＊
つ
き
草
に
衣
は
招
ら
む
朝
霞
に
濡
れ
て
の
後
は
う
つ
ろ
ひ
ぬ
と
も
／
万
乗

集
一
三
五
五

＊
住
吉
の
浅
沢
小
野
の
か
き
つ
ば
た
衣
に
摺
り
つ
け
着
む
目
し
ら
ず
も
／
同

二
二
六
五

＊
苗
代
の
こ
な
ぎ
が
花
を
衣
に
摺
り
な
る
る
ま
に
ま
に
あ
ぜ
か
愛
し
け
／
同

三
五
九
八

＊
恋
し
く
は
し
た
に
を
思
へ
紫
の
棍
摺
り
の
衣
色
に
い
づ
な
ゆ
め
／
古
今
集

六
五
二

草
葉
や
花
の
色
で
摺
り
染
め
た
も
の
は
、
槌
せ
や
す
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
紫
草
は
板
を
染
料
と
し
、
媒
染
の
椿
の
灰
で
色
を
定
着
さ
せ
、
色
を
何

度
も
か
け
て
濃
く
す
る
こ
と
の
で
き
る
東
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
歌
で

は
、
深
い
愛
情
を
表
す
時
に
紫
草
が
使
わ
れ
て
い
る
。

む
ら
さ
さ

＊
託
馬
野
に
生
ふ
る
紫
草
衣
に
染
め
い
ま
だ
着
ず
し
て
色
に
出
で
に
け
り
／

万
菓
集
三
九
八

＊
韓
人
の
衣
染
む
と
い
ふ
紫
の
心
に
染
み
て
忍
は
ゆ
る
か
も
／
同
五
七
二

＊
紫
の
一
本
ゆ
ゑ
に
武
蔵
野
の
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る
／
古
今
集

八
六
七

＊
紫
の
色
濃
き
と
き
は
日
も
は
る
に
野
な
る
草
木
ぞ
わ
か
れ
ざ
り
け
る
／
同

八
六
八

＊
恋
し
く
は
下
に
を
恩
へ
紫
の
板
ず
り
の
衣
色
に
出
づ
な
ゆ
め
／
同
六
五
二

『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
「
春
日
野
の
若
紫
の
す
り
ご
ろ
も
」
は
、
物
語
の

上
か
ら
見
て
い
く
と
、
「
春
日
野
」
　
に
住
む
「
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か

ら
」
を
一
目
見
た
男
が
、
「
衣
染
む
と
い
ふ
紫
」
（
万
葉
集
五
七
二
）
が
「
心
に

染
み
」
（
同
歌
）
　
こ
む
よ
う
な
恋
を
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
恋
の
芽
生
え

で
あ
る
。
そ
こ
で
「
春
日
野
」
と
「
紫
草
」
　
の
語
を
使
っ
て
歌
を
詠
む
の
だ
が
、

「
柴
草
」
　
で
は
な
く
「
若
紫
」
と
し
た
と
こ
ろ
が
、
こ
の
物
語
の
歌
の
斬
新
さ



に
な
っ
て
い
る
。

「
若
紫
」
の
「
若
」
は
、
「
春
日
野
の
若
菜
」
（
古
今
集
一
九
他
）
と
同
じ
く
、

紫
草
の
芽
生
え
た
ば
か
り
の
も
の
を
い
う
。
こ
こ
は
、
「
心
に
染
み
」
（
万
莫
五

七
二
）
た
恋
の
芽
生
え
を
表
す
た
め
に
、
た
だ
の
「
紫
草
」
　
で
は
な
く
「
若
紫
」

と
い
う
新
し
い
語
を
創
造
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ま
た
、
こ
の
「
若
紫
」
は
「
初
冠
」
し
た
ば
か
り
の
若
い
男
の
「
す
り
ご
ろ

も
」
　
の
色
彩
を
も
表
し
て
い
る
。
そ
の
薄
紫
色
の
「
す
り
ご
ろ
も
」
が
、
融
の

「
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
歌
を
下
敷
き
に
し
て
、
初
恋
の
「
し
の
ぶ
の
乱
れ
」
　
の

序
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
伊
勢
物
語
』
の
歌
の
言
葉
遣
い
は
、
物
語
の
状
況
に
合
わ
せ

て
創
造
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
歌
の
言
薬
遣
い
を
無
視
し
て
自
由
自
在
で
あ
る
。

従
来
の
言
葉
遣
い
の
無
視
は
、
信
用
し
て
い
る
源
融
歌
の
中
で
も
平
然
と
行
っ

て
い
る
。
融
歌
は
、
『
古
今
集
』
（
七
二
四
）
で
は
第
四
句
が
「
乱
れ
む
と
思
ふ
」

と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
『
伊
勢
物
語
』
　
の
作
者
は
衣
を
（
乱
れ
染
む
）
と
、

心
が
入
乱
れ
初
む
）
の
二
つ
を
懸
け
た
い
が
た
め
に
、
「
乱
れ
そ
め
に
し
」
　
に

変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
の
段
に
な
る
が
「
春
日
野
」
　
の
歌
の
関
連
で
つ
い
で
に
い
え
ば
、
『
古
今

集
』
に
「
春
日
野
は
今
日
は
な
焼
き
そ
若
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
わ
れ
も
こ
も

れ
り
」
二
七
）
　
と
あ
る
の
を
、
第
十
二
段
で
は
物
語
文
の
「
武
蔵
野
へ
率
て

行
く
」
　
に
合
わ
せ
て
、
「
春
日
野
」
を
「
武
蔵
野
」
　
に
変
え
て
い
る
。

『
伊
勢
物
語
』
に
と
っ
て
既
成
の
歌
は
、
物
語
の
発
想
を
得
る
た
め
の
手
掛

か
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
既
成
の
歌
を
自
分
の
物
語
の
構
想
に
合

わ
せ
て
自
由
に
展
開
さ
せ
、
独
自
の
言
葉
遣
い
で
歌
と
物
語
を
創
造
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

二
、
「
ひ
し
き
も
の
に
は
袖
を
し
つ
つ
も
」

第
三
段
の
歌
「
思
ひ
あ
ら
は
葎
の
宿
に
寝
も
し
な
む
ひ
し
き
も
の
に
は
袖
を

し
っ
つ
も
」
は
、
男
が
懸
想
し
た
女
に
「
ひ
じ
き
藻
」
を
贈
り
、
そ
れ
に
ひ
っ

か
け
て
恋
心
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
ひ
じ
き
藻
」
を
「
ひ
し
き
も
の
に
は

袖
を
し
つ
つ
も
」
　
の
中
に
詠
み
こ
ん
だ
、
い
わ
ゆ
る
物
名
歌
だ
が
、
言
葉
遣
い

と
し
て
こ
な
れ
て
お
ら
ず
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
。

物
の
名
を
詠
み
こ
む
時
、
例
え
ば
鴬
を
詠
み
l
こ
ん
だ
「
心
か
ら
花
の
雫
に
そ

ぼ
ち
つ
つ
憂
く
干
ず
と
の
み
鳥
の
鳴
く
ら
む
」
（
古
今
集
四
二
二
）
　
の
よ
う
に
、

少
々
の
無
理
は
仕
方
が
な
い
と
は
い
え
、
こ
こ
は
な
ぜ
無
理
を
し
て
「
ひ
じ
き

藻
」
を
詠
み
込
む
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
物
名
と
歌
の
内
容
と
は
関
連

が
な
く
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
贈
物
に
「
ひ
じ
き
藻
」
を
選
ん
だ
の
に

は
、
男
に
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

元
来
、
「
ひ
じ
き
荘
」
を
詠
ん
だ
歌
は
珍
し
く
、
他
に
見
あ
た
ら
な
い
。
し

か
し
、
「
荘
」
　
そ
の
も
の
は
『
万
葉
集
』
に
、
男
女
の
靡
き
寄
る
さ
ま
や
、
共

寝
の
さ
ま
の
誓
え
と
し
て
数
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。

み
る

＊
・
…
＝
荒
磯
に
ぞ
玉
藻
は
生
ふ
る
玉
藻
な
す
靡
き
寝
し
子
を
深
海
松
の
深
め

て
思
ヘ
ビ
さ
寝
し
夜
は
…
…
／
万
葉
集
一
三
五



＊
…
…
玉
藻
な
す
靡
き
我
が
寝
し
敷
梓
の
妹
が
た
も
と
を
霹
霜
の
置
き
て
し

来
れ
ば
…
…
／
同
一
三
八

＊
敷
梓
の
衣
手
離
れ
て
玉
藻
な
す
靡
き
か
寝
ら
む
我
を
待
ち
か
て
に
／
同
二

四
八
七

＊
紫
の
名
高
の
浦
の
靡
き
藻
の
心
は
妹
に
寄
り
に
し
も
の
を
／
同
二
七
九
〇

＊
さ
寝
が
に
は
誰
と
も
寝
ね
ど
沖
つ
藻
の
靡
き
し
君
が
言
待
つ
我
れ
を
／
同

二
七
九
二

＊
わ
た
つ
み
の
沖
つ
玉
藻
の
靡
き
寝
む
早
来
ま
せ
君
得
た
ば
苦
し
も
／
同
三

〇
九
三

そ
の
中
で
、
「
玉
藻
な
す
靡
き
我
が
寝
し
敷
梓
の
妹
が
た
も
と
を
…
・
＝
」
（
一

三
八
）
　
や
、
「
敷
梓
の
衣
手
離
れ
て
玉
藻
な
す
磨
き
か
寝
ら
む
…
…
」
（
二
四
八

七
）
　
の
歌
な
ど
か
ら
、
「
玉
藻
な
す
靡
き
寝
」
が
容
易
に
「
（
共
寝
に
敷
い
た
）

敷
梓
の
扶
」
ま
た
は
「
衣
手
（
袖
）
」
と
い
う
語
を
導
き
出
す
こ
と
が
わ
か
る
。

従
っ
て
、
『
伊
勢
物
語
』
が
「
ひ
じ
き
藻
」
を
使
っ
た
の
は
、
「
藻
」
　
の
連
想

か
ら
「
敷
梓
の
袖
」
を
導
き
だ
し
、
（
袖
を
引
き
敷
き
も
の
に
し
て
共
寝
を
し

よ
う
）
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
が
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
上
旬
の
「
思

ひ
あ
ら
は
葎
の
宿
に
寝
も
し
な
む
」
　
の
「
寝
（
共
寝
）
」
と
合
わ
せ
て
、
「
藻
」

と
「
袖
（
敷
物
）
」
を
組
合
わ
せ
て
使
う
こ
と
を
、
『
万
葉
集
』
に
習
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
『
万
葉
集
』
で
（
袖
を
敷
い
て
寝
る
）
と
い
う
と
き
は
、
「
袖
交
ふ
」

「
袖
返
す
」
「
袖
巻
く
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
で
あ
っ
て
、
「
袖
敷
く
」
　
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

＊
白
梓
の
袖
さ
し
交
へ
て
靡
き
寝
し
わ
が
黒
髪
の
ま
白
髪
に
な
り
な
む
極
み

…
…
／
万
葉
集
四
八
四

＊
・
…
＝
相
見
わ
は
い
た
も
す
べ
な
み
敷
梓
の
袖
返
し
っ
つ
寝
る
夜
お
ち
ず
夢

に
は
見
れ
ど
…
…
／
同
四
〇
〇
二

け

＊
ま
日
長
く
川
に
向
き
立
ち
あ
り
し
袖
今
夜
ま
か
む
と
思
は
く
が
よ
さ
／
同

二
〇
七
七

「
袖
敷
く
」
と
「
敷
く
」
　
の
語
を
用
い
た
言
い
方
は
、
共
寝
で
は
な
く
寂
し

い
独
り
寝
を
表
す
も
の
と
し
て
、
「
袖
片
敷
く
」
が
一
例
と
「
衣
片
敷
く
」
　
が

少
数
例
あ
る
の
み
で
あ
る
。

＊
…
…
別
れ
に
し
妹
が
着
せ
て
し
な
れ
衣
袖
片
敷
き
て
ひ
と
り
か
も
寝
む
／

万
葉
集
三
六
四
七

＊
我
が
恋
ふ
る
妹
は
達
は
さ
ず
玉
の
浦
に
衣
片
敷
き
ひ
と
り
か
も
寝
む
／
同

一
六
九
六

＊
妹
が
袖
別
れ
し
日
よ
り
白
梓
の
衣
片
敷
き
恋
ひ
っ
つ
ぞ
寝
る
／
同
二
六
一
三

＊
さ
む
し
ろ
に
衣
片
敷
き
こ
よ
ひ
も
や
我
を
ま
つ
ら
む
宇
治
の
橋
姫
／
古
今

集
六
八
九
（
よ
み
人
し
ら
ず
）

平
安
時
代
に
な
る
と
「
袖
」
は
、
（
濡
れ
る
も
の
）
（
振
る
も
の
）
（
匂
う
も

の
）
（
包
む
も
の
）
な
ど
と
詠
ま
れ
る
だ
け
で
、
（
袖
を
敷
物
に
し
て
寝
る
）
と

い
う
意
味
の
歌
は
、
こ
の
『
伊
勢
物
語
』
の
歌
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

＊
袖
ひ
ち
て
む
す
ぴ
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
た
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む
／



古
今
集
二

＊
限
り
な
く
思
ふ
涙
に
そ
ぼ
ち
ぬ
る
袖
は
か
は
か
じ
逢
は
む
日
ま
で
に
／
同

四
〇
一

＊
春
日
野
の
若
菜
つ
み
に
や
白
妙
の
袖
ふ
り
は
へ
て
人
の
ゆ
く
ら
む
／
同
二

二
＊
折
り
つ
れ
ば
袖
こ
そ
匂
へ
梅
の
花
あ
り
と
や
こ
こ
に
鴬
の
な
く
／
同
三
二

＊
包
め
ど
も
袖
に
た
ま
ら
ぬ
白
玉
は
人
を
見
ぬ
目
の
涙
な
り
け
り
／
小
町
集

三
九

＊
大
空
を
お
ほ
ふ
ば
か
り
の
袖
も
が
な
春
咲
く
花
を
風
に
ま
か
せ
じ
／
寛
平

御
時
后
宮
歌
合
二
四

『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
当
時
の
「
袖
」
　
の
詠
み
方
と
し
て
は
使
わ
れ
な
く
な
っ

た
（
袖
を
敷
い
て
共
寝
を
し
よ
う
）
の
歌
を
作
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
ひ
じ
き
荘
」

と
と
も
に
贈
っ
た
の
で
あ
る
が
、
万
稟
時
代
の
「
靡
き
寄
る
藻
」
　
で
は
な
く

「
ひ
じ
き
藻
」
を
使
っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
と
考
え
る
。

『
万
葉
集
』
の
「
靡
き
寄
る
藻
」
　
は
、
深
い
海
底
で
波
に
括
ら
れ
て
し
な
や

か
に
靡
く
藻
を
い
い
、
男
女
の
靡
き
寄
る
や
さ
し
さ
を
表
し
て
い
る
。

【3）

一
方
「
ひ
じ
き
藻
」
は
、
『
大
言
海
』
に
「
長
サ
二
三
寸
、
尻
尾
ノ
如
ク
」

（

’

）

と
あ
り
、
海
藻
学
に
詳
し
い
岡
村
金
太
郎
氏
の
『
海
藻
譜
』
に
よ
る
と
、
三
十

七
ソ
チ
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
伸
び
、
丸
み
の
あ
る
茎
の
周
囲
か
ら
太
く
短
い

棍
棒
様
の
小
枝
が
か
た
ま
っ
て
出
て
、
そ
の
小
枝
の
周
囲
に
ま
た
同
じ
よ
う
な

小
枝
が
か
た
ま
っ
て
出
て
く
る
形
状
で
、
浅
い
岩
礁
に
生
え
、
潮
が
引
く
と
海

上
に
出
て
し
ま
う
、
と
あ
る
の
で
波
に
靡
き
揺
れ
る
こ
と
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
硬
い
「
ひ
じ
き
藻
」
　
に
、
靡
か
な
い
女
の
さ
ま
を
表
し
た
い
の
で

あ
る
。
男
は
ま
だ
靡
い
て
く
れ
な
い
女
に
向
か
っ
て
、
「
思
ひ
あ
ら
は
籍
の
宿

に
寝
も
し
な
む
…
…
」
と
歌
を
詠
み
か
け
た
の
で
あ
る
。

上
旬
の
「
葎
の
宿
」
は
、
平
安
時
代
の
歌
に
は
用
例
が
少
な
い
が
、
『
万
莫

集
』
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
荒
れ
果
て
た
粗
末
な
家
の
こ
と
だ
が
、
大
切

な
人
を
迎
え
入
れ
る
時
の
自
分
の
家
を
い
う
。

＊
い
か
な
ら
む
時
に
か
妹
を
葎
生
の
汚
き
宿
に
入
れ
い
ま
せ
て
む
／
万
葉
集

七
六
二

＊
思
ふ
入
来
む
と
知
り
せ
ば
八
重
葎
複
へ
る
庭
に
玉
敷
か
ま
し
を
／
同
二
八

三
五

＊
玉
敷
け
る
家
も
何
せ
む
八
重
葎
榎
へ
る
小
屋
も
妹
と
居
り
て
ば
／
同
二
八

三
六

＊
葎
延
ふ
戚
し
き
宿
も
大
君
の
ま
さ
む
と
知
ら
は
玉
敷
か
ま
し
を
／
同
四
二

九
四

『
伊
勢
物
語
』
の
「
葎
の
宿
」
は
、
男
が
女
よ
り
身
分
の
低
い
こ
と
を
暗
示

し
て
い
る
。
そ
し
て
後
文
で
、
女
は
若
い
頃
の
二
条
の
后
だ
と
明
か
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
歌
だ
け
で
は
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
男
と
女
の
関
係
を
具
体
化
し
て
、

物
語
性
を
拡
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
男
は
身
分
差
の
た
め
に
、
女
に
な
か
な

か
近
寄
れ
な
か
っ
た
の
だ
。

歴
史
上
の
二
条
の
后
高
子
（
藤
原
長
良
女
・
基
経
妹
）
　
は
、
九
歳
年
下
の
幼



い
清
和
天
皇
（
八
五
〇
年
生
・
同
年
立
太
子
・
八
五
八
年
即
位
）
　
に
入
内
す
る

こ
と
が
早
く
か
ら
決
め
ら
れ
、
后
が
わ
と
し
て
長
く
得
た
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

間
に
他
の
男
と
の
恋
愛
事
件
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
こ
も
、
そ
の

一
つ
で
あ
る
と
い
う
書
き
方
で
あ
る
。

歌
の
意
味
は
人
身
分
違
い
で
も
貴
女
に
愛
さ
え
あ
れ
ば
、
玉
藻
が
靡
く
よ
う

に
私
の
所
に
来
て
、
お
互
い
の
袖
を
敷
き
合
っ
て
共
寝
で
も
何
で
も
で
き
る
も

の
で
す
よ
）
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
『
万
乗
集
』
に
拠
り
な
が
ら
も
、
既
成
の

言
葉
遣
い
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
「
ひ
じ
き
藻
」
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
発
想
を
転

換
し
、
ま
だ
靡
か
な
い
女
へ
誘
い
か
け
る
自
在
な
歌
に
な
っ
て
い
る
。
男
の

「
靡
き
寄
る
醇
」
　
へ
の
願
望
が
「
ひ
じ
き
藻
」
　
に
込
め
ら
て
い
る
も
の
と
考
え

る
。

三
、
「
塩
竃
に
い
つ
か
束
に
け
む
」

初
段
に
引
か
れ
た
融
歌
と
関
連
す
る
の
は
、
第
八
十
一
段
の
話
で
あ
る
。
源

融
の
六
条
邸
は
、
た
い
そ
う
風
流
に
造
ら
れ
て
い
た
。
あ
る
菊
花
紅
葉
の
宴
が

行
わ
れ
た
明
け
方
、
招
客
は
風
流
な
邸
を
誉
め
る
歌
を
詠
ん
だ
。
最
後
に
「
か

た
ゐ
翁
」
が
板
数
の
下
を
這
い
歩
い
た
の
ち
、
「
塩
竃
に
い
つ
か
来
に
け
む
朝

な
ぎ
に
つ
り
す
る
舟
は
こ
こ
に
寄
ら
な
む
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
。
六
条
邸
を

絶
景
陸
奥
の
塩
竃
と
錯
覚
し
て
、
自
分
は
い
つ
の
ま
に
塩
竃
に
来
た
の
だ
ろ
う
、

と
感
嘆
し
た
歌
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
（
塩
竃
の
眺
め
）
と
は
、
沖
に
島
々
が
浮
い
て
い
る
松
島
湾
の

絶
景
の
こ
と
で
あ
る
。
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
（
吉
田
東
伍
著
）
　
や
『
日
本
地
名

大
辞
典
』
（
角
川
雷
店
）
　
に
よ
る
と
、
多
賀
城
に
隣
接
す
る
塩
竃
は
、
そ
の
奥

に
位
置
す
る
松
島
よ
り
古
く
か
ら
開
け
て
い
て
、
松
島
湾
の
絶
景
は
（
塩
竃
の

眺
め
）
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

「
塩
竃
」
　
の
名
が
歌
に
現
れ
る
の
は
『
古
今
集
』
や
『
伊
勢
物
語
』
の
頃
か

ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
陸
奥
の
「
松
島
」
　
の
名
が
最
初
に
見
ら
れ
る
の
は
、

長
保
年
間
に
没
し
た
源
重
之
の
家
集
で
あ
る
。
従
っ
て
「
塩
竃
」
　
に
見
ま
ご
う

融
邸
と
は
、
松
島
湾
の
絶
景
を
思
わ
せ
る
、
島
が
い
く
つ
も
浮
い
て
い
る
広
い

池
か
ら
な
っ
て
い
た
、
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

実
際
に
、
融
邸
の
六
条
河
原
院
が
塩
竃
の
景
を
模
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
実

証
す
る
資
料
は
、
後
掲
す
る
『
古
今
集
』
の
貫
之
の
歌
し
か
見
あ
た
ら
な
い
。

『
本
朝
文
粋
』
に
あ
る
河
原
院
の
詩
に
は
、
幽
遠
で
風
流
で
あ
る
こ
と
を
表
す

「
煙
霞
」
「
風
煙
」
な
ど
の
語
は
見
ら
れ
る
が
、
「
塩
竃
」
　
の
こ
と
は
出
て
い
な

T
ヱい

。そ
も
そ
も
、
陸
奥
の
「
塩
竃
」
を
詠
ん
だ
歌
は
多
く
は
な
い
。
『
万
葉
集
』

に
は
一
首
も
な
く
、
家
持
に
贈
ら
れ
た
山
口
女
王
の
歌
と
い
う
の
が
『
新
古
今

和
歌
集
』
に
載
っ
て
い
る
（
同
歌
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
も
あ
る
）
　
が
、
全

般
に
平
安
時
代
に
な
っ
て
か
ら
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思

ち
ノ
0

河
原
左
大
臣
の
身
ま
か
り
て
後
、
か
の
家
に
ま
か
り
て
あ
り
け
る
に
、

塩
竃
と
い
ふ
所
の
さ
ま
を
つ
く
れ
り
け
る
を
見
て
よ
め
る
　
貫
之



＊
君
ま
さ
で
煙
た
え
に
し
塩
竃
の
う
ら
さ
び
し
く
も
見
え
渡
る
か
な
／
古
今

集
八
五
二

＊
陸
奥
は
い
づ
く
は
あ
れ
ど
塩
竃
の
活
こ
ぐ
舟
の
縄
手
か
な
し
も
／
同
一
〇

八
八
・
伊
勢
集
三
九
〇

＊
わ
が
背
子
を
都
に
や
り
て
塩
竃
の
ま
が
き
の
島
の
ま
つ
ぞ
恋
し
き
／
古
今

集
一
〇
八
九

＊
塩
竃
の
い
そ
の
い
さ
ご
を
つ
つ
み
も
て
み
よ
の
か
ず
と
ぞ
い
の
る
べ
ら
な

る
／
忠
等
集
一
五
三

＊
ひ
と
り
ぬ
る
わ
が
し
き
た
へ
は
塩
寵
の
う
き
た
ま
な
れ
や
よ
る
か
た
も
な

き
／
同
一
五
五

＊
塩
竃
の
浦
こ
ぎ
い
づ
る
船
の
音
は
き
き
し
が
ご
と
く
き
く
は
か
な
し
や
／

伊
勢
集
二
一
〇

＊
塩
竃
の
浦
こ
ぐ
船
の
音
よ
り
も
君
を
う
ら
み
の
声
ぞ
ま
さ
れ
る
／
同
二
一
一

＊
塩
竃
の
ま
へ
に
浮
き
た
る
浮
島
の
う
き
て
お
も
ひ
の
あ
る
世
な
り
け
り
／

新
古
今
和
歌
集
一
三
七
九
（
山
口
女
王
）

こ
れ
ら
の
歌
は
、
塩
竃
の
活
を
漕
ぎ
ゆ
く
船
の
悲
し
さ
や
、
沖
に
浮
か
ん
で

い
る
島
々
の
寂
し
い
風
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
「
塩
篭
」
は
地
名
で
あ
り
、

寂
し
さ
や
悲
し
さ
を
詠
む
た
め
の
景
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
一
例
、
融

邸
の
こ
と
を
詠
ん
だ
『
古
今
集
』
の
貫
之
の
歌
は
特
異
で
あ
る
。
こ
こ
で
貫
之

の
歌
を
詳
し
く
見
て
み
た
い
。

貫
之
は
、
融
の
晩
年
二
十
五
年
程
の
時
代
を
共
に
生
き
て
い
る
。
従
っ
て
、

融
邸
の
盛
況
を
見
聞
き
し
て
い
て
、
融
亡
き
後
の
邸
の
荒
廃
の
さ
ま
は
感
慨
深

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
歌
の
詞
書
に
融
の
死
後
、
邸
へ
出
か
け
て
行
き
、
「
塩
竃

と
い
ふ
所
の
さ
ま
を
つ
く
れ
り
け
る
を
見
て
」
と
あ
る
か
ら
、
塩
竃
浦
の
よ
う

に
造
ら
れ
た
池
庭
を
見
て
、
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
貫
之
集
』

に
「
塩
罷
と
い
ひ
し
所
の
さ
ま
の
荒
れ
に
た
る
を
見
て
」
　
（
七
七
一
）
　
と
あ
っ

て
、
そ
の
庭
が
す
っ
か
り
荒
廃
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

歌
は
（
塩
竃
の
景
の
庭
が
、
君
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
く
な
っ
て
煙
が
絶
え
て

し
ま
っ
た
よ
う
に
荒
れ
果
て
、
う
ら
寂
し
く
、
は
る
ば
る
と
見
渡
せ
る
こ
と
だ
）

と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
古
来
、
こ
の
「
煙
た
え
に
し
」
を
（
塩
焼
く
煙
）
と
解

釈
さ
れ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。

（5）

厩
昭
の
『
古
今
集
註
』
に
は
、
「
…
…
池
二
毎
月
二
塩
川
肘
ヲ
入
テ
海
底
ノ

魚
晶
ヲ
令
住
之
由
活
輔
所
注
也
…
…
…
隆
国
脚
注
者
、
作
陸
奥
塩
竃
形
、
汲
湛

湖
水
云
々
。
［
頭
書
］
良
宗
案
、
其
家
庭
塩
竃
之
潮
水
、
使
役
夫
数
百
人
毎
日
付

厨
之
尼
前
浦
相
倍
達
之
云
。
」
と
、
池
に
わ
ざ
わ
ざ
湖
水
を
入
れ
て
い
た
よ
う

に
書
い
て
あ
る
。
註
中
に
引
く
隆
国
は
融
没
後
百
年
、
活
輔
は
二
百
年
後
に
生

ま
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
雷
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
に
わ
か
に
信
じ
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
こ
こ
に
は
塩
を
焼
い
た
と
は
〓
一
口
も
書
か
れ
て
い
な
い
。

（
7
Y

と
こ
ろ
が
、
定
家
の
『
顕
註
密
勘
』
に
「
…
…
い
み
じ
き
家
つ
く
り
池
を
は

り
、
水
を
た
1
へ
て
、
う
L
は
毎
日
三
十
石
ま
で
入
て
、
海
底
の
魚
貝
等
を
住

し
め
た
り
。
陸
奥
回
し
は
が
ま
の
浦
を
う
つ
し
て
、
あ
ま
の
し
は
や
に
け
ぶ
り

を
た
ゝ
せ
て
も
て
あ
そ
ば
れ
け
る
が
、
彼
大
臣
う
せ
ら
れ
て
後
、
L
は
が
ま
の



け
ぶ
り
た
え
た
る
を
み
て
、
貫
之
の
ぬ
し
よ
め
る
歌
也
。
…
…
」
と
あ
っ
て
、

こ
こ
ら
あ
た
り
か
ら
融
が
塩
竃
の
浦
を
摸
し
た
庭
で
、
塩
を
焼
か
せ
て
煙
を
立

た
せ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
「
塩
竃
」
　
の
視
点
が
、
沖
に

浮
か
ぶ
島
々
か
ら
浜
の
塩
を
焼
く
「
罷
」
に
移
さ
れ
、
是
が
狭
く
な
り
よ
い
解

と
は
思
え
な
い
が
、
後
代
に
強
く
影
響
を
与
え
て
い
る
。

（8）

契
沖
の
『
古
今
鉄
材
抄
』
は
「
…
＝
原
注
に
池
を
は
り
水
を
た
た
へ
て
、
う

L
は
毎
月
に
三
十
石
ま
て
入
て
、
海
底
の
魚
貝
等
を
す
ま
し
め
た
り
と
有
。
う

ら
さ
ひ
し
く
は
浦
に
賽
を
そ
へ
た
り
。
裏
は
心
也
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
塩
を

焼
い
た
と
は
言
っ
て
い
な
い
。

T
ヱ

宣
長
の
『
古
今
集
遠
鏡
』
に
は
、
「
君
ノ
ゴ
ザ
ナ
サ
レ
ヌ
デ
　
塩
モ
ヤ
カ
ネ

バ
　
煙
ノ
タ
エ
テ
シ
マ
ウ
タ
此
シ
ホ
ガ
マ
ノ
浦
ハ
　
カ
ウ
見
ワ
タ
シ
タ
ト
コ
ロ

ガ
マ
ア
　
物
ガ
ナ
シ
ウ
サ
ビ
シ
ウ
見
エ
ル
事
カ
ナ
」
と
あ
っ
て
、
『
顕
註
密
勘
』

を
受
け
て
、
敵
は
塩
を
焼
か
せ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
「
煙
」
を
詠
ん
だ
他
の
歌
を
内
容
で
分
類
し
て
み
る
と
、
次
の
五

っ
と
な
る
。
①
煮
炊
き
の
煙
、
②
塩
焼
く
煙
、
③
思
ひ
に
燃
え
る
煙
、
①
火
葬

の
煙
、
⑤
山
の
煙
そ
の
他
。

貫
之
の
歌
で
考
え
ら
れ
る
煙
は
、
「
塩
篭
」
の
語
か
ら
（
塩
焼
く
煙
）
か
、

「
身
ま
か
る
」
か
ら
（
火
葬
の
煙
）
か
、
或
は
「
君
ま
さ
で
」
か
ら
（
煮
炊
き

（
生
活
）
　
の
煙
）
　
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
（
塩
焼
く
煙
）
で
考
え
て
み
る
と
、
他
の
用
例
で
は
歌
中
に
「
塩
焼
く

煙
」
「
藻
塩
焼
く
煙
」
と
、
必
ず
「
塩
焼
く
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
「
煙
」
と
し
か
な
い
貫
之
歌
は
、
塩
を
焼
く
煙
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。＊

槌
の
浦
に
塩
焼
く
煙
夕
さ
れ
ば
行
き
過
ぎ
か
ね
て
山
に
た
な
び
く
／
万
薬

集
三
五
七

＊
志
賀
の
海
人
の
塩
焼
く
煙
鼠
を
い
た
み
立
ち
は
の
ぼ
ら
ず
山
に
た
な
び
く
／

同
一
二
五
〇

＊
浦
近
く
立
つ
朝
霧
は
藻
塩
焼
く
煙
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
／
興
凰
集

三
七

＊
藻
塩
焼
く
海
人
の
た
く
火
の
煙
こ
そ
思
ふ
方
に
は
立
ち
の
ぼ
り
け
れ
／
窮

恒

集

妄

二

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

次
に
（
火
葬
の
煙
）
の
用
例
を
見
る
と
、
「
煙
」
は
故
人
を
思
い
出
す
よ
す
　
1
0

が
に
な
っ
て
い
る
。
貫
之
歌
は
「
君
」
（
融
）
そ
の
人
を
詠
ん
だ
歌
で
は
な
い
ー

か
ら
、
融
の
火
葬
の
煙
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊
う
つ
せ
み
は
か
ら
を
見
つ
つ
も
な
ぐ
さ
め
つ
煙
だ
に
立
て
深
草
の
山
／
遍

照
集
一
三

＊
立
ち
か
へ
り
か
な
し
く
も
あ
る
か
な
別
れ
て
は
知
る
も
し
ら
ぬ
も
煙
な
り

け
り
／
貫
之
集
七
七
九

＊
は
か
も
な
き
世
を
捨
て
は
て
し
人
L
も
ぞ
煙
と
な
り
て
先
に
立
ち
け
る
／

斎
官
女
御
集
七
三

八
煮
炊
き
（
生
活
）
　
の
煙
）
の
例
は
『
万
乗
集
』
に
し
か
見
当
た
ら
な
い
が
、

「
君
ま
さ
で
煙
た
え
に
し
」
は
、
融
亡
き
あ
と
煮
炊
き
（
生
活
）
の
煙
が
絶
え



て
し
ま
っ
た
邸
の
、
人
気
の
な
い
さ
ま
を
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊
…
・
‥
天
の
香
具
山
登
り
立
ち
国
見
を
す
れ
ば
国
原
は
煙
立
ち
立
つ
…
…
／

万
葉
集
二

＊
春
日
野
に
煙
立
つ
見
ゆ
を
と
め
ら
し
春
野
の
う
は
ぎ
摘
み
て
煮
ら
し
も
／

同
一
八
八
三

貫
之
歌
の
「
塩
竃
」
は
前
掲
の
他
の
例
歌
同
様
、
塩
を
焼
く
竃
を
い
う
の
で

は
な
く
、
塩
竃
の
浦
の
風
景
と
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
煙
た
え
に
し
」
は

「
塩
竃
」
　
の
縁
語
と
し
て
用
い
た
も
の
で
、
人
気
の
な
く
な
っ
た
「
う
ら
寂
し

さ
」
を
引
き
出
す
語
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
「
う
ら
寂
し
さ
」
は
、
「
塩
竃
の

浦
」
　
の
「
う
ら
」
を
懸
詞
に
し
て
う
ま
く
導
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊

さ
て
、
貫
之
歌
が
融
邸
の
う
ら
寂
し
さ
を
、
塩
竃
の
景
で
表
し
て
い
る
こ
と

が
解
っ
た
と
こ
ろ
で
、
『
伊
勢
物
語
』
の
塩
竃
の
段
に
戻
る
。

「
翁
」
は
融
邸
で
「
塩
竃
」
の
歌
を
詠
む
前
に
、
「
か
た
ゐ
翁
、
板
数
の
下

に
は
ひ
あ
り
き
て
」
と
い
う
理
解
し
が
た
い
行
動
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
塩
竃
に
来
た
と
い
う
錯
覚
状
態
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

錯
覚
状
態
で
歌
を
詠
む
と
い
う
話
は
第
七
十
七
段
に
既
に
あ
る
。
女
御
多
賀

残
子
の
法
事
の
時
、
捧
げ
物
が
多
く
て
御
堂
の
前
に
山
が
移
動
し
て
き
た
よ
う

に
見
え
た
の
で
、
翁
が
「
目
は
た
が
ひ
な
が
ら
」
錯
覚
状
態
で
歌
を
詠
ん
だ
と

あ
っ
た
。

ほ
か

「
か
た
ゐ
翁
」
に
つ
い
て
は
、
祝
い
人
説
、
卑
下
説
等
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て

い
る
が
、
素
直
に
本
文
に
沿
っ
て
読
ん
で
い
く
。
「
か
た
ゐ
」
　
の
例
は
、
『
土
左

日
記
』
に
、
天
気
の
予
測
を
誤
っ
て
船
を
出
さ
な
か
っ
た
楕
取
り
を
嘲
り
罵
っ

て
、
「
日
も
え
は
か
ら
ぬ
か
た
ゐ
な
り
け
り
」
（
二
月
四
日
）
と
い
う
の
が
あ
る
。

ま
た
、
『
宇
津
保
物
語
』
に
は
正
頼
大
臣
が
、
入
内
さ
せ
た
「
あ
て
官
」
を
里

下
が
り
さ
せ
ら
れ
な
い
の
に
腹
を
立
て
、
自
分
を
嘲
っ
て
「
女
子
持
ち
た
ら
む

人
は
、
よ
き
犬
か
た
ゐ
な
り
け
り
」
（
蔵
開
・
下
）
　
と
言
っ
て
い
る
。
両
例
か

ら
「
か
た
ゐ
」
は
、
嘲
笑
さ
れ
る
よ
う
な
行
動
を
す
る
人
を
罵
倒
す
る
言
葉
と

解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
「
翁
」
の
板
敷
の
下
を
這
い
歩
く
行
動
は
、
人
か
ら
嘲

笑
さ
れ
る
よ
う
な
異
常
な
行
動
だ
と
思
わ
れ
る
。

か
た
l
ゐ

－
方
、
「
か
た
ゐ
」
は
本
来
の
乞
食
、
傍
居
人
の
意
か
ら
、
招
客
が
「
親
王
一

た
ち
」
　
で
あ
る
「
ひ
だ
り
の
ま
う
ち
ぎ
み
」
　
の
邸
宅
に
お
い
て
は
、
主
人
公
の
　
1
1

身
分
が
非
常
に
低
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
で
、
身
を
屈
め
て
「
這
ひ
歩
」
－

い
た
り
、
「
人
に
み
な
詠
ま
せ
は
て
て
」
最
後
に
別
枠
で
歌
を
詠
む
こ
と
に
な
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
「
か
た
ゐ
翁
」
が
板
数
の
下
を
這
い
歩
い
た
の
は
、
な
に
を
意
味
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
融
邸
の
庭
を
絶
景
塩
竃
の
浦
に
見
立
て
て
、
そ
の

浦
を
「
か
た
ゐ
翁
」
が
海
人
さ
な
が
ら
俳
掴
し
て
い
る
さ
ま
を
表
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
「
塩
竃
に
い
つ
か
来
に
け
む
朝
な
ぎ
に
つ
り
す
る
舟
は
こ
こ
に

寄
ら
な
む
」
　
の
、
歌
の
効
果
を
あ
げ
る
た
め
の
主
人
公
の
演
技
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
融
邸
を
塩
竃
の
潤
と
錯
覚
し
て
、
低
い
身
分
の
海
人
さ
な
が
ら

俳
御
す
る
奇
怪
な
行
動
の
主
人
公
を
、
嘲
笑
を
込
め
て
「
か
た
ゐ
翁
」
と
い
う



語
で
表
し
た
の
で
あ
る
（
今
、
「
翁
」
　
の
意
味
は
問
題
に
し
な
い
）
。
後
文
に
よ

れ
ば
、
「
翁
」
は
日
本
国
中
で
陸
奥
の
塩
竃
は
ど
す
は
ら
し
い
所
は
な
い
と
思
っ

て
い
る
と
い
う
。
そ
の
す
ば
ら
し
い
塩
亀
に
今
現
在
い
る
よ
う
だ
と
言
っ
た
の

だ
か
ら
、
「
翁
」
　
は
融
邸
の
風
流
を
最
高
に
誉
め
讃
え
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。「

塩
竃
」
　
の
歌
の
前
に
は
融
邸
に
つ
い
て
、
「
家
を
い
と
お
も
し
ろ
く
つ
く

り
て
住
み
た
ま
ひ
け
り
」
、
「
こ
の
殿
の
お
も
し
ろ
き
を
は
む
る
歌
よ
む
」
と
あ

る
だ
け
で
、
邸
と
塩
竃
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
「
人
に
み
な
よ
ま
せ
は
て
て
」
と
い
う
「
み
な
」
　
の
歌
は
出
て
い
な
い
が
、

「
翁
」
が
初
め
て
融
邸
を
塩
竃
と
関
係
付
け
て
誉
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
塩
竃
か
と
い
う
説
明
は
後
文
で
し
て
い
る
。
日
本
国
中
に
陸
奥
の
塩
竃

ほ
ど
「
あ
や
し
く
お
も
し
ろ
き
所
」
は
な
い
か
ら
、
融
邸
を
「
さ
ら
に
め
で
て
、

塩
篭
に
い
つ
か
来
に
け
む
」
と
詠
ん
だ
の
だ
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
融
邸
は
日
本
一
め
で
た
い
塩
竃
に
匹
敵
す
る
と
い
う
の
だ
。
翁

が
、
そ
の
め
で
た
い
塩
篭
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
錯
覚
す
る
く
ら
い
に
、

融
邸
は
す
は
ら
し
い
所
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

歌
は
、
翁
が
錯
覚
し
た
ま
ま
、
塩
竃
な
ら
ば
沖
合
に
い
る
は
ず
の
釣
舟
に
向

か
っ
て
、
（
朝
な
ぎ
の
今
、
こ
こ
　
（
塩
竃
＝
融
邸
）
　
に
寄
っ
て
見
て
ほ
し
い
。

日
本
一
め
で
た
い
所
だ
よ
）
と
呼
び
か
け
て
い
る
体
で
あ
る
。
融
邸
の
風
流
を

誉
め
る
に
、
こ
れ
ほ
ど
意
表
を
突
い
た
風
流
な
詠
み
方
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

融
邸
の
風
流
を
陸
奥
の
塩
篭
と
関
連
さ
せ
た
も
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は

『
古
今
粂
』
の
貫
之
の
「
塩
竃
」
歌
と
、
『
伊
勢
物
語
』
の
こ
の
段
の
話
し
か

見
当
た
ら
な
い
　
（
『
在
中
将
集
』
『
業
平
集
』
は
『
古
今
集
』
『
伊
勢
物
語
』
の

業
平
歌
を
基
に
し
た
も
の
の
よ
う
な
の
で
今
は
問
題
に
し
な
い
）
。
両
者
と
も

塩
竃
の
景
に
よ
っ
て
融
邸
の
風
流
を
詠
ん
で
い
て
、
片
や
荒
廃
の
さ
ま
、
片
や

盛
時
の
さ
ま
と
対
応
し
て
い
る
。
塩
竃
の
歌
例
の
中
で
、
こ
の
二
百
だ
け
が
融

邸
の
歌
で
あ
る
。
従
っ
て
、
二
首
は
影
響
し
あ
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ

ち
ノ
。

そ
う
な
る
と
、
八
十
一
段
の
物
語
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
作
者
が
、
融
邸
の

荒
廃
し
た
寂
し
さ
を
詠
ん
だ
貫
之
歌
に
呼
応
し
て
、
盛
時
の
様
子
を
再
現
し
て

見
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
貫
之
歌
が
融
邸
の
荒
廃
し
た
寂
し
さ
を
塩
竃
の
一

博
の
寂
し
さ
で
表
現
し
て
い
た
の
を
転
換
し
て
、
融
邸
の
浮
島
の
多
い
池
庭
を
　
1
2

浮
島
で
有
名
な
塩
竃
の
絶
景
に
見
立
て
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
宴
の
一
－

場
面
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

歌
は
『
続
後
拾
遺
集
』
に
業
平
朝
臣
歌
と
あ
る
だ
け
な
の
で
、
『
伊
勢
物
語
』

の
作
者
が
こ
の
段
の
た
め
に
作
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
古
今
鉄
材
抄
』
　
で

契
沖
が
、
貫
之
の
「
塩
篭
」
歌
を
、
「
伊
勢
物
語
に
業
平
の
こ
こ
に
て
、
塩
か

ま
に
い
つ
か
き
に
け
む
と
よ
ま
れ
た
る
歌
か
け
る
一
段
を
も
て
、
そ
の
あ
れ
て

の
後
の
さ
ま
お
も
ひ
や
る
へ
し
。
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
呼
応

関
係
を
感
じ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。



結
　
び

今
回
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
作
中
歌
の
中

か
ら
、
「
若
紫
」
「
ひ
じ
き
藻
」
「
塩
竃
」
　
の
三
語
を
取
り
上
げ
、
各
語
が
歌
の

中
で
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
た
。
こ
れ
ら
は
、
和
歌
史
の

流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
『
伊
勢
物
語
』
　
の
作
者
の
強
い
意
思
に
よ
っ
て
、
新
し

く
作
り
直
さ
れ
た
歌
語
と
い
っ
て
よ
い
と
思
え
ノ
。

こ
の
よ
う
な
斬
新
な
歌
語
を
自
在
に
作
れ
る
の
は
、
作
者
が
歌
の
常
套
に
締

ら
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
由
が
許
さ
れ
る
物
語
の
中
の
歌
だ
か

ら
で
あ
ろ
う
。
物
語
は
も
と
も
と
新
奇
創
造
の
世
界
で
あ
る
。

私
は
、
『
伊
勢
物
語
』
　
の
歌
の
着
想
の
斬
新
さ
は
、
言
薬
遣
い
の
常
套
を
は

ず
す
と
い
う
、
い
わ
ば
破
格
性
に
あ
る
と
考
え
る
。
「
春
日
野
の
若
菜
」
　
で
は

な
く
（
春
日
野
の
若
紫
》
、
「
靡
く
藻
」
　
で
は
な
く
（
ひ
じ
き
藻
》
、
「
塩
竃
の
う

ら
寂
し
さ
」
　
で
は
な
く
（
塩
竃
の
め
で
た
さ
》
と
い
う
よ
う
に
、
既
成
の
歌
の

常
套
を
離
れ
、
発
想
を
転
換
す
る
こ
と
が
物
語
の
創
造
に
発
展
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
こ
の
わ
ざ
と
常
套
を
は
ず
す
破
格
志
向
が
、
『
伊
勢
物

語
』
の
創
造
の
源
に
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

〔注〕（1）
（2）

（3）
（4）

（5）

（6）

（7）

（8）（9）

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
（
市
古
貞
次
他
監
修
・
岩
波
書
店
）
　
や
『
伊
勢
物
語
』

（
大
津
有
一
、
築
島
裕
校
注
・
日
本
古
典
大
系
・
岩
波
賓
店
）
　
の
解
説
に
従
入
ノ

『
一
冊
の
講
座
伊
勢
物
五
巴
所
収
「
伊
勢
物
語
と
物
語
文
学
」
清
水
好
子
・
有
精
堂

『
大
言
海
』
大
枚
文
彦
著
・
冨
山
房

『
海
藻
譜
』
「
日
本
の
食
文
化
大
系
」
第
七
巻
・
岡
村
金
太
郎
著
・
東
京
苗
房

杜
『
本
朝
文
粋
』
「
新
訂
増
補
国
史
大
系
」
巻
二
九
下
・
吉
川
弘
文
館
、
葬
二

『
畢
同
源
澄
才
子
河
原
院
賦
』
源
順
、
巻
九
『
秋
月
於
河
原
院
同
駅
山
暗
秋
望

多
』
藤
惟
成
、
巻
十
四
『
宇
多
院
為
河
原
左
相
府
没
後
修
諷
説
文
』
紀
在
昌

『
古
今
集
琵
』
「
日
本
歌
学
大
系
」
別
巻
四
・
久
曽
神
昇
桐
・
風
間
雷
房
三
二

七
頁
・

『
顕
註
密
勘
抄
』
「
日
本
歌
学
大
系
」
別
巻
五
・
久
曽
押
昇
綜
・
風
間
事
房
二
五
三
頁

『
古
今
線
材
抄
』
「
契
沖
全
集
」
第
八
巻
・
岩
波
容
店
五
一
七
頁

『
古
今
集
遠
鏡
』
「
本
店
宣
長
全
集
」
第
三
巻
・
筑
摩
書
房
二
二
六
貢

－13－

〔
引
用
本
文
〕

『
伊
勢
物
語
』
－
石
田
横
二
訳
注
・
角
川
文
庫

『
万
葉
集
』
－
伊
藤
博
校
注
・
角
川
文
庫
、
青
木
生
子
他
校
注
・
日
本
古
典
集
成

『
古
今
集
』
－
窪
田
章
一
郎
校
注
・
角
川
文
庫
、
奥
村
短
哉
校
注
・
日
本
古
典
集
成

『
歌
合
集
』
－
萩
谷
朴
、
谷
山
茂
校
注
・
日
本
古
典
大
系

『
新
編
国
歌
大
観
私
家
共
編
』
－
角
川
書
店

『
土
左
日
記
』
－
鈴
木
知
太
郎
校
注
・
日
本
古
典
大
系

『
宇
津
保
物
語
』
－
河
野
多
麻
校
注
・
日
本
古
典
大
系



〔
付
記
〕本

稿
は
、
平
成
五
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会
に
お
い
て
口
頭
発

表
し
た
も
の
を
、
再
考
察
し
て
纏
め
た
も
の
で
す
。
席
上
、
位
藤
邦
生
先
生
・
小
川
幸

三
先
生
ほ
か
の
皆
様
か
ら
貴
重
な
ご
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
、
論
を
成
す
に
あ
た

り
、
改
め
て
位
藤
先
生
と
妹
尾
好
信
先
生
か
ら
、
懇
切
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
こ

こ
に
記
し
て
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

稲
敷
敬
二
先
生
に
は
、
終
始
暖
か
い
ご
指
導
と
励
ま
し
の
お
言
葉
を
賜
り
ま
し
た
。

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

－
　
か
ま
た
・
き
よ
え
、
元
広
島
大
学
文
学
部
研
究
生
　
－

（
会
員
近
著
紹
介
）

野
飼
ひ
の
駒
　
語
史
論
集

山
内
　
洋
一
郎
　
著

著
者
は
精
力
的
に
語
彙
史
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
成
果
を
広
く
示

し
、
読
者
に
語
史
に
対
す
る
興
味
を
抱
か
せ
る
著
容
で
あ
る
。

序
章
に
お
い
て
、
ま
ず
語
史
研
究
の
意
義
や
研
究
に
対
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
そ

の
上
で
、
雷
名
の
由
来
と
な
っ
た
「
野
飼
ひ
の
駒
－
古
語
「
の
が
ふ
」
　
の
発
掘
と
『
古
本

説
話
集
』
と
ー
」
を
は
じ
め
と
し
、
四
部
構
成
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
論
考
十
七
柄
を
収

め
る
。
「
ち
も
と
、
こ
の
稲
－
生
育
予
祝
の
語
と
ノ
ビ
ル
の
方
言
と
－
」
　
「
動
詞
「
話
す
」

の
成
立
－
「
（
心
の
憂
ひ
を
）
放
す
」
か
ら
「
話
す
」
　
へ
－
」
　
「
漢
語
「
－
却
」
に
つ
い

て
－
虚
辞
を
含
む
日
本
漢
語
の
生
成
－
」

全
体
の
構
成
は
以
下
の
通
り
。

序
章
　
　
語
史
に
つ
い
て

第
一
章
　
古
代
の
人
々
と
身
近
な
自
然
と

第
二
章
　
古
語
の
再
生

第
三
章
　
現
代
語
へ
の
流
れ

第
四
章
　
日
本
語
に
融
合
し
た
漢
語
、
漢
文
表
現

後
記

索
引

（
四
六
版
、
二
七
一
頁
（
付
索
引
入
貢
）
一
九
九
六
年
五
月
、
和
泉
書
院

本
体
三
八
8
円
〔
税
別
〕
）
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