
顕
昭
判
詞
に
み
る
先
行
表
現
摂
取
の
方
法
に
対
す
る
認
識

－
　
「
千
五
百
番
歌
合
」
　
を
中
心
に
－

は
じ
め
に

顕
昭
の
歌
合
判
詞
の
特
徴
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
高
菜
集
L
を

始
め
と
し
た
和
歌
集
は
勿
論
の
こ
と
、
物
語
・
漢
詩
文
等
か
ら
も
典
拠
と
な
っ

た
和
歌
・
文
言
等
を
数
多
く
引
用
し
っ
つ
、
先
行
表
現
の
摂
取
を
指
摘
す
る
発

言
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
判
者
と
し
て
の
経
験
を
重
ね
る
ご
と
に
こ
う
し
た
発

言
が
増
え
る
傾
向
に
あ
り
、
晩
年
の
「
千
五
百
番
歌
合
」
判
詞
に
お
い
て
は
特

に
顕
著
に
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
点
に
は
早
く
か
ら
先
学
に
よ
っ
て
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
能
勢

朝
次
氏
は
、
「
千
五
百
番
歌
合
」
　
の
顕
昭
判
詞
に
つ
い
て
「
顛
昭
の
判
詞
に
於

て
先
づ
目
に
つ
く
第
一
の
特
色
は
、
彼
が
古
歌
を
豊
富
に
引
用
す
る
こ
と
で
あ

る
」
と
述
べ
、
そ
の
上
で
、
古
歌
の
引
用
に
よ
っ
て
「
其
の
判
ず
べ
き
歌
の
表

現
様
式
が
、
そ
れ
に
類
似
し
て
居
る
古
歌
に
比
べ
て
、
す
ぐ
れ
て
居
る
か
劣
っ

て
居
る
か
を
判
定
す
る
尺
度
と
し
て
用
ひ
る
こ
と
」
、
ま
た
「
彼
が
俊
成
と
同

山

　

　

崎

　

真

　

克

じ
く
、
新
し
い
表
現
の
背
後
に
古
歌
の
風
情
を
基
づ
け
て
、
鎗
憎
鎗
盟
の
贋
が

（1）

り
と
ゆ
た
け
さ
を
感
じ
て
居
る
こ
と
」
な
ど
を
指
摘
さ
れ
た
。

ま
た
岩
津
資
雄
氏
は
、
「
顕
昭
の
判
詞
は
博
引
傍
証
、
考
証
綿
密
を
き
わ
め
、
一

幾
多
の
歌
論
の
問
題
に
及
ん
で
い
る
点
で
、
こ
の
歌
合
せ
中
の
圧
巻
で
あ
る
」
　
1
3

と
し
、
中
で
も
「
風
情
の
自
由
と
新
し
さ
を
庶
幾
」
し
て
「
万
葉
集
や
物
語
を
－

本
歌
に
取
る
こ
と
を
み
と
め
た
」
点
に
特
徴
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
短

こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
判
定
の
際
の
批
評
基
準
や
摂
取
を
容
認
す
る
先
行
表
現

の
範
囲
等
に
ふ
れ
て
い
て
非
常
に
有
効
な
ま
と
め
で
は
あ
る
が
、
全
体
と
し
て

は
顔
昭
判
詞
の
注
釈
的
・
考
証
的
性
格
を
お
お
ま
か
に
捉
え
る
に
留
ま
り
、
顕

昭
の
先
行
表
現
の
摂
取
に
対
す
る
認
識
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
論
に
は
な

り
得
て
い
な
い
と
思
う
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
安
井
重
雄
氏
は
、
「
新
風
の
象
徴
的
な
技
法
と
み

ら
れ
る
本
歌
取
の
批
評
の
場
こ
そ
、
顕
昭
に
と
っ
て
は
み
ず
か
ら
培
っ
て
き
た

用
例
主
毒
の
注
釈
・
研
究
を
発
揮
す
る
最
高
の
場
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
」
と



し
て
、
『
千
五
百
番
歌
合
し
顕
昭
判
三
例
（
千
二
百
七
番
左
右
、
千
二
百
十
二

番
左
、
千
二
百
四
十
九
番
左
）
を
取
り
上
げ
、
顕
昭
の
先
行
表
現
摂
取
に
関
す

る
指
摘
を
具
体
的
に
検
討
し
た
上
で
、
顕
昭
の
発
言
の
特
質
に
つ
い
て
ま
と
め

て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
顕
昭
の
指
摘
は
歌
の
内
容
で
は
な
く
「
詞
の
典
拠

と
し
て
だ
け
の
本
歌
（
？
）
　
の
指
摘
」
で
あ
り
、
ま
た
「
歌
の
詞
の
組
み
合
わ

せ
や
言
い
換
え
の
面
白
さ
と
い
う
視
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
」
指
摘
で
あ
る
と

し
て
、
「
顕
昭
は
詞
に
添
う
情
調
や
映
像
を
み
て
お
ら
ず
、
詞
そ
の
も
の
の
組

み
合
わ
せ
の
面
白
さ
に
本
歌
取
の
効
果
を
み
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら

れ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
顕
昭
の
和
歌
実
作
に
お
け
る
営
為
と
の
関
わ
り
に
も

ふ
れ
て
、
「
顕
昭
が
以
前
か
ら
歌
の
実
作
に
つ
い
て
行
っ
て
き
た
、
古
語
の
自

（

3

一

詠
へ
の
切
り
入
れ
も
方
法
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。

こ
の
安
井
氏
の
検
討
は
実
に
詳
細
な
も
の
で
あ
り
、
判
詞
中
に
詞
の
典
拠
を

指
摘
す
る
例
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
点
や
、
和
歌
実
作
に
お
け
る
営
為
と
の
共
通

性
も
視
野
に
入
れ
て
お
ら
れ
る
点
は
首
肯
す
べ
き
で
あ
る
が
、
顕
昭
の
先
行
表

現
摂
取
に
関
す
る
指
摘
は
こ
う
し
た
側
面
の
み
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
批
評

す
る
当
該
歌
の
心
（
発
想
・
趣
向
）
　
の
典
拠
と
な
っ
た
先
行
表
現
を
指
摘
す
る

例
な
ど
も
多
く
あ
り
、
ま
た
先
行
表
現
摂
取
の
方
法
・
範
囲
・
効
果
に
つ
い
て

の
さ
ら
に
別
の
発
言
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
r
千
五
百
番
歌
合
」
を
中
心
に
し
て
、
先
行
表
現
の
摂
取
に
関
し

て
の
批
評
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
顕
昭
の
先
行
表
現
摂
取
に
対
す
る
認
識
、

具
体
的
に
は
先
行
表
現
を
摂
取
す
る
方
法
・
範
囲
・
効
果
を
ど
の
よ
う
に
捉
え

て
い
た
か
を
探
る
こ
と
を
行
い
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
間
題
が
顕

昭
歌
論
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
重
要
な
課
題
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
本
歌
取
と
い
う

詠
作
上
の
手
法
が
俊
成
・
定
家
等
に
よ
っ
て
主
張
及
び
確
立
さ
れ
、
r
新
古
今

和
歌
集
h
　
の
特
徴
の
一
つ
と
ま
で
な
っ
た
時
期
に
お
い
て
の
顕
昭
の
位
置
を
照

ら
し
出
す
た
め
の
指
標
と
も
な
り
う
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ま
で
御
子
左
家
的
な
批
評
語
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
点
な
ど
に
よ
り
、
顕

昭
が
新
風
へ
の
接
近
を
は
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
「
千
五
百
番
歌
合
し
に
お
い

て
、
先
行
表
現
の
摂
取
に
関
す
る
発
言
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
問
題
を
考

察
す
る
こ
と
で
、
顕
昭
の
立
場
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一

本
稿
で
は
、
ま
ず
そ
の
第
一
段
階
と
し
て
、
先
行
表
現
摂
取
の
方
法
に
つ
い
て
　
1
4

指
摘
し
て
い
る
判
詞
を
取
り
上
げ
、
顕
昭
の
方
法
に
対
す
る
認
識
を
明
ら
か
に
ー

し
た
い
と
思
う
。

今
、
狭
義
の
本
歌
取
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
定
家
の
「
近
代
秀
竺
〓
詠
歌

大
概
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
明
確
か
つ
厳
密
な
方
法
意
識
に
基
づ
く
手
法
を

指
し
て
い
る
。
こ
の
手
法
は
あ
く
ま
で
俊
成
・
定
家
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
も
の
、
或
い
は
同
じ
時
期
で
あ
っ
て
も
俊
成
等
の
御

子
左
家
以
外
の
も
の
と
同
一
に
扱
う
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
新
し
い
作
品
を
創
作
す
る
た
め
に
、
古
い
表
現
　
－
　
和
歌
に
限
ら
ず

物
語
・
漢
詩
文
等
を
含
め
て
　
ー
　
を
摂
取
す
る
営
為
を
「
先
行
表
現
（
の
）
摂

取
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。



一

摂

取

し

た

先

行

表

現

の

種

別

先
行
表
現
摂
取
の
認
定
は
、
統
一
的
・
普
遍
的
な
基
準
が
は
っ
き
り
し
て
お

ら
ず
、
実
に
困
難
な
も
の
で
あ
り
、
研
究
者
に
よ
っ
て
認
定
に
ば
ら
つ
き
が
生

ず
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
当
面
の
顕
昭
の
先
行
表
現
の
摂
取
に
対
す

る
認
識
を
探
る
と
い
う
課
題
に
お
い
て
は
、
判
詞
中
で
顕
昭
が
問
題
に
し
て
い

る
点
に
沿
う
形
で
顕
昭
の
主
張
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
従

っ
て
、
こ
れ
は
詠
作
主
体
の
意
識
と
厳
密
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

藤
平
春
男
氏
は
、
定
家
・
長
明
・
順
徳
院
の
著
作
に
み
ら
れ
る
詩
論
及
び

r
井
蛙
抄
」
巻
第
二
「
取
本
歌
事
」
に
お
け
る
実
例
に
即
し
た
方
法
面
か
ら
の

分
類
を
考
察
し
、
詠
作
主
体
の
意
識
を
考
慮
に
入
れ
て
次
の
よ
う
に
本
歌
取
の

（4）

本
歌
の
種
別
を
整
理
さ
れ
た
。

A
本
歌
　
詞
の
取
り
方
や
本
歌
を
ど
の
よ
う
に
新
作
歌
が
と
り
い
れ
て
い
る
か
を
検

討
し
て
、
作
者
が
意
識
し
て
特
定
の
歌
を
取
っ
て
お
り
、
か
つ
取
る
こ
と
に

ょ
っ
て
新
作
歌
の
形
成
す
る
作
品
世
界
に
参
与
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の

あ
き
ら
か
な
場
合
、
を
本
歌
取
と
認
め
、
取
ら
れ
た
特
定
の
歌
（
原
則
的
に

一
首
。
二
首
の
場
合
も
あ
る
。
）
を
本
歌
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

B
参
考
歌
（
甲
）
　
い
わ
ゆ
る
「
心
」
を
取
る
場
合
は
し
ば
し
ば
こ
れ
に
属
す
る
。

（
中
略
）
こ
れ
は
特
定
歌
を
発
想
源
と
す
る
場
合
で
、
「
乙
」
が
慣
用
歌
旬
を

用
い
る
の
と
区
別
し
て
「
甲
」
と
す
る
。

C
参
考
歌
（
乙
）
　
主
と
し
て
伝
調
歌
に
慣
用
さ
れ
た
歌
旬
を
用
い
た
場
合
で
、
必

ず
L
も
原
敬
を
特
定
L
が
た
い
場
合
が
あ
り
、
広
義
の
本
歌
取
に
も
属
さ
な

い
こ
と
が
多
い
。

ま
た
川
平
ひ
と
し
氏
は
、
さ
ら
に
享
受
者
の
意
識
を
も
考
慮
に
入
れ
て
、
定

家
の
歌
合
判
詞
に
み
ら
れ
る
「
本
歌
」
の
用
法
に
つ
い
て
「
i
本
歌
　
本
歌

の
心
」
「
‥
u
本
歌
と
す
」
「
…
Ⅱ
本
歌
を
思
ふ
」
　
の
三
つ
に
類
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ

（5）

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

i
　
詠
作
主
体
が
踏
ま
え
、
且
つ
享
受
者
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
べ
き
「
本
歌
」
の

作
品
時
空
。

…
u
　
想
起
さ
れ
た
「
本
歌
」
を
新
た
な
作
品
の
中
に
摂
取
す
る
詠
作
主
体
の
行
為
。

…
山
　
「
本
歌
」
の
作
品
時
空
を
詠
作
主
体
な
ら
び
に
享
受
者
が
想
起
す
る
と
い
う
行
為
。

こ
こ
で
顕
昭
判
詞
に
み
ら
れ
る
「
本
歌
」
の
用
法
を
み
て
み
る
と
、

15

①
千
二
百
一
番
　
左
　
勝

女
房

4
0
0
　
な
が
む
れ
ば
こ
ぬ
人
ま
た
る
わ
び
つ

2

も
こ
よ
ひ
の
月
に
あ
か
ず
か
も
ね
ん

判
申
云
、
左
歌
は
、
「
月
夜
に
は
こ
ぬ
人
ま
た
る
か
き
く
も
り
雨
も
ふ

ら
な
ん
わ
び
つ
、
も
ね
ん
（
古
今
・
恋
五
・
7
7
5
　
不
知
）
」
と
申
歌
の
こ
、
ろ

に
こ
そ
侍
め
れ
。
「
雨
も
ふ
ら
な
ん
」

の
こ
と
ば
を
す
て
、
、
ひ
と
へ

に
「
こ
よ
ひ
の
月
に
あ
か
ず
か
も
ね
ん
」
と
侍
、
お
そ
ら
く
は
月
を
翫

心
も
ふ
か
く
成
て
、
本
歌
よ
り
も
ま
さ
り
て
こ
そ
き
こ
え
停
め
短
了

と
あ
る
よ
う
に
、
「
i
本
歌
」
に
属
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
「
本
歌
」

と
い
う
語
を
用
い
ず
に
先
行
表
現
摂
取
を
指
摘
し
た
例
を
含
め
る
と
、
「
‥
u
本

歌
と
す
」
「
…
Ⅱ
本
歌
を
思
ふ
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ひ
と
へ
に
万
葉
を



本
と
し
て
…
と
よ
み
つ
ゞ
け
侍
ら
ん
と
き
は
」
　
（
千
二
百
七
十
六
番
左
）
、
「
左

右
の
歌
、
と
も
に
…
と
侍
歌
を
お
も
は
れ
て
」
　
（
千
二
百
四
番
左
右
）
　
な
ど
の

例
が
み
ら
れ
、
定
家
の
場
合
と
同
様
の
整
理
が
行
え
る
よ
う
で
あ
る
。

但
し
、
こ
れ
ら
以
外
に
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
詠
作
主
体
で
は
な
く
享
受
者

（
判
者
）
　
の
み
が
先
行
表
現
を
想
起
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。

②
千
二
百
十
六
番
　
左
　
持
　
　
　
　
　
　
　
　
女
房

4
3
0
　
君
は
し
る
や
ま
つ
よ
あ
ま
た
に
つ
も
り
き
て
袖
に
有
明
の
月
を
み
る
と
も

り
ー

左
歌
、
上
旬
に
、
「
待
夜
あ
ま
た
に
つ
も
り
き
て
」
と
侍
、
柿
本
人
丸

が
、
「
た
の
め
つ
‥
」
ぬ
よ
あ
ま
た
に
　
拾
遺
幾
∵
恋
三
二
聖
人
九
日
拾
遺
抄
・

恋
上
・
禦
同
）
」
と
よ
め
る
こ
と
ば
お
も
ひ
出
ら
れ
侍
り
。
下
旬
は
、
伊

勢
の
御
が
、
「
あ
ひ
に
達
て
も
の
お
も
ふ
比
の
わ
が
袖
に
や
ど
る
月
さ

へ
ぬ
る
、
が
ほ
な
る
（
古
今
二
忍
五
・
聖
伊
勢
）
」
と
よ
め
る
歌
、
画
財
出

立
て
侍
に
、
「
袖
に
有
明
の
月
を
み
る
と
も
」
と
さ
へ
は
べ
る
、
い
よ

く
月
の
前
恋
、
き
は
ま
り
ぬ
る
事
に
こ
そ
侍
め
れ
。
…

先
行
表
現
を
想
起
し
て
、
詞
の
一
致
で
は
な
く
、
発
想
や
趣
向
の
面
で
の
類

似
を
指
摘
し
て
お
り
、
①
な
ど
に
比
し
て
詠
作
主
体
の
意
識
を
問
題
に
す
る
度

合
い
は
低
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
そ
の
他
に
、
語
の
用
法
が
先
行
例
と
異
な
る
と
指
摘
す
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
主
張
の
根
拠
を
示
す
た
め
に
正
し
く
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
を
証
歌
と

し
て
引
用
す
る
例
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
ま
す
ま
す
詠
作
主
体
の
意
識
を
問
題

に
す
る
次
元
か
ら
は
離
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
顕
昭
の
先
行
表
現
の
摂
取
に
対

す
る
認
識
を
探
る
と
い
う
目
的
に
照
ら
し
、
判
者
顕
昭
の
指
摘
に
沿
う
形
で
先

行
表
現
の
種
別
を
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
。

A
本
歌
　
詠
作
主
体
が
意
識
し
て
摂
取
し
て
い
る
と
判
者
が
認
め
た
も
の
。
や
や
断

定
的
で
な
い
も
の
　
（
Å
）
も
含
む
。

B
類
歌
　
詠
作
主
体
の
意
識
に
関
わ
ら
ず
、
判
者
が
類
想
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
。

C
証
歌
　
詠
作
主
体
の
意
識
に
関
わ
ら
ず
、
判
者
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
た
も
の
。

従
来
、
顕
昭
判
詞
が
実
証
的
、
あ
る
い
は
歌
学
的
知
識
に
基
づ
く
と
さ
れ
て

き
た
の
は
、
主
に
「
C
証
歌
」
に
属
す
る
例
を
取
り
上
げ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
摂
取
の
範
囲
、
摂
取
し
た
語
の
用
法
に
つ
い
て
一

等
の
面
が
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
摂
取
の
方
法
や
効
果
に
つ
い
　
1
6

て
の
顕
昭
の
見
解
を
探
る
に
は
「
A
本
歌
」
「
B
煩
歌
」
に
属
す
る
例
の
検
討
－

が
必
要
で
あ
る
。
今
回
は
特
に
方
法
に
つ
い
て
の
認
識
を
考
察
し
た
い
の
で
、

摂
取
を
確
実
に
指
摘
す
る
「
A
本
歌
」
　
の
例
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
。

二
　
摂
取
の
方
法
を
示
す
語

前
節
に
示
し
た
分
類
に
即
し
て
、
顕
昭
判
詞
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
先
行
表

現
摂
取
の
例
を
整
理
し
た
も
の
が
次
頁
に
掲
げ
る
【
表
】
で
あ
る
。
顕
昭
が
加

判
を
担
当
し
た
恋
二
・
恋
三
の
一
五
〇
番
三
〇
〇
首
の
う
ち
の
実
に
約
六
割
に

あ
た
る
一
八
三
首
に
つ
い
て
、
先
行
表
現
摂
取
に
関
す
る
指
摘
が
み
ら
れ
る
。

一
首
に
つ
い
て
複
数
の
先
行
表
現
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
総
計
は



批
評
対
象
の
歌
数
よ
り
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
「
A
本
歌
」
欄
に
お
け

る
　
（
　
）
内
の
数
値
は
、
「
A
本
歌
」
と
し
た
も
の
の
中
で
、
や
や
断
定
的
で

な
い
も
の
　
（
Å
）
　
の
用
例
数
を
示
す
。

【
表
〓
千
五
百
春
歌
合
し
顕
昭
判
詞
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
先
行
表
現
摂
取
例

計
「
…
と
停
歌
の
心
に
こ
そ
」
（
千
二
百
廿
三
番
右
、
ほ
か
2
4
例
）
な
ど
と
し
て
先

行
表
現
を
引
用
す
る
例
も
あ
る
が
、
「
…
を
お
も
ふ
」
　
（
1
6
例
）
　
「
…
を
と
る
」

（
1
5
例
）
　
「
…
に
つ
く
」
　
（
1
0
例
）
　
「
…
に
よ
す
」
　
（
4
例
）
　
「
…
を
こ
ひ
ね
が
ふ
」

（
2
例
）
　
な
ど
の
語
に
よ
っ
て
摂
取
を
よ
り
明
確
に
示
す
も
の
も
み
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
、
単
な
る
摂
取
の
指
摘
に
留
ま
ら
ず
、
具
体

的
方
法
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
言
及
も
多
く
み
ら
れ
る
。

③
千
二
百
七
番
　
右
　
持
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
隆
朝
臣

こ
の
【
麦
】
を
み
る
と
、
先
行
表
現
摂
取
に
関
す
る
指
摘
の
こ
れ
も
約
六
割
が

「
A
本
歌
」
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
「
B
類
歌
」
「
C
証
歌
」
に
つ
い
て
は
稿
を

改
め
て
詳
述
す
る
予
定
だ
が
、
概
略
を
示
せ
ば
、
「
B
類
歌
」
の
指
摘
は
、
先
行

表
現
と
の
一
致
の
様
相
は
「
A
本
歌
」
と
類
似
し
た
傾
向
を
み
せ
る
が
、
断
定
を

避
け
る
虔
合
い
の
か
な
り
強
い
点
は
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
、
「
C
証
歌
」
の
指

摘
に
は
大
き
く
分
け
て
評
価
に
関
わ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
り
、

評
価
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
先
行
例
が
存
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
先
行
例
と
意

味
・
用
法
が
一
致
す
る
こ
と
が
最
大
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
「
A
本
歌
」
　
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
…
と
あ
る
歌
の
こ
、
ろ
に
や
。

た
と
ひ
そ
の
本
歌
な
ら
ず
と
も
…
」
　
（
千
二
百
十
二
番
右
）
、
「
若
此
歌
の
心
欺
。

さ
ら
ぬ
に
て
も
…
」
　
（
千
二
首
相
五
番
左
）
　
と
い
う
疑
問
形
を
含
ん
だ
も
の
を

や
や
断
定
的
で
な
い
も
の
に
類
別
し
て
A
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
例
を
含
め
て
、

摂
取
を
指
摘
す
る
際
の
表
現
を
み
る
と
、
単
に
「
…
と
侍
り
」
　
（
千
二
首
相
八

番
右
、
ほ
か
2
例
）
　
「
…
の
歌
に
侍
り
」
　
（
千
二
百
八
十
七
番
左
、
ほ
か
9
例
）

お
も
へ
ど
も
人
の
こ
、
ろ
の
浅
茅
生
に
か
引
封
よ
l
ぶ
矧
の
あ
へ
ず
け
ぬ
べ
し

右
歌
は
、
「
あ
り
つ
、
も
君
を
ば
ま
た
ん
打
な
び
き
わ
が
く
ろ
か
み
に

霜
の
を
き
ま
よ
ひ
（
萬
葉
巻
二
・
8
7
・
磐
建
皇
后
）
」
と
い
へ
る
お
は
り
の
こ
と

葉
を
、
「
、
き
ま
よ
ふ
霜
の
」
と
よ
み
な
さ
れ
て
、
又
「
ひ
る
は
お
も
　
1
7

ひ
に
あ
へ
す
け
ぬ
べ
し
（
古
今
義
一
・
4
7
0
・
素
性
）
」
と
あ
る
を
は
り
の
こ

と
ば
を
ひ
き
う
つ
さ
れ
た
り
。
…

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
顕
昭
が
摂
取
に
お
い
て
の
本
歌
か
ら
の
変
化
の

有
無
を
認
め
、
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
語
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
当
該
歌
第
四
旬
で
は
高
菜
歌
の
詞
を
変
化
さ
せ
て
摂
取
し
て
い
る

こ
と
を
「
よ
み
な
す
」
と
い
う
語
で
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
当
該
歌
結
句
で

は
古
今
歌
を
変
化
さ
せ
な
い
で
そ
の
ま
ま
の
形
で
摂
取
し
て
い
る
こ
と
を
「
ひ

き
う
つ
す
」
と
い
う
語
で
示
し
て
い
る
。
顕
昭
は
こ
う
し
た
語
の
使
用
を
、
か

な
り
自
覚
的
に
行
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
に
用
い
ら
れ



た
語
を
手
が
か
り
に
、
顕
昭
の
認
識
す
る
摂
取
の
方
法
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。

以
下
に
あ
げ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
摂
取
の
方
法
を
示
す
語
に
よ
る
整
理
を
行

う
こ
と
で
、
顕
昭
が
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
方
法
を
概
観
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
指
摘
の
際
に
用
い
ら
れ
た
語
が
複
合
動
詞
で
あ
る
場
合
は
、
後
項
の
動

詞
に
よ
っ
て
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
末
尾
に
顕
昭
の
認
識
す
る
摂

取
の
方
法
を
示
す
用
例
を
一
覧
し
て
い
る
の
で
、
適
宜
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

◎
本
歌
か
ら
の
変
化
を
認
め
る
も
の

・
「
か
ふ
」
系
1
－
「
か
ふ
（
5
）
」
「
い
ひ
か
ふ
（
1
）
」
「
よ
み
か
ふ
（
1
）
」

・
「
な
す
」
系
－
「
な
す
（
5
）
」
「
と
り
な
す
（
4
）
」
「
よ
み
な
す
（
9
）
」

「
か
へ
な
す
（
1
）
」
「
む
す
び
な
す
（
1
）
」

・
「
な
は
す
」
系
－
「
な
は
す
（
1
）
」
「
ひ
き
な
は
す
（
1
）
」
「
ず
ん
じ
な
ほ
す
T
）
」

・
そ
の
他
－
「
と
り
ち
が
ふ
（
3
）
」
「
こ
と
ば
を
す
つ
（
2
）
」
「
ひ
き
う
つ
す

（
1
）
」
「
と
り
あ
は
す
（
1
）
」
「
お
く
（
1
）
」
「
よ
み
お
く
（
1
）
」

◎
本
歌
か
ら
の
変
化
の
無
い
こ
と
を
認
め
る
も
の

・
「
う
つ
す
」
系
－
「
よ
み
う
つ
す
（
1
）
」
「
ひ
き
う
つ
す
（
1
）
」

・
そ
の
他
－
「
よ
み
お
く
（
1
）
」

◎
別
の
心
も
し
く
は
詞
の
添
加
を
認
め
る
も
の

・
「
そ
ふ
」
系
－
「
そ
ふ
（
1
）
」
「
よ
み
そ
ふ
（
6
）
」

・
「
く
は
ふ
」
系
－
「
く
は
ふ
（
1
）
」
「
よ
み
く
は
ふ
（
1
）
」

・
そ
の
他
－
「
た
ち
い
る
（
1
）
」
「
よ
み
つ
ぐ
（
1
）
」
「
よ
み
う
つ
す
（
1
）
」

「
お
く
（
1
）
」
「
よ
み
お
く
（
1
）
」

◎
二
首
を
合
わ
せ
て
の
摂
取
を
認
め
る
も
の

・
「
あ
は
す
」
系
－
「
と
り
あ
は
す
（
4
）
」
「
ひ
き
あ
は
す
（
1
）
」

・
そ
の
他
I
 
T
L
り
わ
く
T
）
」
「
と
り
そ
ふ
（
1
）
」
「
よ
み
そ
ふ
T
）
」
「
お
く
（
1
）
」

◎
配
民
に
着
目
す
る
も
の

・
「
お
く
」
系
l
l
「
お
く
（
6
）
」

従
来
、
こ
の
よ
う
な
語
に
着
目
し
て
先
行
表
現
摂
取
の
指
摘
を
考
察
す
る
こ

（7）

と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
本
歌
合
の
顕
昭
判
詞
の
場
合
に
は
、
多
少
の
例

外
や
こ
れ
ら
の
語
に
よ
ら
な
い
場
合
も
存
す
る
も
の
の
、
顕
昭
の
方
法
に
対
す

る
認
識
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
そ

れ
ぞ
れ
の
方
法
に
つ
い
て
典
型
例
を
示
し
っ
つ
、
そ
う
し
た
方
法
に
対
す
る
評

価
に
つ
い
て
も
考
慮
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
る
。

三
　
本
歌
か
ら
の
変
化
を
認
め
る
も
の

本
歌
か
ら
の
変
化
を
認
め
る
方
法
は
、
さ
ら
に
心
（
発
想
・
趣
向
）
　
を
変
え

る
方
法
、
詞
（
特
定
の
語
句
）
　
を
変
え
る
方
法
、
置
き
所
を
変
え
る
方
法
の
三

つ
に
細
分
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
心
を
変
え
る
方
法
と
は
、
本
歌
の

詞
を
利
用
し
な
が
ら
、
ま
た
多
少
は
変
化
も
さ
せ
な
が
ら
、
一
首
全
体
と
し
て

は
別
の
心
の
歌
に
変
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

④
千
二
百
十
九
番
　
右
　
負
　
　
　
　
　
　
　
　
定
家
朝
臣
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4
2
7
　
尋
み
る
つ
ら
き
心
の
お
く
の
海
よ
し
は
ひ
の
か
た
の
い
ふ
か
ひ
も
な
し

り
ー

右
歌
は
、
伊
勢
よ
り
み
や
す
所
の
源
氏
の
も
と
へ
た
て
ま
つ
る
歌
に
い



は
く
、
「
伊
勢
鴫
や
塩
千
の
方
に
あ
さ
り
て
も
い
ふ
か
ひ
な
き
は
う
き

世
な
り
け
り
（
混
氏
物
語
・
須
璧
」
、
こ
の
歌
の
「
伊
勢
し
ま
」
を
か
へ
て
、

「
つ
ら
き
心
の
お
く
の
う
み
」
と
な
さ
れ
、
「
し
ほ
ひ
の
か
た
に
あ
さ

り
て
も
い
ふ
か
ひ
な
き
は
浮
世
な
り
」
と
あ
る
を
、
「
塩
千
の
方
の
い

ふ
か
ひ
も
な
し
」
と
か
へ
ら
れ
た
り
。
「
う
き
よ
」
　
の
こ
と
ば
を
す

て
、
恋
の
歌
に
つ
く
ら
れ
た
る
な
る
べ
し
。
…

と
あ
る
よ
う
に
、
r
源
氏
物
語
」
須
磨
巻
に
み
え
る
六
条
御
息
所
の
述
懐
の
歌

（
但
し
、
結
句
「
わ
が
み
な
り
け
り
」
）
　
の
詞
を
利
用
し
っ
つ
、
「
う
き
よ
」
　
の

へ

5

）

詞
を
除
い
て
全
体
と
し
て
は
恋
の
歌
に
変
化
さ
せ
て
い
る
も
の
が
こ
れ
に
あ
た

る
。
こ
の
方
法
を
「
こ
と
ば
を
す
つ
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
指
摘
す
る
例
は
、

先
に
あ
げ
た
①
千
二
百
一
番
左
歌
判
詞
に
も
み
ら
れ
る
。

そ
の
他
に
も
千
二
百
四
十
番
左
歌
判
詞
で
は
、
r
古
今
集
」
雑
下
・
9
7
0
・
業

こ
う
し
た
心
を
変
え
る
方
法
は
、
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
詞
を
変
え
る
方
法
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

安
井
氏
に
よ
っ
て
顕
昭
判
詞
の
特
質
と
さ
れ
た
方
法
は
こ
れ
に
あ
た
る
。
安
井

氏
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
③
千
二
百
七
番
右
歌
判
詞
で
の
高
菜
歌
の
「
霜
の
お
き

ま
よ
ひ
」
を
「
を
き
ま
よ
ふ
霜
の
」
と
「
よ
み
な
す
」
と
い
う
の
は
、
確
か
に

歌
の
内
容
（
心
）
　
に
は
関
連
せ
ず
、
「
詞
の
典
拠
と
し
て
だ
け
の
本
歌
（
？
）

の
指
摘
」
　
で
あ
り
、
「
本
歌
と
新
歌
と
の
詞
の
組
み
替
え
、
パ
ズ
ル
を
見
る
よ

う
な
感
覚
の
指
摘
」
　
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
④
に
み
え
る
「
L
は
ひ
の
か

た
の
い
ふ
か
ひ
も
な
し
」
と
「
か
へ
」
た
の
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
次
に

あ
げ
る
よ
う
に
、
歌
の
心
は
変
え
ず
に
詞
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
例
も
み
ら
れ
る
。

⑤
千
三
百
八
番
　
左
　
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
権
僧
正
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1
4
　
別
封
割
引
封
劉
V
ノ
l
L
る
け
れ
ば
人
の
心
の
は
な
を
み
る
か
な

平
歌
を
摂
取
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
其
心
を
と
り
て
、
さ
り
げ
な
く

て
い
も
せ
の
な
か
ら
ひ
に
よ
み
な
さ
れ
て
、
あ
は
れ
も
ふ
か
く
侍
に
・
・
」
と
述

べ
、
千
二
百
五
十
八
番
右
歌
判
詞
で
は
、
冒
今
集
」
秋
下
・
聖
業
平
歌
と

同
・
恋
三
・
6
2
9
・
御
春
有
助
歌
の
二
首
を
摂
取
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、

左
歌
は
、
「
色
み
え
で
う
つ
ろ
ふ
も
の
は
世
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ

り
け
る
（
古
今
・
恋
五
・
禦
小
町
）
」
と
小
野
小
町
が
よ
め
る
歌
に
よ
せ
て
、

「
い
ろ
み
え
で
う
つ
ろ
ふ
物
は
世
中
の
」
と
は
べ
る
を
、
「
あ
ら
は
れ

「
…
と
申
歌
を
と
り
合
て
、
た
く
み
に
恋
の
う
た
を
つ
く
り
い
だ
せ
り
」
と
述

べ
る
な
ど
、
こ
う
し
た
方
法
に
つ
い
て
の
指
摘
が
み
ら
れ
る
。

本
稿
末
尾
の
用
例
一
覧
を
み
る
と
、
千
二
百
七
番
左
及
び
④
千
二
百
十
九
番

右
の
定
家
歌
で
は
評
価
に
つ
い
て
の
言
及
が
無
い
が
、
残
る
5
例
で
は
「
あ
は

れ
も
ふ
か
く
侍
」
「
た
く
み
に
」
と
あ
る
な
ど
肯
定
的
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。

て
う
つ
ろ
ふ
色
の
し
る
け
れ
ば
」
と
な
を
さ
れ
て
、
「
人
の
こ
、
ろ
の

花
に
ぞ
あ
り
け
る
」
を
、
「
ひ
と
の
心
の
は
な
を
み
る
哉
」
と
よ
み
か

へ
ら
れ
た
り
。
こ
と
ば
も
心
も
と
も
に
上
下
お
な
じ
さ
ま
に
侍
る
欺
。
…

判
詞
末
尾
に
は
、
上
旬
・
下
旬
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
歌
を
構
成
す
る
詞
や
心

が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
非
難
す
る
文
言
が
み
ら
れ
る
。
本
歌
の
詞
を
利
用
し
、

微
妙
に
変
化
さ
せ
て
摂
取
し
て
い
る
が
、
心
は
同
じ
で
あ
る
と
の
指
摘
と
考
え



ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
安
井
氏
の
指
摘
が
顕
昭
判
詞
の
特
質
を
捉
え
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
顕
昭
の
認
識
し
て
い
た
方
法
は
必
ず
し
も

こ
れ
だ
け
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
詞
を
変
え
る
方
法
に
は
こ
の
よ
う
な
も
の
も
み
ら
れ
る
。

⑥
千
二
百
三
番
　
右
　
負
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
後

＿

．

ヽ

J

l

l

．

．

1

．

．

1

1

1

1

1

4
0
　
と
き
知
ぬ
恋
は
富
士
の
ね
い
つ
と
な
く
た
え
ぬ
お
も
ひ
に
立
蛭
か
な

り
ー

右
歌
は
、
伊
勢
物
語
に
侍
る
、
「
噂
し
ら
ぬ
や
ま
は
ふ
じ
の
ね
い
つ
と

て
か
か
の
こ
ま
だ
ら
に
雪
の
ふ
る
ら
ん
（
伊
勢
物
語
・
第
九
段
）
」
と
あ
る
歌

を
お
も
ひ
て
、
「
山
は
富
士
の
ね
」
を
、
「
恋
は
ふ
じ
の
ね
」
と
か
へ

1
「
こ
ひ
ず
L
も
あ
ら
ず
」
と
い
う
変
化
は
、
一
首
の
構
成
は
変
え
ず
に
、

素
材
な
ど
詞
の
一
部
を
言
い
香
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
「
あ

か
ず
し
て
わ
か
る
二
俣
滝
に
そ
ふ
…
（
古
今
姦
別
・
聖
兼
芸
）
」
1
「
あ
か
ず
し

6

て
わ
か
る
∴
涙
袖
に
そ
ふ
…
（
千
二
百
五
十
九
番
左
・
聖
具
親
）
」
と
い
う
変
化
の
指

摘
が
あ
る
よ
う
に
、
顕
昭
は
こ
う
し
た
変
化
を
か
な
り
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
肯
定
的
・
否
定
的
ま
ち
ま

ち
で
あ
り
、
特
に
傾
向
は
見
出
せ
な
い
。

続
い
て
置
き
所
を
変
え
る
方
法
に
つ
い
て
考
え
る
。
置
き
所
と
は
、
摂
取
し

た
語
句
を
一
首
の
内
に
配
置
す
る
場
所
の
こ
と
を
指
す
。
顕
昭
判
詞
に
も
「
こ

ら
れ
た
る
に
こ
そ
。
か
、
る
す
ぢ
の
歌
に
と
り
て
は
あ
し
く
も
侍
ね
ど
、

歌
合
な
ど
に
は
い
か
ヾ
侍
ら
ん
。
左
の
歌
を
ま
さ
り
な
ん
と
申
べ
く
や
。

⑦
千
二
百
七
番
　
左
　
持
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
内
卿

ハ
ノ
h
12

4
1
　
身
の
ほ
ど
に
つ
、
む
と
い
は
ゞ
お
の
づ
か
ら
い
と
ふ
に
な
り
ぬ
恋
ず
L
も

あ
ら
ず

左
歌
は
、
「
月
よ
、
し
よ
、
L
と
人
に
つ
げ
や
ら
ば
こ
て
ふ
に
に
た
り

れ
は
た
ゞ
二
文
字
な
れ
ど
も
、
を
き
ど
こ
ろ
か
は
ら
ね
ば
」
（
千
二
百
五
十
一
一

番
右
）
　
と
し
て
用
例
が
存
す
る
。
次
に
あ
げ
る
例
は
、
安
井
氏
も
取
り
上
げ
て
　
2
0

お

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

⑧
千
二
百
十
二
番
　
左
　
負
　
　
　
　
　
　
　
　
保
季
朝
臣

4
2
2
　
思
や
れ
草
に
も
あ
ら
ず
木
に
も
あ
ら
ず
た
ゞ
や
は
袖
に
露
は
置
べ
き

り
ー

ま
た
ず
L
も
あ
ら
ず
（
古
今
姦
讐
聖
不
知
）
」
と
い
へ
る
心
を
こ
ひ
ね

が
ひ
て
、
「
月
」
を
「
恋
」
に
副
い
、
「
ま
た
ず
L
も
あ
ら
ず
」
を

左
歌
は
、
「
木
に
も
あ
ら
ず
草
に
も
あ
ら
ぬ
竹
の
よ
の
は
し
に
吾
身
は

な
り
ぬ
べ
ら
な
り
（
古
今
・
凛
下
＝
聖
不
知
）
」
と
侍
歌
は
、
た
け
を
ば

「
こ
ひ
ず
L
も
あ
ら
ず
」
と
い
ひ
か
へ
ら
れ
た
る
に
こ
そ
。
…

⑦
は
安
井
氏
も
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
「
歌
の
詞
の
組
み
合
わ

せ
や
言
い
換
え
の
面
白
さ
と
い
う
視
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
」
指
摘
と
さ
れ
る

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

よ
う
に
、
「
山
は
富
士
の
ね
」
1
「
恋
は
ふ
じ
の
ね
」
、
「
ま
た
ず
L
も
あ
ら
ず
」

「
木
に
も
あ
ら
ず
草
に
も
あ
ら
ず
」
と
よ
み
て
侍
り
。
そ
の
か
し
ら
む

ね
の
句
を
と
り
て
、
今
歌
の
む
ね
こ
L
に
を
か
れ
て
侍
る
、
本
歌
よ

り
は
し
な
、
き
や
う
に
き
こ
え
侍
は
、
ひ
が
お
ぼ
え
に
や
侍
ら
ん
。
…

詞
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
形
で
摂
取
し
、
旬
の
順
序
を
逆
に
し
て
置
き
所

を
変
え
る
方
法
に
対
し
て
は
、
本
歌
と
比
較
す
る
と
「
し
な
・
き
や
う
に
き
こ



え
侍
」
と
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
例
で
は
、

⑨
千
二
百
五
十
三
番
　
右
　
勝
　
　
　
　
　
　
　
三
富

⑲
千
三
百
廿
三
番
　
左
　
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
前
権
僧
正

6
1
4
　
我
涙
よ
し
の
、
河
の
よ
し
さ
ら
ば
い
も
せ
の
山
の
中
に
な
が
れ
よ

5

2
5
0
　
う
と
か
り
し
も
ろ
こ
し
船
も
よ
る
ば
か
り
袖
の
み
な
と
を
あ
ら
ふ
白
浪

右
歌
は
、
伊
勢
物
語
に
、
「
お
も
ほ
え
ず
袖
に
湊
ぞ
さ
は
ぐ
ら
し
も
ろ

こ
し
船
も
よ
せ
つ
ば
か
り
に
（
伊
勢
物
語
・
竺
一
十
六
段
）
」
と
侍
歌
乃
上
下

左
歌
は
、
「
な
が
れ
て
は
い
も
せ
の
山
の
中
に
お
つ
る
よ
し
の
、
河
の

よ
し
や
世
中
（
古
今
・
恋
五
・
禦
不
知
）
」
と
侍
歌
は
、
大
か
た
の
い
も
せ

の
な
か
ら
ひ
の
あ
り
や
う
を
よ
め
る
歌
に
て
、
古
今
の
恋
の
歌
の
は
て

旬
と
り
ち
が
へ
ら
れ
て
侍
欺
。
し
か
れ
ど
、
こ
と
ば
づ
か
ひ
な
ど
あ
L

か
ら
ね
ば
さ
て
侍
り
な
ん
。
…

本
歌
の
詞
を
摂
取
し
、
上
旬
と
下
旬
に
逆
転
さ
せ
て
配
置
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
後
は
、
逆
接
の
関
係
を
示
す
語
に
よ
っ
て
「
こ
と
ば
づ
か
ひ
な
ど
あ
L

か
ら
ね
ば
」
と
い
う
や
や
肯
定
的
な
評
価
に
続
い
て
い
る
。
従
っ
て
置
き
所
を

変
え
る
方
法
に
つ
い
て
は
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
に
「
と
り
ち
が
ふ
」
の
語
に
よ
っ
て
置
き
所
を
変
え
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
千
二
百
二
番
右
歌
判
詞
、
千
二
百
六
十
七
番
右
歌
判
詞
で
も
、
明
ら
か
に

否
定
的
評
価
と
見
な
し
う
る
文
言
は
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
肯
定
的
に
は

評
さ
れ
て
い
な
い
。
千
三
百
廿
三
番
左
歌
判
詞
に
の
み
肯
定
的
評
価
が
み
ら
れ

る
が
、
こ
れ
は
後
に
検
討
す
る
詞
を
添
加
す
る
方
法
と
共
に
評
価
さ
れ
た
も
の

で
、
置
き
所
を
変
え
る
方
法
が
肯
定
的
評
価
の
中
心
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

よ
っ
て
、
こ
う
し
た
方
法
は
あ
ま
り
賞
揚
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
本
歌
か
ら
の
変
化
を
認
め
る
三
つ
の
方
法
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

て
き
た
が
、
こ
う
し
た
具
体
的
な
言
及
以
外
に
、
変
化
を
単
に
捉
え
た
だ
け
の

指
摘
も
存
す
る
。

に
は
入
て
侍
と
み
ゆ
る
を
、
お
か
し
く
と
り
な
さ
れ
て
も
侍
か
な
。

本
歌
は
、
「
よ
し
の
、
川
の
よ
し
や
よ
の
中
」
と
侍
に
、
今
の
う
た
は
、

「
わ
が
涙
」
を
よ
み
そ
へ
て
、
「
吉
野
の
川
の
よ
し
さ
ら
ば
」
と
い
ひ
、

本
歌
に
は
、
「
な
が
れ
て
は
い
も
せ
の
や
ま
の
中
に
お
つ
る
」
と
あ
る

を
、
今
の
詠
に
、
「
い
も
せ
の
や
ま
の
中
に
な
が
れ
よ
」
と
な
さ
れ
て

侍
、
ゆ
、
し
き
心
た
く
み
也
。
…

ま
ず
古
今
歌
を
「
お
か
し
く
」
変
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
肯
定
的
に
評
価
し
、

そ
の
上
で
、
「
よ
み
そ
ふ
」
　
の
語
に
よ
っ
て
後
に
検
討
す
る
別
の
心
も
し
く
は

詞
を
添
加
す
る
方
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
ま
た
、
「
な
す
」
　
の
語
に

よ
っ
て
詞
を
変
え
る
方
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
単
に
変
化
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
い

う
順
で
論
述
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
指
摘
は
「
と
り
な
す
」
　
「
よ
み
な
す
」
　
の
語
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

21

い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
「
よ
く
と
り
な
さ
れ
て
き
こ
え

侍
れ
ど
」
　
（
千
三
百
八
番
右
）
、
「
お
も
し
ろ
う
よ
み
な
さ
れ
て
侍
に
こ
そ
」

（
千
二
百
十
七
番
左
「
　
「
ふ
し
ぐ
よ
ろ
し
く
よ
み
な
さ
れ
て
侍
れ
ば
」
　
（
千



二
百
七
十
番
右
）
　
な
ど
の
例
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
、
こ
う
し
た
「
お

か
し
く
」
「
よ
く
」
「
お
も
し
ろ
う
」
「
よ
ろ
し
く
」
な
ど
の
語
を
伴
っ
て
、
本

歌
か
ら
の
変
化
が
あ
る
こ
と
を
肯
定
的
に
許
す
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

四
　
本
歌
か
ら
の
変
化
の
無
い
こ
と
を
認
め
る
も
の

次
に
、
本
歌
か
ら
の
変
化
の
無
い
こ
と
を
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

③
千
二
百
七
番
右
歌
判
詞
で
み
た
よ
う
な
「
う
つ
す
」
系
の
語
に
よ
っ
て
示
さ

れ
る
以
外
に
も
、
特
定
の
語
を
伴
わ
ず
に
指
摘
す
る
例
が
数
多
く
あ
り
、
そ
れ

ら
は
全
体
的
に
み
て
本
歌
と
の
変
化
が
無
い
こ
と
を
否
定
的
に
評
価
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
先
に
み
た
方
法
と
同
様
に
、
心
・
詞
・
置
き
所
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
の
指
摘
が
み
ら
れ
る
。

⑪
千
二
百
五
十
九
番
　
右
　
負
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
成
卿
女

り
に
た
が
は
ず
や
侍
ら
ん
。
も
と
す
ゑ
の
詞
の
と
り
ち
が
へ
ら
れ
て
侍
ば
か
り

に
こ
そ
」
、
千
三
百
十
六
番
右
歌
判
詞
に
「
…
と
侍
に
心
詞
た
が
は
ぬ
う
へ
に
」

と
あ
る
。
ま
た
、
千
三
百
鮒
二
番
右
歌
判
詞
に
も
「
心
も
こ
と
ば
も
み
な
よ
み

の
せ
ら
れ
て
、
私
の
し
わ
ざ
は
す
く
な
く
や
侍
ら
ん
」
と
あ
る
し
、
⑤
千
三
百

八
番
左
歌
判
詞
も
直
接
的
な
文
言
は
み
え
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
考

え
れ
ば
否
定
的
評
価
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

心
の
み
に
つ
い
て
の
指
摘
に
は
、
千
二
百
八
十
四
番
左
歌
判
詞
に
「
…
と
侍

る
う
た
の
心
を
い
で
ず
や
侍
ら
ん
」
、
千
二
百
八
十
五
番
右
歌
判
詞
に
「
下
旬

は
よ
み
か
へ
ら
れ
た
れ
ど
、
お
ほ
心
は
ひ
と
つ
す
ぢ
に
や
」
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
ま
た
、
詞
に
つ
い
て
の
指
摘
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

⑫
千
二
百
九
十
一
番
　
右
　
負
　
　
　
　
　
　
　
　
家
隆
朝
臣
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－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
－
－
－
1
・
1
．
－
－
，
1
・
－
－

5
8
　
あ
ひ
に
達
て
物
お
も
ふ
こ
ろ
の
夕
碁
に
な
く
や
さ
月
の
山
は
と
、
ぎ
す

7

2
5
1
　
お
も
ひ
い
で
、
鳴
こ
そ
わ
た
れ
秋
か
ぜ
に
ち
ぎ
り
し
空
の
初
屑
の
声

右
歌
は
、
「
思
い
で
：
」
ひ
し
き
時
は
初
か
り
の
哺
て
わ
た
る
と
人
は

し
ら
ず
や
（
古
今
・
恋
四
・
誓
登
）
」
、
是
は
、
し
の
び
に
か
た
ら
へ
る
人

の
家
の
あ
た
り
を
ま
か
る
お
り
に
、
か
り
の
嶋
を
き
、
て
、
黒
主
が
よ

め
る
也
。
左
は
、
「
な
を
し
の
、
め
」
、
い
か
ゞ
と
き
こ
ゆ
れ
ど
、
右

歌
は
本
歌
と
心
も
詞
も
た
が
は
ぬ
や
う
に
侍
。
偽
為
負
。

古
今
歌
の
詞
を
利
用
し
っ
つ
、
雁
の
鳴
き
渡
る
声
に
相
手
を
想
っ
て
嘆
く
心

情
を
込
め
る
心
を
詠
ん
だ
当
該
歌
は
、
あ
ま
り
に
も
変
化
が
無
い
と
非
難
し
て

い
る
。
同
様
の
評
価
は
、
千
二
百
六
十
七
番
右
歌
判
詞
に
「
…
と
侍
歌
に
あ
ま

右
歌
は
、
五
旬
な
が
ら
面
白
こ
そ
よ
み
つ
ゞ
け
ら
れ
て
侍
る
め
れ
。

「
あ
ひ
に
達
て
物
思
こ
ろ
の
」
と
侍
二
旬
は
、
伊
勢
が
う
た
（
古
今
・
悪

玉
・
聖
伊
勢
）
也
。
「
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
」
と
い
ふ
腰
の
旬
は
、
薫
呂
女
御
の
、

「
さ
ら
で
だ
に
あ
や
し
き
ほ
ど
の
夕
碁
に
（
後
拾
遺
・
扶
上
・
望
至
芸
釦
）
」

と
侍
歌
、
「
な
く
や
さ
月
の
」
は
、
万
葉
の
、
「
子
規
嶋
や
五
月
の
み

じ
か
よ
も
（
莞
竿
・
聖
不
知
）
」
と
侍
歌
の
一
旬
、
「
山
郭
公
」
と
は
て

た
る
は
、
窮
恒
が
う
た
に
、
「
く
る
、
か
と
み
れ
ば
明
ぬ
る
夏
の
よ
を

あ
か
ず
と
や
鳩
山
ほ
と
・
ぎ
す
（
古
今
二
見
・
冊
・
忠
琴
）
」
、
巳
上
新
歌
と
て

一
文
字
も
わ
が
詞
は
べ
ら
ぬ
上
に
、
さ
せ
る
こ
と
侍
ら
ず
や
。
…



第
三
旬
及
び
結
句
の
指
摘
は
幾
分
恋
意
的
な
非
難
の
感
が
あ
る
が
、
顕
昭
と

し
て
は
第
一
・
二
旬
及
び
第
四
旬
に
対
す
る
本
歌
か
ら
の
変
化
が
無
い
と
い
う

非
杜
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
に
つ
い
て
典
拠
と
い
え
る
よ
う

な
歌
を
博
捜
し
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
下
旬
が
完
全
に
一
致
す
る

歌
に
対
し
て
は
か
な
り
厳
し
く
非
難
し
て
い
る
。

⑬
千
二
首
相
九
番
　
左
　
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
侍
従

右
歌
は
、
「
い
つ
し
か
と
碁
を
ま
つ
ま
の
大
空
は
く
も
る
さ
へ
こ
そ
う

れ
し
か
り
け
れ
（
拾
遺
集
・
恋
二
・
誓
不
知
）
」
と
申
歌
の
心
に
や
。
後
拾
遺

に
隆
家
卿
歌
、
「
さ
も
こ
そ
は
都
の
ほ
か
の
や
ど
り
せ
め
う
た
で
露
け

き
革
ま
く
ら
哉
（
後
拾
遺
・
穏
旅
∵
禦
隆
家
）
」
、
こ
れ
は
た
二
二
文
字
な
れ

6

4
7
　
た
の
む
と
も
い
ま
は
た
の
ま
じ
あ
ふ
み
ぢ
の
し
の
、
を
ふ
1
き
人
は
か
り

つ
h

け
り左

歌
は
、
催
馬
楽
に
、
「
近
江
路
の
し
の
、
を
ふ
ゞ
き
は
や
ひ
か
す
こ

も
ち
ま
ち
や
せ
ぬ
ら
ん
し
の
、
を
ふ
ゞ
き
（
催
馬
楽
・
近
江
路
）
」
と
申
歌

に
つ
き
て
よ
め
る
な
る
べ
し
。
…
〔
俊
頼
朝
臣
が
竹
風
如
秋
と
申
題
に
、

「
秋
き
ぬ
と
竹
の
そ
の
ふ
に
な
の
ら
せ
て
し
の
、
を
ふ
ゞ
き
人
は
か
る

な
り
（
敵
木
奇
歌
集
・
鬱
」
と
よ
め
る
に
末
旬
同
。
如

こ
の
他
に
も
、
千
三
百
三
番
右
歌
判
詞
「
巳
撰
集
の
古
歌
也
」
、
千
三
百
九

番
左
歌
判
詞
、
千
三
百
廿
七
番
左
歌
判
詞
「
下
旬
の
千
載
集
の
歌
に
て
侍
也
…

す
で
に
勅
撰
の
歌
の
下
二
旬
、
尤
さ
ら
る
べ
か
り
け
る
か
」
　
に
も
、
同
様
の
評

価
が
み
え
る
。

次
に
あ
げ
る
置
き
所
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、
本
歌
と
の
重
な
り
は
ほ
ん
の
一

部
で
は
あ
る
が
、
顕
昭
は
こ
れ
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

⑱
千
二
百
五
十
一
番
　
右
　
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寂
蓮

5
0
1
　
お
も
か
げ
は
く
も
る
空
だ
に
あ
る
も
の
を
う
た
て
く
ま
な
く
す
め
る
月
哉

2

ど
も
、
を
き
ど
こ
ろ
か
は
ら
ね
ば
、
此
詞
に
よ
り
て
き
よ
げ
に
き
こ
ゆ
。

又
ふ
る
L
と
も
申
つ
べ
し
。
但
、
あ
ま
り
の
事
か
。
詞
づ
か
ひ
な
ど
よ

ろ
し
く
み
ゆ
れ
ば
、
右
ま
さ
る
と
も
申
侍
ぬ
べ
し
。

顕
昭
も
「
た
二
二
文
字
な
れ
ど
も
」
と
述
べ
て
、
重
な
り
の
度
合
い
が
低
い

こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
こ
の
詞
に
よ
っ
て
肯
定
的
評
価
の
「
き
よ
げ
」
に
も

な
り
、
否
定
的
評
価
の
「
ふ
る
し
」
　
に
も
な
る
と
す
る
。
最
終
的
に
は
こ
う
し

た
評
価
に
重
点
を
置
か
ず
、
「
詞
づ
か
ひ
」
　
の
点
か
ら
み
て
当
該
歌
に
勝
の
判

定
を
与
え
て
い
る
。
先
に
み
た
詞
を
一
部
変
え
る
方
法
の
場
合
の
よ
う
に
、
か

な
り
敏
感
に
こ
う
し
た
詞
や
置
き
所
の
一
致
を
感
じ
取
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

五
　
別
の
心
も
し
く
は
詞
の
涛
加
を
認
め
る
も
の

次
に
別
の
心
も
し
く
は
詞
を
添
加
す
る
方
法
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す

る
。
こ
れ
は
、
本
稿
末
尾
に
あ
げ
た
よ
う
に
「
そ
ふ
」
系
・
「
く
は
ふ
」
系
の

語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

⑮
千
二
百
五
十
八
番
　
左
　
持
　
　
　
　
　
　
　
　
良
平

23

2
5
1
4
　
あ
ひ
み
て
も
な
ご
り
お
し
ま
の
あ
ま
人
は
け
さ
の
お
き
に
ぞ
袖
ぬ
ら
し
つ
る

左
歌
は
、
「
松
し
ま
や
を
じ
ま
が
い
そ
に
あ
さ
り
せ
し
あ
ま
の
袖
こ
そ



か
く
は
ぬ
れ
し
か
（
後
拾
遺
・
恋
四
・
響
宜
之
）
」
と
後
拾
遺
の
う
た
に
て
侍

り
。
そ
れ
に
て
後
朝
の
心
を
よ
ま
れ
て
、
「
け
さ
の
お
き
に
ぞ
袖
ぬ
ら

る
を
し
」
な
ど
も
、
い
か
ゞ
と
き
こ
ゆ
。
…

こ
の
他
に
も
、
千
三
百
朴
九
番
右
歌
判
詞
に
は
「
「
程
は
雲
井
」
の
l
詞
を

す
」
な
ど
そ
へ
ら
れ
て
侍
り
。
…

こ
れ
は
、
本
歌
の
心
及
び
詞
を
摂
取
し
た
上
に
、
後
朝
の
別
れ
の
心
を
加
え

て
、
「
け
さ
の
お
き
に
ぞ
袖
ぬ
ら
し
つ
る
」
と
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
別
の
心

を
添
え
た
例
と
言
え
る
。
同
様
の
方
法
は
、
千
二
百
肝
六
番
石
歌
判
詞
、
千
三

百
十
番
右
歌
判
詞
に
も
指
摘
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
次
に
あ
げ
る
二
例
は
と
も
に
本
歌
を
摂
取
し
た
上
で
、
別
の
詞
を
添

加
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑯
千
二
百
五
十
番
　
右
　
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
雅
経

の
せ
ら
れ
て
侍
れ
ど
、
す
ゑ
の
よ
く
よ
み
く
は
へ
ら
れ
て
侍
れ
ば
、
と
も
に
よ

ろ
し
く
持
な
る
べ
し
」
、
千
二
百
六
十
一
番
右
歌
判
詞
に
は
「
…
と
申
歌
に
、

4
9
8
　
割
引
日
刊
刷
に
な
み
だ
を
ま
か
せ
て
も
く
ち
な
ば
い
か
に
袖
の
し
が
ら
み

り
ー

「
わ
が
ま
た
し
の
ぶ
月
ぞ
み
ゆ
覧
」
と
は
よ
み
そ
へ
ら
れ
て
侍
れ
ど
、
秀
逸
に

は
み
え
侍
ら
ぬ
う
へ
に
…
」
と
い
う
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
み
て
も
分
か
る
よ

う
に
、
評
価
は
方
法
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
添
加
し
た
結
果
の
一
首
の
出

来
に
依
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

結
果
的
な
現
象
と
し
て
は
添
加
と
同
じ
で
あ
る
が
、
顕
昭
の
認
識
と
し
て
は

や
や
異
な
る
も
の
が
次
に
あ
げ
る
例
で
あ
る
。

⑲
千
二
百
四
十
八
番
　
右
　
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
具
朝
臣

24

右
歌
も
、
さ
き
に
申
す
伊
勢
が
、
「
や
ど
る
月
さ
へ
ぬ
る
、
が
ほ
な
る

（
古
今
・
恋
五
・
聖
伊
勢
こ
と
申
歌
に
、
「
く
ち
な
ば
い
か
に
袖
の
し
が
ら

4
9
5
　
と
へ
か
し
な
尾
花
が
も
と
の
思
革
L
を
る
、
野
べ
の
露
は
い
か
に
と

み
」
な
ど
よ
み
そ
へ
ら
れ
て
侍
る
が
、
と
も
に
お
も
は
れ
た
る
と
こ
ろ
、

よ
し
侍
れ
ど
、
左
の
、
「
あ
さ
霧
の
八
重
た
つ
な
み
」
、
猶
き
、
つ
か

ぬ
や
う
に
覚
侍
れ
ば
、
右
を
勝
と
申
べ
し
。

⑫
千
三
百
廿
一
番
　
右
　
負
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寂
蓮

右
歌
は
、
万
葉
歌
に
、
「
み
ち
の
べ
の
尾
花
が
し
た
の
思
草
い
ま
さ
ら

0

に
な
ど
物
お
も
ふ
べ
き
（
業
苦
・
聖
不
知
こ
と
は
べ
る
歌
の
胸
こ
し

6
4
1
　
さ
ゆ
る
よ
の
う
き
ね
の
霜
を
打
は
ら
ひ
鳴
な
る
を
L
も
我
ば
か
り
や
は

つ
ー

右
歌
は
、
「
よ
を
さ
む
み
ね
ざ
め
て
き
け
ば
を
し
ぞ
嶋
は
ら
ひ
も
あ
へ

ず
し
も
や
を
く
ら
ん
（
後
瑛
二
冬
・
望
不
知
）
」
な
ど
よ
め
る
上
に
、
「
我
ば

か
り
や
は
」
な
ど
、
一
詞
く
は
へ
ら
れ
た
る
ば
か
り
に
や
。
「
な
く
な

を
と
り
て
、
さ
ら
に
下
旬
を
よ
み
か
へ
ら
れ
て
侍
め
り
。
…

先
に
み
た
、
本
歌
を
摂
取
し
た
上
で
別
の
詞
を
添
加
す
る
も
の
と
結
果
的
に

は
同
じ
で
あ
る
が
、
、
顕
昭
は
　
「
よ
み
か
ふ
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
指
摘
を
行

っ
て
い
る
。
本
歌
を
摂
取
し
た
上
で
、
あ
と
の
部
分
の
詞
を
変
化
さ
せ
る
と
い

う
方
法
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
他
に
も
、
千
二
百
八
十
五
番
右
歌
判
詞
に
同
様
の

指
摘
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
よ
み
か
ふ
」
な
ど
の
語
は
無
い
が
、
千
二
百

廿
七
番
左
歌
判
詞
の
「
は
じ
め
の
二
句
「
思
ふ
事
し
の
べ
ど
い
ま
は
」
と
ば
か



り
あ
た
ら
し
く
侍
欺
」
、
千
二
百
六
十
三
番
左
歌
判
詞
の
「
「
や
ど
る
月
さ
へ

ぬ
る
、
が
は
な
る
」
と
侍
う
た
の
か
み
の
め
づ
ら
し
く
な
り
て
侍
に
こ
そ
」
と

い
う
の
も
、
こ
の
方
法
と
み
な
し
て
良
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

六
　
二
首
を
合
わ
せ
て
の
摂
取
を
認
め
る
も
の
・

そ
の
他

前
節
で
み
た
も
の
は
、
一
首
の
歌
と
さ
ら
に
別
の
心
も
し
く
は
詞
を
添
加
す

る
、
変
化
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
が
、
二
首
の
歌
を
合
わ
せ
る
と
い
う

方
法
の
指
摘
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
は
、
「
と
り
あ
は
す
」
と
い
う
語
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

⑲
千
二
百
六
十
一
番
　
左
　
勝
　
　
　
　
　
　
　
女
房

判
詞
の
「
此
歌
二
首
を
と
り
わ
け
て
、
今
の
う
た
の
上
下
に
を
け
る
欺
」
と
い

う
指
摘
も
、
方
法
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
と
認
め
う
る
。

最
後
に
、
配
置
に
着
目
す
る
「
お
く
」
系
の
語
に
つ
い
て
み
て
お
く
。
こ
れ

ら
は
本
歌
か
ら
の
変
化
の
有
無
と
は
直
接
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
本
歌
か
ら
摂
取

し
た
語
句
を
新
歌
の
ど
こ
に
配
置
す
る
か
と
い
う
点
に
関
す
る
指
摘
で
あ
る
。

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

⑳
千
二
百
廿
七
番
　
左
　
負
　
　
　
　
　
　
　
　
保
李
朝
臣

4
5
2
　
お
も
ふ
こ
と
し
の
べ
ど
い
ま
は
名
取
河
せ
ゞ
の
埋
木
あ
ら
は
れ
に
け
り

左
歌
は
、
「
名
取
川
満
々
の
埋
木
あ
ら
は
れ
ば
い
か
に
せ
ん
と
か
あ
ひ

み
そ
め
け
ん
（
古
今
・
恋
〒
望
不
知
）
」
、
此
歌
の
上
三
旬
を
引
、
今

5
2
0
　
う
つ
：
し
そ
ぬ
る
よ
ひ
く
も
か
た
か
ら
め
そ
を
だ
に
ゆ
る
せ
夢
の
関
守

左
歌
は
、
「
人
し
れ
ぬ
わ
が
か
よ
ひ
ぢ
の
関
守
は
よ
ひ
く
ご
と
に
う

ち
も
ね
な
、
ん
（
古
今
・
恋
三
・
望
業
平
）
」
と
侍
歌
と
、
「
あ
か
で
こ
そ
お
も

は
ん
中
は
は
な
れ
な
め
そ
を
だ
に
後
の
忘
が
た
み
に
（
古
今
・
恋
四
・
m
・
不

知
）
」
と
侍
る
う
た
と
、
二
を
と
り
あ
ほ
せ
ら
れ
て
め
で
た
く
こ
そ
侍
れ
。

こ
の
他
、
千
二
百
六
十
八
番
左
歌
判
詞
の
「
ふ
る
き
歌
ふ
た
つ
を
引
剖

せ
て
よ
ま
れ
て
侍
る
に
や
」
と
い
う
指
摘
や
、
千
三
百
廿
二
番
右
歌
判
詞
の

「
上
旬
は
万
葉
の
歌
に
…
、
下
旬
は
伊
勢
物
語
に
い
り
て
侍
、
…
と
申
う
た
の

こ
と
ば
を
ひ
き
あ
は
せ
て
、
よ
く
こ
そ
い
と
な
ま
れ
て
侍
れ
ど
…
」
と
い
う
指

摘
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
指
摘
の
語
は
異
な
る
が
、
千
三
百
十
二
番
左
歌

の
歌
の
腰
よ
り
下
三
旬
に
を
か
れ
て
侍
め
り
。
は
じ
め
の
二
旬
「
思
ふ
　
2
5

事
し
の
べ
ど
い
ま
は
」
と
ば
か
り
あ
た
ら
し
く
侍
欺
。
…
　
　
－

こ
の
他
に
も
⑧
千
二
百
十
二
番
左
歌
判
詞
や
、
直
前
に
あ
げ
た
千
三
百
十
二

番
左
歌
判
詞
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
み
る
と
、
本
歌
と
あ
ま
り
詞
に

変
化
が
無
い
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
以
外
の
方
法
に
関
す
る
指
摘
と
し
て
は
、
摂
取
し
た
こ

と
を
明
ら
か
に
示
す
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
も
の
が
あ
る
。

⑳
千
二
百
七
十
三
番
　
右
　
負
　
　
　
　
　
　
　
俊
成
卿
女

5
1
5
　
得
と
だ
に
人
は
わ
す
る
、
さ
延
に
い
く
夜
か
さ
ね
つ
袖
の
か
た
し
き

り
h

右
歌
は
、
「
さ
延
に
衣
か
た
し
き
こ
よ
ひ
も
や
わ
れ
を
ま
つ
ら
ん
う
ぢ

の
は
し
ひ
め
（
古
今
・
恋
四
・
6
8
9
二
小
知
）
」
と
い
へ
る
う
た
に
つ
き
て
、
「
う



ぢ
の
は
し
ひ
め
」
と
い
ふ
そ
の
名
を
ば
か
く
し
て
、
「
得
と
だ
に
人
は

わ
す
る
、
さ
廷
」
な
ど
は
お
か
し
く
見
た
ま
ふ
る
に
、
結
句
の
「
袖
の

か
た
し
き
」
は
い
か
ゞ
侍
ら
ん
。
本
歌
は
、
「
衣
か
た
し
き
こ
よ
ひ
も

や
」
と
よ
み
か
け
て
は
べ
れ
ば
こ
そ
開
に
く
か
ら
ね
。
こ
の
「
袖
の
か

た
し
き
」
は
を
よ
ば
ぬ
こ
い
ろ
に
か
た
ぷ
か
れ
侍
。
よ
り
て
以
左
為
勝
。

本
歌
に
み
え
る
「
う
ぢ
の
は
し
ひ
め
」
を
新
歌
に
は
表
さ
ず
に
、
「
符
と
だ

に
人
は
わ
す
る
、
さ
延
に
」
と
詠
む
こ
と
で
、
待
つ
存
在
を
想
起
さ
せ
る
方
法

を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
千
二
百
鮒
二
番
左
歌
判
詞
の

「
此
う
た
の
心
を
終
旬
に
お
も
は
せ
て
、
云
さ
、
れ
て
い
へ
る
欺
」
と
い
う
指

摘
も
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
摂
取
し
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
な
い
と
、
「
ひ
と
こ
と
葉
を
と
れ
る
も
心
ぼ
そ
く
き
こ
ゆ
れ
ば
」
　
（
千

二
百
廿
四
番
右
）
、
「
す
こ
し
か
す
か
に
や
侍
ら
ん
」
　
（
千
三
百
十
二
番
左
）
と

し
て
、
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
先
行
表
現
摂
取
の
方
法
に
つ
い
て
指
摘
の
あ
る
判
詞
を
検
討
し
て
き

た
。
具
体
的
方
法
に
言
及
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
語
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
従
来
、
単
に
多
く
の
古
歌
を
引
用
す
る
、
詞
の
典
拠
に
つ
い
て
の

指
摘
ば
か
り
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
多
様
な
方
法

に
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
と
思
う
。
ま
た
評
価
に
関
し
て

は
、
本
歌
か
ら
新
歌
へ
い
か
に
変
化
さ
せ
た
か
に
最
も
関
心
が
向
け
ら
れ
、
心

を
変
え
る
方
法
な
ど
、
本
歌
か
ら
の
変
化
の
あ
る
も
の
を
肯
定
的
に
評
価
し
、

逆
に
心
・
詞
・
置
き
所
な
ど
が
あ
ま
り
に
も
本
歌
と
一
致
す
る
も
の
は
否
定
的

に
評
価
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
の
他
、
摂
取
を
明
ら
か
に
示

す
か
否
か
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、
顕
昭
は
か
な
り
明
確
な
方
法
意
識
に
基
づ
い
て
批
評
を
行
っ
て
い
る
と
認

め
て
良
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

顕
昭
の
先
行
表
現
摂
取
の
方
法
に
対
す
る
認
識
は
、
例
え
ば
心
を
変
え
る
方

法
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
点
な
ど
を
み
る
と
、
俊
成
・
定
家
等
の
も
の
と
全
く

懸
け
離
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
新
風
理
解
の
努
力
の

一
環
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
な
の
か
、
顕
昭
判
詞
に
お
け
る
認
識
の
変
遷
の

有
無
を
確
か
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
先
行
表
現
摂

取
の
範
囲
・
効
果
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
た
上
で
、
改
め
て

詳
述
し
た
い
と
思
う
。

顕
昭
の
先
行
表
現
摂
取
に
対
す
る
認
識
を
明
ら
か
に
出
来
れ
ば
、
顕
昭
の
実

作
に
お
け
る
摂
取
方
法
と
の
関
連
、
或
い
は
注
釈
に
お
け
る
摂
取
の
指
摘
の
様

相
と
の
関
連
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い

が
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
筆
を
措
く
。

〔注）
（
1
）
能
勢
朝
次
氏
「
六
條
家
の
歌
人
と
其
の
歌
学
思
想
（
二
）
」
（
r
国
語
国
文
の
研
究
し
2
5

昭
和
3
・
1
0
。
r
能
勢
朝
次
著
作
灸
3
　
近
世
和
歌
研
究
」
（
思
文
閣
出
版
　
昭
和
虫
）

に
所
収
）
。
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（
2
こ
津
蓑
雄
氏
r
歌
合
せ
の
歌
謡
史
研
究
し
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
　
昭
和
駕
）
。

（
3
）
安
井
乗
雄
氏
「
表
現
・
思
想
の
基
盤
と
し
て
の
注
釈
－
－
顔
昭
」
（
山
本
一
編
r
中
世

歌
人
の
心
　
転
換
親
の
和
歌
観
」
世
界
思
想
杜
　
平
成
4
・
9
）
。

（
4
）
藤
平
春
男
氏
「
新
古
今
炎
の
本
歌
収
に
つ
い
て
」
　
（
r
早
大
工
雷
研
究
年
誌
」
最
終
号

昭
和
4
1
・
1
2
）
、
r
新
古
今
と
そ
の
前
後
」
　
（
笠
間
書
院
　
昭
和
5
8
。
r
藤
義
男
著
作
炎

第
2
巷
」
（
笠
間
曹
院
　
平
成
9
）
に
所
収
）
。

（
5
）
川
平
ひ
と
し
氏
「
本
歌
収
と
本
説
取
　
－
　
（
も
と
）
の
構
吐
T
」
（
「
所
古
今
娘

と
そ
の
時
代
」
風
間
彗
房
　
平
成
2
）
。

（
6
）
本
歌
合
の
本
文
は
、
宮
内
庁
詐
陵
部
本
を
底
本
と
し
た
、
有
吉
保
氏
r
千
五
百
番
歌

合
の
校
本
と
そ
の
研
究
」
　
（
風
間
書
房
　
昭
和
4
3
）
　
に
拠
る
が
、
明
ら
か
に
底
本
の
誤

脱
と
思
わ
れ
る
筒
所
は
高
松
宮
家
本
に
拠
っ
て
訂
し
て
い
る
。
ま
た
、
句
読
点
等
私

に
表
記
を
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。
な
お
、
判
詞
中
に
引
用
さ
れ
た
和
歌
の
歌
番
号
等

は
、
r
新
編
国
歌
大
観
」
に
拠
っ
て
い
る
。

（
7
）
安
井
氏
が
「
顕
昭
の
新
風
に
対
す
る
認
識
と
姿
勢
」
　
（
r
中
世
文
斐
論
稿
」
1
2
　
平
成

元
・
3
）
　
に
お
い
て
、
「
顕
昭
判
詞
の
本
歌
指
摘
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
」
と
し
て
、

「
…
を
お
も
ふ
」
（
Ⅷ
右
脚
左
馳
右
憫
左
）
、
「
…
を
こ
ひ
ね
が
ふ
」
（
1
2
0
7
左
）
、

「
…
を
と
る
」
（
m
左
）
の
例
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

（
8
）
谷
山
茂
氏
校
注
　
日
本
古
典
文
学
大
系
r
歌
合
芭
（
岩
波
舘
店
　
昭
和
4
0
）
頭
注
に

「
浮
世
云
々
で
は
述
懐
歌
め
く
の
で
、
そ
う
い
う
詞
を
切
り
捨
て
て
。
」
と
あ
る
。

（
9
）
　
〔
　
〕
内
の
本
文
は
、
高
松
宮
本
・
桂
宮
本
系
統
な
ど
の
改
判
部
分
に
み
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
改
判
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
r
千
五
百
番
歌
合
」
顕
昭
判
に

お
け
る
改
判
過
程
の
再
検
討
　
－
　
詐
陵
部
本
系
か
ら
高
松
宮
本
系
へ
の
改
判
の
可
能

性
l
⊥
（
「
古
代
中
世
国
文
学
」
‖
　
平
1
0
・
4
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

【
顕
昭
の
認
蝕
す
る
摂
取
の
方
法
を
示
す
用
例
一
覧
】

こ
の
一
覧
は
、
顕
昭
の
認
識
す
る
摂
取
の
方
法
ご
と
に
、
そ
れ
を
示
す
用
例
を
指
摘
の

際
に
用
い
ら
れ
た
語
と
共
に
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。
摂
取
に
対
し
て
肯
定
的
評
価
も
し

く
は
否
定
的
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ヤ
T
に
よ
っ
て
示
し
た
。

ま
た
、
末
尾
に
は
単
に
摂
取
を
指
摘
す
る
の
み
の
用
例
も
掲
げ
て
い
る
。

◎
本
歌
か
ら
の
変
化
を
認
め
る
も
の
（
4
2
例
）

‥
心
を
変
え
る
（
7
例
丁
血
左
川
「
こ
と
ば
を
す
つ
」
　
Ⅷ
左
「
な
す
」
　
1
2
1
9
右
「
こ
と
ば
を
す

つ
」
　
2
2
3
左
当
ひ
き
う
つ
す
」
　
2
4
0
右
当
よ
み
な
す
」
　
2
4
9
左
当
か
へ
な
す
」
　
2
5
8
右
の

・
詞
を
変
え
る
（
1
3
例
7
2
0
7
右
「
よ
み
な
す
」
1
2
1
9
右
「
か
ふ
」
「
な
す
」
1
2
1
9
右
「
か
ふ
」
闇
左

り
「
よ
み
な
す
」
　
2
2
7
右
「
よ
み
お
く
」
　
2
2
7
右
「
な
す
」
　
2
2
9
左
「
ひ
き
な
は
す
」
　
餓
右
り
「
よ

み
な
す
」
　
憫
左
「
ず
ん
じ
な
は
す
」
憫
右
「
か
ふ
」
冊
左
q
な
は
す
」
　
闇
左
H
「
よ
み

か
ふ
」
　
3
1
2
右
り
「
と
り
あ
は
す
」

・
詞
を
一
部
変
え
る
（
6
例
T
l
m
右
H
「
か
ふ
」
1
2
0
7
左
「
い
ひ
か
ふ
」
　
1
2
4
9
左
川
「
か
ふ
」
　
1
2
5
9

左
H
皿
右
叫
な
す
」
　
び
右
T

・
置
き
所
を
変
え
る
（
6
例
丁
Ⅷ
右
「
と
り
ち
が
ふ
」
1
2
1
2
左
H
「
お
く
」
1
2
4
8
左
「
と
る
」
「
す
」

2
3
右
∃
と
り
ち
が
ふ
」
　
2
6
7
右
「
と
り
ち
が
ふ
」
　
闇
左
叫
な
す
」

・
単
に
変
化
を
表
す
の
み
（
1
0
例
丁
加
右
当
と
り
な
す
」
1
2
1
7
左
叫
よ
み
な
す
」
2
1
8
左
り

「
よ
み
な
す
」
　
2
4
7
左
り
「
む
す
び
な
す
」
　
2
6
2
左
り
「
と
り
な
す
」
　
2
7
0
右
り
「
よ
み
な
す
」

は
右
カ
l
よ
み
な
す
」
　
㍑
左
り
「
よ
み
な
す
」
　
鯛
右
カ
l
と
り
な
す
」
　
3
2
3
左
り
「
と
り
な
す
」

◎
本
歌
か
ら
の
変
化
の
無
い
こ
と
を
認
め
る
も
の
（
2
2
例
）

2
0
1
右
T
2
0
7
右
「
ひ
き
う
つ
す
」
m
左
H
1
2
2
7
左
H
1
2
3
9
左
改
H
1
2
4
2
左
H
1
2
5
1
右
1
2
5
9

右
↓
　
2
6
7
右
T
 
m
右
「
よ
み
う
つ
す
」
　
拗
左
T
 
m
右
T
　
2
9
1
右
T
 
m
右
丁
　
鍋
左

3
0
9
左
T
　
3
1
6
右
↓
　
m
右
T
 
m
右
T
 
m
左
↓
　
3
2
8
左
「
よ
み
お
く
」
　
3
2
右
T

◎
別
の
心
も
し
く
は
詞
の
涛
加
を
認
め
る
も
の
（
2
0
例
）

・
本
歌
の
一
部
を
摂
取
し
た
上
で
別
の
心
も
し
く
は
詞
を
漬
加
す
る
（
1
5
例
）
I

2
1
8
左
当
よ
み
そ
ふ
」
　
㍑
左
曇
よ
み
お
く
」
　
皿
右
「
よ
み
そ
ふ
」
　
1
2
5
0
右
「
よ
み
そ
ふ
」 27



m
左
「
そ
ふ
」
　
1
2
6
1
右
H
「
よ
み
そ
ふ
」
Ⅷ
左
州
「
た
ち
い
る
」
1
2
7
2
右
州
「
よ
み
お
く
」
　
肌

右
旦
よ
み
つ
ぐ
」
闇
右
H
「
く
は
ふ
」
1
3
2
3
左
「
よ
み
そ
ふ
」
1
3
2
8
左
川
1
3
3
9
右
川
「
よ
み
く

は
ふ
」
　
卸
右
の
「
よ
み
そ
ふ
」
　
封
l
右
の
「
お
く
」

・
本
歌
の
一
部
を
摂
取
し
た
上
で
あ
と
の
部
分
の
心
も
し
く
は
詞
を
変
え
る
（
5
例
）
－

2
2
7
左
2
4
8
右
「
よ
み
か
ふ
」
闇
左
H
「
よ
み
う
つ
す
」
　
1
2
6
3
左
「
め
づ
ら
し
く
な
る
」
闇
右

T
「
よ
み
か
ふ
」

◎
二
着
を
合
わ
せ
て
の
摂
取
を
認
め
る
も
の
（
7
例
）

2
5
8
右
り
「
よ
み
そ
ふ
」
　
m
右
刃
と
り
あ
は
す
」
　
2
6
1
左
刃
l
と
り
あ
は
す
」
　
2
6
8
左
「
と
り
あ

は
す
」
　
㍑
左
「
と
り
わ
く
」
　
3
2
2
右
当
ひ
き
あ
は
す
」
　
㍍
左
「
と
り
そ
ふ
」

◎
配
置
に
着
目
す
る
も
の
（
6
例
）

1
2
0
1
右
州
「
お
く
」
m
左
H
「
お
く
」
闇
左
「
お
く
」
　
1
2
8
0
左
㈹
「
お
く
」
　
皿
左
「
お
く
」
　
腰

右
州
「
お
く
」

※
単
に
摂
取
を
指
摘
す
る
の
み
の
も
の

「
と
侍
り
」
（
3
例
）
ふ
右
1
2
4
6
右
1
3
2
1
左

丁
の
歌
に
侍
り
」
（
1
0
例
7
1
2
4
7
左
1
2
4
9
右
1
2
4
9
右
1
2
5
4
左
闇
左
㈲
左
脚
右
脳
左

捕
右
　
猫
左

「
…
を
こ
ひ
ね
が
ふ
」
（
2
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