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実
、
物
語
和
歌
を
本
歌
と
す
る
歌
を
か
な
り
多
く
詠
ん
で
い
る
こ
と
を
日
笠
由

利
氏
が
指
摘
し
て
い
る
（
４
）
。
日
笠
氏
の
指
摘
は
物
語
和
歌
の
本
歌
取
り
に
留
ま
っ

て
い
る
が
、『
式
子
内
親
王
集
』
の
注
釈
書
に
は
、
物
語
場
面
を
本
説
と
し
て

掲
げ
て
い
る
和
歌
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
、
式
子
が
積
極
的
に
自
身
の
和
歌
に
物

語
を
取
り
込
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
式
子
の

物
語
受
容
の
和
歌
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
は
、
そ
の
歌
風
や
作
歌

態
度
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
行
論
に
は

式
子
の
物
語
受
容
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
も
の
が
少
な
い
が
、
和
歌
に
お
け

る
物
語
受
容
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。

ま
た
新
古
今
時
代
は
、
院
政
期
の
初
め
に
堀
河
天
皇
に
奏
覧
さ
れ
た
『
堀
河

百
首
』
を
嚆
矢
と
し
て
、
組
題
百
首
が
確
立
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
以
後
、
新

古
今
歌
人
達
に
よ
っ
て
百
首
歌
が
盛
ん
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
式

子
も
例
外
で
は
な
い
。『
式
子
内
親
王
集
』
は
三
つ
の
百
首
和
歌
（
慣
例
と
し

は
じ
め
に

古
歌
の
一
部
を
利
用
す
る
詠
法
は
『
万
葉
集
』
に
す
で
に
見
ら
れ
る
が
、
古

歌
の
表
現
技
法
を
有
効
的
に
活
用
し
、
自
覚
的
手
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
の
は
新
古
今
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
１
）

。
新
古
今
時
代
、
多
く
の
歌

人
が
本
歌
取
り
を
用
い
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
本
歌
取
り
同
様
、
物
語

を
本
説
と
す
る
本
説
取
り
の
歌
も
多
く
詠
ま
れ
た
（
２
）

。
そ
の
背
景
に
は
、
建
久
四

年
（
一
一
九
三
）の
『
六
百
番
歌
合
』
の
「
枯
野
」
に
お
け
る
藤
原
俊
成
の
判
詞

「
紫
式
部
、歌
詠
み
の
程
よ
り
も
物
書
く
筆
は
殊
勝
也
。
其
上
、花
の
宴
の
巻
は
、

殊
に
艶
な
る
物
也
。
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
事
也
。」
（
３
）

に
よ
っ
て
、
歌
人

の
間
で
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
王
朝
物
語
が
必
読
と
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
頃
は
す
で
に
式
子
内
親
王
（
一
一
四
九
〜

一
二
〇
一
）
の
晩
年
に
あ
た
る
が
、
和
歌
を
俊
成
に
学
ん
で
い
た
こ
と
を
考
慮

す
る
と
、
彼
女
が
王
朝
物
語
を
重
要
視
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
事

『
式
子
内
親
王
集
』
Ａ
百
首
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
受
容
の
方
法

北

　

原

　

沙

友

里
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ざ
と

の
二
首
で
あ
る
。
こ
の
二
首
に
加
え
て
本
稿
で
は
、

（
四
一
） 

袖
の
う
へ
は
露
の
宿
り
と
成
に
け
り
と
こ
ろ
も
わ
か
ず
秋
た
ち

し
よ
り

の
歌
も
取
り
上
げ
る
。
こ
の
歌
と
『
伊
勢
物
語
』
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
た
上

で
、
さ
ら
に
配
列
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
考
察
を
行
う
。

一
　
四
一
番
歌
と
『
伊
勢
物
語
』
第
五
六
段

従
来
の
研
究
で
は
「
露
の
宿
り
」
と
い
う
語
句
に
注
目
し
て
、『
源
氏
物
語
』

の
次
の
二
首
が
四
一
番
歌
の
参
考
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
８
）

。

浅
茅
生
の
露
の
や
ど
り
に
君
を
お
き
て
四
方
の
嵐
ぞ
静
心
な
き
（
９
）

（
賢
木
巻
・
光
源
氏
）

い
づ
れ
ぞ
と
露
の
や
ど
り
を
わ
か
む
ま
に
小
篠
が
原
に
風
も
こ
そ
吹
け

（
花
宴
巻
・
光
源
氏
）

賢
木
巻
の
和
歌
は
、
桐
壺
院
の
崩
御
後
、
藤
壺
か
ら
も
拒
絶
さ
れ
た
源
氏
が

参
内
も
せ
ず
雲
林
院
に
籠
っ
て
い
た
時
に
、
二
条
院
に
残
し
て
き
た
紫
の
上

に
あ
て
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
浅
茅
生
の
露
の
や
ど
り
」
と
い
う
部
分
に
は
、

父
帝
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
、源
氏
劣
勢
の
時
流
や
藤
壺
の
つ
れ
な
い
態
度
な
ど
、

こ
の
時
の
自
ら
の
置
か
れ
た
状
況
や
心
情
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
涙
を
流
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
辛
い
世
の
中

て
A
百
首
、
B
百
首
、
C
百
首
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
と
、「
雖
入
勅
撰
不
見
家

集
歌
」
七
十
首
前
後
の
歌
群
（
D
歌
群
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
か
ら
成
っ
て
い
る
。

現
存
す
る
式
子
の
歌
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
家
集
に
載
る
が
、
D
歌
群
の
歌
や
勅
撰

集
入
集
歌
の
詞
書
か
ら
、
現
存
し
て
い
る
も
の
以
外
に
も
百
首
歌
を
詠
ん
で
い

た
形
跡
が
あ
る
（
５
）

。
こ
の
家
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
百
首
歌
に
つ
い
て
は
、
村
瀬

早
子
氏
が
、
A
百
首
の
四
季
部
の
み
に
つ
い
て
の
考
察
で
は
あ
る
が
、「
詞
に

よ
る
連
想
的
な
連
関
な
ど
、様
々
な
方
向
か
ら
複
雑
に
歌
を
連
関
さ
せ
て
お
り
、

式
子
内
親
王
が
百
首
を
配
列
し
、
全
体
に
構
造
を
持
た
せ
る
こ
と
を
念
頭
に
お

い
て
詠
作
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
６
）
。
つ
ま
り
、
式

子
に
は
百
首
の
歌
を
詠
む
（
選
ぶ
）
上
で
な
ん
ら
か
の
配
列
意
図
が
あ
っ
た
こ

と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
物
語
受
容
の
歌
に
つ
い
て
も
、
一
首
ず
つ
単
独
で
考
え
る
の
で
は
な

く
、
百
首
歌
を
構
成
す
る
一
首
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
配
列

と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
特
に

A
百
首
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
受
容
の
歌
を
取
り
上
げ
、
そ
の
受
容
方
法
や

前
後
の
歌
と
の
連
関
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
く
。

諸
注
釈
書
や
先
行
研
究
に
お
い
て
、
A
百
首
の
中
で
『
伊
勢
物
語
』
と
の
関

連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
歌
は
、

（
四
二
） 

秋
は
た
ゞ
夕
の
雲
の
け
し
き
こ
そ
そ
の
こ
と
と
な
く
な
が
め
ら

れ
け
れ
（
７
）

（
六
八
） 

思
よ
り
猶
深
く
こ
そ
さ
び
し
け
れ
雪
降
る
ま
ゝ
の
小
野
の
山
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あ
る
こ
と
を
、
涙
を
自
然
の
露
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
し
え

て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
奥
野
氏
の
解
釈
通
り
、
こ
の
和
歌
は
秋
の
も
の
悲

し
さ
を
表
現
し
た
歌
と
解
し
た
い
。
そ
の
上
で
私
は
、
こ
の
歌
は
先
に
挙
げ
た

『
源
氏
物
語
』
歌
の
ど
ち
ら
も
受
容
し
て
い
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
露

の
宿
り
」
の
語
の
意
味
が
、
そ
の
ど
ち
ら
と
も
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

花
宴
巻
の
歌
は
、
源
氏
が
朧
月
夜
に
そ
の
素
性
を
尋
ね
る
歌
で
あ
り
、
あ
な

た
の
身
を
置
く
所
の
意
が
強
い
。
一
方
で
賢
木
巻
の
歌
で
は
、「
露
の
や
ど
り
」

に
源
氏
の
辛
さ
、
つ
ま
り
涙
を
こ
め
て
い
る
と
の
解
釈
が
可
能
だ
ろ
う
。
そ
の

点
で
は
、「
露
の
宿
り
」
が
涙
の
置
く
場
所
で
あ
る
袖
の
上
を
指
す
四
一
番
歌

と
も
合
致
す
る
。
ま
た
季
節
も
同
じ
秋
で
あ
る
。
し
か
し
、
賢
木
巻
の
歌
で

は
政
治
的
に
劣
勢
な
源
氏
の
境
遇
か
ら
「
露
の
や
ど
り
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

四
一
番
歌
で
は
、
涙
が
流
れ
る
の
は
秋
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ

こ
に
は
、
辛
い
境
遇
や
時
流
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
一
切
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
も
し
『
源
氏
物
語
』
の
歌
を
踏
ま
え
た
語
だ
と
す
る
と
、
そ
の

意
味
を
違
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
、
そ
れ
は
受
容
と
い
う
観
点
か
ら
見
る

と
拙
い
よ
う
に
感
じ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
歌
の
本
歌
と
し
て
、
先
行
研
究
で
は
言
及
が
な
い
が
、
新
た

に
『
伊
勢
物
語
』
第
五
六
段
の
次
の
歌
を
指
摘
し
た
い
。

わ
が
袖
は
草
の
い
ほ
り
に
あ
ら
ね
ど
も
暮
る
れ
ば
露
の
や
ど
り
な
り
け
り）

12
（

こ
の
歌
と
四
一
番
歌
に
共
通
す
る
の
は
、「
袖
」
を
「
露
の
や
ど
」
る
所
、

に
残
し
て
き
た
紫
の
上
を
心
配
す
る
源
氏
の
心
が
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
前
巻

の
葵
巻
で
二
人
が
新
枕
を
交
わ
し
て
い
る
こ
と
や
、
こ
の
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い

る
場
面
で
は
紫
の
上
に
「
女
君
」と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

夫
か
ら
妻
に
あ
て
た
歌
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

花
宴
巻
の
和
歌
は
、
花
の
宴
が
催
さ
れ
た
夜
、
宮
中
で
朧
月
夜
と
出
会
っ
た

源
氏
が
彼
女
と
一
夜
を
共
に
し
、明
け
方
の
別
れ
の
場
面
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

名
を
尋
ね
ら
れ
た
朧
月
夜
は
「
う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も
草
の

原
を
ば
問
は
じ
と
や
思
ふ
」
と
詠
む
。
そ
の
歌
へ
の
返
歌
で
あ
る
。
こ
の
場
面

で
は
朧
月
夜
が
や
は
り
「
女
君
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
朧
月
夜
の
歌
に

対
し
て
、
秋
貞
淑
氏
は
「
や
や
挑
発
的
な
後
朝
の
歌
を
自
ら
詠
み
か
け
る
」
と

指
摘
し
て
い
る）

10
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
こ
の
歌
は
恋
愛
歌
と
解
釈
し
て
よ
い
だ

ろ
う
。「
露
の
や
ど
り
」
は
、
は
か
な
い
あ
な
た
の
住
む
場
所
と
い
う
意
味
が

こ
め
ら
れ
て
お
り
、
場
所
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
左
大
臣
家
の
婿
で
あ
る
源
氏

と
右
大
臣
家
の
姫
で
あ
る
朧
月
夜
の
恋
の
危
険
性
を
も
暗
示
し
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。

対
し
て
四
一
番
歌
は
、「
袖
の
う
へ
は
」
と
い
う
初
句
か
ら
も
「
露
の
宿
り
」

は
涙
で
濡
れ
る
所
の
意
が
適
当
で
あ
ろ
う
。奥
野
陽
子
氏
が
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
の
歌
は
上
句
と
下
句
が
倒
置
に
な
っ
て
お
り
、「
場
所
を
区
別
す
る
こ
と
な

く
（
す
べ
て
の
上
に
）
秋
が
立
っ
て
以
来
」
袖
の
上
に
ま
で
露
が
置
く
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

 

。
奥
野
氏
は
さ
ら
に
「
秋
の
思
い
が
、
な
に
か

人
の
側
に
特
別
な
個
別
的
な
原
因
が
な
く
て
も
、
自
然
に
湧
い
て
く
る
も
の
で
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る
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
る）

13
（

。こ
の
歌
で
は
そ
れ
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
四
〇
番
歌
を
前
に
置
く
こ
と
で
、
四
一
番
歌
に
お
い
て
「
露
の
宿
り
」
が

「
涙
に
濡
れ
る
所
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
一
層
強
く
働
く
だ
ろ
う
。

そ
し
て
続
く
四
二
番
歌
へ
の
つ
な
が
り
か
ら
も
、
こ
の
四
一
番
歌
を
『
伊
勢

物
語
』
受
容
の
歌
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
　
四
二
番
歌
と
『
伊
勢
物
語
』
第
四
五
段

先
行
研
究
で
は
四
二
番
歌
の
本
歌
と
し
て
『
伊
勢
物
語
』
第
四
五
段
の
次
の

歌
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る）

14
（

。

暮
れ
が
た
き
夏
の
ひ
ぐ
ら
し
な
が
む
れ
ば
そ
の
こ
と
と
な
く
も
の
ぞ
悲

し
き

第
四
五
段
で
は
、
女
が
死
の
間
際
に
な
り
、
男
へ
の
思
い
を
親
に
告
げ
る
が
、

男
が
駆
け
つ
け
る
と
そ
の
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
男
は
喪
に
籠
り
、
宵
の

う
ち
は
管
弦
の
遊
び
を
し
て
過
ご
す
。
夜
が
更
け
て
や
や
涼
し
い
風
が
吹
き
蛍

が
高
く
飛
び
あ
が
る
。
そ
れ
を
眺
め
て
男
は
二
首
の
歌
を
詠
む
。
そ
の
内
の
二

首
目
が
こ
の
「
暮
れ
が
た
き
」
の
歌
で
あ
る
。
な
か
な
か
日
が
暮
れ
な
い
夏
の

日
は
一
日
中
な
ん
と
な
く
も
の
悲
し
い
気
持
ち
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

こ
こ
で
の
悲
し
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
女
の
死
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

対
し
て
四
二
番
歌
は
、
秋
は
た
だ
理
由
も
な
く
夕
方
の
雲
を
自
然
と
眺
め
て

し
ま
う
、
と
い
う
意
味
の
歌
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
歌
に
も
「
な
が
む
」
と
い
う

動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、第
四
五
段
歌
で
は
「
夏
の
ひ
ぐ
ら
し
」
を
「
な
が
」

つ
ま
り
涙
に
濡
れ
る
所
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は『
源
氏
物
語
』の「
露

の
や
ど
り
」を
詠
ん
だ
和
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
使
い
方
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、

四
一
番
歌
は
『
伊
勢
物
語
』
第
五
六
段
の
歌
を
念
頭
に
置
い
て
詠
ん
だ
も
の
だ

と
考
え
る
。
第
五
六
段
で
は
、「
ふ
し
て
思
ひ
お
き
て
思
ひ
」
と
あ
る
よ
う
に
、

男
は
寝
て
も
覚
め
て
も
相
手
の
こ
と
を
思
っ
て
し
ま
う
状
態
に
あ
り
、
つ
い
に

「
思
ひ
あ
ま
り
て
」
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
。「
袖
」
を
「
露
の
や
ど
り
」
と
す
る

涙
は
相
手
へ
の
思
い
の
表
れ
で
あ
る
。ま
た「
草
の
い
ほ
り
」の「
草
」の
縁
で「
わ

が
袖
」
が
露
の
宿
る
所
だ
と
表
現
し
て
い
る
。
対
し
て
四
一
番
歌
で
は
、
下
句

を
「
と
こ
ろ
も
わ
か
ず
秋
た
ち
し
よ
り
」
と
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
所
に
秋

が
訪
れ
て
い
る
こ
と 

―
― 

当
然
、
草
木
に
も
秋
が
訪
れ
て
い
る 

―
― 

を
示
し
て

い
る
。
だ
が
、
歌
の
中
に
直
接
「
草
」
や
そ
れ
に
類
す
る
語
句
は
用
い
ら
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
は
本
歌
を
踏
ま
え
た
か
ら
こ
そ
の
表
現
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
四
一
番
歌
に
関
し
て
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
源
氏

物
語
』
歌
で
は
な
く
、『
伊
勢
物
語
』
第
五
六
段
の
歌
を
本
歌
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

ま
た
歌
の
配
列
か
ら
も
第
五
六
段
の
歌
が
想
起
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
A
百
首
に
お
い
て
、こ
の
歌
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
次
の
歌
で
あ
る
。

（
四
〇
） ふ
き
む
す
ぶ
露
も
涙
も
ひ
と
つ
に
て
お
さ
へ
が
た
き
は
秋
の

夕
暮

こ
の
歌
で
は
、「
露
も
涙
も
ひ
と
つ
に
て
」
と
、
露
と
涙
が
同
じ
一
つ
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
に
お
い
て
、
露
は
涙
を
暗
示
さ
せ
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空
高
く
飛
ん
で
行
く
蛍
が
見
え
、亡
き
人
の
思
い
を
雁
に
託
し
て
欲
し
い
と「
ゆ

く
ほ
た
る
」
の
歌
を
詠
む
。
雁
は
秋
に
な
る
と
や
っ
て
来
る
鳥
で
あ
り
、
第

四
五
段
で
は
本
文
に
「
や
や
涼
し
き
風
吹
き
け
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
風
に
秋

の
訪
れ
を
感
じ
て
い
る
。

四
二
番
歌
で
、
自
然
と
眺
め
て
し
ま
う
も
の
は
「
夕
の
雲
」
で
あ
る
。『
歌

こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
に
は
、「
夕
べ
の
雲
」
が
立
項
さ
れ
て
お
り
、「
人
を

火
葬
に
し
た
煙
が
立
ち
上
っ
て
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
夕
方
の
雲
」、「
ほ
ぼ

新
古
今
時
代
の
歌
語
」
と
あ
る）

16
（

。
さ
ら
に
『
新
編
国
歌
大
観
』（C

D
-R

O
M

版

ver.2

）
で
「
夕
べ
の
雲
」
を
検
索
す
る
と
、
い
く
つ
も
の
用
例
が
出
て
く
る
。

そ
の
中
か
ら
式
子
と
同
時
代
の
歌
人
の
歌
を
抜
粋
す
る
。

れ
い
な
ら
で
、
う
づ
ま
さ
に
こ
も
り
た
る
に
日
か
ず
の
つ
も
る
ま

ま
に
、
い
と
心
ぼ
そ
う
お
ぼ
え
て

か
く
し
つ
つ
ゆ
ふ
べ
の
く
も
と
な
り
も
せ
ば
あ
は
れ
か
け
て
も
た
れ
か

し
の
ば
ん 

（『
周
防
内
侍
集
』
五
三
）

雲
の
た
だ
よ
ひ
た
る
を
み
て

そ
れ
と
な
き
ゆ
ふ
べ
の
く
も
に
ま
じ
り
な
ば
あ
は
れ
た
れ
か
は
わ
き
て

な
が
め
ん 

（『
待
賢
門
院
堀
河
集
』
一
三
〇
）

お
な
じ
人
に

こ
ひ
し
な
ん
ゆ
く
へ
を
だ
に
も
思
ひ
い
で
よ
ゆ
ふ
べ
の
く
も
は
そ
れ
と

な
く
と
も 

（『
林
下
集
』
二
三
〇
）

い
つ
ま
で
か
こ
の
よ
の
そ
ら
を
な
が
め
つ
つ
ゆ
ふ
べ
の
く
も
を
あ
は
れ

め
る
と
、「
そ
の
こ
と
と
な
く
」
悲
し
い
、
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
一
方
、
四
二

番
歌
で
は
「
そ
の
こ
と
と
な
く
」（
夕
の
雲
）
が
「
な
が
め
ら
れ
」
る
、
と
詠

ま
れ
て
い
る
。
両
者
に
は
「
そ
の
こ
と
と
な
く
」
と
「
な
が
め
」
の
語
の
組

み
合
わ
せ
に
違
い
が
あ
り
、「
な
が
め
」
る
対
象
も
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

四
二
番
歌
で
は「
な
が
め
」に
助
動
詞「
ら
る
」が
付
き
、自
発
の
意
味
が
加
わ
っ

て
い
る
。
奥
野
氏
は
「
そ
の
こ
と
と
な
く
」
の
語
に
関
し
て
「
な
に
か
目
を
ひ

く
限
定
さ
れ
た
理
由
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ど
こ
が
ど
う
と
い
う
わ
け

で
も
な
く
て
、
の
意
。
秋
の
雲
の
け
し
き
の
不
思
議
な
吸
引
力
を
い
う
」
と
指

摘
す
る）

15
（

。
こ
の
こ
と
は
「
な
が
め
ら
れ
け
れ
」
と
い
う
、
自
発
表
現
か
ら
も
う

か
が
え
る
。

こ
の
二
つ
の
和
歌
は
一
見
す
る
と
関
連
性
が
な
さ
そ
う
だ
。
共
通
す
る
語
は

「
そ
の
こ
と
と
な
く
」、「
な
が
む
」
だ
が
、
こ
れ
ら
だ
け
で
影
響
を
指
摘
す
る

こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
女
の
死
を
悲
し
み
、
夏
の
長
い
一
日
中
物
思
い
に
ふ

け
る
心
情
を
詠
ん
だ
『
伊
勢
物
語
』
第
四
五
段
の
歌
と
、
秋
の
夕
方
の
雲
に
ひ

き
つ
け
ら
れ
る
心
を
詠
ん
だ
四
二
番
歌
で
は
、
そ
の
内
容
に
も
重
な
り
合
う
も

の
が
見
つ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
第
四
五
段
の
も
う
一
つ
の
歌
を
併
せ
見
る
こ

と
で
、こ
の
二
つ
の
歌
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
四
五
段
に
は
、「
暮
れ
が
た
き
」
の
歌
と
共
に
以
下
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

ゆ
く
ほ
た
る
雲
の
上
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
秋
風
吹
く
と
雁
に
つ
げ
こ
せ

先
述
し
た
通
り
第
四
五
段
で
は
、
女
を
亡
く
し
た
男
が
晩
夏
の
い
ま
、
一
日

中
物
思
い
に
耽
っ
て
お
り
、
も
の
悲
し
い
気
持
ち
で
過
ご
し
て
い
る
。
そ
こ
に
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本
文
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い）

17
（

。

し
か
し
、
先
述
の
通
り
、
四
二
番
歌
だ
け
で
は
第
四
五
段
と
結
び
つ
け
る
こ

と
が
難
し
い
。
四
一
番
歌
か
ら
『
伊
勢
物
語
』
と
関
連
づ
け
さ
せ
る
こ
と
で
、

四
一
番
、
四
二
番
の
つ
な
が
り
に
『
伊
勢
物
語
』
受
容
の
流
れ
が
生
ま
れ
、
そ

の
連
想
は
ず
っ
と
容
易
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
六
八
番
歌
と
『
伊
勢
物
語
』
第
八
三
段
・
八
五
段

六
八
番
歌
の
本
歌
と
し
て
、
先
行
研
究
で
は
『
伊
勢
物
語
』
第
八
三
段
（
あ

る
い
は
『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
八
）
の
次
の
歌
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

18
（

。

忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
お
も
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
と
は

第
八
三
段
は
、
前
半
で
は
「
馬
の
頭
な
る
お
き
な
」
が
惟
喬
親
王
に
仕
え
て

い
た
頃
の
話
が
語
ら
れ
、
後
半
で
は
正
月
の
挨
拶
の
た
め
、
出
家
し
た
惟
喬
親

王
の
も
と
を
訪
れ
る
。
比
叡
山
の
麓
は
雪
が
深
く
、親
王
も
「
い
と
も
の
悲
し
」

い
様
子
で
い
る
。
親
王
の
そ
ば
に
い
た
い
と
思
い
つ
つ
も
、
宮
中
勤
め
の
身
で

あ
る
た
め
帰
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
歌
を
詠
ん
で
都
へ
帰
る
。
親
王
が
出
家
を

し
て
し
ま
い
、
雪
深
い
小
野
の
地
で
悲
し
げ
な
様
子
で
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
が

未
だ
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
思
い
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

一
方
、
六
八
番
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
小
野
の
山
里
の
寂
し
い
雪
景
色
で

あ
る
。「
思
よ
り
猶
深
く
こ
そ
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
小
野
の
山
里
が
想
像
し

て
い
た
よ
り
も
ず
っ
と
「
さ
び
し
」い
場
所
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

「
雪
降
る
ま
ゝ
」
と
い
う
描
写
か
ら
は
、
雪
が
存
分
に
降
り
、
さ
ら
に
降
り
続

と
も
み
ん 

（『
長
秋
草
』
一
七
七
）

お
も
ひ
い
で
よ
夕
の
雲
も
た
な
び
か
ば
こ
れ
や
な
げ
き
に
た
へ
ぬ
煙
と

（『
千
載
和
歌
集
』
巻
第
十
五
・
恋
五
・
九
二
二
・
右
近
中
将
忠
良
）

何
と
な
く
涙
ぞ
落
つ
る
村
雨
の
ゆ
ふ
べ
の
雲
に
な
く
ほ
と
と
ぎ
す

（『
御
室
五
十
首
』
二
六
七
・
釈
阿
）

思
ひ
く
ら
す
な
が
め
は
う
は
の
空
な
れ
ば
ゆ
ふ
べ
の
雲
の
な
つ
か
し
き

か
な 

（『
正
治
初
度
百
首
　
上
』
五
七
八
・
源
朝
臣
通
親
）

こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
も
、『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
の
記
述
通
り
、「
夕
べ

の
雲
」
は
火
葬
や
人
の
死
と
結
び
つ
け
て
詠
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
、
式

子
と
親
交
が
あ
っ
た
俊
成
も
「
夕
べ
の
雲
」
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
（『
長
秋
草
』

一
七
七
、『
御
室
五
十
首
』
二
六
七
）。「
夕
べ
の
雲
」
は
「
死
」
を
連
想
さ
せ

る
歌
語
で
あ
る
と
い
え
、
四
二
番
歌
に
も
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
あ
て
は
め
て
よ
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
二
番
歌
に
詠
ま
れ
た
季
節
は
秋
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
第
四
五
段
の
晩

夏
か
ら
、
雁
が
や
っ
て
来
る
秋
へ
と
詠
み
変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
亡
き

人
の
魂
で
あ
る
蛍
が
飛
ん
で
行
っ
た
空
を
、
秋
に
な
っ
て
も
な
お
見
上
げ
て
し

ま
う
。
第
四
五
段
の
二
首
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
と
す
る
と
、
こ
の
和
歌
は
そ

の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
第
四
五
段
を
思
い
起
こ
す
こ
と
で
、
夕
方
の

雲
に
心
惹
か
れ
て
し
ま
う
と
い
う
表
現
の
背
景
に
、
亡
き
人
を
思
う
心
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
受
容
方
法
か
ら
、
式

子
が
読
ん
だ
『
伊
勢
物
語
』
第
四
五
段
は
、
歌
が
二
首
並
ん
だ
形
の
通
行
本
の



̶ 19 ̶

に
参
上
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
雪
の
中
の
「
庵
」
は
第
八
三
段
を
十
分

に
想
起
さ
せ
る
要
素
で
あ
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
六
八
番
歌
単
体
で
は
「
小
野
」
と
い
う
地
名
か
ら
第
八
三
段
を
連

想
で
き
る
。
さ
ら
に
、
続
く
六
九
番
歌
の
「
柴
の
か
き
ね
の
雪
の
庵
」
と
い
う

語
句
が
、
改
め
て
六
八
番
歌
の
中
に
、
第
八
三
段
に
描
か
れ
て
い
る
小
野
の
場

面
を
よ
り
鮮
明
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
働
き
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
六
八
番
歌
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
八
三
段
だ
け
で
な
く
、
第
八
五
段

の
要
素
を
も
歌
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
八
五
段

も
出
家
し
て
し
ま
っ
た
親
王
の
も
と
へ
男
が
正
月
に
「
ま
う
で
」る
話
で
あ
る
。

こ
の
親
王
が
誰
か
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
第
八
三
段
と
の
関
わ
り
か
ら
、

こ
の
章
段
も
惟
喬
親
王
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
八
五
段
で
は
、男
が
昔
か
ら
仕
え
て
い
た
「
親
王
」
が
出
家
し
て
し
ま
う
。

男
に
は
宮
仕
え
が
あ
り
、
普
段
は
参
上
で
き
な
か
っ
た
が
、
正
月
に
は
必
ず
訪

れ
て
い
た
。
参
上
し
た
正
月
、「
雪
こ
ぼ
す
が
ご
と
ふ
り
て
、
ひ
ね
も
す
に
や

ま
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
雪
が
ふ
り
し
き
っ
て
止
ま
な
い
。
皆
は
「
雪
に
ふ
り

こ
め
ら
れ
た
り
」
と
い
う
題
で
歌
を
詠
む
。
男
は
、

思
へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば
目
離
れ
せ
ぬ
雪
の
積
る
ぞ
わ
が
心
な
る

と
詠
む
。
親
王
の
こ
と
を
思
っ
て
い
て
も
、「
身
」
を
二
つ
に
わ
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
目
が
離
せ
な
い
ほ
ど
降
り
し
き
る
雪
が

積
も
る
こ
と
が
「
わ
が
心
」
で
あ
る
と
い
う
こ
の
歌
は
、
親
王
の
も
と
か
ら
帰

け
る
に
ま
か
せ
て
い
る
と
い
う
、
雪
に
閉
ざ
さ
れ
た
山
里
の
情
景
が
思
い
起
こ

さ
れ
る
。

二
つ
の
歌
に
共
通
す
る
語
は
「
思
（
ふ
）」
と
「
雪
」
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も

和
歌
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
語
句
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
だ
け
で
本
歌
と

断
定
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
し
か
し
式
子
は
歌
に
「
小
野
」
の
地
名
を
詠
み

こ
ん
で
い
る
。
地
名
を
詠
み
こ
む
こ
と
で
、
六
八
番
歌
か
ら
第
八
三
段
を
連
想

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
章
段
を
踏
ま
え
る
と
、
雪

に
埋
も
れ
た
寂
し
い
小
野
の
冬
景
色
の
中
に
、
惟
喬
親
王
が
佇
む
姿
が
浮
か
ん

で
く
る
。
ま
た
、
次
に
置
か
れ
た
六
九
番
の
歌
に
は
、
深
い
雪
の
中
に
埋
も
れ

た
庵
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

（
六
九
） 住
み
な
れ
て
誰
ふ
り
ぬ
ら
ん
う
づ
も
る
ゝ
柴
の
か
き
ね
の
雪
の

庵
に

こ
の
「
雪
の
庵
」
は
「
六
八
の
「
小
野
ゝ
や
ま
ざ
と
」
に
あ
る
と
思
わ
せ
る

配
列
に
な
っ
て
い
る
」
と
錦
仁
氏
が
指
摘
し
て
い
る）

19
（

。

一
方
第
八
三
段
で
、「
馬
の
頭
な
る
お
き
な
」
が
小
野
を
訪
れ
た
と
き
の
様

子
は
以
下
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

正
月
に
お
が
み
た
て
ま
つ
ら
む
と
て
、
小
野
に
ま
う
で
た
る
に
、
比
叡

の
山
の
ふ
も
と
な
れ
ば
、
雪
い
と
高
し
。
し
ひ
て
御
室
に
ま
う
で
て
お

が
み
た
て
ま
つ
る
に
、
つ
れ
づ
れ
と
い
と
も
の
悲
し
く
て
お
は
し
ま
し

け
れ
ば
（
後
略
）

こ
の
よ
う
に
雪
が
高
く
積
も
っ
て
い
る
様
子
や
、そ
の
雪
中
に
あ
る
「
御
室
」
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『
伊
勢
物
語
』
で
は
帰
り
際
に
小
野
で
詠
ん
だ
歌
と
な
っ
て
い
る
が
、『
古
今

和
歌
集
』
の
詞
書
で
は
、
帰
京
し
て
か
ら
詠
み
送
っ
た
歌
と
な
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
両
者
で
歌
を
詠
ん
だ
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。六
八
番
歌
で
は
、

今
ま
さ
に
寂
し
い
小
野
の
風
景
を
眼
前
に
し
て
い
る
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
た

め
、
小
野
の
地
で
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
設
定
の
『
伊
勢
物
語
』
の
方
が
典
拠
と

し
て
は
適
当
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
六
八
番
歌
に
第
八
五
段
の
要
素
を
も
織
り
込

ん
で
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、一
方
を
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
、も
う
一
方
を
『
伊

勢
物
語
』か
ら
受
容
し
た
と
考
え
る
よ
り
も
、式
子
は「
忘
れ
て
は
」の
歌
を『
伊

勢
物
語
』
第
八
三
段
か
ら
自
身
の
歌
に
取
り
込
み
、
さ
ら
に
第
八
五
段
の
内
容

を
も
そ
の
歌
に
反
映
さ
せ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、

六
八
番
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
な
く
、『
伊
勢
物
語
』
取
り
の
歌
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
『
式
子
内
親
王
集
』
A
百
首
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
受
容
歌
を

見
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
歌
を
一
首
ず
つ
細
か
く
分
析
す
る
こ
と
で
見
え
て
き
た

の
は
、
自
身
の
和
歌
の
中
に
物
語
世
界
を
創
り
上
げ
て
ゆ
く
式
子
の
巧
み
な
詠

歌
方
法
と
、
百
首
歌
の
構
成
に
対
す
る
鋭
い
目
配
り
で
あ
る
。

四
一
番
歌
に
は
従
来
、『
伊
勢
物
語
』
と
の
関
連
性
は
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
し
か
し
「
露
の
宿
り
」
と
い
う
語
句
の
用
い
ら
れ
方
や
、
四
〇
番
歌
に
詠

ま
れ
て
い
る
露
と
涙
が
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
う
流
れ
を
汲
ん
だ
歌
で
あ
っ
た

り
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
を
詠
ん
だ
も
の
だ
と
い
え
る
。「
雪
こ
ぼ
す
が
ご

と
ふ
り
て
、ひ
ね
も
す
に
や
ま
ず
」
と
い
う
雪
が
降
り
し
き
っ
て
い
る
状
況
は
、

六
八
番
歌
の
「
雪
降
る
ま
ゝ
の
」
と
い
う
描
写
に
重
な
っ
て
く
る
。

六
八
番
歌
は
、
第
八
三
段
を
想
起
さ
せ
る
だ
け
で
は
、
寂
し
い
小
野
の
情
景

の
中
に
佇
む
惟
喬
親
王
の
姿
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
だ
歌
で
終
わ
っ
て
し
ま

う
。し
か
し
、歌
の
中
の
情
景
を
雪
が
降
り
し
き
る
も
の
に
変
え
る
こ
と
で
、『
伊

勢
物
語
』
第
八
五
段
の
内
容
を
も
包
摂
し
た
の
だ
と
推
測
で
き
る
。
そ
う
す
る

こ
と
で
隠
棲
し
た
惟
喬
親
王
を
見
つ
め
る
男
の
視
線
の
み
な
ら
ず
、
親
王
の
傍

に
い
た
い
と
い
う
男
の
心
を
も
表
出
し
た
、
深
み
の
あ
る
一
首
に
な
っ
て
い
る

と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
通
り
、『
伊
勢
物
語
』
第
八
三
段
の
歌
は
『
古
今
和
歌

集
』
に
も
入
集
し
て
い
る
。『
古
今
和
歌
集
』
で
は
歌
の
前
に
、『
伊
勢
物
語
』

第
八
三
段
に
似
た
内
容
の
詞
書
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

惟
喬
の
み
こ
の
も
と
に
ま
か
り
か
よ
ひ
け
る
を
、
か
し
ら
お
ろ
し
て

を
の
と
い
ふ
所
に
侍
り
け
る
に
正
月
に
と
ぶ
ら
は
む
と
て
ま
か
り
た

り
け
る
に
、
ひ
え
の
山
の
ふ
も
と
な
り
け
れ
ば
雪
い
と
ふ
か
か
り
け

り
。
し
ひ
て
か
の
む
ろ
に
ま
か
り
い
た
り
て
を
が
み
け
る
に
つ
れ
づ

れ
と
し
て
い
と
物
が
な
し
く
て
か
へ
り
ま
う
で
き
て
よ
み
て
お
く
り

け
る

わ
す
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
お
も
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
と
は

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
八
・
雑
歌
下
・
九
七
〇
））

20
（
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直
そ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る）

21
（

。
A
百
首
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
受
容
の
方
法

は
、
ま
さ
に
構
成
的
な
詠
法
の
歌
人
と
し
て
の
式
子
の
一
特
徴
を
示
す
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
A
百
首
に
お
け
る『
伊
勢
物
語
』受
容
の
考
察
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ

た
。
今
後
は
A
百
首
の
み
な
ら
ず
、
B
百
首
、
C
百
首
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る

物
語
受
容
の
歌
に
関
し
て
も
さ
ら
な
る
分
析
・
考
察
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
に
よ
り
式
子
の
物
語
受
容
の
方
法
や
、
百
首
歌
の
配
列
の
特
徴
が
明

ら
か
に
な
り
、
さ
ら
に
は
新
古
今
時
代
の
歌
人
と
し
て
の
個
性
が
よ
り
鮮
明
に

な
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。

〔
注
〕 

（
１
）　
藤
平
春
男
編
「
古
今
集
新
古
今
集
表
現
事
典
」『
別
冊
國
文
学N

o.9

　
古
今
集
新
古

今
集
必
携
』（
學
燈
社
、一
九
八
一
年
三
月
）「
本
歌
（
説
）
取
」
項
（
松
浦
朱
実
執
筆
）

（
２
）　
注
（
１
）
に
同
じ

（
３
）　
久
保
田
淳
・
山
口
明
穂
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
六
百
番
歌
合
』（
岩
波
書

店
、
一
九
九
八
年
一
二
月
）

（
４
）　
日
笠
由
利「
式
子
内
親
王
の
本
歌
取
に
つ
い
て
」（『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』

二
九
号
、
一
九
八
六
年
三
月
）

（
５
）　
例
え
ば
『
新
古
今
和
歌
集
』
入
集
歌
の
「
た
ま
の
を
よ
た
え
な
ば
た
え
ね
な
が
ら

へ
ば
し
の
ぶ
る
こ
と
の
よ
わ
り
も
ぞ
す
る
」（
巻
十
一
・
恋
一
・
一
〇
三
四
）
は
、
詞

書
に
「
百
首
歌
の
中
に
、
忍
恋
を
」
と
あ
る
が
、
こ
の
百
首
歌
は
現
存
し
て
い
な
い
。

（
６
）　
村
瀬
早
子
「『
式
子
内
親
王
集
』
A
百
首
歌
の
四
季
部
に
見
ら
れ
る
構
成
意
識
に
つ

い
て
」（『
語
文
』
一
一
五
巻
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）

こ
と
か
ら
、
新
た
に
第
五
六
段
の
歌
を
本
歌
と
認
定
し
た
。

続
く
四
二
番
歌
は
、
一
見
す
る
と
『
伊
勢
物
語
』
第
四
五
段
を
思
い
起
こ
す

こ
と
は
難
し
い
が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句
や
詠
ま
れ
た
内
容
か
ら
、
第
四
五

段
に
あ
る
二
首
の
歌
を
と
も
に
取
り
込
ん
だ
歌
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ

た
。
第
四
五
段
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
で
重
層
的
な
歌
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
そ
の
受
容
の
仕
方
か
ら
、
式
子
が
第
四
五
段
を
、
歌
が
二
首
並
ん
で
い
る
形

で
享
受
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
た
。

さ
ら
に
、
六
八
番
歌
は
「
雪
降
る
ま
ゝ
の
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
こ
れ
ま
で

に
指
摘
さ
れ
て
い
た
『
伊
勢
物
語
』
第
八
三
段
だ
け
で
な
く
、
第
八
五
段
の
要

素
を
も
含
ん
だ
歌
に
な
っ
て
い
る
と
解
釈
し
た
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
式
子
の
三
首
と
も
、
そ
の
前
後
に
置
か
れ
た
歌
と
と
も

に
『
伊
勢
物
語
』
を
呼
び
起
こ
さ
せ
る
配
列
に
な
っ
て
い
た
。
式
子
の
百
首
歌

に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
は
A
百
首
の
四
季
部
に
つ
い
て
の
み
詳
し
い
考
察

が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
の
分
析
の
結
果
、
物
語
受
容
の
歌
に
つ
い
て
も
、

綿
密
な
配
列
意
図
の
も
と
、
百
首
歌
の
中
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
『
式
子
内
親
王
集
』
の
A
百
首
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
受
容

の
方
法
は
、
物
語
歌
の
み
な
ら
ず
、
章
段
の
内
容
や
要
素
を
繊
細
に
反
映
さ
せ

た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
首
ご
と
の
受
容
と
い
う
よ
り
は
前
後
の

歌
と
併
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
強
く
『
伊
勢
物
語
』
を
想
起
さ
せ
る
配
列
に
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
。
近
年
の
式
子
内
親
王
研
究
に
お
い
て
は
、
新
古
今
的
歌
風

の
形
成
期
の
動
態
に
位
置
す
る
、
構
成
的
な
詠
法
の
歌
人
と
し
て
彼
女
を
捉
え
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関
す
る
臆
説
―
」（『
語
文
研
究
』
一
〇
三
号
、
二
〇
〇
七
年
六
月
）
で
指
摘
し
て
い

る
。
ま
た
塗
籠
本
で
は
、「
ゆ
く
蛍
」
の
歌
が
第
四
三
段
、「
暮
れ
が
た
き
」
の
歌
が

第
四
四
段
と
、
分
か
れ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

（
18
）　『
式
子
内
親
王
全
歌
集
　
改
訂
版
』前
掲
注（
８
）、小
田
剛『
式
子
内
親
王
全
歌
新
釈
』

（
新
典
社
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
）、『
式
子
内
親
王
集
全
釈
』
前
掲
注
（
11
）

（
19
）　
注
（
８
）
に
同
じ

（
20
）　
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』（C

D
-R

O
M

版ver.2

）
に
拠
る
。
歌
番
号
も

そ
れ
に
拠
っ
た
。

（
21
）　
石
川
泰
水
「
式
子
内
親
王
へ
の
視
点
」（『
國
文
學
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四
二

巻
一
三
号
、
一
九
九
七
年
一
一
月
）

― 

き
た
は
ら
・
さ
ゆ
り
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
在
学 

―

（
７
）　『
式
子
内
親
王
集
』
の
引
用
に
は
、
石
川
泰
水
・
谷
知
子
校
注
『
和
歌
文
学
大
系

　
式
子
内
親
王
集
・
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
・
俊
成
卿
女
集
・
艶
詞
』（
明
治
書
院
、

二
〇
〇
一
年
六
月
）
を
用
い
、
歌
番
号
も
同
書
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
引
用
し
た
和
歌

や
物
語
本
文
に
は
適
宜
傍
線
等
を
付
し
た
。

（
８
）　
佐
佐
木
信
綱
校
註
『
日
本
古
典
全
書
　
中
古
三
女
歌
人
集
』（
朝
日
新
聞
社
、

一
九
四
八
年
）
や
久
松
潜
一
・
松
田
武
夫
・
関
根
慶
子
・
青
木
生
子
校
注
『
日
本
古

典
文
学
大
系
　
平
安
鎌
倉
私
家
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）、
錦
仁
編
『
式
子

内
親
王
全
歌
集
　
改
訂
版
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
八
七
年
三
月
）
が
指
摘
し
て
い
る
。

（
９
）　『
源
氏
物
語
』
の
引
用
に
は
、
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校

注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
源
氏
物
語
①
』（
小
学
館
、一
九
九
四
年
三
月
）、

『
源
氏
物
語
②
』（
同
、
一
九
九
五
年
一
月
）
を
用
い
た
。

（
10
）　
秋
貞
淑
「
歌
と
い
う
〈
快
楽
〉
―
朧
月
夜
の
歌
と
身
体
」（『
人
物
で
読
む
源
氏
物

語
　
朧
月
夜
・
源
典
侍
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
）

（
11
）　
奥
野
陽
子
『
式
子
内
親
王
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
）

（
12
）　『
伊
勢
物
語
』
の
引
用
に
は
、
片
桐
洋
一
・
福
井
貞
助
・
高
橋
正
治
・
清
水
好
子
校

注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
竹
取
物
語
　
伊
勢
物
語
　
大
和
物
語
　
平
中

物
語
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
一
二
月
）
を
用
い
た
。

（
13
）　
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
九

年
五
月
）「
露
」
項
（
渡
部
泰
明
執
筆
）

（
14
）　『
和
歌
文
学
大
系
　
式
子
内
親
王
集
・
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
・
俊
成
卿
女
集
・
艶

詞
』
前
掲
注
（
７
）、『
式
子
内
親
王
全
歌
集
　
改
訂
版
』
前
掲
注
（
８
）

（
15
）　
注
（
11
）
に
同
じ

（
16
）　『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
前
掲
注
（
13
）「
夕
べ
の
雲
」
項
（
佐
藤
恒
雄
執
筆
）

（
17
）　
通
行
本
『
伊
勢
物
語
』
第
四
五
段
の
本
文
形
態
の
特
殊
さ
（
男
の
詠
歌
が
二
首
並

ん
で
い
る
こ
と
、
時
間
の
上
で
二
首
目
の
歌
が
一
首
目
の
歌
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
）

に
つ
い
て
は
、
後
藤
康
文
氏
が
「『
伊
勢
物
語
』
第
四
十
五
段
考
―
そ
の
〈
原
形
〉
に




