
題
詠
歌
の
「
き
」
―
テ
ク
ス
ト
機
能
説
を
視
座
と
し
て
―

金

平

桃

子

一

は
じ
め
に

助
動
詞
「
き
」「
け
り
」
の
差
異
に
つ
い
て
は
、「
け
り
」
を
非
経
験
的
、「
き
」

を
経
験
と
し
て
捉
え
る
説
が
長
年
通
説
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
会
話
文
で
は

こ
れ
が
成
り
立
つ
と
し
て
も
地
の
文
に
拡
張
す
る
と
「
直
接
体
験
」
ひ
と
つ
に
集

約
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
一
方
、
井
島
正
博
氏
は
「
物
語
の
展
開
の
し
か

た
、
あ
る
い
は
語
り
手
お
よ
び
聞
き
手
の
物
語
と
の
関
わ
り
に
こ
そ
、
キ
・
ケ
リ

の
機
能
を
見
出
そ
う
と
す
る
」
テ
ク
ス
ト
機
能
説
に
基
づ
き
、
「
き
」
「
け
り
」

を
、
一
つ
一
つ
の
文
を
抽
出
し
て
意
味
づ
け
る
の
で
は
な
く
作
品
全
体
を
通
じ
て

捉
え
よ
う
と
す
る

１

。

井
島
正
博
氏
は
「
語
り
手
が
直
接
語
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
地
の
文
」
を
、

過
去
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
注
目
し
た
う
え
で
次
の
三
種
類

（
ⅰ
：
ケ
リ
が
用
い
ら
れ
る
節
、
ⅱ
：
キ
が
用
い
ら
れ
る
節
、
ⅲ
：
ケ
リ
も
キ
も

用
い
ら
れ
な
い
節
（
φ
で
示
す
）
）
に
分
類
し
た
上
で
、
ⅰ
～
ⅲ
の
関
わ
り
が
、

「
キ
・
ケ
リ
の
用
法
を
あ
く
ま
で
文
内
で
、
す
な
わ
ち
一
文
ご
と
に
規
定
し
よ
う

と
す
る
説
」
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
の
、
「
キ
・
ケ
リ
の
用
法
を
テ
ク
ス
ト
の

側
か
ら
規
定
」
す
る
テ
ク
ス
ト
機
能
説
で
あ
れ
ば
統
合
性
が
見
と
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
仮
定
す
る
。
そ
し
て
、
テ
ク
ス
ト
機
能
説
で
も
っ
て
中
古
語
に
お
け
る
過

去
助
動
詞
の
使
い
分
け
の
解
明
を
目
指
す
時
、
物
語
時
（
物
語
世
界
）
と
表
現
時

（
表
現
世
界
）
と
を
区
別
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

こ
の
二
系
統
の
結
び
つ
け
方
は
視
点
の
置
き
方
、
す
な
わ
ち
「
ウ
チ
の
視
点
」

を
と
る
か
「
ソ
ト
の
視
点
」
を
と
る
か
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
二
つ
の
視
点

の
特
徴
は
次
の
よ
う
に
列
挙
で
き
る
。

ウ
チ
の
視
点･

･
･

表
現
世
界
の
語
り
手
の
視
点
が
、
物
語
世
界
の
ど
こ
か
に
移
行

す
る
。
よ
っ
て
物
語
時
現
在
の
出
来
事
は
、
現
在
形
で
描
か
れ
る
（
物
語
時
現
在
）
。

※
φ
で
描
く

ソ
ト
の
視
点･

･
･

語
り
手
の
視
点
は
表
現
世
界
の
表
現
時
現
在
に
置
か
れ
る
こ
と

に
な
る
。
物
語
時
現
在
の
出
来
事
を
描
く
時
に
は
、
表
現
時
現
在
は
物
語
時
現
在

に
対
し
て
以
前
、
同
時
、
以
後
の
い
ず
れ
か
に
仮
構
さ
れ
る
。
一
般
的
に
は
、
物

語
時
現
在
は
、
定
位
さ
れ
た
表
現
時
現
在
に
対
し
て
相
対
的
に
過
去
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
（
相
対
時
制
過
去
）
。

※
ケ
リ
で
描
く

一-

一

表
現
時
制
過
去

井
島
氏
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
さ
れ
る
物
語
文
学
で

あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
日
記
文
学
（
『
土
佐
日
記
』
『
蜻
蛉
日
記
』
『
更
級
日
記
』

を
挙
げ
て
い
る
）
で
あ
っ
て
も
、
「
φ
を
媒
体
と
し
て
、
語
り
手
が
介
入
す
る
時

は
ケ
リ
が
、
物
語
時
よ
り
も
過
去
の
こ
と
を
描
写
す
る
と
き
に
は
キ
が
用
い
ら
れ

て
い
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
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他
方
、
『
枕
草
子
』
の
よ
う
な
日
記
的
章
段
に
お
い
て
は
、
表
現
時
制
過
去
の

「
キ
」
が
多
く
用
い
ら
れ
る
章
段
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
物
語
世
界
と
表
現

世
界
と
を
同
質
世
界
と
し
て
描
く
場
合
は
、
表
現
時
制
過
去
の
出
来
事
を
物
語
時

現
在
に
投
射
し
て
表
現
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
解
し
て
い
る
。

こ
の
表
現
時
制
過
去
の
「
キ
」
を
、
語
り
手
が
（
意
図
し
て
い
な
い
の
に
も
関

わ
ら
ず
）
思
わ
ず
表
現
時
制
過
去
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
例
と
と
る
か
、
あ
る
い
は
、

新
し
い
表
現
方
法
を
探
求
し
た
結
果
（
自
覚
・
意
図
し
て
）
と
し
て
の
例
と
と
る

か
だ
が
、
井
島
氏
は
前
者
の
例
に
『
蜻
蛉
日
記
』
を
、
後
者
の
例
と
し
て
『
今
昔

物
語
集
』
を
挙
げ
る

２

。

一-

二

技
法
の「
き
」

『
枕
草
子
』
の
「
き
」
、
井
島
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
表
現
時
制
過
去
の
「
き
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
、
清
少
納
言
に
と
っ
て
密
な
関
係
を
築
い
て
い
た
人

物
と
の
、
極
め
て
個
人
的
で
感
懐
に
浸
る
よ
う
な
体
験
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

つ
ま
り
、「
表
現
時
制
過
去
の
出
来
事
を
物
語
時
現
在
に
投
射
」
す
る
そ
の
「
き
」

と
は
、
重
い
体
験
ゆ
え
に
、
無
意
識
の
内
に
自
然
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ

３

。

と
こ
ろ
で
、
『
枕
草
子
』
か
ら
目
を
離
し
他
作
品
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
『
枕

草
子
』
と
は
質
を
異
に
す
る
言
わ
ば
技
法
と
し
て
「
き
」
を
使
用
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
作
品
が
あ
る
。
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
鎌
倉
期
に
成

立
し
た
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
あ
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
説
話
集
で
あ
り
、

話
の
中
の
語
り
手
は
出
来
事
を
相
対
化
し
客
観
的
に
語
る
の
が
普
通
だ
が
、
一
時

的
に
登
場
人
物
や
出
来
事
に
一
体
化
す
る
（
な
お
か
つ
「
き
」
が
使
用
さ
れ
て
い

る
）
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
「
き
」
は
、
具
体
的
な
実
在
・
滞
在
し
た
場
所
・
実
際

に
体
験
し
た
他
人
か
ら
の
伝
承
を
読
者
に
向
か
っ
て
再
現
的
に
語
っ
て
い
る
こ
と

を
裏
付
け
る
よ
う
な
効
果
を
見
せ
、
結
果
的
に
話
の
信
憑
性
や
読
者
の
感
情
の
振

幅
を
高
め
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
書
き
手
は
、
あ
る
話
に
お
け
る
自
分
の

理
解
・
解
釈
に
従
っ
て
、
話
の
滑
稽
さ
、
怖
さ
、
真
実
味
等
を
強
調
す
る
（
操
作

す
る
）
主
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
主
体
の
あ
り
方
は
、
竹
村
信
治
『
言

述
論
』
に
お
け
る
次
の
言
及
の
通
り
で
あ
る

４

。

〝
演
ず
る
主
体
〟
を
い
ま
仮
に
、
〈
他
者
の
こ
と
ば
〉
を
語
る
そ
の
行
為
性

に
そ
く
し
て
〈
語
る
主
体
〉
と
名
づ
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
言
語
行
為
の
実

際
は
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
言
述
に
つ
い
て
の
議
論
に
〈
発
話
主
体
〉
と

〈
語
る
主
体
〉
と
の
区
別
の
必
要
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
同
時
に
、

両
者
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
表
現
機
構
に
か
か
わ
る
次
の
議
論
を
み
ち
び

く
。
す
な
わ
ち
、
〈
発
話
主
体
〉
は
〈
語
る
主
体
〉
を
発
話
の
な
か
に
用
意

し
、
こ
れ
を
対
象
と

同
化
さ
せ
（
一
体
化
）
、
ま
た
そ
の
「
際
立
て
」
を

演
じ
さ
せ
、
も
っ
て
そ
の
演
戯
の
全
体
を
発
話
行
為
の
現
在
に
捉
え
直
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

「
発
話
主
体
」
の
編
者
が
、「
語
る
主
体
」
へ
と
自
ら
を
置
き
、
話
の
滑
稽
さ
、

怖
さ
等
を
強
調
す
る
（
操
作
す
る
）
時
に
使
用
さ
れ
る
の
が
「
き
」
の
可
能
性
が

高
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
『
枕
草
子
』
と
は
対
照
的
に
、
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
で
は
「
き
」
の
効
果
を
書
き
手
が
認
識
し
、
技
法
的
に
使
用
し
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。
鎌
倉
期
の
散
文
で
「
き
」
の
技
法
が
あ
る
な
ら
ば
、
韻
文
に
お
い
て

も
確
認
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
同
時
期
に

あ
た
る
良
経
・
定
家
の
題
詠
歌
の
分
析
を
通
し
、
「
き
」
の
技
法
化
の
実
体
を
把

握
す
る
。

一-

三

題
詠
歌

題
詠
歌
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
題
に
よ
っ
て
和
歌
を
詠
む
こ
と
で
、
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十
二
世
紀
堀
河
朝
頃
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
。
与
え
ら
れ
た
題
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ

た
和
歌
で
あ
り
、
歌
人
達
の
実
体
験
歌
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

５

。
自
分
の

体
験
を
詠
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
ゆ
え
、
一
般
的
に
直
接
体
験
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
「
き
」
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
理
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
が
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
題
詠
歌
の
中
に
は
「
き
」
が
使
用
さ
れ
た
和
歌
が

確
認
さ
れ
る

６

。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
、
題
詠
に
お
い
て
描
か
れ
る
詠
歌
主
体

に
発
話
主
体
が
一
体
化
し
（
＝
語
る
主
体
）
、
そ
の
心
情
を
際
だ
た
せ
て
読
み
手

に
差
し
出
し
て
い
る
際
に
「
き
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

言
語
主
体
…
生
身
の
人
間
。
（
例
：
定
家
）

発
話
主
体
…
歌
人
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
主
体
。

（
例
：
歌
人
定
家
）

語
る
主
体
…
発
話
主
体
が
演
じ
る
詠
歌
主
体
。

（
例
：
歌
人
定
家
が
恋
に
苦
し
む
女
性
と
し
て
一
時
的
に
同
化
。
）

こ
の
よ
う
に
あ
る
具
体
的
人
物
に
な
り
き
っ
て
そ
の
心
を
詠
む
こ
と
は
、
特
に

歌
人
藤
原
定
家
が
「
有
心
体
」
と
し
て
積
極
的
に
試
み
た
。
藤
平
春
男
氏
は
そ
の

「
有
心
体
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る

７

。

『
毎
月
抄
』
の
「
有
心
躰
」
は
深
い
観
想
に
よ
っ
て
成
る
歌
で
あ
る
が
、「
よ

く
よ
く
心
を
澄
ま
し
て
そ
の
一
境
に
入
ふ
し
て
こ
そ
稀
に
も
よ
ま
る
る
事
は

侍
れ
」
に
つ
い
て
、
「
一
境
に
入
ふ
す
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
示
す
資
料
が
『
京
極
中
納
言
相
語
』
に
あ
る
。「
恋

の
歌
を
よ
む
に
は
凡
骨
の
身
を
捨
て
て
、
業
平
の
ふ
る
ま
ひ
け
む
事
を
思
ひ

い
で
て
、
わ
が
身
を
み
な
業
平
に
し
て
よ
む
。
地
形
を
詠
む
に
は
か
か
る
柴

垣
の
も
と
を
離
れ
て
、
玉
の
砌
、
山
河
の
景
気
な
ど
を
観
じ
て
よ
き
歌
は

出
来
る
も
の
な
り
」
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
（
中
略
＝
金
平
）
古
典
を
媒
介
に

す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
素
材
と
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
作
品
内
世
界
に

完
全
に
入
り
こ
む
こ
と
、
即
ち
詠
歌
主
体
を
生
身
の
自
分
か
ら
離
脱
さ
せ
作

品
内
世
界
に
〈
転
移
〉
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
業

平
」
や
「
玉
の
砌
、
山
河
の
景
気
」
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

歌
人
達
が
自
身
を
捨
て
業
平
と
い
う
人
物
に
な
り
き
り
「
作
品
内
世
界
に
〈
転

移
〉
」
し
て
そ
の
心
情
を
詠
む
と
い
う
こ
と
は
、
竹
村
信
治
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の

発
話
主
体
か
ら
語
る
主
体
へ
の
転
移
と
同
義
で
あ
る
。
『
新
古
今
和
歌
集
』
題
詠

歌
を
確
認
し
て
み
る
と
、
こ
の
「
有
心
体
」
の
あ
り
方
を
模
索
し
た
と
さ
れ
る
歌

人
定
家
と
、
定
家
の
庇
護
者
と
し
て
交
流
が
見
ら
れ
た
藤
原
良
経
の
詠
に
「
き
」

が
多
く
見
ら
れ
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
両
者
の
歌
人
が
助
動
詞
「
き
」
を
題
詠
歌
に

持
ち
込
む
こ
と
の
効
果
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
こ
の
よ
う
な
予
測
の
も
と
、
分
析
対
象
を
歌
人
藤
原
良
経
と
藤
原
定
家
の

二
人
に
絞
り
、
彼
ら
の
和
歌
の
分
析
を
通
し
て
「
き
」
の
様
相
の
具
体
に
迫
る
。

以
下
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
題
詠
歌
に
お
け
る
「
き
」
の
使
用
に
つ
い
て
分
析
し

て
い
く
。

一-

四

方
法

『
新
古
今
和
歌
集
』
題
詠
歌
の
中
で
（
詞
書
が
あ
る
も
の
に
限
定

８

）
「
き
」
の

あ
る
も
の
を
選
出
し
、
歌
人
が
和
歌
の
中
で
ど
の
よ
う
な
作
中
世
界
を
創
造
し
、

ど
の
よ
う
な
詠
歌
主
体
を
描
き
、
ど
の
よ
う
な
心
情
を
描
い
て
い
る
か
を
分
析
す

る
。
そ
の
際
、
「
き
」
を
用
い
な
が
ら
創
造
さ
れ
て
い
る
体
験
を
、
次
の
よ
う
に

分
類
す
る
。

Ａ
…
実
体
験
歌
に
お
け
る
体
験
を
持
ち
込
む
も
の

Ｂ
…
虚
構
世
界
の
体
験
を
持
ち
込
む
も
の

Ｃ
…
歌
人
の
体
験
を
基
に
創
造
す
る
も
の
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Ａ
・
Ｂ
は
、
「
き
」
に
よ
っ
て
架
空
の
体
験
を
作
り
出
す
技
法
の
二
種
類
で
あ

る
。
「
き
」
は
、
あ
る
具
体
的
な
過
去
の
時
点
に
浸
り
入
り
込
む
詠
歌
主
体
の
体

験
を
、
読
み
手
に
強
調
し
て
語
る
際
に
用
い
ら
れ
る
が
、
読
み
手
が
そ
の
重
い
体

験
に
共
感
で
き
な
け
れ
ば
技
法
と
し
て
の
効
果
が
発
揮
さ
れ
な
い
。
描
か
れ
る
過

去
の
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
こ
れ
ら
は
存
在
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

二

藤
原
良
経
の「
き
」

良
経
（1169

～

1260

）
は
、
平
安
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
新
風

歌
人
、
藤
原
定
家
ら
の
拠
点
・
庇
護
者
と
し
て
の
位
置
に
あ
っ
た
人
物
で
、
叔
父

で
あ
る
慈
円
や
、
俊
成
か
ら
の
刺
激
も
多
い
に
受
け
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

『
新
古
今
和
歌
集
』
は
、
こ
の
良
経
の
詠
を
巻
頭
に
あ
げ
る
。

Ａ
…
実
体
験
歌
に
お
け
る
体
験
を
持
ち
込
む
も
の

み
吉
野
は

山
も
か
す
み
て

白
雪
の

ふ
り
に
し
里
に

春
は
き
に
け
り

（『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
一
・
春
上
・
一
・
摂
政
太
政
大
臣
・「
春
立
つ
心
を
よ
み
侍
り

け
る
」
）

ま
ず
、
こ
の
歌
が
「
春
立
つ
心
」
を
詠
ん
だ
題
詠
歌
で
あ
る
こ
と
、
良
経
の

実
体
験
歌
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
「
き
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

お
さ
え
て
お
き
た
い
。
良
経
は
題
で
あ
る
「
春
立
つ
心
」
を
描
出
す
る
に
あ
た
り
、

春
が
到
来
し
た
場
所
を
「
吉
野
」
に
設
定
し
た
。
こ
れ
は
、
「
吉
野
」
と
い
う
歌

こ
と
ば
の
意
を
重
視
し
た
だ
け
で
な
く
、
本
歌
と
し
て
考
え
ら
れ
る
次
の
詠
が
大

い
に
関
係
し
て
い
る
と
言
え
る
。

二-

一

本
歌
と
の
関
連

〔
本
歌
〕

春
立
つ
と

い
ふ
ば
か
り
に
や

み
吉
野
の

山
も
霞
み
て

け
さ
は
見
ゆ
ら
む

（
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
一
・
一
・
壬
生
忠
岑
・
「
平
定
文
が
家
歌
合
に
詠
み
侍

け
る
」
）

※
本
歌
取
り
の
重
な
り
（
波
線
）
、
題
へ
の
影
響
（
二
重
棒
線
）

『
新
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
良
経
の
詠
が
一
番
目
と
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る

の
と
同
様
に
、
本
歌
で
あ
る
『
拾
遺
和
歌
集
』
の
忠
岑
の
詠
も
ま
た
一
番
目
に
位

置
し
、
「
吉
野
」
が
詠
ま
れ
て
い
る

９

。
良
経
は
、
本
歌
の
「
春
立
つ
と
い
ふ
ば
か

り
に
や
」
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
舞
台
を
「
吉
野
」
に
設
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

両
者
と
も
「
み
吉
野
」
詠
で
あ
る
が
、
忠
岑
の
詠
で
は
現
在
推
量
の
助
動
詞
「
ら

む
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
詠
歌
主
体
は
「
み
吉
野
の
山
」
を
直
接
見

て
い
る
の
で
は
な
く
、
み
吉
野
の
山
が
霞
ん
で
見
え
る
情
景
を
想
起
し
、
思
い
を

馳
せ
て
い
る
人
物
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

け
れ
ど
も
、
良
経
の
詠
で
は
「
春
は
き
に
け
り
」
と
、
み
吉
野
の
山
が
霞
む
情

景
を
直
に
見
る
こ
と
で
里
に
春
が
来
た
こ
と
を
実
感
す
る
主
体
が
描
き
出
さ
れ
て

お
り
、
さ
ら
に
は
本
歌
に
直
接
描
か
れ
て
い
な
い
「
里
に
ふ
る
雪
」
を
な
ぜ
描
い

て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

二-

二

「
き
」
の
効
果

良
経
の
詠
に
お
け
る
詠
歌
主
体
は
、
「
み
吉
野
の
霞
」
か
ら
里
に
到
来
し
た
春

を
実
感
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
「
白
雪
の
降
り
に
し
」
過
去
の
日
々
も

ま
た
想
起
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
機
能
説
に
鑑
み
て
解
釈
す
る
な
ら
、
た
だ
た
だ

雪
が
降
り
積
も
る
蓄
積
さ
れ
た
過
去
の
冬
の
期
間
に
思
い
を
馳
せ
、
そ
の
体
験
に

ま
ざ
ま
ざ
と
身
を
お
い
た
う
え
で
、
寒
々
し
い
日
々
と
対
比
的
な
暖
か
な
春
が
よ
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う
や
く
到
来
し
た
こ
と
を
冬
か
ら
春
へ
移
行
す
る
時
の
推
移
と
と
も
に
噛
み
締
め

て
い
る
、
実
体
的
主
体
が
浮
か
び
あ
が
る
。
良
経
は
本
歌
の
内
容
を
踏
襲
し
一
部

を
改
変
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
「
き
」
を
用
い
た
異
時
間
の
体
験
・
心
境
を

組
み
込
む
こ
と
で
、
よ
り
春
の
到
来
を
感
慨
を
も
っ
て
実
感
す
る
主
体
を
描
き
だ

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
き
」
で
描
か
れ
る
、
良
経
が
創
造
し
た
詠
歌
主

体
の
体
験
と
は
、
良
経
が
勝
手
に
想
像
し
た
も
の
で
は
な
く
そ
れ
以
前
の
詠
（
歌

人
）
の
体
験
を
持
ち
込
ん
で
い
る
点
だ
。

あ
さ
ぼ
ら
け

有
明
の
月
と
見
る
ま
で
に

よ
し
の
の
里
に

ふ
れ
る
白
雪

（
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
六
・
三
三
二
・
坂
上
是
則
・
「
大
和
国
に
ま
か
れ
り
け

る
時
に
、
雪
の
降
り
け
る
を
見
て
、
よ
め
る
」
）

※
良
経
が
持
ち
込
ん
だ
体
験
（
点
線
）

右
の
詠
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
収
録
さ
れ
た
是
則
の
詠
で
、
是
則
本
人
が
大
和

国
へ
向
か
っ
た
際
に
詠
ん
だ
詠
（
実
体
験
歌
）
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
詞
書
か
ら
伺

え
、
実
際
に
「
吉
野
の
里
」
に
「
白
雪
」
が
降
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

。
つ
ま
り
、
良
経
は
こ
の
是
則
の
詠
も
踏
ま
え
（
詠
歌
主
体
と
し
て
擬
似
的
に

１０

是
則
の
よ
う
な
人
物
を
設
定
し
）
是
則
が
直
に
見
た
体
験
を
「
き
」
の
使
用
に
よ

っ
て
持
ち
込
ん
だ
と
言
え
る
。

「
き
」
は
、
本
歌
で
描
出
さ
れ
る
体
験
に
重
複
・
一
体
化
さ
せ
る
か
の
よ
う
に

雪
深
い
時
間
の
体
験
を
踏
ま
え
た
詠
歌
主
体
を
生
起
さ
せ
、
冬
か
ら
春
へ
と
季
節

が
移
行
す
る
時
間
枠
と
、
雪
深
い
吉
野
で
冬
期
を
過
ご
し
た
末
に
春
の
到
来
を
認

識
す
る
心
の
動
向
を
切
り
取
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
是
則
の
体
験
歌
を
摂
取
す

る
か
の
よ
う
に
創
造
さ
れ
た
世
界
観
は
、
「
春
立
つ
心
」
（
春
が
来
た
と
実
感
す

る
心
の
あ
り
さ
ま
・
動
き
）
を
十
二
分
に
描
き
出
し
た
詠
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

良
経
の
こ
の
詠
が
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
巻
頭
歌
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
、
本

歌
で
あ
る
『
拾
遺
和
歌
集
』
の
吉
野
詠
に
対
応
さ
せ
る
意
識
が
働
い
た
う
え
で
の

こ
と
で
あ
り
、
無
論
『
新
古
今
和
歌
集
』
選
者
藤
原
定
家
ら
の
庇
護
者
と
し
て
の

位
置
に
つ
い
て
い
た
良
経
の
存
在
を
立
て
る
意
識
も
働
い
て
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
そ
の
和
歌
が
過
去
の
「
時
間
」
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
と
い

う
点
も
ま
た
定
家
が
評
価
し
た
部
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｂ
…
虚
構
世
界
の
体
験
を
持
ち
込
む
も
の

秋
の
田
の

か
り
ね
の
は
て
も

し
ら
露
に

か
げ
見
し
ほ
ど
や

よ
ひ
の
稲
妻

（
『
南
海
漁
夫
北
山
樵
客
百
番
歌
合
』

・
恋
・
六
十
番
・
一
一
九
・
左
勝
）

１１

『
新
古
今
和
歌
集
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
良
経
の
詠
で
興
味
深

い
例
を
挙
げ
た
い
。
恋
の
部
立
に
位
置
す
る
、『
南
海
漁
夫
北
山
樵
客
百
番
歌
合
』

の
詠
で
あ
る
。
〈
恋
〉
と
い
う
部
立
に
沿
う
よ
う
創
造
さ
れ
た
詠
で
あ
る
の
で
、

良
経
自
身
の
体
験
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
が
「
き
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

冬
が
近
い
終
盤
の
「
秋
」
と
い
う
季
節
に
「
飽
き
」
を
掛
け
て
お
り
、
言
わ
ば

終
わ
り
行
く
恋
を
詠
っ
て
い
る
と
理
解
出
来
る
。
そ
の
他
、
は
か
な
さ
を
意
味
す

る
「
白
露
」
、
短
い
仮
寝
の
行
く
末
を
意
味
す
る
「
刈
根
の
果
て
」
、
恋
し
い
人

の
面
影
を
見
た
こ
と
を
意
味
す
る
「
影
見
し
」
等
々
、
一
つ
ひ
と
つ
の
景
に
恋
愛

要
素
が
読
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、
一
首
を
通
し
て
恋
の
儚
さ
や
危

う
さ
が
全
面
に
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
詠
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
恋
の
終
焉
の
段

階
に
お
け
る
感
情
を
描
き
な
が
ら
、
「
か
げ
見
し
」
と
い
う
過
去
の
時
間
を
組
み

込
ん
で
い
る
点
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
詠
を
本
歌

と
し
て
理
解
す
る
。
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二-

三

本
歌
の
存
在

〔
本
歌
〕

秋
の
田
の

穂
の
上
を

照
ら
す
稲
妻
の

光
の
ま
に
も

我
や
忘
る
る

（
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
一
・
恋
歌
一
・
五
四
八
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

※
本
歌
と
の
重
な
り
（
波
線
）

こ
の
詠
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
〈
恋
歌
一
〉
の
和
歌
で
、「
秋

の
田
」
や
「
稲
妻
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
点
か
ら
、
良
経
詠
の
本
歌
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
何
よ
り
、
ま
さ
し
く
「
か
げ
（
光
）
を
見
」
た
様
が
描
か
れ
て
い

る
点
を
把
握
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
秋
の
田
の
た
わ
わ
な
稲
穂
の
上
の
露
に
稲
妻
の

光
が
一
瞬
光
る
、
そ
の
刹
那
の
光
を
見
た
間
で
さ
え
も
愛
し
い
人
の
存
在
を
忘
れ

る
こ
と
が
な
い
、
と
「
か
げ
」
を
見
な
が
ら
に
し
て
抱
く
、
秋
上
旬
か
つ
恋
の
初

期
段
階
の
強
い
恋
慕
心
が
詠
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

良
経
は
、
「
稲
穂
の
上
を
」
と
あ
る
箇
所
を
「
刈
根
」
へ
と
変
質
さ
せ
る
こ
と

で
秋
下
旬
へ
と
時
間
設
定
を
変
え
、
さ
ら
に
は
本
歌
で
描
か
れ
る
恋
を
「
仮
寝
」

と
位
置
づ
け
、
そ
れ
以
後
の
詠
歌
主
体
の
後
恋
物
語
を
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
良
経
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
五
四
八
番
歌
で
描
か
れ
る
時
期
（
秋
）
、

詠
歌
主
体
（
始
ま
っ
た
恋
に
心
酔
す
る
女
）
の
設
定
、
言
わ
ば
世
界
観
を
拠
所
と

し
て
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
借
り
、
そ
の
詠
歌
主
体
が
後
に
如
何
様
な
恋
を
体
験
し

て
い
っ
た
の
か
を
創
造
し
て
い
る
の
だ
。

二-

四

「
き
」
の
効
果

良
経
の
和
歌
で
描
か
れ
る
詠
歌
主
体
は
、
恋
の
終
焉
に
身
を
置
い
た
上
で
、
本

歌
で
描
か
れ
る
過
去
の
時
点
を
想
起
し
て
い
る
。「
か
げ
見
し
ほ
ど
や
」
と
「
き
」

を
用
い
て
描
く
過
去
の
時
点
と
は
、
恋
の
始
ま
り
の
時
期
で
、
そ
の
時
の
詠
歌
主

体
は
稲
妻
が
光
る
一
瞬
の
間
で
あ
っ
て
も
思
い
人
を
忘
る
る
こ
と
な
く
一
心
に
思

い
続
け
て
い
た
。
始
ま
っ
た
恋
に
心
を
弾
ま
せ
今
後
の
展
開
に
期
待
し
、
恋
の
終

焉
な
ど
一
瞬
た
り
と
も
想
像
せ
ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
思
い
人
へ
の
充
満
し
た
恋
心

を
募
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
去
の
時
間
は
、
恋
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い

る
現
在
か
ら
思
い
返
せ
ば
一
抹
の
不
安
さ
え
認
識
し
て
い
な
い
、
浮
き
足
だ
っ
た
、

し
か
し
あ
る
側
面
か
ら
見
れ
ば
幸
福
な
時
期
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

時
を
経
て
、
良
経
の
描
く
詠
歌
主
体
は
、
恋
の
苦
し
み
か
ら
朝
方
ま
で
寝
付
く

こ
と
が
で
き
ず
宵
の
稲
妻
が
刈
っ
た
根
に
煌
め
い
た
時
に
恋
人
の
面
影
を
感
じ
取

っ
た
。
同
時
に
、
稲
穂
に
稲
妻
が
反
射
し
た
刹
那
の
間
で
さ
え
も
絶
え
間
な
く
恋

人
を
思
い
続
け
て
い
た
過
去
の
時
点
が
脳
を
め
ぐ
り
、
現
在
と
は
対
照
的
な
至
福

の
時
間
に
身
を
委
ね
た
の
で
あ
る
。

二-

五

「
歌
よ
み
」
と「
歌
つ
く
り
」

良
経
が
想
起
さ
れ
た
過
去
の
時
間
を
い
か
に
強
調
し
た
か
は
、
詠
嘆
の
「
や
」

と
と
も
に
「
程
」
と
い
う
時
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
即
ち
、

濃
厚
な
過
去
の
時
間
を
想
起
す
る
「
き
」
の
効
果
を
「
程
や
」
で
以
て
支
え
、
詠

歌
主
体
が
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
起
こ
し
た
時
を
取
り
立
て
、
誇
張
し
な
が
ら
読
み
手

に
差
し
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
良
経
が
「
き
」
の
効
果

を
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
過
去
の
時
間
と
い
う
観
念
に
対
す
る
意
識
又
は
理
解
が
あ
っ

た
と
述
べ
る
に
あ
た
り
、
次
の
良
経
の
和
歌
を
引
く
こ
と
と
す
る
。

秋
の
夜
の

か
り
ね
の
果
て
も

白
露
に

影
見
し
人
や

宵
の
稲
妻

（
『
後
京
極
殿
御
自
歌
合
』
六
十
四
番
・
一
二
七
・
恋
心
を
・
左
）

藤
原
良
経
の
自
歌
合
で
あ
り
、
俊
成
が
判
者
を
勤
め
た
『
後
京
極
殿
自
歌
合
』

で
の
詠
で
あ
る
。
『
後
京
極
殿
自
歌
合
』
の
方
が
『
南
海
漁
夫
北
山
樵
客
百
番
歌

合
』
の
後
年
に
編
纂
さ
れ
た
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
『
南
海
漁
夫
北
山
樵
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客
百
番
歌
合
』
当
該
歌
と
似
通
っ
て
い
る
も
、
「
秋
の
田
に
」
が
「
秋
の
夜
の
」
、

「
程
や
」
が
「
人
や
」
へ
と
変
容
が
認
め
ら
れ
る
。

「
秋
の
夜
の
仮
寝
」
で
あ
る
と
、
「
仮
寝
」
に
「
刈
根
」
の
意
味
が
響
い
て
こ

な
い
。
つ
ま
り
、
稲
の
根
が
刈
ら
れ
た
終
盤
の
秋
、
そ
こ
か
ら
連
想
さ
れ
る
飽
き

が
感
じ
ら
れ
る
終
焉
に
向
か
う
恋
の
風
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
。

ま
た
、
「
人
や
」
と
な
っ
て
い
れ
ば
感
動
の
中
心
が
「
程
」
と
い
う
時
間
で
は
な

く
、
「
私
が
白
露
に
面
影
を
見
た
あ
の
人
」
と
な
っ
て
、
詠
歌
主
体
の
思
い
人
へ

の
恋
心
が
前
景
化
す
る
。
要
す
る
に
、
『
南
海
漁
夫
北
山
樵
客
百
番
歌
合
』
で
詠

ま
れ
て
い
る
よ
う
な
、
終
焉
に
向
か
う
恋
に
身
を
置
く
詠
歌
主
体
が
想
起
す
る
過

去
の
瞬
間
の
時
で
は
な
く
、
果
て
な
い
思
い
人
へ
の
恋
心
が
詠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
後
京
極
殿
自
歌
合
』
の
詠
の
方
が
恋
心
を
描
く
こ
と
に
重
き
を
置
き
、
な
だ

ら
か
に
詠
ま
れ
て
お
り
読
み
手
も
理
解
し
や
す
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
判
者

が
俊
成
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、「
歌
つ
く
り
」

で
あ
る
こ
と
を
自
称
し
て
い
た
歌
人
定
家
が
意
識
し
て
い
た
「
き
」
の
技
法
を
、

良
経
は
認
識
・
獲
得
し
な
が
ら
、
判
者
が
「
歌
よ
み
」
と
評
さ
れ
た
俊
成
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
意
識
的
に
「
き
」
を
用
い
ず
、
俊
成
が
評
価
す
る
で
あ
ろ
う
な
だ

ら
か
で
平
易
な
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
仮
説
が
立
ち
上
が
る
。
語
句
あ
る
い
は
助
動

詞
の
一
つ
ひ
と
つ
の
意
を
把
握
し
緻
密
に
歌
を
構
築
す
る
「
歌
つ
く
り
」
で
あ
り

な
が
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
歌
よ
み
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
偽
る
、
こ
の
よ
う

な
良
経
の
改
作
の
姿
勢
に
、
当
時
の
「
き
」
の
効
果
の
認
識
や
評
価
の
薄
弱
さ
を

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

三

藤
原
定
家
の「
き
」

定
家
（1162

～

1241

）
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
を
生
き
た
歌
人
。
歌

論
書
、
歌
学
書
、
注
釈
書
類
の
著
作
も
多
く
、
古
典
の
書
写
・
校
勘
に
大
き
な
足

跡
を
残
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
、
作
風
と
し
て
は
本
歌
取
り
な
ど
に
よ
る
気
分

的
象
徴
歌
、
物
語
的
構
想
歌
な
ど
に
高
度
な
達
成
が
み
ら
れ
る
。

Ｂ
…
虚
構
世
界
の
体
験
を
持
ち
込
む
も
の

や
ど
り
せ
し

か
り
ほ
の
萩
の

露
ば
か
り

消
え
な
で
袖
の

色
に
恋
つ
ゝ

（
『
定
家
郷
百
番
自
歌
合
』
・
恋
・
六
九
番
・
一
三
七
・
左
）

三-

一

「
露
」
の
強
調

注
目
さ
れ
る
の
は
、
定
家
以
前
に
「
か
り
ほ
」
「
露
」
「
萩
」
の
三
つ
を
同
時

に
詠
ん
だ
和
歌
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。〈
恋
〉
の
部
立
に
位
置
す
る
こ
の
詠
は
、

涙
と
儚
さ
（
儚
い
命
）
の
象
徴
で
あ
る
「
露
」
を
全
面
に
押
し
出
し
て
い
る
。「
露

ば
か
り
消
え
な
で
」
を
副
詞
の
意
で
採
る
と
「
全
く
露
が
消
え
な
い
で
」
と
解
釈

で
き
る
わ
け
だ
が
、
本
来
す
ぐ
消
え
去
る
露
が
な
ぜ
全
く
消
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

〈
恋
）
と
い
う
部
立
に
鑑
み
る
と
、
「
仮
庵
」
で
の
「
宿
り
」
と
は
、
男
女
の

恋
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
「
露
」
は
、
一
つ
に
は
恋
の
苦
し
み

に
よ
っ
て
流
す
涙
を
意
味
し
て
い
る
。
萩
の
葉
は
細
長
く
、
幅
が
狭
い
の
で
露
が

付
い
て
も
す
ぐ
落
ち
て
し
ま
う
が
、
そ
の
露
が
消
え
な
い
ま
ま
下
葉
に
落
ち
次
第

に
葉
の
色
を
紅
に
色
づ
か
せ
て
い
く
。
露
が
色
濃
く
葉
を
色
づ
か
せ
て
い
く
様
に
、

詠
歌
主
体
が
行
き
ず
り
の
恋
の
苦
し
み
に
流
す
涙
が
袖
に
落
ち
、
乾
か
な
い
う
ち

に
凍
っ
て
袖
が
鮮
や
か
に
紅
に
染
ま
る
様
を
暗
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
に
は
、
は
か
な
い
面
影
と
い
う
意
で
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

詠
歌
主
体
は
涙
に
宿
る
恋
人
の
面
影
を
愛
し
く
拠
り
所
と
し
て
い
た
の
に
、
朝
に

は
そ
の
涙
（
面
影
）
は
消
え
、
夜
に
は
色
濃
く
な
っ
た
袖
に
再
び
面
影
を
見
る
。

唯
一
面
影
を
見
取
る
こ
と
が
で
き
る
夜
と
、
発
た
ね
ば
な
ら
な
い
朝
を
重
ね
そ
の

連
な
っ
た
反
復
の
内
に
、
詠
歌
主
体
の
心
に
残
る
体
験
や
風
景
は
よ
り
深
淵
へ
と

誘
わ
れ
余
計
に
延
々
た
る
思
い
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
露
（
涙
、
は
か
な

い
面
影
）
が
全
く
消
え
な
い
ま
ま
袖
を
紅
に
染
め
て
恋
の
跡
を
残
す
た
め
に
、
恋
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慕
心
を
充
満
さ
せ
る
詠
歌
主
体
は
ま
す
ま
す
過
去
の
「
仮
庵
」
で
の
宿
り
の
時
点

に
囚
わ
れ
引
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

三-

二

『
伊
勢
物
語
』
取
り

こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
の
は
、
語
句
か
ら
の
考
察
で
あ
っ
た
が
、
視
点
を
変
え
定

家
が
『
伊
勢
物
語
』
を
意
識
し
そ
の
世
界
を
借
り
て
和
歌
を
詠
じ
た
可
能
性
に
つ

い
て
述
べ
る
。

周
知
の
通
り
、
『
伊
勢
物
語
』
の
〈
芥
河
〉
章
段
で
は
男
女
の
逃
亡
が
描
か
れ

る
。
初
め
て
外
の
世
界
に
出
た
女
は
芥
河
近
く
の
「
萩
」
の
「
露
」
の
存
在
を
男

に
問
う
が
、
女
の
問
に
答
え
る
余
裕
の
な
か
っ
た
男
は
「
あ
ば
ら
な
る
倉
」
に
女

を
幽
閉
す
る
。
結
局
女
は
鬼
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
訳
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
展
開
の

内
に
、
定
家
の
和
歌
で
登
場
す
る
「
萩
」「
露
」「
あ
ば
ら
な
る
倉
（
＝
か
り
ほ
）
」

と
い
う
同
要
素
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
〈
芥
河
〉
章
段
の
続
き
で
あ
る
と

一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
〈
東
下
り
〉
が
、
男
の
旅
の
様
子
を
描
い
て
い
る
、
と
い

う
点
も
定
家
の
和
歌
の
題
（
「
旅
宿
恋
」
）
と
一
致
を
見
せ
る
。
〈
芥
河
〉
譚
で
恋

に
破
れ
た
男
は
、
〈
東
下
り
〉
譚
に
お
い
て
、
都
に
身
を
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
が

で
き
ず
東
北
に
向
か
う
旅
に
出
る
。
そ
の
旅
中
の
男
た
ち
の
悲
痛
な
思
い
は
『
伊

勢
物
語
』
に
描
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
定
家
は
そ
の
設
定
を
借
り
受
け
、

〈
芥
河
〉
を
経
て
〈
東
下
り
〉
す
る
男
た
る
詠
歌
主
体
を
設
定
し
、
男
の
続
き
物

語
を
、
男
の
心
中
を
詠
じ
た
。

そ
の
よ
う
に
仮
定
し
た
際
に
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
〈
芥
河
〉
譚
で
登
場
す
る

和
歌
「
白
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
つ
ゆ
と
こ
た
へ
て
消
え
ま
な
し
も
の
を
」

で
あ
る
。
女
は
初
め
て
外
の
世
界
に
出
た
た
め
に
萩
の
上
に
あ
る
露
の
存
在
を
知

ら
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
男
に
問
う
訳
だ
が
、
逃
げ
る
こ
と
に
必
死
な
男
は
そ
の
問

い
に
答
え
る
こ
と
な
く
女
を
人
気
の
な
い
倉
に
押
し
込
む
。
だ
が
、
願
い
む
な
し

く
女
を
失
っ
た
こ
と
を
実
感
し
た
朝
、
男
は
、
焦
燥
感
に
か
ら
れ
た
自
己
の
欲
望

と
も
言
え
る
感
情
に
囚
わ
れ
、
女
の
問
い
・
存
在
が
抜
け
落
ち
て
い
た
こ
と
を
痛

感
し
絶
望
に
く
れ
る
。
そ
し
て
、
女
が
自
分
に
問
う
て
く
れ
た
時
間
、
意
識
を
向

け
て
く
れ
て
い
た
時
間
を
想
起
し
そ
の
問
い
に
答
え
て
一
緒
に
消
え
た
か
っ
た
、

と
の
悲
痛
な
願
い
を
抱
く
の
だ
。

思
い
叶
わ
ず
女
は
儚
く
消
え
ゆ
き
、
〈
東
下
り
〉
中
で
あ
る
男
は
二
度
と
女
と

の
再
会
は
見
込
め
な
い
。
自
分
は
東
へ
と
旅
を
し
て
お
り
、
一
夜
泊
ま
る
ご
と
に

愛
し
い
女
が
い
る
都
か
ら
離
れ
て
二
人
の
距
離
は
一
層
広
が
っ
て
し
ま
う
。
そ
の

苦
し
さ
か
ら
涙
が
袖
に
落
ち
湿
っ
て
い
く
が
、
乾
か
な
い
内
に
ま
た
朝
が
や
っ
て

き
て
東
へ
向
か
う
旅
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
女
が
消
え
た
瞬
間
は
、
自
分

も
は
か
な
い
露
の
よ
う
に
女
と
一
緒
に
消
え
た
か
っ
た
と
願
っ
た
も
の
の
、
い
ま

現
在
、
男
の
袖
が
色
濃
く
な
っ
て
ゆ
く
の
に
相
ま
っ
て
、
二
人
で
手
を
取
り
合
っ

て
逃
げ
た
あ
の
一
夜
の
恋
、
心
に
残
る
風
景
は
重
み
を
増
し
て
い
く
。
男
が
過
去

の
時
間
を
感
傷
深
く
思
い
出
し
、
深
く
身
を
沈
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三-

三

「
き
」
の
効
果

こ
の
一
首
は
様
々
な
解
釈
に
耐
え
う
る
詠
で
あ
り
、
語
句
あ
る
い
は
物
語
摂
取

ど
ち
ら
で
あ
ろ
う
と
も
〈
旅
宿
恋
〉
を
情
趣
豊
か
に
描
く
。
そ
れ
は
、
定
家
が
様

々
な
解
釈
が
可
能
な
、
意
味
が
放
射
す
る
よ
う
な
和
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。
達
成
は
物
語
取
り
だ
け
で
な
く
、
「
き
」
の
使
用
に
つ
い
て
も
及

ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
、
歌
人
と
し
て
習
熟
し
た
時
期
の
定
家
が
望
ま
し
い
と
感

じ
る
「
き
」
の
あ
り
方
を
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｃ
…
歌
人
の
体
験
を
基
に
創
造
す
る
も
の

幾
里
か

露
け
き
の
べ
に

宿
か
り
し

光
と
も
な
ふ

望
月
の
駒

（
『
定
家
卿
百
番
歌
合
』
・
秋
・
廿
八
番
・
五
六
・
右
）
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藤
原
定
家
自
ら
が
自
詠
歌
二
百
首
を
選
歌
し
、
百
番
の
歌
合
に
仕
立
て
た
書
が

『
定
家
卿
百
番
自
歌
合
』
で
あ
る
。
二
十
歳
か
ら
七
十
一
歳
ま
で
の
定
家
の
生
涯

の
詠
歌
が
選
抄
さ
れ
て
お
り
、
第
一
次
の
成
立
は
建
保
四
（1216

）
年
、
判
定
は

順
徳
院
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

も
と
も
と
は
『
花
月
百
首
』
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
こ
の
歌
合
で
は
花
や
月
の

本
意
が
探
ら
れ
た
。
右
に
あ
げ
た
歌
は
「
月
」
を
主
題
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
、

定
家
の
実
体
験
の
歌
と
は
言
え
な
い
が
、
「
き
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

五
六
番
歌
を
見
て
み
る
と
、
駒
引
き
の
馬
が
野
辺
を
移
動
し
て
都
へ
と
よ
う
や

く
た
ど
り
着
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
和
歌
の
詠
歌
主
体
は
「
幾
里
か
」
と
そ

の
距
離
や
具
体
的
な
道
程
に
想
い
を
馳
せ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
都
で
馬
を
見
る
都

人
に
な
る
だ
ろ
う
。
都
人
が
見
た
馬
と
は
、
「
光
と
も
な
ふ
」
い
わ
ば
光
と
身
に

伴
い
な
が
ら
到
着
し
た
馬
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
光
を
伴
う
か
と
言
う
と
、
「
露
け
き

野
辺
」
で
か
り
そ
め
の
宿
と
し
て
体
を
休
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
『
千
載
和
歌

集
』
に
「
月
照
ス

草
ノ

露
ヲ

と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
」
と
し
て
「
あ
さ
ぢ
は
ら
葉

ず
ゑ
に
む
す
ぶ
露
ご
と
に
ひ
か
り
を
わ
け
て
や
ど
る
月
か
な
」（
二
九
六
・
親
盛
）

と
い
う
詠
が
あ
る

。
葉
末
ご
と
に
露
が
存
在
し
、
月
の
光
が
そ
の
露
ひ
と
つ
ひ

１２

と
つ
に
わ
か
れ
て
反
射
し
、
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
い
る
野
辺
を
詠
ん
で
い
る
も
の

だ
が
、
野
辺
の
露
が
宿
を
と
っ
た
馬
の
体
に
付
着
し
馬
の
全
身
が
光
を
ま
と
う
か

の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
姿
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
定
家
の
描
く
詠
歌
主
体
た
る
都

人
も
、
身
に
露
を
受
け
、
露
の
宿
し
た
光
の
す
べ
て
を
ひ
き
う
け
て
都
に
現
れ
た

馬
を
見
た
瞬
間
、
都
に
辿
り
つ
く
ま
で
の
道
程
に
思
い
を
は
せ
た
の
で
あ
る
。

三-

四

「
き
」
の
効
果

望
月
の
駒
の
都
へ
の
旅
は
、
現
在
の
長
野
か
ら
京
都
ま
で
の
距
離
に
相
当
す
る
。

ど
れ
ほ
ど
遠
く
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
道
の
り
を
来
た
の
か
、
詠
歌
主
体
た
る
都
人

は
実
際
に
は
見
て
い
な
い
の
で
知
る
由
も
な
い
。
し
か
し
、
体
に
月
の
「
光
」
を

伴
っ
て
現
れ
た
馬
の
姿
を
根
拠
と
し
て
、
そ
の
道
程
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
詠
歌
主
体
の
心
内
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
像
と
は
、
決
し
て
一
カ
所
で

は
な
い
。
「
幾
里
」
も
延
々
と
続
く
広
大
な
景
の
中
、
荒
れ
果
て
た
野
辺
を
か
り

そ
め
の
宿
と
し
体
を
休
め
る
、
そ
の
よ
う
な
旅
を
続
け
て
今
都
へ
と
到
着
し
た
の

だ
ろ
う
か
と
、
現
実
の
馬
を
見
る
詠
歌
主
体
の
、
具
体
的
な
景
を
想
起
す
る
心
の

動
き
が
読
み
取
れ
る
。

三-

五

定
家
の
実
体
験
歌

と
こ
ろ
で
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
で
は
望
月
の
駒
に
関
す
る
定
家
の
詠
も
確
認

さ
れ
る
。

嵯
峨
の
山

千
代
の
ふ
る
道

跡
と
め
て

ま
た
露
わ
く
る

望
月
の
駒

（
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
七
・
雑
歌
中
・
一
六
四
六
・
定
家
朝
臣
・
「
後
白

川
院
栖
霞
寺
に
お
は
し
ま
し
け
る
に
、
駒
引
の
引
分
け
の
使
に
て
ま
ゐ
り
け
る

に
」
）

右
の
歌
は
、
宮
中
で
天
皇
に
御
覧
に
入
れ
た
後
に
馬
を
引
き
分
け
て
、
嵯
峨
の

寺
に
い
た
白
河
法
皇
の
所
に
引
い
て
行
く
折
の
歌
で
、
定
家
の
体
験
に
基
づ
い
た

実
体
験
の
詠
で
あ
る
。
こ
の
詠
を
参
考
と
す
る
と
、
道
程
に
自
身
の
身
を
置
く
詠

歌
主
体
の
姿
は
定
家
と
も
重
な
る
部
分
を
持
つ
と
言
え
る
。
定
家
は
体
験
と
し
て

駒
引
き
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
和
歌
世
界
で
の
過
去
の
詠
を

使
用
し
た
だ
け
で
な
く
、
自
身
の
体
験
に
基
づ
い
た
具
体
的
情
景
を
基
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

自
身
の
野
辺
を
わ
け
行
く
体
験
が
起
点
と
な
り
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
五
十
六

番
歌
「
幾
里
か
」
わ
か
ら
な
い
道
程
で
露
の
中
に
身
を
お
く
馬
を
創
造
す
る
。
題

詠
と
い
う
場
で
あ
り
な
が
ら
定
家
自
身
の
体
験
も
ま
た
溶
解
す
る
か
の
よ
う
に
滲
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み
出
て
い
る
。
定
家
自
身
の
実
体
験
と
、
虚
構
世
界
の
体
験
を
重
ね
あ
わ
せ
る

「
き
」
の
詠
法
で
あ
り
、
詠
歌
主
体
で
あ
る
都
人
が
「
望
月
の
駒
」
の
過
去
の
体

験
に
浸
る
だ
け
で
な
く
、
創
造
さ
れ
た
望
月
の
駒
の
道
程
の
体
験
に
定
家
自
身
も

入
り
込
み
、
そ
の
体
験
に
立
ち
会
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

Ａ
、
Ｂ
の
場
合
は
、
詠
歌
主
体
自
身
の
体
験
を
「
き
」
で
作
り
出
し
て
い
た
が
、

こ
の
歌
は
詠
歌
主
体
自
身
の
体
験
で
は
な
く
、
詠
歌
主
体
が
見
た
も
の
（
望
月
の

駒
）
の
体
験
を
「
き
」
を
使
用
し
て
描
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
き
」
を
使
用
し

て
描
か
れ
た
「
望
月
の
駒
」
の
過
去
の
道
程
を
想
起
し
、
受
け
と
め
共
感
し
、「
望

月
の
駒
」
と
一
体
化
す
る
主
体
を
一
つ
の
和
歌
に
組
み
込
ん
で
描
い
て
い
る
点
に

大
き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
定
家
自
身
も
移
入
し
生
身
の
人
間
と
し

て
の
過
去
の
記
憶
を
重
ね
な
が
ら
共
感
し
て
い
く
姿
も
垣
間
見
え
る
の
で
あ
る
。

四

良
経
と
定
家
の「
き
」

さ
て
、
こ
れ
ま
で
は
一
首
の
分
析
を
通
し
て
「
き
」
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て

き
た
が
、
そ
の
結
果
か
ら
補
足
的
に
指
摘
で
き
う
る
こ
と
を
い
く
つ
か
述
べ
た
い
。

さ
し
あ
た
っ
て
、
分
析
し
て
き
た
和
歌
が
ど
の
よ
う
な
順
で
、
ど
の
よ
う
な
時
期

に
詠
ま
れ
た
の
か
に
つ
い
て
整
理
す
る
べ
く
ま
と
め
た
も
の
を
末
尾
に
挙
げ
る

（
表
１
）
。

分
析
結
果
の
中
で
一
番
最
初
に
位
置
す
る
の
は
Ｃ
に
あ
た
る
『
定
家
卿
百
首
自

歌
合
』
五
六
番
歌
で
あ
る
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
『
花
月
百
首
』
開

催
の
数
年
前
に
歌
人
西
行
が
逝
去
し
た
と
い
う
事
実
だ
。
西
行
は
「
詠
よ
み
」
と

し
て
そ
の
名
を
轟
か
せ
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
で
は
一
番
掲
載
歌
が
多
い
歌
人
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
平
安
末
期
～
鎌
倉
前
期
の
歌
人
ら
の
中
で
一
つ
の

確
固
た
る
地
位
を
確
立
し
た
西
行
の
没
後
、
彼
が
と
っ
た
行
動
（
草
庵
的
・
隠
者

的
）
や
、
そ
の
よ
う
な
生
活
に
裏
付
け
ら
れ
て
花
や
月
な
ど
自
然
景
物
に
対
す
る

抒
情
を
詠
む
姿
勢
に
影
響
を
受
け
て
『
花
月
百
首
』
が
詠
ま
れ
た
と
い
う
一
つ
の

側
面
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
定
家
の
五
六
番
歌
で
「
き
」
を
用
い
な
が
ら
虚
構
世
界

と
定
家
の
実
体
験
が
混
ざ
り
合
い
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
腑
に
落
ち
る
。
定
家

が
二
九
歳
時
の
詠
で
あ
る
し
、
自
身
の
詠
の
方
向
性
が
確
立
し
て
い
な
い
時
期
ゆ

え
の
、
言
う
な
ら
ば
実
験
的
な
結
果
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
Ｃ
の
例
に
続
く
の
が
、
『
六
百
番
歌
合
』
が
初
出
の
『
新
古
今
和
歌
集
』

一
二
九
一
番
で
あ
る
。
『
六
百
番
歌
合
』
以
降
定
家
ら
が
所
属
す
る
御
子
左
家
が

絶
頂
を
極
め
る
次
第
に
な
っ
た
が
、
そ
の
大
き
な
要
因
の
一
つ
は
『
源
氏
物
語
』

等
の
物
語
取
り
、
あ
る
い
は
本
歌
取
り
の
多
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一

二
九
一
番
歌
で
「
な
れ
し
袖
」
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
に
確
認
で
き
る
散
文
的
な

語
句
を
和
歌
に
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
定
家
の
趣
向
と
の
合
致
を
示
す
。

た
だ
し
、
「
き
」
が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
後
年
「
き
」
で
以
て
あ
る
詠

歌
主
体
の
心
情
を
映
像
的
、
ス
ト
ー
リ
ー
的
に
詠
出
す
る
和
歌
が
多
数
詠
ま
れ
た

こ
と
に
比
較
す
れ
ば
、
未
だ
そ
の
段
階
に
到
達
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
確
だ
。『
源

氏
物
語
』
を
本
拠
と
し
て
い
る
の
は
確
か
で
は
あ
る
が
、
「
総
角
」
の
登
場
人
物

に
な
り
き
っ
て
そ
の
心
情
を
詠
む
わ
け
で
は
な
く
、
『
源
氏
物
語
』
の
語
句
を
用

い
物
語
世
界
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
纏
わ
せ
る
よ
う
な
段
階
だ
と
言
え
る
。
管
見
の

限
り
で
は
定
家
の
『
六
百
番
歌
合
』
に
み
ら
れ
る
「
き
」
の
詠
は
み
な
同
じ
よ
う

な
段
階
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
試
み
が
そ
の

後
の
Ａ
、
Ｂ
に
つ
な
が
る
源
泉
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

そ
し
て
、
定
家
の
『
花
月
百
首
』
『
六
百
番
歌
合
』
に
お
け
る
か
く
の
ご
と
き

活
躍
、
あ
る
い
は
「
き
」
を
用
い
る
詠
み
ぶ
り
に
対
し
、
歌
合
の
開
催
者
で
も
あ

っ
た
藤
原
良
経
が
い
ち
早
く
興
味
を
示
し
そ
の
詠
法
を
獲
得
・
模
倣
し
、
そ
の
発

展
が
試
み
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
『
六
百
番
歌
合
』
以
降
、
良
経
は
自
身

が
没
す
る
ま
で
の
約
十
四
年
間
の
う
ち
に
「
き
」
を
用
い
た
和
歌
を
た
び
た
び
詠

ん
だ
。
そ
の
結
果
、
良
経
・
定
家
ら
共
に
Ａ
、
Ｂ
に
あ
た
る
仮
構
の
「
き
」
が
多
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く
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

両
者
の
時
間
認
識
、
時
間
操
作
は
定
家
の
ほ
う
が
よ
り
広
汎
で
あ
り
、
描
く
時

間
も
過
去
と
現
在
の
二
点
の
み
な
ら
ず
狭
間
も
一
体
と
な
っ
た
時
間
の
様
態
が
一

首
に
表
さ
れ
て
い
る
。
比
較
的
晩
年
の
「
霜
ま
よ
ふ
空
に
し
を
れ
し
雁
の
帰
る
つ

ば
さ
に
春
雨
ぞ
降
る
」
「
や
ど
り
せ
し
か
り
ほ
の
萩
の
露
ば
か
り
消
え
な
で
袖
の

色
に
恋
つ
ゝ
」
と
い
う
和
歌
を
見
て
み
る
と
、
前
者
で
は
、「
き
」
と
と
も
に
「
霜

ま
よ
ふ
」
と
い
う
初
句
が
効
果
的
に
働
い
て
晩
秋
か
ら
厳
冬
、
厳
冬
か
ら
春
へ
と

移
り
ゆ
く
日
々
の
雁
の
姿
が
積
み
重
な
っ
て
詠
歌
主
体
の
心
中
に
想
起
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
後
者
の
和
歌
も
恋
の
苦
し
み
に
流
す
袖
の
涙
が
凍
り
、

毎
夜
流
し
続
け
て
き
た
涙
が
袖
に
蓄
積
さ
れ
て
色
が
濃
く
な
る
様
が
よ
ま
れ
、
毎

夜
毎
の
反
覆
の
な
か
で
詠
歌
主
体
の
増
幅
す
る
悩
ま
し
い
心
奥
が
描
か
れ
る
。
つ

ま
り
、
重
ね
合
わ
さ
れ
厚
み
あ
る
時
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
詠
歌
主
体
の
強

い
情
動
が
読
み
手
に
差
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
読
み
手
も
ま
た
詠
歌
主
体
の

重
い
体
験
に
感
じ
入
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
な
る
。

四-

一

「
沈
思
」
の
実
態

平
安
期
作
品
に
お
い
て
助
動
詞
「
き
」
が
情
動
性
を
伴
う
こ
と
を
知
っ
た
御
子

左
家
歌
人
の
藤
原
良
経
と
藤
原
定
家
は
積
極
的
に
「
き
」
を
題
詠
歌
に
用
い
、
類

型
化
に
至
る
ま
で
発
展
を
試
み
て
一
定
の
成
果
を
得
た
。
藤
平
氏
は
「
定
家
は
、

歌
境
に
深
く
沈
潜
す
る
こ
と
を
強
調
」
し
て
い
た
と
し
、
定
家
の
記
述
に
よ
く
見

ら
れ
る
語
、
「
沈
思
」
こ
そ
「
有
心
体
」
で
あ
る
と
言
う

。
こ
の
「
沈
思
」
が

１３

目
指
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
連
々
た
る
過
去
を
追
憶
す
る
詠
歌
主
体
の
心
中
を
描
い

た
り
、
あ
る
い
は
詠
歌
主
体
が
見
た
も
の
の
過
去
を
創
造
し
た
り
す
る
こ
と
が
為

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
平
安
時
代
の
言
語
使
用
を
手
法
化
し
た
の
は
一

部
の
歌
人
の
み
、
言
わ
ば
高
知
な
言
語
主
体
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
作
為
的

な
「
き
」
の
技
法
は
、
良
経
、
定
家
を
中
心
と
し
た
御
子
左
家
内
の
歌
人
ら
で
流

通
し
た
可
能
性
が
高
い
。

な
お
、
定
家
に
顕
著
で
あ
っ
た
も
の
の
、
歌
人
自
身
の
実
体
験
が
自
然
と
喚
起

さ
れ
詠
歌
主
体
に
一
体
化
す
る
か
の
よ
う
な
例
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
、
加
え
て
詠

歌
主
体
自
身
の
体
験
で
な
く
詠
歌
主
体
が
見
た
も
の
の
体
験
を
描
く
際
に
も
「
き
」

が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同
時
代
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
見
ら
れ
る
「
き
」

と
通
ず
る
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五

お
わ
り
に

課
題
は
多
く
挙
げ
ら
れ
る
が
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
（
一
部
各
々
の
自
歌
合
含

む
）
で
見
ら
れ
た
題
詠
歌
で
の
「
き
」
の
語
り
の
様
相
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
、

前
時
代
に
遡
っ
て
詳
細
に
分
析
し
て
い
く
こ
と
が
第
一
に
求
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
『
六
百
番
歌
合
』
以
降
良
経
の
「
き
」
を
用
い
た
和
歌
が
顕
著
に
な

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
『
六
百
番
歌
合
』
で
の
良
経
、
定
家
両

者
の
「
き
」
を
用
い
た
詠
を
今
一
度
丁
寧
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ

の
際
俊
成
が
そ
れ
ら
の
和
歌
に
ど
の
よ
う
な
評
を
付
し
た
の
か
も
分
析
す
る
必
要

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
良
経
と
定
家
が
御
子
左
家
の
歌
人
と
し
て
隆
盛
を
極
め
た
こ

と
を
踏
ま
え
両
者
以
外
の
御
子
左
家
歌
人
の
和
歌
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
も
重

要
だ
。
定
家
の
息
子
為
家
ら
を
中
心
と
し
て
目
を
通
せ
ば
、
定
家
が
意
識
し
て
い

た
作
為
的
な
「
き
」
が
後
生
に
も
残
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
変
形
を

見
せ
た
の
か
窺
え
る
と
思
わ
れ
る
。

注１

井
島
正
博
『
中
古
語
過
去
・
完
了
表
現
の
研
究
』
（
ひ
つ
じ
研
究
叢
書
〈
言
語
編
〉
第

巻
『
中
古
語
過
去
・
完
了
表
現
の
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
、

87二
月
）

２

井
島
氏
は
、
『
蜻
蛉
日
記
』
に
つ
い
て
は
「
そ
の
泉
川
も
わ
た
り
て
、
橋
寺
と
い
ふ
と
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ろ
こ
に
と
ま
り
ぬ
。
酉
の
と
き
ば
か
り
に
お
り
て
や
す
み
た
れ
ば
、
旅
籠
と
こ
ろ
お
ぼ
し
き

か
た
よ
り
、
き
り
お
ほ
ね
、
物
の
し
る
し
て
、
あ
へ
し
ら
ひ
て
、
ま
づ
い
だ
し
た
り
。
か
ゝ

る
旅
だ
ち
た
る
わ
ざ
ど
も
を
し
た
り
し
こ
そ
、
あ
や
し
う
わ
す
れ
が
た
う
を
か
し
か
り
し

か
。
」
と
い
う
本
文
を
挙
げ
、
思
わ
ず
語
り
手
が
表
現
時
制
過
去
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
箇
所

で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
冒
頭
で
一
部
キ
が
用
い
ら
れ
て
い
る

章
段
は
『
今
昔
物
語
集
』
採
録
時
に
近
い
話
題
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
、
直
接
見
聞
き
し
た

と
い
う
語
り
方
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
話
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
高
め
て
い
る
と
言
う
。

３

「
き
」
に
情
動
性
が
窺
え
る
点
に
言
及
し
て
い
る
、
渡
瀬
茂
『
王
朝
助
動
詞
機
能
論

あ
な
た
な
る
場
・
枠
構
造
・
遠
近
法
』
（
和
泉
書
院

、
二
〇
一
三
年
（
平
成
二
十
五
年
）
一

一
月
）
論
を
参
考
と
し
た
。

４

竹
村
信
治
『
言
述
論
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
（
平
成
十
五
）
年
、
五
月
）
、
五
八
頁
。

５

例
え
ば
、
歌
人
：
良
経
（
発
話
主
体
）
は
「
夏
ノ
恋
の
心
」
と
い
う
題
詠
（
新
古
今
・

一
〇
三
〇
）
に
お
い
て
、
良
経
自
身
の
こ
と
を
歌
う
の
で
は
な
く
、
女
性
と
し
て
の
恋
の
苦

し
み
を
一
首
に
詠
む
。
言
わ
ば
女
性
に
同
化
し
、
女
性
が
抱
く
情
感
を
際
だ
た
せ
よ
う
と
す

る
「
語
る
主
体
」
へ
と
変
容
す
る
。

６

田
中
裕
・
赤
瀬
信
吾
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

新
古
今
和
歌
集
』
（
岩
波
書

11

店
、
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
、
一
月
）
。
以
下
、
本
文
の
引
用
は
全
て
同
。

７

藤
平
春
男
『
藤
平
春
男
著
作
集
〈
第

巻
〉
新
古
今
と
そ
の
前
後
』
（
笹
間
書
院
、
一

2

九
九
七
年
（
平
成
九
年
）
Ⅳ
一
幽
玄
と
有
心
の
系
譜
）

８

「
和
歌
の
前
に
あ
っ
て
、
そ
の
歌
の
作
歌
事
情
・
季
節
・
詠
ん
だ
場
所
な
ど
を
散
文
で

説
明
し
た
も
の
」
（
『
和
歌
大
辞
典
』
、
三
四
九
頁
）
。
そ
の
詞
書
の
内
「
題
し
ら
ず
」
も
題
詠

歌
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
明
確
な
判
断
が
難
し
い
の
で
題
詠
と
し
て
の
詞
書
で
あ
る
こ

と
を
示
す
も
の
の
み
と
り
あ
げ
た
。

９

小
町
谷
照
彦
編
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
７

拾
遺
和
歌
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九

〇
（
平
成
二
）
年
、
一
月
）
、
四
頁
。

小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
編
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、

１０

5

一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
、
二
月
）

樋
口
芳
麻
呂
他
校
注

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系4

6

中
世
和
歌
集

鎌
倉
篇
』
（
岩
波

１１書
店
、
一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
、
九
月
）

片
野
達
郎
・
松
野
陽
一
校
注
『
千
載
和
歌
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
（
平
成
五
）

１２年
、
四
月
）
、
九
四
頁
。

注
７
に
同
。
第
三
章
Ⅰ
三
「
中
世
歌
論
の
追
求
し
た
も
の
」
、
三
三
〇
頁
。

１３

（
岡
山
県
立
津
山
高
等
学
校
常
勤
講
師
）
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建歴
二年

元久二年
建仁二

年
建仁
元年

建久九年
建久六or

七年
建久五年 建久三年 建久元年

養和
元年

和暦

1212 1208 1202 1201 1198 1195～1196 1194 1192 1190 1181 西暦
・
藤
原
定
家
五
一
歳
。

　
『

院
廿
首

』

・
藤
原
定
家
四
七
歳
。

　
藤
原
定
家
ら
が
進
め
た
『

新
古
今
和
歌
集

』
完
成
の
宴
が

行
わ
れ
る
。
以
後
、
切
接
作
業
が
続
く
。

※
元
久
元
年
以
降
俊
成
、
隆
信
、
良
経
ら
有
力
歌
人
が
相
次

い
で
没
す
。

・
藤
原
定
家
四
一
歳
。

　
同
年
九
月
十
三
夜
『

水
無
瀬
殿
恋
十
五
首
歌
合

』

・
藤
原
定
家
四
十
歳
。

　
後
鳥
羽
院
歌
壇
の
隆
盛
。

・
藤
原
定
家
三
七
歳
。

『

御
室
五
十
首

』
、
『

後
京
極
殿
御
自
歌
合

』

（
俊
成
判

者

）
な
ど
。

・
藤
原
定
家
三
四
、
五
歳
。

良
経
に
よ
り
、
『

治
承
題
百
首

』
が
詠
ま
れ
る
。
良
経
の
父

が
治
承
二
年
に
百
首
詠
ん
だ
題
詠
を
元
に
、
良
経
自
身
が
詠

ん
だ
も
の
。

・
藤
原
定
家
三
三
歳
。

良
経
・
慈
円
に
よ
る
『

南
北
百
番
歌
合

』
な
ど
御
子
左
家
系

統
の
歌
合
等
が
相
次
い
で
開
催
。

・
藤
原
定
家
三
一
歳
。

『

六
百
番
歌
合

』
開
催
。
御
子
左
条
家
が
拮
抗
。

御
子
左
家
に
よ
る
本
歌
取
・
物
語
取
を
多
様
し
た
意
味
凝
縮

の
密
度
の
高
い
「

新
儀
非
拠
達
磨
歌

」
の
詠
法
が
絶
頂
を
極

め
る
。
六
条
家
を
圧
倒
。

・
藤
原
定
家
二
九
歳
。

藤
原
良
経
、
定
家
、
有
家
ら
と
『

花
月
百
首

』
詠
ず
。

開
催
の
数
年
前
に
な
く
な

っ
た
詠
よ
み
・
西
行
の
影
響
が
窺

え
る
。

・
藤
原
定
家
二
〇
歳
。

　
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
歌
人
と
し
て
の
力
を
つ
け
る
。

時
代
状
況

ち
ぎ
ち
お
き
し
末
の
は
ら
野
の
も
と
柏
そ
れ
と
も
し
ら
じ
よ
そ
の
霜
枯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

院
廿
首
・
定
家
）

花
散
れ
ば
と
ふ
人
ま
れ
に
な
り
は
て
て
い
と
ひ
し
風
の
音
の
み
ぞ
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

新
古
今
・
範
兼
）

霜
ま
よ
ふ
空
に
し
を
れ
し
雁
の
帰
る
つ
ば
さ
に
春
雨
ぞ
降
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

新
古
今
・
定
家
）

や
ど
り
せ
し
か
り
ほ
の
萩
の
露
ば
か
り
消
え
な
で
袖
の
色
に
恋
つ
ゝ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

住
吉
社
歌
合
・
定
家

)

な
に
ゆ
ゑ
と
お
も
ひ
も
い
れ
ぬ
夕
だ
に
ま
ち
い
で
し
も
の
を
山
の
は
の
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

水
無
瀬
殿
恋
十
五
首
歌
合
・
良
経
）

有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
月
は
い
で
ぬ
山
ほ
と
と
ぎ
す
待
つ
よ
な
が
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

千
五
百
番
歌
合
・
良
経
）

霜
ま
と
ふ
空
に
し
を
れ
し
雁
の
帰
る
つ
ば
さ
に
春
雨
ぞ
降
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

御
室
五
十
首
・
定
家
）

秋
の
夜
の
か
り
ね
の
果
て
も
白
露
に
影
見
し
人
や
宵
の
稲
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

後
京
極
殿
御
自
歌
合
・
良
経
）

み
吉
野
は
山
も
か
す
み
て
白
雪
の
ふ
り
に
し
里
に
春
は
き
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

治
承
題
百
首
・
良
経
）

秋
の
田
の
か
り
ね
の
は
て
も
し
ら
露
に
か
げ
見
し
ほ
ど
や
よ
ひ
の
稲
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

南
北
百
番
歌
合
・
良
経
）

忘
れ
ず
は
な
れ
し
袖
も
や
こ
ほ
る
ら
む
寝
ぬ
夜
の
床
の
霜
も
さ
む
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

六
百
番
歌
合
・
定
家
）

幾
里
か
露
け
き
の
べ
に
宿
か
り
し
光
と
も
な
ふ
望
月
の
駒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

花
月
百
首
・
定
家
）

和
歌

A B　B　A Ｂ Ｂ 　    　　B           A B B C
類
型

■
表
１
　
良
経
と
定
家
の
「

き

」
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