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「
梅
の
香
」

方
法
と
し
て
の
〈
和
歌
〉

の
贈
答
歌

磯

部

一

美

一、

ﾍ
じ
め
に
ー
問
題
の
所
在

　
早
蕨
巻
は
、
椎
本
巻
に
お
い
て
父
八
の
宮
を
、
総
角
巻
に
お
い
て
姉
大
君
を

失
い
天
涯
孤
独
に
な
っ
た
中
の
君
が
、
宇
治
の
地
を
離
れ
、
夫
匂
宮
の
も
と
に

引
き
取
ら
れ
る
、
そ
の
過
程
を
綴
っ
た
短
い
巻
で
あ
る
。
従
来
こ
の
巻
は
、
「
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ロ

君
追
慕
を
基
調
と
す
る
巻
で
あ
る
」
、
「
大
君
物
語
と
浮
舟
物
語
を
つ
な
ぐ
巻
で

　
　
　
　

あ
る
」
、
「
大
君
物
語
に
決
着
を
つ
け
る
と
と
も
に
新
た
な
物
語
展
開
を
予
示
す

　
　
　
　
ハ
ヨ
　

る
巻
で
あ
る
」
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
、
物
語
の
構
造
を
見
極
め
よ
う
と
す
る

立
場
か
ら
主
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
も
こ
う
し
た
一
連
の
先
行
研
究
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
特
に
こ
こ
で
は
巻
中
に
描
か
れ
た
〈
和
歌
〉
を
通
し
て
再
検
討
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。
早
蕨
巻
の
歌
に
つ
い
て
は
、
小
町
谷
照
彦
氏
に
よ
る
詳

　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
る
シ

細
な
論
考
が
既
に
あ
る
。
氏
は
、
早
蕨
巻
に
記
さ
れ
た
全
十
四
首
の
歌
す
べ
て

を
物
語
の
流
れ
に
即
し
て
考
察
し
、
「
早
蕨
巻
は
、
薫
と
中
の
君
の
物
語
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
る
レ

る
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
本
来
な
ら
ば
記

さ
れ
て
し
か
る
べ
き
歌
が
記
さ
れ
て
い
な
い
1
婚
姻
の
当
事
者
た
る
匂
宮
と

中
の
君
の
贈
答
歌
が
記
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

に
は
、
そ
の
短
さ
と
は
対
照
的
に
、
多
く
の
歌
が
散
在
し
て
い
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
肝
心
の
当
事
者
た
ち
の
贈
答
歌
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
女
君
た
ち
が
上
京
す
る
（
あ
る
い
は
賎
所
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
エ

貴
所
に
移
る
）
場
合
に
は
、
必
ず
当
事
者
に
よ
る
歌
の
贈
答
が
記
さ
れ
て
い
た
。

紫
の
上
し
か
り
、
明
石
の
君
し
か
り
、
玉
婁
し
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
上
京

す
る
者
と
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
側
の
心
の
結
合
が
贈
答
歌
と
い
う
形
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
詠
歌
は
後
の
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
く
、

大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
繰
り
返
す
が
、
早
蕨
巻
に
は
匂
宮
と
中
の
君
の
歌
の
贈
答
が
記
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
匂
宮
も
中
の
君
も
歌
を
詠
ん
で
い
な
い
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
〈
記
さ
れ
な
い
〉
こ
と
の
意
味
を
、
〈
記
さ
れ
た
〉
和
歌
か
ら
導
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き
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
二
、
二
つ
の
「
梅
の
香
」
の
贈
答
歌

　
（
1
）
相
似
す
る
場
面

　
早
蕨
巻
に
は
、
中
の
君
と
匂
宮
の
贈
答
歌
が
記
さ
れ
な
い
代
わ
り
に
、
都
に

お
け
る
匂
宮
と
薫
、
宇
治
に
お
け
る
中
の
君
と
薫
の
贈
答
歌
が
、
そ
れ
ぞ
れ
近

接
し
た
時
間
の
中
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
つ

た
く
無
関
係
と
は
思
え
な
い
程
に
表
現
が
類
似
し
て
い
る
。
ま
ず
は
、
そ
の
二

つ
の
場
面
を
掲
げ
る
。

囚
内
宴
な
ど
、
も
の
騒
が
し
き
こ
ろ
過
ぐ
し
て
、
中
納
言
の
君
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
心
に
あ
ま

る
こ
と
を
も
、
ま
た
、
誰
に
か
は
語
ら
は
む
と
思
し
わ
び
て
、
兵
部
卿
宮

の
御
方
に
参
り
た
ま
へ
り
。
し
め
や
か
な
る
夕
暮
な
れ
ば
、
宮
、
う
ち
な

が
め
た
ま
ひ
て
、
端
近
く
そ
お
は
し
ま
し
け
る
。
箏
の
御
琴
掻
き
鳴
ら
し

つ
つ
、
例
の
、
御
心
寄
せ
な
る
梅
の
香
を
め
で
お
は
す
る
、
下
枝
を
押
し

折
り
て
参
り
た
ま
へ
る
、
匂
ひ
の
い
と
艶
に
め
で
た
き
を
、
を
り
を
か
し

う
思
し
て
、

　
a
折
る
人
の
心
に
通
ふ
囮
な
れ
や
色
に
は
出
で
ず
し
た
に
匂
へ
る
（
匂

　
　
宮
）

と
の
た
ま
へ
ば
、

　
b
見
る
人
に
か
ご
と
よ
せ
け
る
囮
の
枝
を
心
し
て
こ
そ
折
る
べ
か
り
け

　
　
れ
（
薫
）

国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

わ
づ
ら
は
し
く
」
と
戯
れ
か
は
し
た
ま
へ
る
、
い
と
よ
き
御
あ
は
ひ
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
早
蕨
巻
三
四
八
～
三
四
九
頁
］

御
前
近
き
紅
梅
の
色
も
香
も
な
つ
か
し
き
に
、
鴬
だ
に
見
過
ぐ
し
が
た
げ

に
う
ち
鳴
き
て
渡
る
め
れ
ば
、
ま
し
て
、
「
春
や
固
の
」
と
心
を
ま
ど
は

し
た
ま
ふ
ど
ち
の
御
物
語
に
、
を
り
あ
は
れ
な
り
か
し
。
風
の
さ
と
吹
き

入
る
る
に
、
花
の
香
も
客
人
の
御
匂
ひ
も
、
橘
な
ら
ね
ど
團
思
ひ
出
で
ら

る
る
つ
ま
な
り
。
つ
れ
づ
れ
の
紛
ら
は
し
に
も
、
世
の
う
き
慰
め
に
も
、

心
と
ど
め
て
も
て
あ
そ
び
た
ま
ひ
し
も
の
を
、
な
ど
心
に
あ
ま
り
た
ま
へ

ば
、　

c
見
る
人
も
あ
ら
し
に
ま
よ
ふ
山
里
に
雨
圃
お
ぼ
ゆ
る
花
の
香
ぞ
す

　
　
る
（
中
の
君
）

言
ふ
と
も
な
く
ほ
の
か
に
て
、
絶
え
絶
え
聞
こ
え
た
る
を
、
な
つ
か
し
げ

に
う
ち
諦
じ
な
し
て
、

　
d
袖
ふ
れ
し
梅
は
か
は
ら
ぬ
に
ほ
ひ
に
て
根
こ
め
う
つ
ろ
ふ
宿
や
こ
と

　
　
な
る
（
薫
）

た
へ
ぬ
涙
を
さ
ま
よ
く
拭
ひ
隠
し
て
、
言
多
く
も
あ
ら
ず
、
「
ま
た
も
な

ほ
、
か
や
う
に
て
な
む
。
何
ご
と
も
聞
こ
え
さ
せ
よ
か
る
べ
き
」
な
ど

聞
こ
え
お
き
て
立
ち
た
ま
ひ
ぬ
。
　
　
　
［
早
蕨
巻
三
五
六
～
三
五
七
頁
］

　
本
文
A
は
、
大
君
の
死
の
翌
春
、
忙
し
い
新
年
の
儀
式
を
終
え
た
薫
が
久
方

ぶ
り
に
匂
宮
の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。
折
し
も
匂
宮
は
お
気
に
入
り
の
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梅
の
花
を
賞
翫
中
で
、
薫
は
「
下
枝
を
押
し
折
り
て
」
匂
宮
の
も
と
に
参
上
す

る
。
匂
宮
は
梅
の
香
と
薫
の
体
香
と
が
交
じ
り
あ
っ
て
芳
香
を
漂
わ
せ
る
の
に

興
を
覚
え
、
薫
に
歌
を
詠
み
か
け
贈
答
す
る
。
一
方
本
文
B
は
、
上
京
を
明
日

に
控
え
た
中
の
君
の
も
と
を
薫
が
久
し
ぶ
り
に
訪
れ
、
交
誼
を
求
め
る
場
面
で

あ
る
。
本
文
A
と
同
様
、
眼
前
に
は
梅
の
花
が
美
し
く
咲
き
誇
っ
て
い
る
。
大

君
鍾
愛
の
紅
梅
、
そ
れ
に
薫
の
体
香
が
交
じ
り
あ
っ
て
、
中
の
君
は
昔
を
想
起

さ
せ
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
思
い
余
っ
た
中
の
君
は
薫
に
歌
を
詠
み
か
け

贈
答
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
共
通
点
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
は
、
ど
ち
ら
も
眼
前
に
梅
の
花
が

咲
き
匂
っ
て
い
る
と
い
う
情
景
の
中
で
、
訪
問
者
・
薫
の
体
香
に
触
発
さ
れ
て

歌
を
詠
み
か
け
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
ま
た
和
歌
的
情
趣
に
満
ち
た
美

的
世
界
が
そ
こ
に
は
現
出
し
て
い
る
と
い
う
点
で
も
両
者
は
共
通
し
て
い
る
。

本
文
B
「
春
や
昔
の
と
心
を
ま
ど
は
し
た
ま
ふ
…
…
」
「
橘
な
ら
ね
ど
昔
思
ひ

出
で
ら
る
る
…
…
」
に
は
著
明
な
和
歌
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ザ

が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
」
冒
ミ
古
今
集
　
巻
第
十
五
　
恋
歌
五
］
、

「
五
月
ま
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」
口
ω
Φ
古
今
集

　
巻
第
三
　
夏
歌
］
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
一
方
の
本
文
A
は
、
本
文
B
の
よ

う
な
明
瞭
な
引
歌
こ
そ
指
摘
で
き
な
い
が
、
薫
の
、
梅
の
「
下
枝
を
押
し
折
」

る
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
が
、
次
の
古
今
集
収
載
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
和
歌

的
世
界
を
背
景
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

題
し
ら
ず

素
性
法
師

『
源
氏
物
語
」
早
蕨
巻
「
梅
の
香
」
の
贈
答
歌
（
磯
部
　
一
美
）

e
よ
そ
に
の
み
あ
は
れ
と
そ
見
し
隔
同
囮
あ
か
ぬ
色
香
は
折
り
て
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
ω
『
巻
第
一
　
春
歌
上
］

　
　
陶
四
囮
を
折
り
て
人
に
お
く
り
け
る
　
　
　
　
と
も
の
り

f
君
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む
梅
の
花
色
を
も
香
を
も
知
る
人
ぞ
知
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
ω
゜
。
巻
第
一
　
春
歌
上
］

　
こ
の
よ
う
に
、
一
見
関
係
性
の
希
薄
に
み
え
る
本
文
A
・
B
で
は
あ
る
が
、

実
は
非
常
に
よ
く
似
た
表
現
構
造
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
ま
っ
た

く
無
関
係
な
も
の
と
し
て
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
以
下
、
両
場
面
に
つ

い
て
、
さ
ら
に
仔
細
に
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
2
）
匂
宮
と
薫
の
贈
答
の
場
面

　
大
君
の
死
か
ら
三
ヶ
月
、
新
し
い
年
を
迎
え
な
が
ら
も
薫
の
悲
し
み
は
癒
え

る
こ
と
が
な
い
。
思
い
あ
ぐ
ね
た
薫
は
「
心
に
あ
ま
る
こ
と
を
も
、
ま
た
、
誰

に
か
は
語
ら
は
む
」
［
本
文
A
参
照
］
と
、
匂
宮
邸
を
訪
れ
る
。
匂
宮
は
、
「
梅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
雪
を
帯
び
て
琴
上
に
飛
ぶ
」
の
如
く
、
端
近
に
出
て
琴
を
掻
き
鳴
ら
し
、
白

梅
を
賞
翫
し
て
い
る
最
中
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
薫
は
「
下
枝
を
押
し
折
り

て
」
参
上
す
る
。
薫
の
こ
の
行
為
は
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
和
歌
的
情

趣
の
世
界
を
体
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
面
は
、
漢
詩
の
美

的
世
界
を
体
現
す
る
匂
宮
と
、
和
歌
の
美
的
世
界
を
体
現
し
よ
う
と
す
る
薫
の

緊
張
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

　
a
歌
の
「
し
た
に
匂
へ
る
」
に
は
、
薫
の
中
の
君
へ
の
恋
情
を
読
み
取
る
の

一
九

一
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ヘ
ロ
ピ

が
一
般
的
で
あ
る
。
「
薫
、
あ
な
た
は
こ
の
白
い
梅
の
花
と
同
じ
で
、
表
（
顔

色
）
に
は
出
さ
な
い
け
れ
ど
、
密
か
に
中
の
君
を
慕
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」

と
の
意
で
、
中
の
君
へ
の
横
恋
慕
を
疑
う
匂
宮
が
、
薫
を
牽
制
（
あ
る
い
は
椰

楡
）
す
る
気
持
ち
を
込
め
て
詠
出
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
薫
の
b
歌
は
、
「
た
だ
見
て
い
る
だ
け
の
私
で
す
の
に
。
そ
れ
は
言

い
が
か
り
と
い
う
も
の
で
す
」
と
、
匂
宮
の
猜
疑
心
を
軽
妙
に
受
け
流
す
。
し

か
し
下
句
で
は
「
心
し
て
こ
そ
折
る
べ
か
り
け
れ
（
も
っ
と
気
を
つ
け
て
折
る

べ
き
で
し
た
）
」
と
、
中
の
君
へ
の
未
練
を
滲
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
匂
宮
の
も
と
に
中
の
君
が
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
を
喜
び
つ
つ
も
、
恋
情
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

棄
て
き
れ
な
い
薫
の
複
雑
な
心
中
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
面
は
、

中
の
君
を
め
ぐ
る
二
人
の
男
た
ち
の
攻
防
－
緊
張
関
係
が
、
和
歌
を
中
心
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
匂
宮
の
贈
歌
の
「
花
」
の
解
釈
で
あ
る
。
今
ま

で
匂
宮
の
贈
歌
は
、
下
句
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
、
「
花
」
に
つ
い
て
は
何
の
解

釈
も
施
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
薫
の
答
歌
の
「
花
」
に
中
の
君
の
喩
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ

認
め
る
の
が
通
説
化
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
そ
れ
を
受
け
て
い
る
は
ず
の
匂
宮
の

贈
歌
の
「
花
」
に
中
の
君
の
存
在
を
認
め
な
い
の
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

梅
の
花
を
女
の
喩
と
す
る
も
の
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
知
ら
ず

蕊
岬
例
囮
立
ち
よ
る
ば
か
り
あ
り
し
よ
り
人
の
と
が
む
る
香
に
そ
し
み
ぬ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
ω
O
古
今
集
　
巻
第
一
　
春
歌
上
］

二
〇

h
圏
囮
よ
そ
な
が
ら
見
む
わ
ぎ
も
こ
が
と
が
む
ば
か
り
の
香
に
も
こ
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ザ

　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
賠
後
撰
集
　
巻
第
一
　
春
上
］

　
9
歌
は
、
「
梅
の
花
に
近
づ
い
た
あ
の
時
か
ら
、
誰
の
移
り
香
か
と
人
に
答

め
立
て
ら
れ
る
ほ
ど
の
匂
い
が
染
み
つ
い
て
し
ま
っ
た
」
と
の
意
で
、
「
梅
の

花
」
に
女
の
姿
が
よ
そ
え
ら
れ
て
い
る
。
h
歌
も
同
様
の
発
想
で
、
「
梅
の
花

は
離
れ
て
賞
美
し
よ
う
、
愛
し
い
人
が
誰
の
も
の
か
と
答
め
る
ほ
ど
の
香
が
染

み
つ
い
て
し
ま
う
か
ら
」
と
の
意
。
い
ず
れ
も
題
知
ら
ず
、
読
人
知
ら
ず
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
広
く
人
口
に
檜
爽
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

ろ
う
。
梅
の
「
花
」
は
、
女
の
喩
な
の
で
あ
る
。

　
も
し
匂
宮
の
贈
歌
の
「
花
」
に
、
中
の
君
の
存
在
を
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
の

歌
の
解
釈
は
「
こ
の
花
（
申
の
君
）
も
ま
た
、
薫
、
あ
な
た
を
慕
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
が
手
折
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
に
靡
く
よ
う
に
い
い
匂
い

を
放
っ
て
い
る
」
と
解
釈
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
匂
宮
が
薫
と
中
の
君
の
仲
を

案
じ
て
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
大
君
逝
去
に
憔
梓
し
き
っ
た
薫
の
姿
に
、
匂

宮
が
「
音
を
の
み
泣
き
て
日
数
経
に
け
れ
ば
、
顔
変
り
の
し
た
る
も
見
苦
し
く

は
あ
ら
で
、
い
よ
い
よ
も
の
き
よ
げ
に
な
ま
め
い
た
る
を
、
女
な
ら
ば
か
な
ら

ず
心
移
り
な
む
…
…
な
ま
う
し
ろ
め
た
か
り
け
れ
ば
、
い
か
で
人
の
識
り
も
恨

み
を
も
は
ぶ
き
て
、
（
中
ノ
君
ヲ
）
京
に
移
ろ
は
し
て
む
と
思
す
」
［
総
角
三
三

八
頁
］
と
発
想
す
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
理
解
で
き
る
。
し
か
し
や
は
り
、
匂

宮
に
常
々
劣
等
意
識
を
抱
か
せ
て
き
た
も
の
、
そ
れ
は
薫
の
持
つ
香
で
は
な

か
っ
た
か
。
薫
の
体
香
に
劣
等
感
や
闘
争
心
を
抱
く
匂
宮
の
姿
は
、
既
に
匂
宮
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巻
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
薫
ノ
）
は
か
な
く
袖
か
け
た
ま
ふ
閥
例
圏
は
、
春
雨
の
雫
に
も
濡
れ
、

身
に
し
む
る
人
多
く
…
…
な
つ
か
し
き
追
風
こ
と
に
を
り
な
し
が
ら
な
む

ま
さ
り
け
る
。
か
く
、
あ
や
し
き
ま
で
人
の
答
む
る
香
に
し
み
た
ま
へ
る

を
、
兵
部
卿
宮
な
ん
他
事
よ
り
も
い
ど
ま
し
く
思
し
て
、
そ
れ
は
、
わ
ざ

と
よ
う
つ
の
す
ぐ
れ
た
る
う
つ
し
を
し
め
た
ま
ひ
、
朝
夕
の
こ
と
わ
ざ
に

合
は
せ
い
と
な
み
、
御
前
の
前
栽
に
も
、
春
は
梅
の
花
園
を
な
が
め
た
ま

ひ
…
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
匂
宮
巻
二
七
頁
］

　
こ
こ
に
は
薫
に
手
折
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
芳
香
を
増
す
花
々
に
、
手
折
ら

れ
る
こ
と
を
望
む
女
た
ち
の
姿
が
暗
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
匂
宮
は
女
た

ち
を
虜
に
す
る
薫
の
体
香
に
対
抗
し
よ
う
と
香
を
焚
き
し
め
、
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
二
人
は
、
「
匂
ふ
兵
部
卿
宮
、
薫
る
中
将
」
［
匂
宮
巻
二
八
頁
］
と
呼
び

慣
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
薫
の
美
質
で
あ
る
体
香
を
最
大
限
に
生
か
す
も
の
、
そ
れ
こ
そ
が
「
梅
の
香
」

な
の
で
あ
り
、
今
、
薫
は
、
そ
の
梅
の
花
の
「
下
枝
を
押
し
折
り
て
」
、
匂
宮

の
も
と
に
や
っ
て
く
る
。
こ
の
超
越
的
な
美
を
現
前
せ
し
め
る
薫
に
、
匂
宮
は
、

「
を
り
を
か
し
」
く
感
じ
つ
つ
も
、
し
か
し
一
方
で
美
を
体
現
し
て
い
る
と
い

う
点
に
お
い
て
薫
と
の
圧
倒
的
な
差
　
　
強
烈
な
劣
等
意
識
を
抱
か
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
匂
宮
の
詠
歌
に
は
、
薫
へ
の
劣
等
意
識
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
生

じ
る
中
の
君
へ
の
猜
疑
心
、
そ
し
て
中
の
君
を
奪
わ
れ
ま
い
と
す
る
焦
燥
感
が

「
源
氏
物
語
一
早
蕨
巻
「
梅
の
香
」
の
贈
答
歌
（
磯
部
　
一
美
）

反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
総
角
巻
末
か
ら
早
蕨
巻
前
半
に
か
け
て
、
匂
宮
が
中
の
君
の
処
遇
を
気
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
び

け
る
場
面
は
幾
度
と
な
く
語
ら
れ
て
い
る
。
が
、
中
で
も
こ
の
贈
答
の
直
後
の

匂
宮
の
中
の
君
へ
の
消
息
は
「
浅
か
ら
ぬ
仲
の
契
り
も
絶
え
は
て
ぬ
べ
き
御
住

ま
ひ
を
、
い
か
に
思
し
え
た
る
ぞ
」
と
の
み
恨
み
き
こ
え
た
ま
ふ
も
…
…
」
［
早

蕨
三
五
二
頁
］
と
、
今
ま
で
に
な
い
強
い
口
調
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
中
の
君
の
上
京
は
一
気
に
加
速
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
匂
宮
の
贈
歌
に
は
、
匂
宮
の
薫
へ
の
劣
等
感
と
と
も
に
、
上
京
を
拒
み
続
け

る
中
の
君
へ
の
猜
疑
心
、
さ
ら
に
は
中
の
君
を
薫
に
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
焦
燥
感
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
匂
宮
と
中
の
君
の
関

係
が
今
な
お
不
安
定
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
暴
き
出
し
て
も
い
る
の
で
あ

る
。　

（
3
）
中
の
君
と
薫
の
贈
答
の
場
面

　
い
よ
い
よ
上
京
と
い
う
前
日
の
朝
、
薫
は
宇
治
に
中
の
君
を
訪
れ
る
。
悲
し

み
に
沈
む
中
の
君
は
対
面
を
渋
る
も
の
の
、
女
房
ら
の
説
得
に
仕
方
な
く
応
対

に
出
る
。
し
か
し
こ
の
対
面
は
、
中
の
君
の
心
情
に
微
妙
な
変
化
を
も
た
ら
す

こ
と
に
な
る
。

（
薫
）
「
月
ご
ろ
の
積
も
り
も
そ
こ
は
か
と
な
け
れ
ど
、
い
ぶ
せ
く
思
ひ

た
ま
へ
ら
る
る
を
、
片
は
し
も
あ
き
ら
め
き
こ
え
さ
せ
て
慰
め
は
べ
ら
ば

や
。
例
の
、
閨
な
さ
し
放
た
せ
た
ま
ひ
そ
。
い
と
ど
あ
ら
ぬ
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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の
心
地
し
は
べ
り
」
と
、
聞
こ
え
た
ま
へ
れ
ば
、
（
中
ノ
君
）
閨

旧
τ
思
は
れ
た
て
ま
つ
ら
む
と
し
も
思
は
ね
ど
、
い
さ
や
、
心
地
の
例
の

や
う
に
も
お
ぼ
え
ず
…
…
」
な
ど
、
苦
し
げ
に
思
い
た
れ
ど
、
「
い
と
ほ

し
」
な
ど
、
こ
れ
か
れ
聞
こ
え
て
、
中
の
障
子
の
口
に
て
対
面
し
た
ま
へ

り
。

（
薫
）
ー
］
こ
の
ご
ろ
過
ぐ
し
て

移
ろ
ひ
は
べ
る
べ
け
れ
ば
、
夜
半
、
暁
と
つ
き
づ
き
し
き
人
の
言
ひ
は
べ

る
め
る
、
何
ご
と
の
を
り
に
も
疎
か
ら
ず
思
し
の
た
ま
は
せ
ば
、
世
に
は

べ
ら
む
限
り
は
、
聞
こ
え
さ
せ
う
け
た
ま
は
り
て
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
く
な
ん

は
べ
る
を
、
い
か
が
は
思
し
め
す
ら
む
。
人
の
心
さ
ま
ざ
ま
に
は
べ
る
世

な
れ
ば
、
あ
い
な
く
や
な
ど
、
一
方
に
も
え
こ
そ
思
ひ
は
べ
ら
ね
」
と
聞

こ
え
た
ま
へ
ば
、
（
中
ノ
君
）
「
宿
を
ば
離
れ
じ
と
思
ふ
心
深
く
は
べ
る
を
、

圏
な
ど
の
た
ま
は
す
る
に
つ
け
て
も
、
よ
う
つ
に
思
ひ
乱
れ
は
べ
り

て
…
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
早
蕨
三
五
四
～
三
五
六
頁
］

　
こ
の
対
面
に
際
し
て
、
薫
は
二
つ
の
こ
と
を
中
の
君
に
訴
え
て
い
る
。
一
つ

は
、
穆
陶
し
く
晴
れ
な
い
現
在
の
気
持
ち
を
、
親
し
く
語
り
合
う
こ
と
で
慰
め

た
い
（
慰
め
ら
れ
た
い
）
と
い
う
こ
と
。
今
一
つ
は
、
上
京
後
は
今
ま
で
以
上

に
親
し
い
交
際
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
大
君
逝
去
の
折
り
に
は

法
事
の
一
切
を
取
り
仕
切
り
、
ま
た
此
度
の
中
の
君
の
上
京
に
際
し
て
も
、
そ

の
細
部
に
至
る
ま
で
諸
事
万
般
取
り
仕
切
っ
て
き
た
薫
で
あ
っ
た
が
、
匂
宮
の

妻
と
な
っ
て
二
条
院
に
引
き
取
ら
れ
て
後
は
、
そ
れ
も
か
な
わ
な
い
。
中
の
君

を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
現
実
に
、
薫
は
ひ
た
す
ら
今
後
の
交
誼
の
約
束
を
取

二
二

り
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
中
の
君
の
方
は
た
だ
困
惑
す
る
ば
か
り
で
、
こ
れ
に
応
じ
よ
う
と
し

な
い
。
「
は
し
た
な
く
な
さ
し
放
た
せ
た
ま
ひ
そ
」
に
対
し
て
「
は
し
た
な
し

と
思
は
れ
た
て
ま
つ
ら
む
と
し
も
思
は
ね
ど
…
…
」
、
「
渡
ら
せ
た
ま
ふ
べ
き
所

近
く
」
に
「
近
く
、
な
ど
の
た
ま
は
す
る
に
つ
け
て
も
…
…
」
と
、
た
だ
薫
の

こ
と
ば
を
鵬
鵡
返
し
の
よ
う
に
口
に
す
る
中
の
君
は
、
な
る
ほ
ど
他
者
を
慮
る

だ
け
の
精
神
的
余
裕
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
一
見
上
京
を
拒
ん
で

い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
発
言
も
、
実
は
薫
の
こ
と
ば
に
応
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
思
い
を
掬
い
上
げ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
薫
と
は

今
後
も
友
好
関
係
を
保
ち
た
い
と
い
う
思
い
が
、
中
の
君
に
は
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
薫
の
邸
近
く
に
、
自
身
が
移
り
住
む
二
条
院
も
ま
た
あ
る
の
で
あ
る
。
荘

漠
と
し
た
上
京
へ
の
不
安
を
抱
き
つ
つ
も
、
中
の
君
は
上
京
後
の
自
ら
の
姿
を

想
像
す
る
。
中
の
君
の
心
は
、
薫
の
言
葉
に
導
か
れ
る
よ
う
に
京
へ
と
向
き
始

め
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
が
本
文
B

の
贈
答
歌
な
の
で
あ
っ
た
。

　
c
歌
の
上
句
「
見
る
人
も
あ
ら
し
に
ま
よ
ふ
」
に
は
「
あ
ら
じ
」
の
意
が
掛

　
　
　
　
　
ハ
　
り

け
ら
れ
て
い
る
。
「
今
後
は
こ
の
梅
の
花
を
賞
美
す
る
人
も
い
な
く
な
る
こ
の

山
里
に
、
昔
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
花
の
香
が
す
る
」
と
の
意
で
、
「
見
る
人
も

あ
ら
じ
（
い
な
い
）
」
（
‖
未
来
形
）
に
対
し
て
、
「
む
か
し
」
（
1
1
過
去
）
が
想

起
さ
れ
、
そ
れ
を
「
山
里
」
（
1
1
現
在
）
が
結
び
つ
け
る
と
い
う
構
図
に
な
っ

て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
引
歌
に
も
見
ら
れ
る
［
本
稿
三

十
頁
上
段
に
掲
出
］
、
「
む
か
し
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
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「
む
か
し
」
は
、
早
蕨
巻
に
十
例
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
亡
き
大

君
に
関
連
し
て
（
あ
る
い
は
連
想
さ
せ
る
も
の
と
し
て
）
使
用
さ
れ
て
い
る
。

本
文
B
に
も
（
c
歌
を
含
め
て
）
三
例
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
吉
井
美
弥
子
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　

言
わ
れ
る
よ
う
に
、
中
の
君
が
大
君
と
の
日
々
を
「
昔
」
（
‖
過
去
）
と
し
て

位
置
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

こ
れ
ら
三
例
が
全
て
和
歌
の
中
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
中
の

君
は
大
君
を
和
歌
的
情
緒
の
中
に
、
美
し
い
思
い
出
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
こ
の
歌
が
多
分
に
薫
を
意
識
し
て
詠
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
む
か
し
」
に
続
く
「
お
ぼ
ゆ
る
花
の
香
」
か
ら
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
本
文
B
の
地
の
文
「
つ
れ
づ
れ
の
紛
ら
は
し
に
も
、
世
の
う
き
慰
め
に
も
、

心
と
ど
め
て
も
て
あ
そ
び
た
ま
ひ
し
も
の
を
」
（
（
大
君
が
）
紅
梅
を
賞
翫
し
て

い
た
）
も
、
中
の
君
し
か
知
ら
な
い
事
実
で
あ
り
、
中
の
君
は
そ
れ
を
直
接
薫

に
向
か
っ
て
詠
出
し
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
中
の
君
は
、
薫
と
共
有
で
き
る
過

去
の
み
を
こ
と
ば
に
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
贈
歌
は
、
薫
の
答
歌
「
袖
ふ
れ
し
」
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「
袖
の
香
」
を
強
く
意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
あ
の
添
い
臥

し
の
一
件
も
ま
た
想
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
年
の
秋
、
な
か
な
か
靡
か

な
い
大
君
に
、
老
女
房
弁
と
結
託
し
て
二
人
（
大
君
・
中
の
君
）
の
寝
所
に
忍

　
　
　
　
　
　
　
す
ん
で

び
入
っ
た
薫
は
、
既
の
と
こ
ろ
で
大
君
に
逃
げ
ら
れ
、
中
の
君
と
「
を
か
し
く

な
つ
か
し
き
さ
ま
に
語
ら
ひ
て
」
［
総
角
二
五
三
頁
］
一
夜
を
明
か
し
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
中
の
君
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
は
一
度
も
な
い
が
、

「
源
氏
物
語
」
早
蕨
巻
「
梅
の
香
」
の
贈
答
歌
（
磯
部
　
一
美
）

し
か
し
あ
の
夜
の
薫
の
実
直
な
態
度
は
、
そ
の
後
の
大
君
の
葬
送
、
上
京
へ
の

配
慮
な
ど
に
見
ら
れ
る
誠
意
と
相
侯
っ
て
、
中
の
君
に
大
き
な
信
頼
・
安
心
感

を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
「
む
か
し
」
に
は
、
感
謝
と
も
信
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

と
も
取
れ
る
複
雑
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が

「
む
か
し
」
と
い
う
一
語
で
語
り
収
め
ら
れ
て
い
る
点
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
大
君
と
過
ご
し
た
か
つ
て
の
〈
春
〉
の
情
景
と
、
昨

年
〈
秋
〉
の
添
い
臥
し
に
始
ま
る
中
の
君
と
薫
と
の
関
係
が
、
「
む
か
し
」
の

一
語
に
凝
縮
さ
れ
、
「
過
去
」
の
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
中
の
君
の
歌
の
下
句
は
、
宇
治
で
過
ご
し
た
半
生
を
総
括
し
よ
う
と
す
る

も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
そ
れ
が
中
の
君
か
ら
の
贈
歌
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
も

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
男
女
間
で
行
わ
れ
る
贈
答
歌
は
、
男
か
ら
女
に

詠
み
か
け
る
の
が
通
常
の
形
態
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対

に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
歌
を
詠
み
か
け
る
女
と
、
そ
れ
に
応
え
る
男
。
そ

し
て
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
耐
え
き
れ
ず
、
涙
を
拭
い
つ
つ
去
っ
て
い
く
男
ー
。

こ
の
逆
転
し
た
贈
答
の
形
は
、
未
来
に
向
け
て
自
ら
の
新
し
い
道
を
歩
み
出
そ

う
と
す
る
中
の
君
の
〈
決
意
〉
に
も
似
た
強
い
思
い
を
、
個
人
の
意
識
の
レ
ベ

ル
を
超
え
て
、
物
語
が
描
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。

三
、
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
中
の
君
の
上
京
の
場
面
に
お
い
て
、
な
ぜ
当
事
者
同
士
（
匂
宮

と
中
の
君
）
の
贈
答
歌
が
描
か
れ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
描
か
れ
た

二
三
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愛
知
淑
徳
大
学
論
集
ー
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
ー
　
第
二
八
号

和
歌
－
匂
宮
と
薫
、
中
の
君
と
薫
の
贈
答
歌
か
ら
考
察
し
て
き
た
。

　
本
文
A
に
お
け
る
匂
宮
の
歌
は
、
上
京
を
渋
り
続
け
る
中
の
君
に
薫
へ
の
心

の
傾
斜
を
疑
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
両
者
間
の
愛
情
の
不

安
定
さ
を
示
し
て
も
い
た
。
一
方
本
文
B
に
お
け
る
中
の
君
の
歌
は
、
薫
の
訪

れ
に
亡
き
大
君
を
偲
び
つ
つ
も
、
上
京
を
前
に
し
て
、
過
去
に
で
は
な
く
未
来

に
向
か
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
中
の
君
の
心
情
を
表
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
贈
答
歌
は
、
薫
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
、
微
妙
に
す
れ
違
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
二
人
の
心
情
を
、
鮮
明
に
描
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
の
君
を
信
じ
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
匂
宮
と
、
匂
宮

へ
の
愛
情
と
い
う
よ
り
は
、
与
え
ら
れ
た
未
来
に
懸
命
に
立
ち
向
か
っ
て
い
こ

う
と
す
る
中
の
君
と
。
そ
し
て
そ
ん
な
中
の
君
の
姿
に
は
、
そ
の
後
の
幾
多
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
　

試
練
に
対
応
で
き
る
し
な
や
か
な
強
さ
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

よ
っ
て
こ
の
本
文
A
B
の
場
面
は
、
正
編
に
お
け
る
紫
の
上
や
明
石
の
君
、
玉

鍵
の
場
合
と
同
様
に
、
中
の
君
の
後
の
物
語
を
導
く
も
の
と
し
て
、
上
京
の
際

の
贈
答
歌
と
し
て
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
注

（
1
）
篠
原
昭
二
「
早
蕨
」
（
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
　
昭
和
四
一
・
六
　
學
燈

　
　
社
）
、
鈴
木
一
雄
「
橋
姫
・
椎
本
・
総
角
・
早
蕨
・
宿
木
」
（
『
源
氏
物
語
講
座

　
　
第
四
巻
　
各
巻
と
人
物
n
」
昭
和
四
六
・
八
　
有
精
堂
）
、
榎
本
正
純
「
早
蕨

　
　
巻
の
和
歌
二
首
ー
源
氏
物
語
に
お
け
る
和
歌
の
一
問
題
ー
」
（
平
安
文
学
研
究

　
　
第
四
十
九
輯
　
昭
和
四
七
・
一
二
）
な
ど
。

二
四

（
2
）
前
掲
鈴
木
論
文
、
　
長
谷
川
正
春
「
早
蕨
」
（
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究

　
　
昭
和
四
九
・
九
　
學
燈
社
）
、
吉
岡
畷
「
中
の
君
の
都
移
り
」
（
『
講
座
源
氏

　
　
物
語
の
世
界
〈
第
八
集
〉
』
昭
和
五
八
・
六
　
有
斐
閣
）
な
ど
。

（
3
）
注
（
1
）
掲
出
榎
本
論
文
、
重
松
信
弘
「
中
の
君
を
中
心
と
す
る
物
語
　
早

　
　
蕨
ー
宿
木
」
（
源
氏
物
語
研
究
叢
書
W
増
訂
「
源
氏
物
語
の
構
想
と
鑑
賞
」

　
　
昭
和
五
七
・
三
　
風
間
書
房
）
な
ど
。
し
か
し
「
新
た
な
物
語
」
が
、
果
た

　
　
し
て
誰
の
ど
の
よ
う
な
物
語
な
の
か
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
言
及
は
な
い
。

（
4
）
小
町
谷
照
彦
「
源
氏
物
語
第
三
部
ー
「
早
蕨
」
の
歌
こ
と
ば
表
現
を
読
む
」
（
國

　
　
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
　
昭
和
六
一
・
一
一
　
學
燈
社
）

（
5
）
こ
れ
に
対
し
て
吉
井
美
弥
子
氏
は
、
そ
の
論
「
宇
治
を
離
れ
る
中
君
ー
早
蕨
・

　
　
宿
木
巻
」
（
『
源
氏
物
語
講
座
4
　
京
と
都
の
物
語
・
物
語
作
家
の
世
界
」
平

　
　
成
四
・
七
　
勉
誠
社
）
の
中
で
、
早
蕨
巻
を
「
薫
と
夫
匂
宮
と
の
間
に
中
君

　
　
が
は
さ
ま
れ
る
三
角
関
係
の
物
語
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
6
）
中
の
君
の
上
京
を
語
る
こ
の
短
い
巻
に
は
、
和
歌
が
十
五
首
散
在
す
る
。
そ

　
　
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
。
薫
五
首
（
贈
1
答
3
独
1
）
、
中
の
君
四
首
（
贈

　
　
1
答
2
独
1
）
、
弁
の
尼
二
首
（
贈
2
）
、
匂
宮
一
首
（
贈
1
）
、
阿
閣
梨
一

　
　
首
（
贈
1
）
、
大
輔
の
君
一
首
（
贈
1
）
、
女
房
一
首
（
答
1
）
。
な
お
分
類

　
　
の
し
方
に
つ
い
て
は
、
新
編
全
集
本
「
源
氏
物
語
作
中
和
歌
一
覧
」
（
鈴
木

　
　
日
出
男
編
）
に
拠
る
。

（
7
）
紫
の
上
は
二
条
院
に
引
き
取
ら
れ
た
数
日
後
、
明
の
石
君
は
大
堰
の
邸
に
落

　
　
ち
着
い
た
数
日
後
、
玉
鍵
は
六
条
院
に
引
き
取
ら
れ
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
源

　
　
氏
と
歌
を
交
わ
し
て
い
る
。

（
8
）
『
源
氏
物
語
」
の
引
用
本
文
は
す
べ
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
阿
部

　
　
秋
生
、
秋
山
慶
、
今
井
源
衛
、
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
　
小
学
館
）
に
拠
る
。
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ま
た
、
私
に
適
宜
傍
線
を
付
し
、
下
に
は
巻
名
・
頁
数
を
記
し
た
。

（
9
）
古
今
和
歌
集
の
引
用
本
文
は
す
べ
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和

　
　
歌
集
』
（
小
沢
正
夫
、
松
田
成
穂
校
注
・
訳
　
平
成
五
・
一
一
　
小
学
館
）

　
　
に
拠
る
。
な
お
、
分
類
項
目
な
ど
の
上
に
記
し
た
算
用
数
字
は
、
新
編
国
歌

　
　
大
観
の
歌
番
号
で
あ
る
。
以
下
、
算
用
数
字
に
つ
い
て
は
す
べ
て
同
じ
。

（
1
0
）
和
漢
朗
詠
集
「
梅
花
雪
を
帯
び
て
琴
上
に
飛
ぶ
　
柳
色
煙
に
和
し
て
酒
の
中

　
　
に
入
る
」
［
巻
上
　
春
梅
］
。
引
用
本
文
は
、
講
談
社
学
術
文
庫
『
和
漢
朗
詠

　
　
集
』
（
川
口
久
雄
　
昭
和
五
七
・
二
　
講
談
社
）
、
な
お
本
書
「
参
考
」
欄
に

　
　
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
栄
花
物
語
」
巻
第
二
十
四
「
わ
か
ば
え
」
に
中

　
　
宮
大
夫
（
藤
原
斉
信
）
が
こ
の
句
を
吟
諦
し
た
記
事
が
見
え
る
。

（
1
1
）
注
（
7
）
掲
出
の
「
新
編
全
集
」
を
始
め
と
す
る
、
現
代
に
お
け
る
代
表
的

　
　
な
注
釈
書
「
源
氏
物
語
評
釈
」
（
玉
上
琢
弥
　
角
川
書
店
）
、
「
新
潮
日
本
古

　
　
典
集
成
」
（
新
潮
社
）
、
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
（
岩
波
書
店
）
を
指
す
。

（
1
2
）
例
え
ば
新
編
全
集
本
の
現
代
語
訳
に
は
、
a
歌
「
こ
の
梅
の
花
は
こ
れ
を
手

　
　
折
る
あ
な
た
と
心
が
通
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
外
に
は
色
が
現
れ
な
い

　
　
で
、
内
に
に
お
い
を
包
ん
で
い
ま
す
。
あ
な
た
は
何
気
な
く
よ
そ
お
い
な
が

　
　
ら
、
内
心
で
は
あ
の
お
方
を
恋
い
慕
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
［
早

　
　
蕨
巻
三
四
八
頁
］
、
b
歌
「
た
だ
梅
の
花
を
賞
美
し
て
い
る
こ
の
私
で
す
の

　
　
に
、
そ
れ
が
そ
の
よ
う
な
言
い
が
か
り
を
お
つ
け
に
な
る
花
の
枝
な
の
で
し

　
　
た
ら
、
は
じ
め
か
ら
そ
の
つ
も
り
で
折
る
べ
き
で
し
た
。
あ
の
お
方
を
私
が

　
　
頂
戴
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
ね
（
傍
線
引
用
者
。
以
下
同
じ
）
」
［
同
頁
］

　
　
と
あ
る
。

（
1
3
）

新
編
全
集
本
頭
注
に
は
「
匂
宮
と
薫
は
中
の
君
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
か
ね
な

い
動
機
を
は
ら
ん
で
い
る
が
、
語
り
手
は
そ
の
二
人
を
、
睦
ま
じ
い
仲
と
語

「
源
氏
物
語
一
早
蕨
巻
「
梅
の
香
」
の
贈
答
歌
（
磯
部
　
一
美
）

り
お
さ
め
る
」
［
早
蕨
巻
三
四
九
頁
　
頭
注
＝
］
と
あ
る
。
ま
た
注
（
4
）

掲
出
の
小
町
谷
論
文
も
、
「
匂
宮
は
薫
が
大
君
の
死
後
も
宇
治
に
主
人
顔
で

親
し
く
出
入
り
し
て
い
る
の
を
見
て
、
「
女
な
ら
ば
必
ず
心
移
り
な
む
と
、

お
の
が
け
し
か
ら
ぬ
御
心
な
ら
ひ
に
思
し
寄
る
も
、
な
ま
う
し
ろ
め
た
か
り

け
れ
ば
」
（
「
総
角
」
）
と
、
自
分
の
行
状
を
顧
み
て
、
薫
と
中
の
君
と
の
仲

を
邪
推
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
こ
と
が
中
の
君
引
き
取
り
に
つ
な
が
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
贈
答
歌
は
冗
談
め
か
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
薫
も
内
心

中
の
君
を
匂
宮
に
譲
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
お
り
、
心
底
を
見
す
か
さ
れ
た

と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
両
者
の
間
に
中
の
君
を
め
ぐ
っ
て
心
理
的
対
立
の
火
花

（
1
4
）

16

）

A15
）

（
1
7
）

が
飛
び
散
っ
て
い
る
の
が
緊
張
感
を
伴
っ
て
詠
出
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す

る
。注

（
1
3
）
掲
出
の
小
町
谷
論
文
（
点
線
部
）
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
氏
も

ま
た
本
文
A
の
場
面
に
匂
宮
の
中
の
君
引
き
取
り
の
契
機
を
読
み
取
っ
て
い

る
。
し
か
し
そ
れ
は
匂
宮
が
「
自
分
の
行
状
を
顧
み
て
」
、
換
言
す
れ
ば
薫

の
中
の
君
恋
慕
へ
の
疑
念
な
の
で
あ
っ
て
、
中
の
君
へ
の
直
接
的
な
疑
念
と

考
え
る
本
論
と
は
そ
の
主
張
を
異
に
す
る
。

玉
上
評
釈
は
、
「
こ
の
解
で
は
露
骨
す
ぎ
る
」
と
し
て
、
こ
の
説
を
と
ら
な
い
。

後
撰
和
歌
集
の
引
用
本
文
は
す
べ
て
、
新
古
典
文
学
大
系
『
後
撰
和
歌
集
」
（
片

桐
洋
一
校
注
　
平
成
二
・
四
　
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
な
お
、
一
部
私
に
表

記
を
あ
ら
た
め
た
箇
所
が
あ
る
。

正
確
に
は
四
回
で
あ
る
。
①
「
（
后
宮
ハ
中
ノ
君
ヲ
）
二
条
院
の
西
の
対
に
渡

い
た
ま
ひ
て
、
時
々
も
通
ひ
た
ま
ふ
べ
く
、
忍
び
て
聞
こ
え
た
ま
ひ
け
れ

ば
…
…
（
匂
宮
ハ
）
お
ぽ
つ
か
な
か
る
ま
じ
き
は
う
れ
し
く
て
、
（
中
ノ
君
二
）

の
た
ま
ふ
な
り
け
り
」
［
総
角
三
四
〇
頁
］
、
②
「
宮
は
、
（
宇
治
二
）
お
は
し

二
五
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1
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愛
知
淑
徳
大
学
論
集
ー
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
ー
　
第
二
八
号

ま
す
こ
と
の
い
と
と
こ
ろ
せ
く
あ
り
が
た
け
れ
ば
、
京
に
渡
し
き
こ
え
む
と

思
し
た
ち
に
た
り
」
［
早
蕨
三
四
八
頁
］
、
③
「
宮
も
、
か
の
人
（
中
ノ
君
ヲ
）

近
く
渡
し
き
こ
え
て
ん
と
す
る
ほ
ど
の
こ
と
ど
も
、
（
薫
二
）
語
ら
ひ
き
こ
え

た
ま
ふ
…
…
」
［
早
蕨
三
五
〇
頁
］
、
④
「
「
浅
か
ら
ぬ
仲
の
契
り
も
絶
え
は
て

ぬ
べ
き
（
宇
治
ノ
）
御
住
ま
ひ
を
、
い
か
に
思
し
え
た
る
ぞ
」
と
の
み
（
中

ノ
君
二
）
恨
み
き
こ
え
た
ま
ふ
も
…
…
」
［
早
蕨
三
五
二
頁
］
。

中
の
君
の
心
情
の
推
移
と
い
う
点
か
ら
も
、
こ
こ
に
は
「
あ
ら
じ
」
を
認
め

る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
例
と
し
て
、
「
あ
ふ
こ
と

の
あ
ら
し
に
ま
よ
ふ
小
ぶ
ね
ゆ
ゑ
と
ま
る
わ
れ
さ
へ
こ
が
れ
ぬ
る
か
な
」

［ω

n
さ
い
宮
の
く
だ
り
た
ま
ふ
に
　
九
条
右
大
臣
集
］
（
『
新
編
国
歌
大
観
』

第
三
巻
　
私
家
集
編
－
　
家
集
）
が
あ
る
が
、
こ
の
「
あ
ら
し
」
に
「
あ
ら

じ
」
の
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
一
方
、
注
（
4
）
掲
出

の
小
町
谷
論
文
は
、
「
あ
ら
し
」
の
掛
詞
に
つ
い
て
、
諸
説
を
整
理
し
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
「
あ
ら
し
」
に
「
嵐
」
と
「
あ
ら
じ
」
の
掛
詞
を

認
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
解
釈
が
分
か
れ
る
。
『
評
釈
』
や
全
集
本
で

は
認
め
ず
、
大
系
本
や
集
成
本
で
は
認
め
て
、
中
の
君
が
上
京
し
た
ら
見
る

人
も
あ
る
ま
い
と
い
う
意
に
解
し
て
い
る
。
語
勢
か
ら
言
え
ば
掛
詞
を
認
め

た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
掛
詞
を
認
め
た
場
合
、
「
あ
ら
じ
」
と
い
う
未
来
形

か
ら
「
人
」
を
中
の
君
と
す
る
の
が
通
説
だ
が
、
大
君
亡
き
今
も
、
中
の
君

が
立
ち
去
っ
た
後
も
、
と
少
し
広
げ
た
解
釈
を
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
嵐
」
は
惑
乱
の
意
と
共
に
、
荒
廃
の
意
に
も
用
い
る
。
大
君
も
今
は
な
く
、

自
分
は
途
方
に
く
れ
て
い
る
が
、
こ
の
さ
び
れ
て
し
ま
っ
た
宇
治
の
邸
宅
は

今
後
ま
す
ま
す
荒
れ
果
て
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
に
心
細
い
思
い
で

い
る
と
こ
ろ
に
、
大
君
在
世
の
折
り
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
に
、
な
つ
か
し

（
1
9
）

二
六

い
薫
が
慰
め
に
来
て
く
れ
た
、
と
感
謝
し
て
い
る
の
で
あ
る
』
。
ま
た
、
新

編
全
集
本
、
新
大
系
本
は
と
も
に
掛
詞
を
認
め
て
い
る
。

吉
井
美
弥
子
氏
は
、
そ
の
論
「
早
蕨
巻
の
方
法
ー
巻
頭
表
現
を
起
点
と
し
て

ー
」
（
中
古
文
学
論
孜
　
昭
和
六
〇
・
一
〇
　
早
稲
田
大
学
大
学
院
中
古
文

学
研
究
会
）
の
中
で
、
（
引
歌
と
関
連
さ
せ
て
）
「
物
語
の
表
現
は
、
大
君
を
、

　
　
す
で
に
思
い
出
さ
れ
る
べ
き
「
過
去
」
の
人
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
し
て
い

　
　
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
0
）
注
（
1
8
）
掲
出
の
小
町
谷
論
文
（
点
線
部
）
は
、
中
の
君
の
贈
歌
に
、
薫
へ

　
　
の
感
謝
を
読
み
取
る
。
ま
た
三
田
村
雅
子
氏
は
、
そ
の
論
「
方
法
と
し
て
の

　
　
　
〈
香
〉
ー
移
り
香
の
宇
治
十
帖
へ
ー
」
（
平
成
八
・
三
　
有
精
堂
）
の
中
で
、

　
　
中
の
君
の
贈
歌
は
「
大
君
に
託
し
て
表
明
さ
れ
た
中
君
の
、
薫
へ
の
思
慕
で

　
　
あ
り
、
執
着
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
1
）
拙
稿
「
『
源
氏
物
語
」
宇
治
中
の
君
の
孤
高
性
ー
独
詠
歌
「
山
里
の
松
の
か
げ

　
　
に
も
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
　
第
2
3
号
　
平

　
　
成
一
二
・
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学
・
研
究
生
）
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