
『
源
氏
物
語
』
宿
木
巻
に
お
け
る
朝
顔
の
贈
答
歌

歌
が
紡
ぎ
出
す
物
語

磯

部

一

美

は
じ
め
に

　
宿
木
巻
は
「
宇
治
十
帖
」
中
最
も
長
大
で
あ
り
、
様
々
な
出
来
事
が
矢
継
ぎ

早
に
語
ら
れ
る
巻
で
あ
る
。
薫
と
今
上
帝
女
二
の
宮
の
結
婚
話
に
始
ま
る
こ
の

巻
は
、
匂
宮
と
夕
霧
女
六
の
君
の
結
婚
、
中
の
君
の
懊
悩
、
薫
の
恋
情
愁
訴
、

中
の
君
の
出
産
へ
と
続
き
、
そ
の
展
開
の
性
急
さ
は
、
あ
た
か
も
橋
姫
巻
か
ら

連
綿
と
続
く
大
君
・
中
の
君
物
語
の
流
れ
を
一
気
に
収
束
さ
せ
て
し
ま
お
う
と

す
る
が
如
く
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
巻
は
、
そ
の
後
半
に
『
源
氏
物
語
』
最
後

の
ヒ
ロ
イ
ン
浮
舟
の
登
場
と
い
う
新
た
な
物
語
の
始
発
が
予
感
さ
せ
ら
れ
て
も

お
り
、
多
く
宿
木
巻
は
、
大
君
物
語
か
ら
浮
舟
物
語
へ
の
つ
な
ぎ
の
巻
で
あ
る

と
か
、
正
編
の
二
番
煎
じ
の
女
君
中
の
君
の
悲
嘆
を
語
る
巻
で
あ
る
な
ど
と
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

究
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
大
君
や
浮
舟
と
い
っ
た
特
異
な
人
生
を
歩
ん
だ
二
人
に
比
べ
て
、
貴
顕
と
結

ば
れ
都
に
お
い
て
平
穏
な
生
を
歩
ん
だ
中
の
君
の
評
価
は
必
ず
し
も
高
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
大
半
が
論
拠
と
す
る
の
は
こ
の
宿
木
巻
で
あ
り
、

そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
こ
の
巻
に
お
け
る
中
の
君
像
の
考
察
が
い
か
に
重
要
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

る
か
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　
本
稿
で
は
、
夫
匂
宮
と
夕
霧
女
六
の
君
の
結
婚
が
迫
っ
た
あ
る
朝
の
、
朝
顔

を
め
ぐ
る
中
の
君
と
薫
の
贈
答
歌
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
。
後
に
薫
の
添
い
臥

し
事
件
を
招
き
、
そ
れ
に
困
じ
た
中
の
君
が
浮
舟
を
呼
び
込
む
と
い
う
新
た
な

展
開
の
始
発
点
と
な
っ
て
い
る
こ
の
場
面
は
、
物
語
に
お
い
て
如
何
な
る
意
味

を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
本
稿
は
こ
の
一
場
面
の
み
を
取
り
上
げ
て
従
来

の
中
の
君
像
を
覆
そ
う
と
試
み
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
中
の
君

の
詠
歌
及
び
そ
の
周
辺
を
表
現
に
即
し
て
辿
っ
て
い
く
こ
と
で
、
物
語
に
お
け

る
中
の
君
造
型
、
ひ
い
て
は
中
の
君
の
、
物
語
に
お
け
る
役
割
を
解
明
す
る
端

緒
と
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
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一一

O
の
贈
歌

　
ま
ず
、
考
察
の
対
象
と
す
る
本
文
を
掲
げ
る
。

　
　
声
な
ど
も
、
わ
ざ
と
似
た
ま
へ
り
と
も
お
ぼ
え
ざ
り
し
か
ど
、
あ
や
し
き

　
　
ま
で
た
だ
そ
れ
と
の
み
お
ぼ
ゆ
る
に
、
人
目
見
苦
し
か
る
ま
じ
く
は
、
簾

　
　
も
引
き
上
げ
て
さ
し
対
ひ
き
こ
え
ま
ほ
し
く
、
う
ち
な
や
み
た
ま
へ
ら
ん

　
　
容
貌
ゆ
か
し
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
も
、
な
ほ
世
の
中
に
も
の
思
は
ぬ
人
は
、

　
　
え
あ
る
ま
じ
き
わ
ざ
に
や
あ
ら
む
と
そ
思
ひ
知
ら
れ
た
ま
ふ
。
…
…
折
り

　
　
た
ま
へ
る
花
を
、
扇
に
う
ち
置
き
て
見
ゐ
た
ま
へ
る
に
、
や
う
や
う
赤
み

　
　
も
て
行
く
も
な
か
な
か
色
の
あ
は
ひ
を
か
し
く
見
ゆ
れ
ば
、
や
を
ら
さ
し

　
　
入
れ
て
、

　
　
　
　
（
薫
）
よ
そ
へ
て
ぞ
見
る
べ
か
り
け
る
白
露
の
ち
ぎ
り
か
お
き
し
朝

　
　
　
　
顔
の
花

　
　
こ
と
さ
ら
び
て
し
も
も
て
な
さ
ぬ
に
、
露
を
落
さ
で
持
た
ま
へ
り
け
る
よ

　
　
と
を
か
し
く
見
ゆ
る
に
、
置
き
な
が
ら
枯
る
る
け
し
き
な
れ
ば
、

　
　
　
　
（
中
の
君
）
消
え
ぬ
ま
に
枯
れ
ぬ
る
花
の
は
か
な
さ
に
お
く
る
る
露

　
　
　
　
は
な
ほ
ぞ
ま
さ
れ
る

　
　
何
に
か
か
れ
る
」
と
い
と
忍
び
て
言
も
つ
づ
か
ず
、
つ
つ
ま
し
げ
に
言
ひ

　
　
消
ち
た
ま
へ
る
ほ
ど
、
な
ほ
い
と
よ
く
似
た
ま
へ
る
も
の
か
な
と
思
ふ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

　
　
も
、
ま
つ
ぞ
悲
し
き
。
　
　
　
　
　
　
　
［
宿
木
巻
三
九
三
～
三
九
五
頁
］

　
匂
宮
と
夕
霧
女
六
の
君
の
結
婚
は
、
中
の
君
に
妻
と
し
て
の
絶
望
を
も
た
ら

し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
仲
介
役
で
あ
る
薫
に
も
深
い
憂
愁
を
抱
か
せ
る
一
件

二

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
臨
終
の
大
君
に
「
こ
の
と
ま
り
た
ま
は
む
人
（
中
の
君
）

を
、
同
じ
こ
と
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
と
ほ
の
め
か
し
き
こ
え
し
に
、
違
へ
た

ま
は
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
う
し
ろ
や
す
か
ら
ま
し
と
、
こ
れ
の
み
な
む
恨
め
し
き

ふ
し
に
て
と
ま
り
ぬ
べ
う
お
ぼ
え
は
べ
る
」
［
総
角
三
二
七
頁
］
と
ま
で
口
に
さ

せ
た
、
中
の
君
と
匂
宮
の
結
婚
（
中
の
君
の
現
在
の
不
幸
を
招
い
た
こ
と
）
へ

の
自
責
の
念
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
君
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
中
の
君
を
自
ら
の

手
で
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
後
悔
の
念
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
薫
は
、
大
君

に
い
よ
い
よ
似
て
く
る
中
の
君
に
恋
情
を
募
ら
せ
な
が
ら
も
、
自
ら
に
課
し
た

後
見
人
と
し
て
の
役
割
を
誠
実
に
果
た
そ
う
と
努
め
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
中
の
君
の
様
子
は
あ
ま
り
に
大
君
に
似
通
っ
て
お

り
、
恋
情
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
薫
の
歌
は
「
よ
そ
え
て
見
る
べ
き
で
し
た
。
白
露
が
約
束
し
て
く
れ
た
朝
顔

の
花
－
貴
女
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
」
の
意
で
あ
る
。
「
白
露
」
は
大
君
、

「
朝
顔
の
花
」
は
中
の
君
を
喩
え
て
い
る
。
薫
の
こ
の
歌
は
、
例
え
ば
新
編
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

集
に
は
「
人
間
の
は
か
な
さ
、
中
の
君
と
の
縁
の
薄
さ
を
嘆
く
歌
」
と
あ
る
。
し

か
し
こ
の
歌
に
は
、
そ
う
し
た
諦
念
に
収
ま
り
き
ら
な
い
、
薫
の
套
く
欲
望
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
ま
ず
「
白
露
の
ち
ぎ
り
」
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
薫
は
一
体
何
を
根
拠
に

「
大
君
が
約
束
し
て
く
れ
た
貴
女
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
詠
出
し
た
の
か
。
仮

に
そ
の
言
葉
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
薫
は
大
君
と
中
の
君
の
処
遇
に
つ
い
て
「
ち

ぎ
り
」
を
交
わ
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
大
君
の
意
向
は
老
女
房
弁
を
通
じ

て
間
接
的
に
伝
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
先
に
掲
げ
た
臨
終
の
大
君
の
言
葉
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「
こ
の
と
ま
り
た
ま
は
む
人
（
中
の
君
）
を
、
同
じ
こ
と
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま

へ
と
ほ
の
め
か
し
き
こ
え
し
に
…
」
か
ら
も
、
直
接
大
君
と
の
間
に
「
ち
ぎ
り
」

が
交
わ
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　
一
方
、
「
か
か
る
筋
に
は
い
ま
す
こ
し
心
も
得
ず
お
ほ
ど
か
に
て
、
何
と
も
聞

き
入
れ
た
ま
は
」
ぬ
［
総
角
二
四
七
頁
］
中
の
君
が
、
大
君
の
思
惑
に
気
付
い

た
の
は
、
薫
が
既
成
事
実
を
作
っ
て
し
ま
お
う
と
大
君
（
実
際
に
は
姉
妹
）
の

寝
所
に
忍
び
込
ん
だ
、
あ
の
夜
の
一
件
で
あ
っ
た
。

　
　
中
納
言
は
、
独
り
臥
し
た
ま
へ
る
を
、
心
し
け
る
に
や
と
う
れ
し
く
て
、

　
　
心
と
き
め
き
し
た
ま
ふ
に
、
や
う
や
う
、
あ
ら
ざ
り
け
る
と
見
る
。
い
ま

す
こ
し
う
つ
く
し
く
ら
う
た
げ
な
る
け
し
き
は
ま
さ
り
て
や
と
お
ぼ
ゆ
。

…
逢
ふ
人
か
ら
に
も
あ
ら
ぬ
秋
の
夜
な
れ
ど
、
ほ
ど
も
な
く
明
け
ぬ
る
心

　
　
地
し
て
、
い
つ
れ
と
分
く
べ
く
も
あ
ら
ず
な
ま
め
か
し
き
御
け
は
ひ
を
、

　
　
人
や
り
な
ら
ず
飽
か
ぬ
心
地
し
て
、
「
あ
ひ
思
せ
よ
。
い
と
心
憂
く
つ
ら

　
　
き
人
の
御
さ
ま
、
見
な
ら
ひ
た
ま
ふ
な
よ
」
な
ど
、
後
瀬
を
図
迎
て
出
で

　
　
た
ま
ふ
。
我
な
が
ら
、
あ
や
し
く
夢
の
や
う
に
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
な
ほ
つ
れ

　
　
な
き
人
の
御
気
色
、
い
ま
一
た
び
見
は
て
む
の
心
に
思
ひ
の
ど
め
つ
つ
、

　
　
例
の
、
出
で
て
臥
し
た
ま
へ
り
。
　
　
　
　
［
総
角
二
五
三
～
二
五
五
頁
］

　
注
意
す
べ
き
は
、
薫
は
こ
こ
で
初
め
て
中
の
君
に
一
方
な
ら
ぬ
恋
情
を
抱

き
、
「
後
瀬
を
契
」
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
薫
と
中
の
君
の
関
係
に
お
い

て
「
契
り
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
の
は
、
実
は
こ
の
一
箇
所
に
し
か
な
い
。

も
し
か
し
て
、
薫
の
言
う
「
白
露
の
ち
ぎ
り
」
は
、
実
は
こ
の
「
契
り
」
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
大
君
に
よ
っ
て
互
い
が
恋
の
相
手
と
し
て
認

『
源
氏
物
語
』
宿
木
巻
に
お
け
る
朝
顔
の
贈
答
歌
　
（
磯
部
一
美
）

識
さ
せ
ら
れ
た
こ
の
一
件
、
そ
し
て
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
た
「
契
り
」
こ
そ
が
、

薫
が
中
の
君
に
訴
え
か
け
た
「
白
露
の
ち
ぎ
り
」
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
下
の
句
「
朝
顔
の
花
」
に
も
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
薫
が
中
の
君
に

朝
顔
を
差
し
出
し
た
直
接
の
動
機
は
何
だ
っ
た
の
か
。
本
文
を
再
掲
す
る
。

　
　
折
り
た
ま
へ
る
花
を
、
扇
に
う
ち
置
き
て
見
ゐ
た
ま
へ
る
に
、
や
う
や
う

　
　
赤
み
も
て
行
く
も
な
か
な
か
圏
の
あ
は
ひ
を
か
し
く
見
ゆ
れ
ば
、
や
を
ら

　
　
さ
し
入
れ
て
…
。

　
傍
線
部
に
注
目
す
る
と
、
薫
の
視
線
は
た
だ
漠
然
と
朝
顔
に
向
け
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
赤
み
を
帯
び
て
ゆ
く
様
子
に
こ
そ
注
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
分
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
は
か
な
さ
よ
り
も
む
し
ろ
「
を
か
し
」
さ
の

う
ち
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
朝
顔
の
花
の
色
に
つ
い
て
は
、
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ば
万
葉
集
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　
　
　
　
花
に
寄
す
る

　
　
　
こ

　
　
①
臥
い
ま
ろ
び
恋
ひ
は
死
ぬ
と
も
い
ち
し
ろ
く
固
に
は
出
で
じ
朝
顔
が
花

　
　
②
言
に
出
で
て
言
は
ば
ゆ
ゆ
し
み
朝
顔
の
ほ
に
は
咲
き
出
ぬ
恋
も
す
る
か
も

　
①
は
「
恋
に
焦
が
れ
て
死
ん
だ
と
し
て
も
、
決
し
て
著
し
く
色
に
出
す
ま
い

よ
、
朝
顔
の
花
の
よ
う
に
は
」
、
②
は
「
言
葉
に
出
し
て
言
う
の
は
揮
ら
れ
る
。

朝
顔
の
よ
う
に
は
目
立
た
な
い
恋
を
す
る
こ
と
だ
」
の
意
で
あ
る
。
『
古
今
和
歌

六
帖
』
に
は
「
人
し
れ
ぬ
」
の
項
に
こ
の
歌
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
原
岡
文
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

氏
は
、
こ
の
歌
に
「
秘
め
ら
れ
た
恋
の
イ
メ
ー
ジ
を
朝
顔
に
結
ぶ
」
こ
と
が
で

き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

三

一92一



愛
知
淑
徳
大
学
論
集
ー
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
ー
　
第
三
十
号

　
し
か
し
そ
れ
は
逆
に
、
朝
顔
の
花
の
色
は
秘
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
恋
を
露

呈
し
て
し
ま
う
危
う
さ
を
か
か
え
て
い
る
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
お
ら
し
く
は
か
な
げ
な
花
、
し
か
し
枯
れ
る
瞬
間
、

そ
の
存
在
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
色
づ
く
、
そ
の
赤
い
色
の
鮮
明
さ
、

艶
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
の
歌
の
根
底
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
朝
顔
が
多
く
「
女
の
朝
の
顔
」
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
と
も
決
し
て
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
薫
の
歌
自
身
に
は
色
づ
い
た
朝
顔
は
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
大
君

を
喩
え
た
「
白
露
」
の
「
白
」
は
、
ま
さ
に
「
赤
」
く
移
ろ
う
朝
顔
と
の
対
比

で
あ
り
、
そ
れ
は
「
赤
い
朝
顔
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
に
等
し
い
。
朝
顔
は
、

女
の
朝
の
顔
－
一
夜
を
共
に
過
ご
し
た
、
あ
の
中
の
君
の
顔
（
姿
）
な
の
で

あ
る
。

　
そ
も
そ
も
薫
の
中
の
君
へ
の
未
練
は
、
今
ま
で
も
直
接
的
に
間
接
的
に
、
幾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

度
と
な
く
語
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
回
は
状
況
が
違
う
。
匂
宮

は
今
、
当
代
一
の
権
勢
家
で
あ
る
夕
霧
右
大
臣
家
に
奪
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
　
花
心
に
お
は
す
る
宮
な
れ
ば
、
あ
は
れ
と
は
思
す
と
も
、
い
ま
め
か
し
き

　
　
方
に
か
な
ら
ず
御
心
移
ろ
ひ
な
ん
か
し
、
女
方
も
、
い
と
し
た
た
か
な
る

　
　
わ
た
り
に
て
、
ゆ
る
び
な
く
き
こ
え
ま
つ
は
し
た
ま
は
ば
、
月
ご
ろ
も
、

さ
も
な
ら
ひ
た
ま
は
で
、
待
つ
夜
多
く
過
ぐ
し
た
ま
は
ん
こ
そ
、
あ
は
れ

な
る
べ
け
れ
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
宿
木
三
八
六
～
三
八
七
頁
］

「
花
心
に
お
は
す
る
宮
」
と
は
匂
宮
の
こ
と
で
あ
る
が
、
薫
が
こ
こ
で
匂
宮

四

を
好
色
人
と
断
定
す
る
根
拠
は
実
は
乏
し
い
、
と
い
う
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ

　
　
　
け
　

て
い
る
。
「
花
心
」
は
薫
の
主
観
で
あ
り
、
そ
う
捉
え
た
い
願
望
の
表
れ
で
あ
ろ

う
。
波
線
部
「
か
な
ら
ず
…
」
、
「
い
と
し
た
た
か
な
る
…
」
「
過
ぐ
し
た
ま
は
ん

こ
そ
…
」
と
、
強
調
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
論
を
重
ね
て
い
く
薫
の
思
惟

の
あ
り
よ
う
は
、
中
の
君
の
悲
劇
、
さ
ら
に
は
夫
婦
の
危
機
と
い
う
結
論
、
確

信
へ
と
結
び
つ
き
、
薫
の
欲
望
を
さ
ら
に
掻
き
立
て
て
ゆ
く
。

　
匂
宮
か
ら
中
の
君
を
奪
う
の
で
は
な
い
。
中
の
君
の
幸
せ
を
奪
う
の
で
も
な

い
。
匂
宮
に
う
ち
捨
て
ら
れ
た
中
の
君
を
手
に
入
れ
る
の
だ
1
赤
く
移
ろ
う

朝
顔
の
花
に
あ
の
夜
の
一
件
を
託
し
た
薫
の
歌
は
、
そ
の
肥
大
化
す
る
欲
望
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　

の
ま
ま
に
、
強
く
恋
情
を
訴
え
か
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

三
　
中
の
君
の
答
歌

　
こ
う
し
た
薫
の
贈
歌
に
中
の
君
は
ど
の
よ
う
に
答
え
た
の
か
。
歌
意
は
「
露

が
消
え
ぬ
間
に
枯
れ
て
し
ま
っ
た
花
の
よ
う
に
は
か
な
い
姉
君
で
し
た
が
、
後

に
残
さ
れ
た
露
の
よ
う
な
私
は
、
な
お
い
っ
そ
う
は
か
な
い
身
の
上
で
す
」
で

あ
る
。

　
薫
が
中
の
君
を
「
朝
顔
の
花
」
に
喩
え
て
恋
情
を
訴
え
た
の
に
対
し
、
中
の

君
は
そ
れ
を
「
枯
れ
ぬ
る
花
」
と
退
け
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
は
か
な
い
我
が
身

は
「
露
」
の
よ
う
だ
と
慨
嘆
し
て
い
る
。
薫
の
贈
歌
と
は
表
現
的
に
も
内
容
的

に
も
ほ
と
ん
ど
共
通
点
が
見
い
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
答
歌
と
い
う
よ
り
は
む

し
ろ
独
詠
歌
に
近
い
も
の
と
ま
ず
は
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
先
行
研
究
も

「
薫
の
贈
歌
を
う
ま
く
切
り
返
し
た
歌
」
と
い
う
見
解
で
概
ね
一
致
し
て
い
る
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ロ
　

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
確
か
に
中
の
君
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
安
易
に
薫
の
恋
情
に
応
え
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
返
歌
を
し
な
い
の
で
は
都
合
が
悪

い
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
歌
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
理
解
が
、
一
応
妥
当
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
（
露
の
）
消
え
ぬ
ま
に
、
枯
れ
ぬ
る
花
の
は
か
な
さ

に
、
お
く
る
る
露
は
、
な
ほ
ぞ
（
は
か
な
さ
）
ま
さ
れ
る
」
と
、
言
葉
を
補
っ

て
や
ら
ね
ば
訳
せ
ぬ
程
、
こ
の
歌
は
歪
ん
だ
構
造
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
中
の
君
の
屈
折
し
た
想
い
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
上
の
句
「
消
え
ぬ
間
に
枯
れ
ぬ
る
」
で
あ
る
が
、
周
知
の
通
り
、
こ
こ

に
は
大
君
臨
終
の
場
面
、

　
　
見
る
ま
ま
に
も
の
の
枯
れ
ゆ
く
や
う
に
て
、
消
え
は
て
た
ま
ひ
ぬ
る
は
い

　
　
み
じ
き
わ
ざ
か
な
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
三
二
八
頁
］

　
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
中
の
君
は
、
枯
れ
ゆ
く
花
に
大
君
の
死
を
想
起

し
て
い
る
。
そ
れ
は
大
君
の
死
の
追
認
行
為
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
そ

し
て
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
「
露
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
本
文
を
再
掲
す
る
。

　
　
こ
と
さ
ら
び
て
し
も
も
て
な
さ
ぬ
に
、
露
を
落
さ
で
持
た
ま
へ
り
け
る
よ

　
　
と
を
か
し
く
見
ゆ
る
に
、
置
き
な
が
ら
枯
る
る
け
し
き
な
れ
ば
、

　
　
　
　
消
え
ぬ
ま
に
枯
れ
ぬ
る
花
の
は
か
な
さ
に
お
く
る
る
露
は
な
ほ
ぞ
ま

　
　
　
　
さ
れ
る

　
　
何
に
か
か
れ
る
」
と
い
と
忍
び
て
…
。

　
二
重
傍
線
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
露
を
落
と
さ
な
い
で
」
、
「
（
露
を
）
置
い
た
ま

『
源
氏
物
語
』
宿
木
巻
に
お
け
る
朝
顔
の
贈
答
歌
　
（
磯
部
一
美
）

ま
」
、
「
（
露
が
）
消
え
な
い
間
に
」
、
「
後
れ
て
し
ま
っ
た
露
は
」
、
「
（
露
は
）
何

に
寄
り
か
か
っ
た
ら
い
い
の
か
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
中
の
君
が

「
露
」
に
よ
り
関
心
を
向
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
中
の
君

は
、
朝
顔
よ
り
も
は
か
な
い
は
ず
の
「
露
」
が
消
え
残
っ
て
い
る
現
実
－
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

外
性
に
共
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
来
寄
り
か
か
る
べ
き
「
花
」
が
枯
れ
、
「
露
」
だ
け
が
残
っ
て
い
る
と
い
う

現
実
は
、
自
ら
を
「
は
か
ば
か
し
く
も
あ
ら
ぬ
身
」
［
総
角
二
四
五
頁
］
と
位
置

づ
け
る
中
の
君
の
生
に
そ
の
ま
ま
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
中
の
君
の
こ
う
し
た

”
存
在
の
不
安
”
は
、
物
語
の
始
発
か
ら
繰
り
返
し
詠
歌
中
に
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。

　
　
泣
く
泣
く
も
は
ね
う
ち
着
す
る
君
な
く
は
わ
れ
ぞ
巣
守
に
な
る
べ
か
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
橋
姫
一
二
三
頁
］

　
　
絶
え
せ
じ
の
わ
が
た
の
み
に
や
宇
治
橋
の
は
る
け
き
中
を
劉
わ
た
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
二
八
四
頁
］

　
　
来
し
方
を
思
ひ
い
つ
る
も
は
か
な
き
を
行
く
末
か
け
て
な
に
た
の
む
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
三
三
七
頁
］

　
「
泣
く
泣
く
も
…
」
は
、
八
の
宮
家
が
宇
治
に
隠
棲
す
る
前
の
、
父
・
姉
と

の
唱
和
で
あ
る
。
既
に
こ
の
時
点
で
中
の
君
は
自
分
が
他
者
に
鎚
っ
て
生
き
る

他
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
橋
姫
巻
で
、
母
親
に
「
た
だ
、

こ
の
君
を
ば
形
見
に
見
た
ま
ひ
て
、
あ
は
れ
と
思
せ
」
［
橋
姫
一
一
九
頁
］
と
遺

言
さ
れ
た
父
八
の
宮
は
「
こ
の
君
を
い
と
し
も
か
な
し
う
し
た
て
ま
つ
り
た
ま

ふ
」
［
橋
姫
二
九
頁
］
と
中
の
君
を
愛
育
し
た
。
そ
し
て
姉
大
君
も
ま
た
、
死

五
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愛
知
淑
徳
大
学
論
集
ー
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
ー
　
第
三
十
号

の
間
際
「
こ
の
と
ま
り
た
ま
は
む
人
を
、
同
じ
こ
と
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
と

ほ
の
め
か
し
き
こ
え
し
に
、
…
こ
れ
の
み
な
む
恨
め
し
き
ふ
し
に
て
と
ま
り
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

べ
う
お
ぼ
え
は
べ
る
」
［
総
角
三
二
七
頁
］
と
薫
に
託
し
、
今
は
薫
の
後
見
と
匂

宮
の
庇
護
を
受
け
て
あ
る
身
で
あ
る
。
多
く
の
愛
情
を
受
け
、
大
切
に
養
育
さ

れ
た
と
い
う
点
で
、
中
の
君
は
確
か
に
正
編
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
系
譜
に
位
置
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
を
自
覚
し
、
生
き
抜
い

て
い
く
術
を
模
索
し
続
け
る
と
こ
ろ
に
、
中
の
君
の
生
に
対
す
る
姿
勢
、
即
ち

中
の
君
の
独
自
性
が
見
い
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
中
の
君
は
今
回
の
夫
の
結
婚
に
関
し
て
「
何
か
は
、
か
ひ
な
き
も
の
か
ら
、

か
か
る
気
色
を
も
見
え
た
て
ま
つ
ら
ん
と
忍
び
か
へ
し
て
、
聞
き
も
入
れ
ぬ
さ

ま
に
て
過
ぐ
し
た
ま
ふ
」
［
宿
木
三
八
四
～
三
八
五
頁
］
と
、
そ
の
不
安
感
を
匂

宮
に
さ
え
見
せ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
匂
宮
と
の
関
係
の
持
続
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

願
う
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
、
中
の
君
の
宮
家
の
姫
君
と
し
て
の
誇
り
高
さ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

表
れ
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
ん
な
中
の
君
が
、
我
が
身
の
愁

い
を
繰
り
返
し
歌
に
詠
み
込
ん
で
い
る
点
、
ま
た
「
何
に
か
か
れ
る
」
と
い
う

眩
き
を
他
な
ら
ぬ
薫
に
向
け
て
い
る
点
、
こ
れ
ら
を
統
合
さ
せ
た
時
、
世
の
無

常
を
憂
う
る
詠
歌
と
い
う
体
裁
の
向
こ
う
側
に
は
、
庇
護
者
た
る
薫
へ
の
媚
態

が
透
き
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

四
　
花
の
喩

　
激
し
い
恋
情
を
訴
え
る
薫
、
そ
ん
な
薫
に
自
分
は
「
朝
顔
」
で
は
な
い
と
拒

み
つ
つ
も
、
媚
態
を
見
せ
る
中
の
君
　
　
二
人
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
朝
顔
の
贈

⊥ノ＼

答
は
、
そ
の
後
の
両
者
の
接
近
、
添
い
臥
し
事
件
を
必
然
化
す
る
も
の
と
し
て

こ
こ
に
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
の
歌
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
こ
こ
に
据

え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
宿
木
巻
に
見
え
る
花
の
喩
は
、
実
は
朝
顔
だ
け
で
は
な
い
。

　
　
囚
（
帝
）
「
ま
つ
、
今
日
は
、
こ
の
花
一
枝
ゆ
る
す
」
と
の
た
ま
は
す
れ

　
　
ば
、
（
薫
ハ
）
御
答
へ
聞
こ
え
さ
せ
で
、
下
り
て
お
も
し
ろ
き
枝
を
折
り
て

　
　
参
り
た
ま
へ
り
。

　
　
　
　
世
の
つ
ね
の
垣
根
に
に
ほ
ふ
花
な
ら
ば
心
の
ま
ま
に
折
り
て
見
ま
し
を

　
　
と
奏
し
た
ま
へ
る
、
用
意
あ
さ
か
ら
ず
見
ゆ
。

　
　
　
　
霜
に
あ
へ
ず
枯
れ
に
し
園
の
菊
な
れ
ど
の
こ
り
の
色
は
あ
せ
ず
も
あ
る
か
な

　
　
と
の
た
ま
は
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
宿
木
三
七
八
～
三
七
九
頁
］

　
　
回
（
落
葉
の
宮
ハ
）
「
さ
か
し
ら
は
か
た
は
ら
い
た
さ
に
、
（
返
歌
ヲ
）
そ

　
　
そ
の
か
し
は
べ
れ
ど
、
（
六
の
君
ハ
）
い
と
な
や
ま
し
げ
に
て
な
む
。

　
　
　
　
女
郎
花
し
を
れ
ぞ
ま
さ
る
朝
露
の
い
か
に
お
き
け
る
な
ご
り
な
る
ら
ん
」

　
　
あ
て
や
か
に
を
か
し
く
書
き
た
ま
へ
り
。
　
［
宿
木
四
一
〇
～
四
一
一
頁
］

　
A
は
、
宿
木
巻
冒
頭
、
薫
が
今
上
帝
か
ら
女
二
の
宮
と
の
縁
談
を
持
ち
か
け

ら
れ
た
場
面
、
B
は
、
匂
宮
と
六
の
君
の
結
婚
一
日
目
の
後
朝
の
文
の
返
歌
（
継

母
落
葉
の
宮
の
代
筆
）
で
あ
る
。
帝
は
女
二
の
宮
を
「
菊
」
に
、
落
葉
の
宮
は

六
の
君
を
「
女
郎
花
」
に
そ
れ
ぞ
れ
喩
え
て
い
る
。
薫
と
中
の
君
の
「
朝
顔
」

の
贈
答
歌
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
間
に
位
置
す
る
。

　
宮
中
の
「
菊
」
、
三
条
宮
の
「
朝
顔
」
、
そ
し
て
六
条
院
の
「
女
郎
花
」
ー

こ
れ
ら
に
土
ハ
通
し
て
言
え
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
喩
え
た
者
が
権
力
と
大
き
く
結
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び
つ
き
、
そ
の
権
力
を
行
使
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
欲

望
を
う
ち
に
秘
め
て
い
る
）
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
男
た
ち
の
野
望

と
欲
望
が
交
錯
す
る
中
で
、
女
た
ち
は
何
ら
言
葉
を
発
す
る
こ
と
な
く
「
道
旦
ハ
」

と
し
て
花
の
喩
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
花
々
は
、
か
つ
て
夕
霧

が
紫
の
上
を
「
春
の
曙
の
霞
の
間
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
樺
桜
の
咲
き
乱
れ
た
る
」

［
野
分
二
六
五
頁
］
、
ま
た
玉
婁
を
「
八
重
山
吹
の
咲
き
乱
れ
た
る
盛
り
に
露
か

か
れ
る
夕
映
え
」
［
野
分
二
八
〇
頁
］
と
喩
え
た
よ
う
な
華
や
ぎ
を
持
た
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
、
物
語
が
そ
う
し
た
美
し
い
花
々
の
競
演
を
切
り
捨
て
て
い
こ

う
と
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
女
た
ち
は
、
男
達
の

権
力
闘
争
の
中
で
辛
う
じ
て
「
の
こ
り
」
、
し
か
し
「
し
を
れ
」
「
枯
れ
」
て
ゆ

く
存
在
で
あ
る
。

　
宿
木
巻
が
語
ろ
う
と
す
る
も
の
、
そ
れ
は
花
（
女
の
象
徴
と
も
言
え
る
か
も

し
れ
な
い
）
の
喩
で
あ
る
こ
と
の
拒
否
　
　
女
性
性
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
く
と

い
う
生
の
あ
り
方
そ
の
も
の
の
否
定
　
　
に
発
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と

も
思
わ
れ
る
。
物
語
は
、
中
の
君
の
、
花
（
大
君
）
は
「
枯
れ
た
」
と
し
て
自

ら
の
生
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
く
姿
を
丹
念
に
描
い
て
い
こ
う
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
浮
舟
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
問
題
で
も
あ
る
の
で
あ

る
。

注
（
1
）
池
田
和
臣
「
浮
舟
登
場
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
ー
源
氏
物
語
に
よ
る
源
氏
物
語
取
ー
」

『
源
氏
物
語
』
宿
木
巻
に
お
け
る
朝
顔
の
贈
答
歌
　
（
磯
部
一
美
）

　
　
　
（
「
國
語
と
國
文
學
」
昭
和
五
十
二
　
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
）
な
ど
。

（
2
）
中
の
君
が
「
物
語
」
の
中
心
に
あ
っ
て
活
躍
す
る
の
は
、
総
角
巻
末
の
大
君
の
死
以

　
　
降
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
巻
の
早
蕨
巻
で
の
上
京
、
続
く
宿
木
巻
で
の
結
婚
生
活
、

　
　
苦
悩
、
男
子
出
産
の
後
に
は
早
く
も
浮
舟
が
登
場
し
て
い
る
。
中
の
君
の
人
物
像
が

　
　
最
も
深
め
ら
れ
て
い
る
の
が
宿
木
巻
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
3
）
「
宇
治
十
帖
」
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
目
立
た
な
い
存
在
で
あ
る
中
の
君
が
注
目
さ
れ

　
　
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
四
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
先

　
　
駆
と
も
い
え
る
藤
村
潔
氏
は
、
そ
の
論
の
中
で
「
中
の
君
の
結
婚
生
活
は
、
大
君
の

　
　
世
界
の
だ
め
押
し
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る
」
（
『
源
氏
物
語
の
構
造
』
昭
和
四
十

　
　
一
　
桜
楓
社
）
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
消
極
的
評
価
は
他
に
、
千
原
美
沙
子
氏
（
昭

　
　
和
四
十
六
）
、
中
野
幸
一
氏
（
昭
和
四
十
六
）
、
重
松
信
弘
氏
（
昭
和
五
十
七
）
、
倉
又

　
　
幸
良
氏
（
昭
和
六
十
）
、
木
村
正
中
氏
（
昭
和
六
十
二
）
、
武
谷
恵
美
子
氏
（
平
成
元
）

　
　
の
論
な
ど
に
見
え
る
。
勿
論
こ
れ
に
反
発
す
る
も
の
や
構
造
論
の
立
場
か
ら
中
の
君

　
　
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
論
も
少
な
く
な
い
が
、
近
年
は
ど
ち
ら
か
と
い
う

　
　
と
個
と
し
て
よ
り
も
「
宇
治
十
帖
」
と
い
う
大
き
な
物
語
の
流
れ
の
中
で
、
人
物
を

　
　
相
対
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
主
流
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
4
）
『
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
度
、
今
井
源
衛
、
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
　
小
学
館
）
に
拠
る
。
ま
た
、
私
に

　
　
適
宜
傍
線
を
付
し
、
下
に
は
巻
名
・
頁
数
を
記
し
た
。

（
5
）
総
角
三
九
四
頁
。
こ
の
他
、
例
え
ば
玉
上
琢
弥
氏
の
『
源
氏
物
語
評
釈
』
に
は
「
そ

　
　
れ
に
つ
け
て
も
薫
は
、
ま
ず
姫
宮
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
て
悲
し
い
の
で
あ
る
」
と

　
　
あ
り
、
一
方
原
岡
文
子
氏
は
「
歌
語
と
心
象
風
景
ー
「
朝
顔
」
の
花
を
め
ぐ
っ
て
」

　
　
　
（
國
文
學
　
第
三
十
七
巻
四
号
　
平
成
四
　
學
燈
社
）
に
お
い
て
「
大
君
ゆ
か
り
の

　
　
女
君
と
し
て
、
今
は
そ
の
人
へ
の
募
る
思
い
を
抱
え
な
が
ら
、
同
時
に
姉
大
君
そ
の

　
　
人
を
共
に
追
慕
し
得
る
人
と
し
て
、
薫
は
誰
よ
り
も
中
の
君
を
選
ば
ず
に
は
い
ら
れ

　
　
な
い
。
…
こ
う
し
た
大
君
追
懐
の
場
面
の
「
朝
顔
」
の
取
り
込
み
は
、
も
と
よ
り
な

七
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愛
知
淑
徳
大
学
論
集
ー
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
ー
　
第
三
十
号

　
　
ま
め
か
し
い
魅
力
に
溢
れ
る
「
女
郎
花
を
ば
見
過
ぎ
て
」
立
ち
去
る
、
道
心
の
人
薫

　
　
の
、
無
常
の
花
へ
の
思
い
入
れ
を
語
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
6
）
勿
論
、
新
編
全
集
頭
注
や
玉
上
評
釈
、
原
岡
論
文
が
薫
の
中
の
君
へ
の
恋
情
を
ま
っ

　
　
た
く
読
み
取
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
本
稿
は
「
朝
顔
」

　
　
を
積
極
的
に
恋
の
手
段
と
し
て
薫
が
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
を
重
視
し
た
い
の

　
　
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
、
小
町
谷
照
彦
氏
「
薫
は
中
君
に
対
す
る
執
着

　
　
を
ま
す
ま
す
強
め
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
変
貌
が
窺
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
君

　
　
の
訪
問
に
先
立
っ
て
独
詠
「
け
さ
の
ま
の
」
を
朝
顔
の
露
に
よ
せ
て
も
ら
し
て
い
る

　
　
が
、
そ
れ
は
人
生
を
無
常
と
認
め
て
な
お
か
つ
刹
那
的
な
情
念
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
行

　
　
こ
う
と
す
る
現
実
把
握
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
君
へ
の
か
な
り
大
胆
な
愛
情
の
告
白

　
　
の
贈
答
「
よ
そ
へ
て
ぞ
」
「
消
え
ぬ
ま
に
」
に
と
つ
な
が
っ
て
い
る
」
（
「
源
氏
物
語
の

　
　
和
歌
ー
物
語
の
方
法
と
し
て
の
役
割
ー
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
ー
特
集
古
典
文
学

　
　
の
分
析
批
評
ー
」
昭
和
四
十
二
　
至
文
堂
）
、
越
野
優
子
氏
「
大
君
へ
の
思
い
に
中
の

　
　
君
へ
の
思
い
を
重
ね
た
こ
の
歌
の
「
朝
顔
」
に
は
、
単
な
る
無
常
だ
け
で
は
な
い
異

　
　
性
即
ち
中
の
君
を
求
め
る
好
色
な
思
い
が
託
さ
れ
て
い
る
」
（
「
喩
と
し
て
の
朝
顔
ー

　
　
源
氏
物
語
の
朝
顔
の
姫
君
を
中
心
に
」
中
古
文
学
　
第
五
十
九
号
　
平
成
九
）
等
に

　
　
指
摘
が
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
具
体
的
に
、
本
文
と
の
絡
み
の
中
で
実
証

　
　
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
7
）
巻
第
十
　
秋
相
聞
　
二
二
七
四
、
二
二
七
五
　
本
文
は
新
編
全
集
本
『
万
葉
集
3
』

　
　
に
拠
る
。

（
8
）
前
掲
原
岡
論
文
を
参
照
。

（
9
）
「
和
歌
植
物
表
現
辞
典
』
（
平
田
喜
信
・
身
崎
壽
　
平
成
六
　
東
京
堂
出
版
）
「
王
朝
語

　
　
辞
典
』
（
秋
山
度
編
　
平
成
十
一
　
東
京
大
学
出
版
会
）
、
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』

　
　
　
（
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
　
平
成
十
一
　
角
川
書
店
）
な
ど
。

（
1
0
）
例
え
ば
、
上
京
を
直
前
に
控
え
た
中
の
君
に
「
袖
ふ
れ
し
梅
は
か
は
ら
ぬ
に
ほ
ひ
に

　
　
て
根
ご
あ
う
つ
ろ
ふ
宿
や
こ
と
な
る
」
［
早
蕨
三
五
七
頁
］
と
、
後
悔
を
滲
ま
せ
た
歌

八

　
　
を
贈
っ
て
い
る
。

（
1
1
）
甲
斐
陸
朗
「
源
氏
物
語
の
人
物
把
握
の
一
方
法
－
匂
宮
の
人
間
像
を
中
心
に
」
（
中
古

　
　
文
学
　
昭
和
四
十
六
）
、
榎
本
正
純
「
総
角
巻
　
匂
宮
と
中
の
君
」
（
『
講
座
源
氏
物
語

　
　
の
世
界
』
第
八
集
　
昭
和
五
十
八
　
有
斐
閣
）
、
伊
井
春
樹
「
匂
宮
の
変
貌
ー
「
幸

　
　
人
」
中
君
と
の
関
連
を
中
心
に
ー
」
（
『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
集
』
森
一
郎
編
　
平

　
　
成
五
　
勉
誠
社
）
な
ど
。
榎
本
氏
は
さ
ら
に
「
…
も
は
や
物
語
の
世
界
を
開
示
し
て

　
　
ゆ
く
か
つ
て
の
源
氏
の
よ
う
な
人
物
は
見
出
し
得
な
い
。
あ
る
の
は
、
“
花
心
”
と

　
　
　
“
聖
心
”
を
相
互
に
批
判
し
邪
推
し
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
“
世
評
”
と
い
う
窓
を

　
　
通
し
て
の
偏
っ
た
解
釈
を
提
示
す
る
人
物
た
ち
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
作
中
世

　
　
界
の
”
諸
事
実
”
は
あ
る
角
度
ー
例
え
ば
作
中
人
物
や
語
り
手
を
通
し
て
提
示
さ
れ

　
　
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
一
対
象
に
対
し
て
も
異
な
っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
た
り
、
そ
の

　
　
人
物
の
く
だ
す
解
釈
が
妥
当
で
な
い
こ
と
も
起
こ
り
得
る
（
宇
治
十
帖
で
は
、
人
物

　
　
の
偏
っ
た
主
観
的
解
釈
を
作
者
は
意
図
的
に
活
用
す
る
）
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
2
）
実
は
こ
の
直
前
に
、
様
々
の
物
思
い
に
眠
れ
ぬ
夜
を
明
か
し
た
薫
が
、
弱
々
し
く
這

　
　
い
ま
つ
わ
る
朝
顔
の
花
に
目
を
留
め
、
独
り
「
今
朝
の
ま
の
色
に
や
め
で
ん
お
く
露

　
　
の
消
え
ぬ
に
か
か
る
花
と
見
る
見
る
　
は
か
な
」
［
宿
木
三
九
一
頁
］
と
詠
じ
る
場
面

　
　
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
独
詠
歌
は
中
の
君
の
世
の
無
常
を
嘆
い
た
答
歌
と
呼
応
し
て

　
　
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
薫
が
も
と
も
と
二
条
院
を
訪
れ
た
目
的
1
「
朝
顔
」
に
象

　
　
徴
さ
れ
る
「
世
の
は
か
な
さ
」
を
中
の
君
と
共
有
し
た
い
と
い
う
思
い
ー
を
、
中

　
　
の
君
を
前
に
し
て
恋
情
に
変
容
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
‖
薫
の
贈
歌
の
異
常
性
（
恋

　
　
情
の
愁
訴
）
を
暴
き
立
て
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
松
井
健

　
　
児
氏
は
、
そ
の
論
「
薫
独
詠
歌
の
詠
出
背
景
」
（
『
源
氏
物
語
の
生
活
世
界
』
平
成
十

　
　
二
　
翰
林
書
房
）
の
中
で
、
薫
の
心
情
が
歌
と
い
う
形
式
を
取
る
と
、
恋
愛
謹
の
形

　
　
式
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う
興
味
深
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。

（
1
3
）
新
編
全
集
頭
注
一
四
［
三
九
五
頁
］
、
今
井
上
氏
「
源
氏
物
語
『
宿
木
論
』
論
」
（
國

　
　
語
と
國
文
學
　
平
成
十
三
）
な
ど
。
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（
1
4
）
朝
顔
と
露
は
、
そ
の
は
か
な
さ
を
競
い
あ
う
も
の
と
し
て
多
く
の
歌
が
存
在
す
る
。

　
　
従
っ
て
、
ど
ち
ら
が
よ
り
は
か
な
い
か
と
い
う
議
論
は
、
こ
こ
で
は
的
を
射
て
い
な

　
　
い
よ
う
に
思
う
。
た
だ
、
中
の
君
の
歌
の
意
「
朝
顔
に
置
く
筈
の
露
の
方
が
残
っ
て

　
　
し
ま
っ
た
」
か
ら
す
る
と
、
朝
顔
の
方
が
よ
り
は
か
な
い
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
る

　
　
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
5
）
大
君
の
薫
へ
の
恨
み
言
は
、
薫
に
中
の
君
の
後
見
人
と
し
て
の
自
覚
を
植
え
つ
け
る

　
　
も
の
で
も
あ
っ
た
。

（
1
6
）
藤
本
勝
義
氏
「
宇
治
中
君
造
型
ー
古
代
文
学
に
於
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
系
譜
ー
」
（
國
語

　
　
と
國
文
學
　
昭
和
五
十
五
）

（
1
7
）
新
編
全
集
頭
注
一
四
［
宿
木
三
五
八
頁
］

（
1
8
）
少
な
く
と
も
上
京
後
の
中
の
君
は
、
例
え
ば
朝
顔
を
手
に
訪
れ
た
薫
に
「
い
と
め
や

　
　
す
し
」
［
宿
木
三
九
二
頁
］
と
言
わ
せ
る
程
に
女
房
を
よ
く
し
つ
け
て
い
る
。

一86一

『
源
氏
物
語
』
宿
木
巻
に
お
け
る
朝
顔
の
贈
答
歌
　
（
磯
部
一
美
）

九


