
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
考
察

中
古
・
中
世
和
歌
に
お
け
る
変
容

島

田

修

三
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万
葉
集
を
形
成
す
る
特
長
的
な
用
語
・
表
現
・
修
辞
さ
ら
に
は
そ
の
思
想
・
世
界
観
と
い
っ
た
諸
点
を
仮
に
〈
万
葉
的
な
も
の
〉
と
名
づ

け
る
と
す
れ
ば
、
万
葉
以
後
、
中
古
・
中
世
和
歌
史
に
お
け
る
〈
万
葉
的
な
も
の
〉
の
展
開
・
変
遷
な
い
し
は
消
長
に
は
実
に
興
味
深
い
も

の
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
は
和
歌
史
の
広
流
が
一
す
じ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
自
明
の
事
実
が
窺
え
る
と
同
時
に
、
万
葉

集
を
際
立
た
せ
る
様
々
な
要
素
の
変
質
あ
る
い
は
相
対
化
の
軌
跡
を
通
し
て
〈
万
葉
的
な
も
の
〉
が
逆
照
射
さ
れ
、
い
っ
そ
う
微
妙
に
そ
の

本
質
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　
例
え
ば
滝
沢
貞
夫
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
万
葉
集
・
古
今
集
・
新
古
今
集
に
お
い
て
歌
数
一
〇
〇
首
中
．
（
長
歌
・
旋
頭
歌
な
ど
は
、
短
歌

に
近
い
形
に
直
し
て
、
短
歌
音
数
で
計
算
）
の
動
詞
の
平
均
延
べ
語
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
二
一
・
○
、
三
〇
一
・
四
、
二
五
四
・
○
と
い
う

　
　
　
　
ハ
　
　

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
万
葉
で
比
較
的
多
か
っ
た
動
詞
使
用
例
が
、
古
今
・
新
古
今
と
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
わ
ず
か
ず
つ
減
少
し
て
い
く

傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
古
い
起
源
を
も
つ
認
識
知
覚
表
現
の
一
つ
、
動
詞
〈
見
る
〉
の
用

例
に
お
い
て
も
端
的
に
窺
え
る
。
複
合
語
を
含
む
〈
見
る
〉
の
用
例
を
三
歌
集
に
わ
た
っ
て
記
す
と
、
万
葉
集
八
二
九
首
九
五
六
例
、
古
今

1
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ペ
ヱ
ロ

集
「
八
四
首
一
八
四
例
、
新
古
今
集
二
五
一
首
二
五
二
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
数
と
総
歌
数
と
の
比
率
を
記
す
と
、

　
万
葉
集
　
　
二
一
・
二
％

　
古
今
集
　
　
一
六
・
六
％

　
新
古
今
集
　
一
二
・
七
％

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
減
少
傾
向
を
歴
然
と
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
〈
見
る
〉
に
限
ら
ず
、
動
詞
使
用
の
減
少
傾
向
に
つ
い
て
滝
沢

氏
は
、

　
…
…
動
詞
は
万
葉
集
に
多
数
用
い
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
叙
述
の
仕
方
が
単
純
で
あ
る
事
が
具
体
的
に
知
ら
れ
、
古
今
集
・
新

　
古
今
集
に
は
き
わ
め
て
豊
富
な
動
詞
の
語
彙
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
全
使
用
数
が
次
第
に
減
少
し
て
い
る
事
か
ら
し
て
、
そ
の
表
現
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ロ

　
眼
が
素
材
よ
り
も
そ
れ
を
い
か
に
巧
み
に
、
精
細
に
叙
述
す
る
か
に
移
っ
て
行
っ
た
事
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
分
析
を
加
え
て
い
る
が
、
お
お
む
ね
首
肯
で
き
よ
う
。
い
ま
こ
れ
を
〈
見
る
〉
に
即
し
て
、
も
う
少
し
仔
細
に
考
え
て
み
た
い
。

　
荒
磯
越
す
波
を
か
し
こ
み
淡
路
島
見
ず
か
過
ぎ
な
む
こ
こ
だ
近
き
を
（
作
者
未
詳
　
万
葉
7
・
＝
八
〇
）

　
わ
た
つ
海
の
か
ざ
し
に
さ
せ
る
白
妙
の
な
み
も
て
ゆ
へ
る
あ
は
ち
し
ま
山
（
よ
み
人
し
ら
ず
　
古
今
1
7
・
九
一
こ

　
秋
ふ
か
き
あ
は
ち
の
嶋
の
有
明
に
か
た
ぶ
く
月
を
送
る
う
ら
か
ぜ
（
慈
円
　
新
古
今
5
・
五
二
〇
）

　
淡
路
島
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
を
、
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
首
ず
つ
引
い
た
が
、
〈
見
る
〉
を
含
む
歌
は
万
葉
の
一
首
の
み

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
三
首
中
で
万
葉
集
だ
け
が
い
わ
ば
現
地
に
お
け
る
囑
目
詠
と
断
定
で
き
る
作
で
あ
っ
て
、
新
古
今
歌
な
ど
は
〈
和

歌
所
に
て
、
六
首
歌
つ
か
う
ま
つ
り
し
時
、
秋
歌
〉
と
詞
書
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
歌
枕
的
に
こ
の
神
話
の
島
を
歌
材
と
し
た
題
詠
で
あ

る
。
だ
が
〈
見
る
〉
と
い
う
視
覚
認
識
が
表
現
上
に
よ
り
鮮
明
に
結
果
さ
れ
て
い
る
の
は
、
〈
見
る
〉
と
い
う
動
詞
を
含
ま
ぬ
古
今
・
新
古

今
歌
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
海
神
の
〈
か
ざ
し
〉
に
讐
え
ら
れ
た
白
波
が
淡
路
島
を
結
い
め
ぐ
っ
て
い
る
と
歌
う
古
今
歌
は
観
念

2
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的
説
明
的
な
感
は
あ
る
も
の
の
、
比
喩
が
素
朴
に
し
て
明
解
な
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
分
に
映
像
的
イ
メ
ー
ジ
を
結
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
新
古
今
歌
は
古
今
歌
に
う
か
が
わ
れ
る
観
念
性
を
排
し
た
表
現
を
と
っ
て
お
り
、
〈
例
の
さ
み
し
さ
と
艶
と
の
一
つ
に
な
っ
た
…
…
詩

情
〉
（
『
新
古
今
和
歌
集
評
釈
』
）
を
負
っ
た
映
像
を
〈
秋
ふ
か
き
〉
〈
有
明
〉
〈
か
た
ぶ
く
月
〉
〈
送
る
う
ら
か
ぜ
〉
と
い
っ
た
語
句
の
緊
密
な

配
置
に
よ
っ
て
効
果
的
に
か
も
し
出
し
て
い
る
か
と
思
う
。

　
こ
う
し
た
古
今
・
新
古
今
歌
に
対
し
て
、
万
葉
歌
は
ほ
と
ん
ど
映
像
的
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
な
い
。
せ
い
ぜ
い
〈
荒
磯
越
す
波
〉
と
い
う
辺

に
そ
れ
が
感
じ
ら
れ
る
程
度
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
〈
見
ず
か
過
ぎ
な
む
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
淡
路
島
は
ま
だ
眼
前
に
な
い
の
だ
か
ら
当
然

と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
看
過
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
歌
の
テ
ー
マ
が
淡
路
島
を
〈
見
る
〉
こ
と
の
で
き
な
い
心
情
に
置
か
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
実
際
に
〈
見
る
〉
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
一
点
だ
け
で
歌
が
成
立
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
古

今
・
新
古
今
歌
の
場
合
は
、
実
際
に
は
〈
見
る
〉
こ
と
の
な
い
景
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
に
つ
ぶ
さ
に
歌
っ
て
い
る
。
〈
見
る
〉
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

き
る
か
否
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
古
今
歌
で
は
淡
路
島
を
め
ぐ
る
海
と
白
波
に
関
し
て
の
喩
と
見
立
て
、
新
古

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

今
歌
で
は
美
的
情
趣
の
映
像
的
イ
メ
ー
ジ
へ
の
転
換
と
い
っ
た
点
に
力
が
注
が
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
い
わ
ば
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
表
現

そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
万
葉
歌
は
表
現
以
前
の
テ
ー
マ
を
表
現
の
内
部
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
も
ち
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
二
首
と
比
べ
〈
単
純
〉
な
印
象
を
放
っ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
作
意
と
そ
の
背
景
を
よ
り
重
視
す
る
と
、
万
葉
時
代
に
お
け
る
〈
見
る
〉
こ
と
の
独
特
な
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
考
え
て
み
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
対
象
を
〈
見
る
〉
こ
と
よ
り
も
、
そ
れ
を
す
で
に
見
え
て
い
る
も
の
と
し
て
〈
素

材
よ
り
も
そ
れ
を
い
か
に
巧
み
に
、
精
細
に
叙
述
す
る
か
〉
と
い
う
表
現
に
眼
目
を
置
く
古
今
・
新
古
今
歌
に
お
い
て
、
〈
見
る
〉
こ
と
の

意
味
が
ど
の
よ
う
に
変
質
し
相
対
化
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
も
一
考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
前
記
の
数
字
に
も
現
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
古
今
・
新
古
今
集
に
〈
見
る
〉
と
い
う
動
詞
が
激
減
し
た
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
そ
れ
は
中
古
・
中
世
和
歌
一
般
に
も
及
ぼ
す
こ
と

3
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が
で
き
る
傾
向
で
あ
る
か
と
思
う
。
し
か
し
例
え
ば
、
恋
人
や
夫
や
妻
に
会
う
と
い
う
意
味
で
の
相
聞
的
な
〈
見
る
〉
の
用
例
を
除
外
す
る

と
、
万
葉
集
で
二
八
九
例
あ
っ
た
宮
や
土
地
（
山
、
川
、
海
、
瀬
、
浦
、
浜
等
を
も
含
む
）
を
対
象
と
す
る
〈
見
る
〉
に
対
し
て
、
古
今
集

で
は
そ
う
し
た
〈
見
る
〉
の
用
例
は
わ
ず
か
に
六
例
（
9
・
四
一
七
、
四
二
四
、
1
7
・
九
三
〇
、
1
9
・
一
〇
〇
〇
、
一
〇
〇
⊥
ハ
、
2
0
・
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

七
三
）
を
数
え
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
う
ち
四
二
四
番
歌
は
〈
波
の
打
つ
瀬
見
れ
ば
〉
と
い
う
よ
う
に
〈
う
つ
せ
み
〉
を
隠
題
と
す
る
一
首
で

あ
る
。
ま
た
対
象
が
具
体
的
な
地
名
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、
四
一
七
番
歌
（
二
見
浦
）
と
一
〇
七
三
番
歌
（
し
は
つ
山
）
の
二
首
の

み
で
あ
り
、
後
者
は
万
葉
の
高
市
里
…
人
歌
（
3
・
二
七
二
）
の
少
異
重
複
歌
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
〈
見
る
〉
の
対
象
の
質
的
変
化
、
広
い
意
味
で
の
用
法
の
史
的
変
遷
の
相
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
〈
見
る
〉
を
中
心
的
な
構

成
要
素
と
す
る
慣
用
的
な
詞
章
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
を
検
討
し
て
み
た
い
。
万
葉
に
は
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
と
同
系
列
の
慣
用
句
あ
る
い
は

慣
用
的
な
修
辞
形
式
と
し
て
〈
見
が
欲
し
〉
〈
見
れ
ば
～
見
ゆ
〉
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
記
紀
歌
謡
を
根
生
い
と
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
り

で
あ
っ
て
、
万
葉
集
に
お
け
る
用
例
が
少
な
い
か
、
も
し
く
は
万
葉
歌
の
中
で
す
で
に
そ
の
骨
格
に
変
化
が
及
び
は
じ
め
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
は
万
葉
集
を
初
出
と
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
〈
万
葉
的
な
も
の
〉
の
性
格
を
色
濃
く
内
包
し
て
い
る
と
同
時
に
、

中
古
・
中
世
和
歌
に
も
語
形
の
変
化
な
し
で
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
詞
章
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
に
お
い
て
、
万
葉
を
起
点
と
す
る
史
的
な
考

察
に
は
恰
好
な
歌
語
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

4

2

　
万
葉
集
に
は
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
用
例
が
五
〇
首
五
〇
例
数
え
ら
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ら
　

ど
飽
か
ず
〉
の
意
味
や
用
法
、
起
源
と
い
っ
た
諸
問
題
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。

た
い
。

す
で
に
私
は
こ
の
五
〇
例
を
対
象
と
し
て
万
葉
の
く
見
れ

ま
ず
、
そ
こ
で
得
た
結
果
の
要
点
だ
け
を
確
認
し
て
お
き



淑徳国文30

　
五
〇
首
に
用
い
ら
れ
た
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
用
例
中
、
最
古
の
も
の
は
柿
本
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
に
お
け
る
次
の
二
首
中
の
も
の
と
推

定
し
得
る
。

　
や
す
み
し
し
　
わ
ご
大
君
の
　
聞
し
食
す
　
天
の
下
に
　
国
は
し
も
　
多
に
あ
れ
ど
も
　
山
川
の
　
清
き
河
内
と
　
御
心
を
　
吉
野
の
国

　
の
　
花
散
ら
ふ
　
秋
津
の
野
辺
に
　
宮
柱
　
太
敷
き
ま
せ
ば
　
百
磯
城
の
　
大
宮
人
は
　
船
並
め
て
　
朝
川
渡
り
　
舟
競
ひ
　
夕
河
渡
る

　
こ
の
川
の
　
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
　
こ
の
山
の
　
い
や
高
知
ら
す
　
水
激
つ
　
瀧
の
郡
は
　
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
1
・
三
六
）

　
見
れ
ど
飽
か
ぬ
吉
野
の
河
の
常
滑
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
還
り
見
む
（
1
・
三
七
）

　
長
歌
に
お
い
て
は
持
統
天
皇
の
造
営
し
た
吉
野
離
宮
を
、
短
歌
（
反
歌
）
で
は
天
皇
が
愛
好
し
、
そ
の
威
厳
の
い
き
渡
る
吉
野
川
を
、
そ

れ
ぞ
れ
讃
美
す
る
表
現
で
あ
る
。
吉
野
讃
歌
は
持
統
天
皇
即
位
の
年
に
支
配
儀
礼
．
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
吉
野
行
幸
・
国
見
の
場
に
詠
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

さ
れ
た
天
皇
寿
歌
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
人
麻
呂
は
白
鳳
期
の
ア
ラ
ヒ
ト
ガ
ミ
天
皇
の
神
性
顕
揚
を
意
図
し
、
新
た
な
讃
美
表
現
と

し
て
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
を
創
出
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
記
紀
歌
謡
を
根
生
い
と
す
る
〈
見
が
欲
し
〉
は
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
に
先
行

す
る
宮
廷
・
天
皇
寿
歌
の
讃
美
表
現
で
あ
っ
て
、
人
麻
呂
は
こ
の
先
行
詞
章
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
新
た
に
展
開
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
と
も
に
〈
見
る
〉
こ
と
を
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
す
る
詞
章
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
天
皇
・
宮
廷
寿
歌
の
讃
美
表
現
詞
章
に
〈
見
る
〉
こ
と
が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
る
の
は
何
故
か
。
そ
れ
を
考
え
て
い
く
と
き
、
も
っ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

も
説
得
力
を
も
つ
の
は
土
橋
寛
氏
の
い
わ
ゆ
る
〈
「
見
る
」
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
〉
説
に
よ
っ
て
読
み
解
く
こ
と
で
あ
る
。
記
紀
の
寿
歌
二
首

に
用
い
ら
れ
た
〈
見
が
欲
し
〉
の
対
象
は
そ
れ
ぞ
れ
〈
葛
城
高
官
〉
（
記
5
8
・
紀
5
4
）
、
〈
角
刺
の
宮
〉
（
紀
8
4
）
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
宮
に

は
王
に
よ
っ
て
顕
現
さ
れ
承
握
さ
れ
た
ク
ニ
タ
マ
が
盛
ん
に
集
中
し
て
い
る
と
観
念
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
〈
見
る
〉
こ
と
を
通
じ
て
そ
う

し
た
ク
ニ
タ
マ
と
の
交
流
・
融
合
、
即
ち
タ
マ
フ
リ
を
庶
幾
す
る
論
理
か
ら
〈
見
が
欲
し
〉
と
い
う
表
現
は
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
は
〈
い
く
ら
見
て
も
こ
れ
で
十
分
だ
と
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
〉
ほ
ど
に
、
い
う
な
れ
ば
天
皇
に
供
奉
す
る
官
人

5
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

集
団
の
〈
見
る
〉
こ
と
の
受
容
力
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
に
お
ぎ
う
な
い
ク
ニ
タ
マ
が
吉
野
離
宮
や
吉
野
川
流
域
に
充
満
し
て
い
る
こ
と
を
い
う

表
現
で
あ
り
、
そ
う
し
た
吉
野
の
ク
ニ
タ
マ
を
盛
ん
に
顕
現
さ
せ
承
握
し
て
い
る
の
が
国
見
を
行
う
持
統
天
皇
で
あ
る
が
ゆ
え
に
〈
見
れ
ど

飽
か
ず
〉
は
必
然
的
に
天
皇
讃
美
の
表
現
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ク
ニ
タ
マ
を
支
配
す
る
ア
マ
ツ
ミ
タ
マ

と
し
て
の
ア
ラ
ヒ
ト
ガ
ミ
天
皇
の
神
性
顕
揚
を
意
図
し
た
寿
詞
と
い
え
る
か
と
思
う
。

　
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
は
以
上
の
よ
う
に
、
〈
見
る
〉
こ
と
に
関
わ
る
古
代
呪
術
的
観
念
を
負
っ
た
、
新
た
な
る
天
皇
讃
美
の
寿
詞
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

白
鳳
万
葉
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
創
出
は
人
麻
呂
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
吉
野
讃
歌
に
お
け
る
〈
見

れ
ど
飽
か
ず
〉
の
用
法
と
意
味
は
以
後
の
宮
・
土
地
を
対
象
と
す
る
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
V
歌
に
対
し
て
規
範
的
に
働
い
た
傾
向
が
う
か
が
え

る
。
五
〇
首
五
〇
例
の
本
詞
章
の
用
例
を
対
象
別
に
分
類
す
る
と
、

　
宮
　
　
　
　
　
　
二
首
（
中
、
長
歌
一
首
）

　
国
（
土
地
）
　
二
一
首
（
中
、
長
歌
三
首
）

　
物
　
　
　
　
　
一
五
首
（
中
、
長
歌
二
首
）

　
人
間
　
　
　
　
一
二
首
（
中
、
長
歌
三
首
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
国
（
土
地
〉
を
対
象
と
す
る
用
例
の
多
く
は
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
に
よ
っ
て
ひ
た
す
ら
な
対
象
讃
美
に
終
始
し
、

対
象
の
形
状
動
態
の
描
写
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
。
つ
ま
り
叙
景
歌
の
方
向
に
は
ほ
と
ん
ど
展
開
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
数
少
な
い
歌
に

対
象
の
形
状
を
叙
し
た
語
句
〈
神
さ
ぶ
ゐ
〉
〈
清
し
〉
と
い
っ
た
も
の
が
見
え
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
神
性
・
清
浄
性
を
も
っ
た
土
地

に
偏
し
て
本
詞
章
は
慣
用
化
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
そ
れ
を
慣
用
化
し
た
の
が
主
と
し
て
宮
廷
人
で
あ
っ
た
事
実
を
考
え
合
せ

る
と
、
形
状
動
態
の
描
写
を
と
も
な
わ
ず
と
も
対
象
の
客
観
性
は
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
そ
れ
自
体
が
保
障
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
傾
向
を
規
範
的
に
導
い
た
の
が
、
吉
野
讃
歌
に
お
け
る
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
寿
詞
と
し
て
の
用
法
と
意
味
で
は
な
か
っ
た
か
。

6



　
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
こ
う
し
た
用
法
と
意
味
は
人
間
を
対
象
と
す
る
歌
に
と
り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
流
動
的
に
な
っ
て
い
く
。

人
間
を
対
象
と
す
る
場
合
、
宴
席
の
主
人
等
を
讃
美
す
る
歌
と
相
聞
歌
と
の
二
種
に
分
か
れ
る
の
だ
が
、
歌
の
場
や
目
的
が
題
詞
・
左
注
等

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
ぬ
限
り
、
お
お
む
ね
ど
の
歌
も
表
現
そ
れ
自
体
は
相
聞
的
で
あ
る
。
相
聞
に
用
い
ら
れ
た
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
は
、

吉
野
讃
歌
に
お
け
る
本
詞
章
が
お
ぎ
う
な
く
ク
ニ
゜
タ
マ
に
充
ち
た
対
象
の
神
性
・
清
浄
性
を
際
立
た
せ
、
対
象
そ
の
も
の
を
顕
揚
讃
美
し
て

い
く
の
に
対
し
、
対
象
に
対
し
て
飽
く
こ
と
な
く
魅
か
れ
る
主
体
自
ら
の
心
の
あ
り
よ
う
に
重
点
が
置
か
れ
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
心
魅

か
れ
る
対
象
と
の
〈
魂
合
い
〉
を
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
こ
に
も
〈
見
る
〉
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
呪
術
は
指
摘
で
き
る
が
、

　
上
毛
野
安
蘇
の
真
麻
群
か
き
抱
き
寝
れ
ど
飽
か
ぬ
を
何
ど
か
吾
が
せ
む
（
1
4
・
三
四
〇
四
）

と
い
っ
た
東
歌
の
〈
か
き
抱
き
寝
れ
ど
飽
か
ぬ
〉
な
ど
と
意
味
的
に
近
く
、
〈
見
る
〉
は
他
の
相
聞
的
な
語
と
置
き
変
え
が
可
能
な
く
ら
い

流
動
的
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
〈
見
る
〉
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
負
っ
て
い
た
古
代
呪
術
的
な
意
味
は
、
相
聞
表
現
に
お
い
て
は
相
対
的

に
稀
薄
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
万
葉
の
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
に
関
し
て
私
の
得
た
考
察
結
果
の
要
点
は
、
お
お
む
ね
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
具
体
的
な
作
品
・
資
料
・
数

字
お
よ
び
そ
の
分
析
・
論
証
に
つ
い
て
は
、
注
に
掲
げ
た
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

3
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中
古
・
中
世
和
歌
に
お
い
て
も
、
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
語
形
変
化
を
ほ
と
ん
ど
起
こ
さ
ず
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。

い
わ
ば
万
葉
以
来
の
固
定
的
歌
語
と
い
っ
て
い
い
相
伝
の
あ
り
よ
う
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
勅
撰
二
十
一
代
集
（
『
新
編
国
歌

大
観
』
第
一
巻
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
）
お
よ
び
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
二
巻
か
ら
四
巻
ま
で
所
収
の
私
撰
集
十
六
集
、
私
家
集
百
五
十
九
集

を
調
査
対
象
と
し
た
が
、
そ
の
結
果
を
ご
く
大
雑
把
に
記
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

7
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勅
撰
集
　
二
三
首
二
三
例
（
中
、
旋
頭
歌
一
首
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
リ
ザ

　
私
撰
集
　
四
八
首
四
八
例
（
中
、
長
歌
二
首
）

　
私
家
集
　
三
四
首
三
四
例

　
合
計
一
〇
五
首
一
〇
五
例
の
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
用
例
が
数
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
古
今
和
歌
六
帖
や
夫
木
和
歌
抄
な
ど
が
典

型
的
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
万
葉
集
か
ら
の
再
録
歌
が
多
く
、
ま
た
各
歌
集
間
に
お
け
る
重
複
・
小
異
と
い
っ
た
歌
も
多
い
。
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
い
　

万
葉
再
録
歌
を
除
外
し
、
重
複
・
小
異
歌
を
一
定
の
原
則
に
従
っ
て
一
歌
に
絞
っ
た
上
で
新
た
に
数
え
る
と
、
三
系
統
の
歌
集
合
計
四
四
首

四
四
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ま
、
こ
れ
ら
を
万
葉
集
の
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
を
調
査
し
た
前
稿
の
方
法
に
準
じ
て
、
そ
の
対
象
を
〈
宮
〉

〈
国
（
土
地
）
〉
〈
物
〉
〈
人
間
〉
の
四
種
に
大
別
し
、
さ
ら
に
そ
の
具
体
を
明
示
し
た
一
覧
が
次
頁
の
表
で
あ
る
。
な
お
、
表
右
端
の
※
欄

に
記
し
た
通
し
番
号
は
、
以
下
、
本
稿
の
引
用
す
る
歌
の
所
属
を
示
す
指
標
と
す
る
。

　
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
〈
宮
〉
を
対
象
と
す
る
用
例
は
全
く
な
い
。
ま
た
〈
国
（
土
地
）
〉
を
対
象
と
す
る
そ
れ
も
、
わ
ず
か
に
四
首
を

数
え
る
の
み
で
あ
っ
て
、
全
用
例
の
1
0
％
に
も
満
た
な
い
。
し
か
し
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
万
葉
集
に
お
け
る
初
出
は
、
人
麻
呂
の
吉
野
讃

歌
の
第
一
長
歌
・
反
歌
（
1
・
三
六
・
三
七
）
で
あ
り
、
宮
讃
め
・
国
（
土
地
）
讃
め
の
詞
章
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
　

用
い
ら
れ
た
本
詞
章
の
用
法
と
意
味
が
、
以
後
の
万
葉
に
お
い
て
規
範
化
し
て
い
く
こ
と
は
前
稿
に
詳
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
前
節
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

も
示
し
た
が
、
こ
う
し
た
〈
宮
〉
〈
国
〉
を
対
象
と
す
る
本
詞
章
の
用
例
は
全
体
の
半
数
近
く
に
達
し
、
こ
う
し
た
用
法
が
万
葉
の
〈
見
れ

ど
飽
か
ず
〉
の
顕
著
な
一
特
長
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
用
法
上
の
顕
著
な
特
長
（
万
葉
に
お
い
て
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
用
法

上
の
伝
習
的
形
式
と
い
っ
て
い
い
）
は
、
中
古
以
後
の
和
歌
史
に
は
ほ
と
ん
ど
継
承
さ
れ
て
い
な
い
。
〈
国
（
土
地
）
〉
を
対
象
と
す
る
四
首

を
掲
げ
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

9
あ
さ
み
ど
り
か
す
み
わ
た
れ
る
た
え
ま
よ
り
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
妹
背
山
か
な

8
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歌集名 巻 番号 宮 国（土地） 物 人　間 ※

古　　　今 14 684 （桜花） 君 1

19 1008 花 2

拾　　　　遺 1 55 桜 3

3 161 女郎花 4

4 225 紅葉 5

後　拾　遺 1 116 山桜 6

新　古　今 2 164 藤浪 7

勅
　
　
　
撰
　
　
　
集

16 1473 山梨の花 8

新　勅　撰 19 1330 妹背山 9

続　古　今 4 333 咲く花 10

玉　　　　葉 2 170 山桜 11

15 2083 玉津島 12

続後拾遺 4 326 月 13

新　千　載 2 177 藤浪 14

新　拾　遺 4 350 秋萩の花 15

新撰万葉 上 163 枯枝 16

古今和歌六帖 5 3050 わが背子 17

6 3961 君 18

6 4097 檀の紅葉 19

新撰和歌六帖 2 745 萩・尾花・葛花 20

私
　
　
撰
　
　
集

万代和歌 3 736 月 21

4 996 月 22

16 3214 布引の滝 23

夫　　　木 9 3467 大和撫子 24

22 9677 女郎花 25

人　　　　丸 282 桜花 26

家　　　持 314 君 27

伊　　　　勢 364 桜花 28

貫　　　之 285 桜花 29

311 月影 30

478 藤浪の花、 31

忠　　　　見 26 賀茂臨時祭 32

元　　　　輔 2 藤浪の花 33

能　　　　宣 3 224 萩 34

私
　
　
　
家
　
　
　
集

元良親王 138 君が宿 35

長　　　　能 98 紅葉 36

江　　　　帥 490 春の景色 37

499 桜 38

紀　　　　伊 73 天の橋立 39

六条修理大夫 26 萩が花 40

教　　　　長 734 妹 41

壬　　　　二 1758 撫子の花 42

2064 梅の花 43

金　　　　椀 118 春の川波 44

9
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12

ﾟ
ぎ
が
て
に
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
玉
津
島
む
べ
こ
そ
神
の
こ
こ
ろ
と
め
け
れ

23

ｽ
ち
か
へ
り
い
く
た
の
森
の
い
く
た
び
も
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
布
引
の
滝

39

ﾓ
ね
と
め
て
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
ま
つ
か
ぜ
の
な
み
よ
せ
か
く
る
天
の
橋
立

　
9
は
堀
河
百
首
か
ら
新
勅
撰
集
に
入
集
し
た
源
国
信
の
〈
山
〉
の
題
詠
で
あ
る
。
1
2
も
〈
海
路
名
所
〉
の
題
詠
、
3
9
も
詞
書
〈
う
み
の
み

ち
〉
か
ら
す
る
と
題
詠
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
〈
布
引
滝
見
に
ま
か
り
て
侍
り
け
る
と
き
〉
と
詞
書
に
あ
る
2
3
の
み
が
囑
目
詠
と
い
え
る
が
、
、

題
詠
と
囑
目
詠
と
い
う
対
立
的
な
関
係
に
照
ら
し
て
の
表
現
上
の
相
違
は
こ
れ
ら
四
首
に
と
り
た
て
て
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
囑

目
詠
で
あ
る
は
ず
の
2
3
に
序
詞
が
含
ま
れ
た
り
、
対
象
の
描
写
表
現
が
欠
落
し
て
い
た
り
し
て
、
現
場
の
臨
場
感
に
お
い
て
他
の
題
詠
よ
り

劣
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ざ

　
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
対
象
と
な
る
地
が
い
ず
れ
も
名
所
歌
枕
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
歌
枕
を

め
ぐ
る
表
現
に
嘱
目
詠
・
題
詠
な
ど
と
い
う
範
疇
と
は
関
わ
ら
ぬ
二
通
り
の
傾
向
が
あ
る
。
一
つ
は
、
9
・
3
9
の
よ
う
に
対
象
の
形
状
動
態

を
描
く
も
の
、
い
ま
一
つ
は
、
1
2
・
2
3
の
よ
う
に
そ
う
し
た
描
写
を
含
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
と
の
関
連

で
言
い
変
え
る
と
、
前
者
に
お
い
て
は
、
対
象
の
形
状
動
態
の
妙
を
描
く
表
現
を
受
け
た
詞
句
と
し
て
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
が
据
え
ら
れ
て

お
り
、
構
造
的
に
は
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
と
い
う
讃
美
表
現
を
具
象
化
な
い
し
は
客
観
化
す
る
描
写
を
内
包
し
た
歌
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
て
後
者
で
は
、
対
象
は
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
だ
け
で
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お
り
、
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
を
具
象
化
な
い

し
は
客
観
化
す
る
表
現
を
も
た
ぬ
、
と
い
う
風
に
い
え
よ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
万
葉
集
の
場
合
は
後
者
が
む
し
ろ
主
流
を
占
め
て
お
り
、

　
山
高
み
白
木
綿
花
に
落
ち
激
つ
瀧
の
河
内
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
6
・
九
〇
九
）

と
い
う
笠
金
村
の
一
首
が
〈
山
高
み
白
木
綿
花
に
落
ち
激
つ
〉
と
い
う
描
写
表
現
を
も
つ
こ
と
で
、
数
少
な
い
前
者
の
例
に
挙
げ
ら
れ
る
程

度
で
あ
る
。
対
象
の
讃
美
さ
れ
る
べ
き
所
以
に
関
わ
る
描
写
を
含
ま
ず
に
、
ひ
た
す
ら
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
だ
け
で
一
首
が
成
立
し
て
し
ま

10
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う
背
景
に
は
、
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
と
い
う
詞
章
そ
の
も
の
は
或
る
特
定
の
対
象
ー
1
神
性
・
清
浄
性
を
も
っ
た
土
地
　
　
と
の
み
結
び
つ

く
と
い
う
認
識
の
万
葉
宮
廷
人
の
間
で
共
同
化
さ
れ
て
い
た
事
情
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
万
葉
に
お
け
る
認
識
は
1
2
や
2
3
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
が
、
微
妙
な
点
で
や
は
り
異
な
る
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
1
2

で
あ
る
が
、
下
二
句
〈
む
べ
こ
そ
神
の
こ
こ
ろ
と
め
け
れ
〉
と
い
う
表
現
は
、
万
葉
集
の
本
詞
章
に
関
わ
る
論
理
と
は
完
全
に
倒
立
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
万
葉
集
に
お
い
て
は
、
対
象
と
な
る
宮
や
国
に
〈
見
る
〉
こ
と
の
受
容
力
を
圧
倒
す
る
お
ぎ
う
な
い
ア
マ
ツ
ミ
タ
マ
・
ク
ニ
タ
マ
が
秘

め
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
〈
い
く
ら
見
て
も
こ
れ
で
十
分
だ
と
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
〉
即
ち
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
と
い
う
表
現
が
導

き
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
対
象
の
側
に
〈
神
〉
は
存
在
す
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
1
2
の
場
合
は
〈
神
〉
は
対
象
の
側
に
在

る
の
で
は
な
く
、
〈
見
る
〉
側
に
ま
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
万
葉
集
に
お
け
る
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
は
あ
く
ま
で
も
〈
人
〉
か
ら
〈
神
〉

へ
の
寿
詞
で
あ
り
、
〈
神
〉
は
別
格
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
1
2
に
お
い
て
は
〈
神
〉
も
ま
た
〈
人
〉
と
と
も
に
対
象
を
讃
美
す
る
側
に
い
る
。

表
現
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
〈
む
べ
こ
そ
神
の
こ
こ
ろ
と
め
け
れ
〉
は
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
讃
美
性
を
補
強
し
、
畳
み
か
け
る
修
辞
で
あ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
し
、
ま
た
修
辞
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
に
、
古
代
的
な
国
讃
め
・
土
地
讃
め
の
呪
術
的
伝
統
の
衰
弱
、

ひ
い
て
は
〈
見
る
〉
こ
と
の
呪
的
信
仰
の
衰
弱
が
指
摘
で
き
る
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
〈
古
代
的
な
も
の
〉
〈
万
葉
的
な
も
の
〉
を
背
景
に

し
た
寿
詞
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
呪
術
的
詞
章
か
ら
文
学
的
歌
語
へ
の
変
質
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
う
。

　
〈
あ
さ
み
ど
り
〉
の
空
に
立
ち
渡
り
、
彼
方
ま
で
お
お
う
〈
か
す
み
〉
、
そ
の
わ
ず
か
な
〈
た
え
ま
〉
に
〈
妹
背
山
〉
を
配
置
し
た
9
に
お

い
て
は
、
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
は
そ
う
し
た
興
趣
の
つ
き
な
い
景
観
を
観
照
的
に
総
括
し
た
措
辞
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

上
三
句
の
映
像
的
イ
メ
ー
ジ
に
富
ん
だ
描
写
表
現
が
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
客
観
性
を
保
障
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
か
じ
か
の
印
象
的
な
景
観
の
中
に
か
の
名
所
歌
枕
た
る
〈
妹
背
山
〉
が
見
え
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
印
象
的
で
あ
る
ー
と
い
う
一
首
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
を
受
け
て
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
が
措
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
が
〈
妹
背
山
〉
に
満
ち
る
ク
ニ
タ

11



淑徳国文30

マ
と
そ
れ
を
〈
見
る
〉
こ
と
に
よ
る
タ
マ
フ
リ
と
い
っ
た
関
係
を
揺
曳
す
る
表
現
で
は
全
く
な
く
、
叙
景
的
讃
美
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
叙
景
歌
の
方
向
は
、
万
葉
集
の
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
に
は
ほ
と
ん
ど
芽
ば
え
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
に
も

〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
呪
術
的
詞
章
か
ら
文
学
的
歌
語
へ
の
変
質
が
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

4

　
〈
物
〉
を
対
象
と
す
る
用
例
は
三
五
首
に
達
し
、
全
体
の
8
0
％
近
く
を
占
め
て
お
り
、
物
讃
め
が
3
0
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
万
葉
集
と
は
か

な
り
異
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
中
の
二
三
首
が
花
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
1
の
よ
う
に
序
詞
中
で
の
〈
さ
く
ら
花
〉
を
対
象
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

も
の
を
含
め
て
植
物
一
般
に
ま
で
拡
大
す
る
と
、
二
八
首
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
万
葉
集
で
は
、
植
物
を
対
象
と
す
る
も
の
は
わ
ず
か
に
次

の
六
首
を
数
え
る
だ
け
で
あ
る
。

　
手
も
す
ま
に
植
ゑ
し
萩
に
や
却
り
て
は
見
れ
ど
も
飽
か
ず
こ
こ
ろ
尽
さ
む
（
8
・
ニ
ハ
三
三
）

　
も
も
し
き
の
大
宮
人
の
藏
け
る
垂
柳
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
1
0
・
一
八
五
二
）

　
秋
田
刈
る
仮
盧
の
宿
の
に
ほ
ふ
ま
で
咲
け
る
秋
萩
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
1
0
・
二
一
〇
〇
）

　
玉
梓
の
君
が
便
の
手
折
り
け
る
こ
の
秋
萩
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
1
0
・
一
＝
＝
）

　
梅
の
花
み
山
と
繁
に
あ
り
と
も
や
か
く
の
み
君
は
見
れ
ど
飽
か
に
せ
む
（
1
7
二
二
九
〇
二
）

　
懸
け
ま
く
も
　
あ
や
に
畏
し
　
皇
神
祖
の
　
神
の
大
御
代
に
　
田
道
間
守
　
常
世
に
渡
り
　
八
矛
持
ち
　
参
出
来
し
時
　
時
じ
く
の
　
香

　
の
木
の
実
を
　
畏
く
も
　
遺
し
た
ま
へ
れ
　
国
も
狭
に
　
生
ひ
立
ち
栄
え
　
春
さ
れ
ば
　
孫
枝
萌
い
つ
つ
　
窪
公
鳥
　
鳴
く
五
月
に
は

　
初
花
を
　
枝
に
手
折
り
て
　
少
女
ら
に
　
裏
に
も
遣
り
み
　
白
杵
の
　
袖
に
も
扱
入
れ
　
か
ぐ
は
し
み
　
置
き
て
枯
ら
し
み
　
あ
ゆ
る
実

　
は
　
玉
に
貫
き
つ
つ
　
手
に
纏
き
て
　
見
れ
ど
も
飽
か
ず
…
…
（
以
下
略
）
…
…
（
1
8
・
四
＝
こ

12
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こ
れ
ら
六
首
の
中
、
植
物
そ
れ
自
体
を
純
粋
な
讃
美
の
対
象
と
し
た
歌
は
二
一
〇
〇
番
作
者
未
詳
歌
だ
け
で
あ
り
、
一
⊥
ハ
三
三
・
一
八
五

二
・
二
一
一
一
・
四
一
＝
番
歌
の
四
首
は
、
特
定
の
人
間
が
植
物
に
仮
託
さ
れ
て
い
た
り
、
特
定
の
人
間
と
の
関
係
に
お
い
て
植
物
が
〈
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

れ
ど
飽
か
ず
〉
の
対
象
に
な
る
と
い
う
用
例
で
あ
る
。
ま
た
、
三
九
〇
二
番
歌
に
お
け
る
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
は
対
象
に
主
眼
を
置
い
た
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

来
的
な
も
の
で
は
な
く
、
〈
見
る
〉
主
体
そ
の
も
の
を
最
終
的
に
は
讃
美
す
る
、
き
わ
め
て
例
外
的
な
用
例
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
〈
萩
〉

の
花
を
対
象
と
す
る
二
一
〇
〇
番
歌
の
み
が
、
い
わ
ば
植
物
の
美
を
観
照
的
に
称
讃
す
る
用
例
な
の
で
あ
る
。
二
一
〇
〇
番
歌
は
巻
十
の
奈

良
朝
季
節
歌
群
の
〈
秋
雑
歌
〉
に
分
類
さ
れ
た
歌
だ
が
、
〈
秋
の
田
の
仮
盧
〉
が
照
り
映
え
る
ま
で
に
咲
き
乱
れ
る
〈
萩
〉
の
花
、
と
い
っ

た
イ
メ
ー
ジ
の
切
り
取
り
に
は
明
ら
か
に
王
朝
和
歌
へ
展
開
さ
れ
て
い
く
観
照
的
な
美
意
識
が
窺
わ
れ
よ
う
。
二
一
＝
番
歌
の
〈
見
れ
ど

飽
か
ず
〉
な
ど
に
は
〈
便
の
手
折
り
け
る
こ
の
秋
萩
〉
を
〈
見
る
〉
こ
と
に
よ
っ
て
、
恋
す
る
〈
君
〉
と
タ
マ
ア
イ
（
魂
合
い
）
を
と
げ
よ

う
と
す
る
観
念
　
　
　
「
見
る
」
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
　
　
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
本
来
的

な
意
味
と
用
法
の
範
囲
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
二
一
〇
〇
番
歌
の
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
に
は
、
少
く
と
も
表
現
そ

れ
自
体
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
前
節
で
検
討
し
た
9
な
ど
と
同
じ
く
観
照
的
な
〈
見
る
〉
と
い
う
側
面
し
か
窺
い
得
な
い
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
本
歌
は
先
掲
金
村
歌
（
6
・
九
〇
九
）
な
ど
と
同
様
に
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
新
た
な
展
開
を
示
そ
う
と
し
た

万
葉
歌
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
二
一
〇
〇
番
歌
は
後
撰
集
（
6
・
二
九
五
）
、
夫
木
抄
（
1
2
・
五
〇
一
四
）
に
も
再
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
観
照
的
な
表
現
が
中
古
・
中

世
的
嗜
好
に
適
っ
て
い
た
こ
と
を
想
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
植
物
な
ど
の
小
自
然
の
美
を
季
節
感
や
そ
の
移
ろ
い
と
絡
ま
せ

な
が
ら
観
照
し
て
い
く
王
朝
的
な
季
節
自
然
詠
の
方
向
を
切
り
拓
い
た
〈
万
葉
的
な
も
の
〉
は
、
そ
れ
を
特
定
の
歌
語
や
修
辞
形
式
の
面
に

限
定
し
て
い
え
ば
、
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
と
同
様
に
〈
見
る
〉
こ
と
の
呪
術
性
に
根
を
下
ろ
し
た
修
辞
形
式
〈
見
れ
ば
～
見
ゆ
〉
な
ど
が
む

し
ろ
挙
げ
ら
れ
る
。

13
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秋
の
露
は
移
に
あ
り
け
り
水
鳥
の
青
葉
の
山
の
色
づ
く
見
れ
ば
（
万
葉
8
・
一
五
四
三
）

　
も
の
思
ふ
と
隠
ら
ひ
居
り
て
今
日
見
れ
ば
春
日
の
山
は
色
づ
き
に
け
り
（
同
1
0
・
二
｝
九
九
）

　
黄
葉
す
る
時
に
な
る
ら
し
月
人
の
楓
の
枝
の
色
づ
く
見
れ
ば
（
同
1
0
・
二
二
〇
二
）

　
夜
を
寒
み
朝
戸
を
開
き
出
で
見
れ
ば
庭
も
は
だ
ら
に
み
雪
降
り
た
り
（
同
1
0
・
二
三
一
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

　
い
ず
れ
も
〈
見
ゆ
〉
の
省
略
さ
れ
た
変
形
だ
が
、
〈
見
れ
ば
～
見
ゆ
〉
即
ち
〈
景
物
列
叙
型
〉
修
辞
形
式
を
踏
襲
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
に
ロ
ロ

詳
細
は
関
連
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
少
く
と
も
こ
の
修
辞
形
式
が
決
し
て
主
要
な
流
れ
を
形
成
し
な
か
っ
た
ま
で
も
、
す
で
に
万
葉
集

に
お
い
て
、
同
じ
〈
見
る
〉
こ
と
の
呪
術
性
か
ら
発
し
た
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
な
ど
よ
り
は
る
か
に
多
く
の
季
節
自
然
詠
の
観
照
的
世
界
を

産
み
出
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
万
葉
集
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
は
植
物
等
の
小
自
然
を
対
象
と
し
た
季
節
自
然
詠
の
方
向
に
は
ほ
と
ん
ど
展
開

し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
中
古
・
中
世
に
至
っ
て
、
先
述
し
た
よ
う
な
結
果
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
勅
撰
二

十
一
代
集
、
私
撰
十
六
集
、
私
家
百
五
十
九
集
の
総
歌
数
に
対
し
て
二
八
首
は
全
く
と
る
に
足
ら
ぬ
歌
数
で
あ
る
が
、
全
用
例
四
四
首
中
二

八
首
と
い
う
占
有
率
に
注
意
す
れ
ば
、
こ
れ
が
中
古
・
中
世
和
歌
の
瓠
勢
を
背
景
に
し
た
結
果
だ
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
例
え

ば
、
勅
撰
集
に
お
け
る
植
物
を
対
象
と
し
た
一
二
首
（
1
を
含
む
）
中
九
首
ま
で
が
四
季
の
部
立
（
3
春
、
4
秋
、
5
冬
、
6
春
上
、
7
春

歌
下
、
1
0
秋
歌
上
、
1
1
春
歌
下
、
1
4
春
歌
下
、
1
5
秋
歌
上
）
に
所
属
す
る
歌
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
結
果
は
、
古
今
集
以
降
の
和
歌
史
が
四

季
と
恋
と
の
二
大
分
立
を
中
心
に
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
事
実
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も
の
と
し
て
よ
い
か
と
思
う
（
そ
れ
な
ら
ば
、
恋
歌

が
少
な
い
の
は
何
故
か
と
い
う
問
題
が
当
然
生
じ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
）
。

　
さ
て
、
そ
の
う
え
で
前
記
の
二
八
首
を
概
観
す
る
と
、
こ
れ
ら
に
は
万
葉
二
一
〇
〇
番
歌
の
方
向
性
ー
対
象
を
映
像
的
イ
メ
ー
ジ
に
富

ん
だ
描
写
で
切
り
取
り
、
そ
の
美
を
観
照
し
、
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
で
讃
美
す
る
、
と
い
っ
た
ー
を
内
包
し
た
歌
は
き
わ
め
て
少
な
い
の

14
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で
あ
る
。

1
春
霞
た
な
び
く
山
の
さ
く
ら
花
見
れ
ど
も
飲
か
ぬ
君
に
も
あ
る
か
な

16

嚮
ﾍ
の
枝
と
な
わ
び
そ
白
雪
を
花
と
宿
し
て
見
れ
ど
飽
か
れ
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
マ
マ
　

19

ﾐ
き
ふ
せ
て
見
れ
ど
飽
か
ぬ
は
く
れ
な
ゐ
に
ぬ
れ
る
ま
ゆ
み
の
も
み
ち
な
り
け
り

34

ｵ
め
ゆ
は
で
乱
る
る
萩
の
ふ
し
か
へ
り
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
花
の
い
う
か
な
’

　
対
象
を
映
像
的
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
描
い
た
表
現
の
含
ま
れ
る
歌
は
、
せ
い
ぜ
い
こ
の
四
首
を
数
え
る
程
度
で
あ
る
。
1
6
に
端
的
に
窺
え

る
の
だ
が
、
〈
白
雪
を
花
と
宿
し
て
〉
と
い
う
描
写
が
、
〈
霜
枯
の
枝
〉
を
対
象
と
し
た
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
客
観
性
を
保
障
す
る
構
造
を

こ
の
歌
は
具
え
て
い
る
と
い
え
る
。
お
そ
ら
く
古
今
集
に
始
ま
っ
た
は
ず
の
、
冬
樹
の
枝
に
積
も
っ
た
雪
を
花
に
見
立
て
る
こ
う
し
た
趣
向

は
、
1
6
の
対
象
が
そ
れ
自
体
と
し
て
単
独
で
美
的
題
材
と
は
呼
び
難
い
枯
枝
で
あ
る
以
上
、
必
然
的
に
要
請
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
も

自
明
で
あ
ろ
う
。
1
の
〈
さ
く
ら
花
〉
、
1
9
の
〈
も
み
ち
〉
、
3
4
の
〈
萩
〉
と
い
っ
た
対
象
題
材
は
、
す
で
に
万
葉
集
巻
八
、
十
な
ど
の
季
節

雑
歌
に
頻
出
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
奈
良
朝
貴
族
の
美
意
識
に
お
い
て
は
季
題
化
を
と
げ
つ
つ
あ
る
小
自
然
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
い
わ
ば
対
象
題
材
そ
れ
自
体
が
各
季
節
の
典
型
的
な
美
を
担
う
歌
語
と
し
て
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
こ
れ
ら
の
題
材
は
古
今
集
以
降
に
は
、
い
わ
ゆ
る
本
意
を
負
っ
た
季
節
の
歌
語
と
し
て
慣
用
化
し
、
定
着
し
た
。
植
物
を
対
象
と
す
る

〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
用
例
二
八
首
に
お
け
る
傾
向
ー
万
葉
二
一
〇
〇
番
歌
の
方
向
性
を
も
っ
た
歌
が
少
な
い
ー
は
、
こ
う
し
た
背
景

の
下
に
据
え
る
と
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
思
う
。

3
見
れ
ど
飽
か
ぬ
花
の
さ
か
り
に
帰
る
雁
な
ほ
ふ
る
さ
と
の
春
や
恋
し
き

4
B
ぐ
ら
し
に
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
女
郎
花
の
べ
に
や
こ
よ
ひ
旅
寝
し
な
ま
し

5
ひ
ね
も
す
に
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
も
み
ち
ば
は
い
か
な
る
山
の
嵐
な
る
ら
ん

15
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6
春
ご
と
に
見
れ
ど
も
飽
か
ず
山
桜
と
し
に
や
花
の
咲
き
ま
さ
る
ら
ん

7
ま
と
ゐ
し
て
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
藤
浪
の
た
た
ま
く
を
し
き
け
ふ
に
も
あ
る
か
な

10

轤
ｭ
花
を
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
秋
の
野
は
ゆ
き
も
や
ら
れ
ず
と
ま
る
と
も
な
し

H
ゆ
き
め
ぐ
り
見
れ
ど
も
飽
か
ず
山
桜
わ
れ
の
み
な
ら
ば
帰
ら
ま
し
や
は

14

ｧ
ち
か
へ
り
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
藤
浪
は
す
ぐ
る
心
に
か
か
る
な
り
け
り

15

ｩ
な
朝
な
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
秋
萩
の
花
を
ば
雨
に
た
れ
ぬ
ら
し
け
ん

25

ｩ
れ
ど
飽
か
ぬ
か
た
ち
の
を
の
の
女
郎
花
お
の
れ
は
と
ま
れ
秋
は
す
ぐ
と
も

26

ﾐ
ご
ろ
へ
て
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
さ
く
ら
花
風
の
さ
そ
は
ん
こ
と
の
ね
た
さ
よ

28

ｩ
き
こ
し
に
見
れ
ど
も
飽
か
ず
さ
く
ら
花
ね
な
が
ら
風
の
吹
き
も
こ
さ
な
む

36

ﾝ
ち
ゆ
き
に
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
も
み
ち
か
な
む
べ
こ
そ
人
も
家
居
せ
り
け
り

40

ｩ
れ
ど
飽
か
ぬ
と
ほ
り
の
を
の
の
萩
が
花
袖
に
う
つ
れ
る
香
さ
へ
な
つ
か
し

43

ﾟ
も
か
れ
ず
見
れ
ど
も
飽
か
ず
梅
の
花
咲
き
ち
る
春
は
永
き
日
も
な
し

　
映
像
的
イ
メ
ー
ジ
の
描
写
を
殆
ん
ど
も
た
ぬ
歌
で
あ
っ
て
、
植
物
を
対
象
と
し
た
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
歌
は
お
お
む
ね
こ
う
し
た
歌
で
占

め
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
一
首
の
テ
ー
マ
は
、
対
象
た
る
四
季
の
植
物
を
描
き
、
そ
の
美
的
イ
メ
ー
ジ
を
観
照
す
る
と
い
う
こ
と
の
上
に

は
な
く
、
対
象
か
ら
触
発
さ
れ
た
心
や
そ
れ
に
寄
せ
る
心
の
表
現
の
上
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
用
い
ら
れ
た

〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
は
そ
う
し
た
主
題
部
（
具
体
的
に
は
下
二
句
）
に
は
直
接
的
に
関
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
も
植
物
を
修
飾
す
る
、
い
わ
ば
枕

詞
の
よ
う
な
措
か
れ
方
を
し
て
い
る
場
合
が
非
常
に
多
い
。
〈
見
れ
ど
飽
か
ぬ
〉
〈
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
〉
と
い
っ
た
連
体
形
を
と
る
も
の
が
多

い
わ
け
だ
が
、
6
・
1
1
・
2
8
・
4
3
の
よ
う
に
終
止
形
で
言
い
切
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
一
首
の
調
子
を
整
え
る
配
慮
で
あ
り
、
実
質

16
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的
に
は
す
ぐ
下
の
対
象
を
修
飾
す
る
働
き
に
は
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
万
葉
集
の
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
歌
の
中
、
短
歌
四
一
首
に
つ
い
て
い
う
と
、
本
詞
章
が
下
二
句
の
主
題
部
に
措
か
れ
た
用
例
は
8
0
％
弱
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

三
二
首
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
中
の
二
二
首
が
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
を
結
句
に
据
え
て
い
る
。
万
葉
集
に
お
い
て
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
が
一

首
を
統
括
す
る
中
心
的
な
詞
章
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
点
に
も
明
ら
か
に
窺
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
の
扱
う
中
古
・

中
世
和
歌
の
短
歌
四
三
首
に
お
い
て
は
、
下
二
句
に
措
か
れ
た
も
の
は
一
六
首
、
そ
の
中
で
結
句
に
来
る
も
の
は
わ
ず
か
に
二
首
（
1
7
・
2
9
）

を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
題
部
へ
の
関
与
の
稀
薄
な
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
用
法
は
、
植
物
を
本
詞
章
の
対
象
と
し
た
季
節
歌

に
お
い
て
著
し
い
。
前
掲
一
五
首
の
季
節
歌
に
は
〈
桜
〉
〈
女
郎
花
〉
〈
藤
〉
〈
萩
〉
〈
梅
〉
の
花
や
〈
も
み
ち
〉
が
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

ら
は
、
先
述
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
典
型
的
な
季
節
美
を
担
う
も
の
と
し
て
慣
用
化
し
て
い
っ
た
歌
語
の
範
囲
に
入
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
歌

語
そ
れ
自
体
と
し
て
単
独
で
美
的
題
材
と
な
り
得
る
も
の
と
い
え
る
。
前
掲
一
五
首
の
テ
ー
マ
が
、
そ
う
し
た
美
的
題
材
を
め
ぐ
る
様
々
な

心
の
表
現
の
上
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
だ
が
、
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
も
ま
た
主
体
の
心
に
関
わ
る
表
現
で
あ
る
こ

と
は
見
落
せ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
詞
章
に
主
題
部
に
関
与
す
る
用
法
が
少
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
＜
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
と
い
う
万

葉
以
来
の
伝
統
を
負
っ
た
歌
語
が
主
題
部
の
心
の
個
性
的
表
現
を
担
う
に
は
類
型
化
の
度
合
が
甚
し
く
、
ま
た
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
直

情
的
で
最
大
級
の
讃
美
が
『
九
品
和
歌
』
等
の
い
わ
ゆ
る
〈
余
り
の
心
〉
を
明
ら
か
に
欠
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
前
掲
一
五
首
に
お
け
る
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
用
法
を
概
括
的
に
い
え
ば
、
美
的
題
材
と
し
て
の
対
象
を
提
示
す
る
た
め
の
導
入
表
現
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
首
に
お
け
る
措
辞
と
し
て
は
非
常
に
軽
い
位
置
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う

し
た
用
法
と
措
辞
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
そ
の
没
個
性
的
類
型
性
が
生
か
さ
れ
、
ま
た
そ
の
非
余
情
的
な
讃
辞
性
が
題
材
の
も
つ
共
同
性
と

し
て
の
美
を
直
裁
に
提
示
す
る
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
、
呪
術
性
を
ほ
ぼ
失
っ
て
し
ま
っ
た
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉

の
歌
語
と
し
て
の
あ
り
よ
う
が
窺
え
る
か
と
思
う
。

17
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そ
の
他
、
物
を
対
象
と
し
た
用
例
に
は
植
物
以
外
の
〈
月
〉
〈
賀
茂
臨
時
祭
〉
と
い
っ
た
も
の
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
植
物
の
場
合
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
リ

じ
く
季
題
化
し
た
題
材
で
あ
る
。
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
こ
れ
ら
の
歌
に
お
け
る
用
法
、
措
辞
、
意
味
と
い
っ
た
も
の
は
、
植
物
を
対
象
と

し
た
用
例
と
全
く
同
じ
二
つ
の
傾
向
に
分
か
れ
る
が
、
歌
数
が
少
な
す
ぎ
る
た
め
に
、
こ
れ
だ
け
で
は
ど
ち
ら
が
甥
勢
を
占
め
る
か
と
い
う

よ
う
な
結
論
は
出
な
い
。
ま
た
〈
君
が
宿
〉
を
対
象
と
し
た
3
5
は
、
一
見
す
る
と
万
葉
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
用
例
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

35

ｵ
ら
つ
ゆ
の
お
き
か
へ
り
つ
つ
夜
も
す
が
ら
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
君
が
宿
か
な

　
こ
れ
ば
元
良
親
王
集
に
お
け
る
源
順
の
一
首
で
、
〈
こ
ま
の
の
院
に
て
あ
き
の
つ
と
め
て
、
人
人
お
き
た
り
け
る
に
、
み
な
も
と
の
し
た

が
ふ
が
ひ
と
り
ご
と
に
い
ひ
け
る
〉
と
い
う
題
詞
を
も
つ
。
前
掲
の
表
で
は
〈
物
〉
を
対
象
と
す
る
用
例
と
し
て
記
し
た
の
だ
が
、
陽
成
天

皇
第
一
皇
子
、
元
良
親
王
の
狛
野
の
別
邸
と
い
う
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
宮
讃
め
の
範
疇
に
入
れ
て
も
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
二
句
目
〈
お

き
か
へ
り
つ
つ
〉
は
〈
置
く
〉
と
〈
起
く
〉
の
懸
詞
に
な
っ
て
お
り
、
初
句
〈
し
ら
つ
ゆ
〉
は
お
そ
ら
く
秋
の
夜
半
か
ら
早
朝
に
か
け
て
狛

野
院
の
庭
園
に
お
び
た
だ
し
く
置
き
、
庭
園
に
い
っ
そ
う
の
美
を
添
え
た
実
際
の
結
露
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
有
心
の
序
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
る
と
3
5
の
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
は
、
万
葉
の
宮
讃
め
・
国
讃
め
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
こ
を
支
配
領
有
す
る
者
の
神
性
顕
揚
に
及
ぶ
表
現

と
い
う
よ
り
、
〈
い
く
ら
見
て
も
こ
れ
で
十
分
だ
と
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
〉
ほ
ど
の
庭
園
の
美
を
称
讃
す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て

は
そ
う
し
た
別
邸
の
主
で
あ
る
〈
君
〉
元
良
親
王
の
風
雅
な
美
意
識
・
趣
味
の
讃
美
へ
と
収
敏
し
て
い
く
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
宮

に
準
ず
る
親
王
の
別
邸
を
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
に
よ
っ
て
主
題
的
に
讃
美
し
て
い
く
歌
い
ぶ
り
は
、
様
式
的
に
は
万
葉
の
本
詞
章
の
用
法
を

踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
〈
梨
壼
の
五
人
〉
の
一
人
と
し
て
万
葉
集
訓
点
作
業
に
加
わ
っ
た
源
順
な
ら
で
は
の
作
と
い
え

る
か
も
知
れ
な
い
。

18
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人
間
を
対
象
に
し
た
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
用
例
は
、
わ
ず
か
に
次
の
五
首
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。

ユ
春
霞
た
な
び
く
山
の
さ
く
ら
花
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
君
に
も
あ
る
か
な

17

｡
日
ば
か
り
と
ま
れ
わ
が
背
子
ま
す
か
が
み
朝
ご
と
に
し
も
見
れ
ど
飽
か
な
く
に

18

ｨ
く
や
ま
の
い
は
ほ
の
こ
け
の
年
ひ
さ
に
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
君
に
も
あ
る
か
な

27

H
萩
の
花
咲
き
に
け
り
た
を
り
て
も
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
君
に
し
あ
ら
ね
ば

41

�
ｿ
か
た
に
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
妹
を
お
き
て
花
に
も
よ
ら
ぬ
志
賀
の
山
こ
え

　
ー
は
序
に
着
目
し
て
植
物
を
対
象
と
す
る
用
例
の
方
で
も
検
討
し
た
が
、
本
来
は
恋
の
分
立
に
属
す
る
歌
で
、
上
三
句
の
序
は
春
の
典
型

的
な
景
を
配
し
た
〈
さ
く
ら
花
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
〈
君
〉
に
重
ね
る
有
心
の
序
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
古
今
⊥
ハ
帖
の
1
7
、
1
8
は
こ
の

歌
集
独
自
の
分
類
法
に
よ
る
〈
雑
思
〉
（
第
五
帖
）
、
〈
草
〉
（
第
⊥
ハ
帖
）
に
そ
れ
ぞ
れ
配
属
さ
れ
て
お
り
、
編
者
の
認
識
に
お
い
て
は
二
首
と

も
第
四
帖
の
恋
歌
と
は
異
な
る
歌
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
1
7
（
題
は
〈
ひ
と
を
と
ど
む
〉
）
な
ど
は
、
歌
意
か
ら
い
っ
て
む
し
ろ
恋
歌

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
1
8
は
家
持
集
に
も
重
複
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
雑
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
家
持
集
の
2
7
も
ま
た
雑
歌
の
項

　
　
　
　
　
　
　
ほ
お
ザ

に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
〈
秋
萩
の
花
〉
を
手
折
る
と
い
う
表
現
の
含
む
と
こ
ろ
を
汲
め
ば
、
こ
れ
も
恋
歌
の
趣
を
も
つ
。
教
長
集
の
4
1
は

題
詞
に
〈
隔
山
恋
〉
と
あ
っ
て
、
紛
れ
な
く
恋
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
1
8
を
除
く
と
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
恋
歌
と
い
え
る
わ
け
だ
が
、
万
葉
集
に
お
い
て
は
人
間
を
対
象
に
し
た
用
例
十
二
首
中
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ザ

首
が
相
聞
、
残
り
六
首
が
天
皇
や
宴
席
の
主
人
等
へ
の
寿
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
相
聞
と
寿
歌
と
の
表
現
上
の
差
異
は
、
多
く

の
場
合
、
そ
う
明
瞭
で
は
な
い
。

19
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向
ひ
ゐ
て
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
吾
妹
子
に
立
ち
わ
か
れ
行
か
む
た
づ
き
知
ら
ず
も
（
4
・
六
⊥
ハ
五
）

　
朝
つ
く
日
向
ふ
黄
楊
櫛
旧
り
ぬ
れ
ど
何
し
か
君
が
見
れ
ど
飽
か
ざ
ら
む
（
1
0
・
二
五
〇
〇
）

　
う
る
は
し
み
吾
が
思
ふ
君
は
石
竹
花
が
花
に
比
へ
て
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
2
0
・
四
四
五
一
）

　
あ
し
ひ
き
の
八
峰
の
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
と
も
飽
か
め
や
植
ゑ
て
け
る
君
（
2
0
・
四
四
八
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
シ

　
前
二
者
が
相
聞
（
二
五
〇
〇
番
歌
は
正
確
に
は
寄
物
陳
思
）
、
後
二
首
は
宴
席
で
の
寿
歌
で
あ
る
。
前
掲
の
ー
・
1
7
・
2
7
・
4
1
の
表
現
を

恋
歌
の
そ
れ
と
認
定
す
る
な
ら
、
こ
れ
ら
万
葉
歌
も
す
べ
て
相
聞
と
見
な
し
得
る
か
と
思
う
。
ま
た
ひ
る
が
え
っ
て
、
四
四
五
一
・
四
四
八

一
番
歌
が
寿
歌
で
あ
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
1
7
・
4
1
を
除
く
前
掲
五
首
の
中
古
・
中
世
和
歌
も
寿
歌
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
も
な
い
。

こ
う
し
た
流
動
的
な
印
象
は
、
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
が
主
題
部
に
関
与
し
て
い
る
歌
に
お
い
て
著
し
い
の
で
あ
る
。

　
万
葉
集
に
お
け
る
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
本
来
的
な
意
味
と
用
法
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
む
し
ろ
相
聞
に
向
い
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
〈
見
る
〉
主
体
の
側
に
関
わ
る
表
現
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
本
来
は
対
象
を
称
揚
す
る
詞
章
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
何

度
か
述
べ
て
来
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
相
聞
・
恋
歌
に
お
け
る
主
題
は
恋
の
対
象
そ
の
も
の
（
恋
人
）
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

対
象
に
限
り
な
く
魅
か
れ
る
心
の
あ
り
よ
う
に
与
る
の
だ
と
い
え
る
。
〈
片
恋
〉
〈
忍
ぶ
恋
〉
〈
待
つ
恋
〉
〈
後
朝
の
恋
〉
と
い
っ
た
小
主
題
に

細
分
化
さ
れ
て
い
く
相
聞
・
恋
歌
の
史
的
展
開
が
、
そ
の
辺
の
事
情
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
恋
の
成
就
に
と
も
な
う
歓
喜
よ

り
は
成
就
以
前
以
後
の
陰
磐
を
帯
び
複
雑
に
屈
折
し
た
心
の
あ
り
よ
う
の
方
を
、
す
で
に
万
葉
相
聞
の
主
流
は
選
び
と
っ
て
お
り
、
そ
れ
が

中
古
・
中
世
恋
歌
に
さ
ら
に
意
識
的
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
和
歌
史
の
証
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
前
掲
の
万
葉
歌
中
、
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
が
主
題
部
に
関
わ
る
三
首
（
二
五
〇
〇
、
四
四
五
一
、
四
四
八
一
）
に
お
い
て
特
に
相
聞
か
寿

歌
か
の
判
定
が
困
難
で
あ
る
の
は
、
極
論
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
本
来
の
こ
の
詞
章
の
意
味
に
照
ら
す
と
、
寿
歌
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
ろ

う
。
そ
れ
が
二
五
〇
〇
番
歌
の
よ
う
に
恋
の
場
で
歌
わ
れ
た
場
合
、
四
四
五
一
・
四
四
八
一
番
歌
の
よ
う
に
宴
席
で
そ
の
主
人
に
向
か
っ
て
．
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歌
わ
れ
た
場
合
の
相
互
の
差
異
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
歌
の
場
に
よ
っ
て
、
相
聞
に
転
じ
る
歌
と
寿
歌
に
と
ど
ま
る
歌
と
に
分
か
れ
て
い
く
わ

け
で
あ
る
。
相
聞
に
お
け
る
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
意
味
は
、
対
象
を
称
揚
讃
美
す
る
と
同
時
に
、
む
し
ろ
そ
れ
に
飽
く
こ
と
な
く
魅
か
れ

る
心
の
あ
り
よ
う
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
保
障
す
る
も
の
は
主
と
し
て
歌
の
場
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
歌
の
場
の
記
録
を
失
っ
て
し
ま
え
ば
、
最
大
級
の
人
讃
め
と
し
て
の
寿
歌
と
表
現
上
の
質
的
差
異
が
な
く
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
事
態
が
多
く
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
1
7
・
4
1
な
ど
は
表
現
そ
れ
自
体
に
恋
歌
と
し
て
の
特
長
を
認
め
得
る
の
で
あ
っ
て
、
寿
歌
と
の
境
界
は
裁
然
と
し
て
い
る
。
い

わ
ば
讃
美
性
よ
り
も
性
愛
的
心
情
を
表
立
た
せ
た
表
現
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
1
7
の
場
合
は
、
そ
の
性
愛
的
心
情
が
ほ
と
ん
ど
何
の
陰
磐
も

な
く
表
出
さ
れ
て
お
り
、
民
謡
的
な
味
わ
い
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
歌
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
相
聞
．
恋
歌
の
史
的
主
流
に
は
む
し

ろ
逆
行
す
る
。
民
謡
的
な
味
わ
い
を
醸
す
原
因
は
、
ま
ず
上
二
句
の
表
現
の
直
接
性
に
あ
り
、
さ
ら
に
下
二
句
主
題
部
の
没
個
性
的
な
心
情

表
現
に
あ
る
と
い
え
る
か
と
思
う
。
こ
こ
で
も
植
物
を
対
象
と
し
た
歌
の
場
合
と
同
じ
問
題
が
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
、
1
7
に
お
け
る
恋
歌

か
ら
〈
余
り
の
心
〉
を
排
除
す
る
一
因
に
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
が
与
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
比
較
す
れ
ば
、
4
1
に
は
そ

の
内
容
と
も
相
ま
っ
て
陰
騎
や
屈
折
と
い
っ
た
も
の
が
添
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
心
の
あ
り
よ
う
を
下
二
句
主
題
部
〈
花
に
も
よ

ら
ぬ
志
賀
の
山
こ
え
〉
が
表
出
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
ま
た
4
1
に
お
け
る
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
が
枕
詞
の
よ
う
な
措
か
れ
方

を
し
て
い
る
こ
と
は
植
物
を
対
象
と
し
た
歌
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
が
主
題
部
に
関
与
し
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
、
4
1
は
如
上
の
心
情
を
表
出
し
得
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
中
古
・
中
世
の
恋
歌
に
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
用
例
が
き
わ
め
て
少
な
い
理
由
は
自
明
な
こ
と
か
と
思
う
。

万
葉
の
相
聞
が
す
で
に
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
恋
愛
的
心
情
の
陰
覧
や
屈
折
を
意
識
的
に
主
題
化
し
て
い
っ
た
中
古
．
中
世
和
歌

の
展
開
に
照
ら
す
と
、
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
直
情
性
・
讃
辞
性
・
非
余
情
性
と
い
っ
た
傾
向
が
忌
避
さ
れ
た
の
は
む
し
ろ
必
然
的
な
こ
と
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で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

A　A　ハ　A4321
））））

　　ハ　A　　　　98765） ））） ）

（
1
0
）

　12

）
A11
）

　
　
注

「
古
今
集
の
用
語
」
（
「
國
文
學
』
第
二
巻
七
号
、
昭
3
2
・
7
）
九
八
頁

総
歌
数
に
つ
い
て
は
、
三
歌
集
い
ず
れ
も
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
従
っ
た
。

注
（
1
）
の
前
掲
論
文
九
八
～
九
九
頁

拙
稿
「
〈
見
が
欲
し
γ
考
」
（
『
ま
ひ
る
野
」
第
四
一
巻
第
九
号
、
昭
5
9
・
9
）
、
同
「
〈
見
れ
ば
～
見
ゆ
〉
考
－
万
葉
の
一
叙
景
歌
形
式
の
背
景
と

意
味
ー
」
（
『
ま
ひ
る
野
」
第
四
〇
巻
第
九
号
、
昭
5
8
・
9
）

拙
稿
「
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
考
察
1
そ
の
意
味
と
用
法
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
美
夫
君
志
』
第
三
一
号
、
昭
6
0
・
1
0
）

渡
瀬
昌
忠
『
柿
本
人
麻
呂
研
究
　
歌
集
編
上
」
二
一
七
～
二
二
四
頁

『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
第
四
章
第
一
節

岡
部
政
裕
「
「
見
れ
ど
飽
か
ず
」
考
」
（
『
中
京
国
文
学
』
第
四
号
、
昭
6
0
・
3
）
一
〇
頁

こ
の
長
歌
二
首
は
、
正
確
に
は
夫
木
和
歌
抄
所
収
の
長
歌
の
断
片
で
あ
る
。
〈
見
れ
ど
あ
か
ぬ
　
な
ら
山
こ
え
て
　
ま
き
つ
め
る
　
泉
の
川
の
　
は

や
き
せ
を
　
さ
を
さ
し
渡
り
〉
（
2
4
・
一
〇
九
〇
三
）
は
万
葉
巻
1
3
・
三
二
四
〇
番
長
歌
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
り
（
句
々
に
異
同
あ
り
）
、
〈
こ
の

川
の
　
た
ゆ
る
こ
と
な
く
　
此
山
の
　
い
や
た
か
か
ら
し
　
た
ま
水
の
　
た
き
つ
み
や
こ
は
　
み
れ
ど
あ
か
ず
か
も
〉
（
3
0
・
一
四
二
一
五
）
は
万

葉
巻
1
・
三
六
番
長
歌
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
（
こ
れ
も
句
々
に
異
動
あ
り
）
。

万
葉
集
歌
か
ら
の
再
録
は
全
体
で
延
べ
三
九
首
に
上
る
が
、
こ
れ
ら
は
本
文
に
記
し
た
通
り
、
す
べ
て
除
外
し
た
。
そ
の
上
で
、
ま
ず
古
今
集
か

ら
新
拾
遺
集
に
至
る
勅
撰
一
三
和
歌
集
の
用
例
は
す
べ
て
数
え
上
げ
て
生
か
し
た
。
ま
た
新
撰
万
葉
集
か
ら
夫
木
和
歌
抄
に
至
る
私
撰
七
歌
集
の

用
例
に
関
し
て
は
、
勅
撰
集
と
の
重
複
歌
を
す
べ
て
除
外
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、
人
丸
集
か
ら
金
椀
和
歌
集
に
至
る
私
家
一
九
集
の
用
例
に
関
し

て
は
、
勅
撰
・
私
撰
集
と
の
重
複
を
す
べ
て
除
外
し
た
。
た
だ
し
、
人
丸
集
・
家
持
集
の
私
家
二
集
の
用
例
だ
け
は
、
私
撰
集
よ
り
優
先
さ
せ
た
。

そ
の
結
果
、
本
文
に
掲
げ
た
表
に
勅
撰
三
和
歌
集
（
後
撰
・
拾
遺
抄
・
風
雅
）
、
私
撰
二
和
歌
集
（
玄
玄
・
新
撰
朗
詠
）
、
私
家
四
集
（
友
則
・
輔
親
・

散
木
奇
歌
集
・
拾
玉
）
が
落
ち
る
こ
と
に
な
っ
た
。

注
（
5
）
の
前
掲
拙
稿

〈
宮
〉
を
対
象
と
す
る
用
例
は
二
首
（
1
・
三
六
、
6
・
九
二
一
）
と
少
な
い
が
、
と
も
に
吉
野
離
宮
（
三
六
は
持
統
天
皇
離
宮
、
九
二
一
は
聖
武
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（
1
4
）
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（
2
1
）

（
2
2
）

天
皇
離
宮
）
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
〈
国
〉
を
対
象
と
す
る
用
例
二
一
首
の
場
合
も
六
首
（
1
二
二
七
、
6
・
九
〇
九
、
9
・
一
七
二
一
、

一
七
二
三
、
一
七
二
五
、
一
七
三
六
）
が
吉
野
川
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
麻
呂
の
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
最
初
の
用
法
は
、
持
統
天
皇
と
の
関

わ
り
の
上
で
吉
野
を
讃
美
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
天
皇
に
ウ
ェ
イ
ト
が
か
か
る
と
宮
讃
め
、
吉
野
川
（
も
し
く
は
そ
の
流
域
）
に
ウ
ェ
イ
ト
が
か

か
る
と
国
讃
め
と
い
う
表
わ
れ
方
を
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
初
の
用
法
に
お
い
て
は
〈
宮
〉
〈
国
〉
の
ど
ち
ら
を
対
象
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
の

収
敏
す
る
所
に
天
皇
（
神
）
が
想
定
さ
れ
て
い
る
点
で
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
位
相
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

勅
撰
和
歌
集
で
は
〈
妹
背
山
〉
二
六
首
（
古
今
～
新
拾
遺
に
わ
た
る
＝
二
集
に
所
収
）
、
〈
玉
津
島
〉
二
七
首
（
古
今
～
新
続
古
今
に
わ
た
る
＝
二

集
に
所
収
）
、
〈
布
引
の
滝
V
一
八
首
（
金
葉
～
新
続
古
今
に
わ
た
る
一
一
集
に
所
収
）
、
〈
天
の
橋
立
〉
一
一
首
（
金
葉
～
新
続
古
今
に
わ
た
る
七

集
に
所
収
）
と
広
い
時
代
層
に
わ
た
っ
て
詠
み
こ
ま
れ
て
お
り
、
歌
枕
で
あ
っ
た
こ
と
が
十
分
に
窺
え
る
。
な
お
「
能
因
歌
枕
（
広
本
）
」
（
『
日
本

歌
学
大
系
』
第
一
巻
）
に
は
〈
布
引
の
滝
〉
し
か
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
近
世
の
契
沖
「
類
字
名
所
補
翼
紗
」
（
岩
波
『
契
沖
全
集
』
第
一
一
、

一
二
巻
）
に
は
四
つ
と
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

39

q
な
に
は
え
の
つ
の
ぐ
む
あ
し
の
は
を
あ
ら
み
見
れ
ど
も
飽
か
ず
春
の
け
し
き
は
〉
な
ど
も
〈
春
の
け
し
き
〉
の
主
要
構
成
要
素
は
芽
吹
き
つ

つ
あ
る
葦
で
あ
る
か
ら
、
植
物
一
般
に
数
え
て
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
す
る
と
二
九
首
に
も
な
る
。

注
（
5
）
の
前
掲
拙
稿
一
二
頁

注
（
1
5
）
に
同
じ

後
撰
集
に
お
け
る
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
用
例
は
、
こ
の
一
首
の
み
で
あ
る
。

森
朝
男
「
高
市
黒
人
の
位
置
－
和
歌
史
の
視
点
よ
り
見
た
る
ー
」
（
『
国
文
学
研
究
』
第
四
四
集
、
昭
4
4
・
6
）
に
お
け
る
命
名
法
に
従
っ
た
。

注
（
4
）
の
前
掲
拙
稿
二
本
中
「
〈
見
れ
ば
～
見
ゆ
〉
考
－
万
葉
の
一
叙
景
歌
形
式
の
背
景
と
意
味
　
　
」
の
方

〈
河
蝦
鳴
く
六
田
の
川
の
川
楊
の
ね
も
こ
ろ
見
れ
ど
飽
か
ぬ
川
か
も
〉
（
7
・
一
七
二
三
）
は
〈
見
れ
ど
飽
か
ぬ
〉
が
四
句
と
結
句
と
に
句
割
れ
し

て
い
る
が
、
一
応
こ
こ
で
は
結
句
に
措
か
れ
た
も
の
と
見
な
し
た
い
。

〈
賀
茂
臨
時
祭
〉
は
前
掲
「
能
因
歌
枕
（
広
本
ご
に
も
十
一
月
の
代
表
的
歌
題
と
し
て
す
で
に
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
〈
月
〉
は
万
葉
の
奈
良
朝
季
節

歌
に
お
い
て
す
で
に
秋
歌
に
集
ま
り
始
め
て
い
る
。

本
稿
の
テ
キ
ス
ト
と
し
た
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
三
巻
所
収
「
元
良
親
王
集
」
で
は
、
二
句
目
が
〈
き
え
か
へ
り
つ
つ
〉
と
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
゜
〈
よ

も
す
が
ら
〉
と
意
味
的
に
打
ち
合
わ
な
い
よ
う
に
思
う
。
よ
っ
て
、
木
船
重
昭
『
元
良
親
王
集
評
釈
』
（
昭
5
9
・
6
）
が
写
本
の
誤
り
と
し
て
、
試

み
に
訂
し
た
く
お
き
か
へ
り
つ
つ
V
に
従
う
こ
と
と
す
る
。
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（
2
3
）

（
2
4
）

『
新
編
国
歌
大
観
』
第
三
巻
所
収
の
家
持
集
三
一
八
首
は
宮
内
庁
書
陵
部
本
を
底
本
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
〈
早
春
〉
〈
夏
歌
〉
〈
秋
歌
〉
〈
冬
歌
〉

〈
雑
歌
〉
の
五
分
立
を
も
つ
の
み
で
〈
恋
〉
の
分
立
を
も
た
な
い
。
ま
た
、
こ
の
系
統
の
本
文
を
整
備
し
た
と
さ
れ
る
系
統
の
一
本
、
西
本
願
寺

本
三
十
六
人
集
の
家
持
集
（
『
私
家
集
大
成
』
中
古
－
所
収
）
で
は
く
恋
部
V
が
加
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
2
7
は
そ
ち
ら
に
は
行
か
ず
〈
秋
歌
〉
の

方
に
分
類
し
直
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
編
者
は
2
7
の
も
つ
季
節
性
の
要
素
の
方
を
相
聞
的
要
素
よ
り
も
重
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

注
（
5
）
の
前
掲
拙
稿
一
四
頁

（
万
葉
集
の
引
用
は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
、
ま
た
中
古
・
中
世
の
勅
撰
・
私
撰
・
私
家
集
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
」
第
一
巻
～
第

四
巻
に
従
っ
た
。
な
お
後
者
に
関
し
て
は
、
作
品
中
の
仮
名
の
一
部
を
、
便
宜
上
、
漢
字
に
直
し
た
も
の
も
あ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
し
ま
だ
し
ゅ
う
ぞ
う
・
助
教
授
）
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